
バ

ロ
ッ
ク
論

の
根

底

に
あ

る
も

の

i

ヴ

ェ
ル
ラ
リ
ン
の
方
法
を
巡

っ
て
ー

久

保

光

志

一
、

序

ま
こ
と
に
、

ハ
イ
ン
リ

ッ
ヒ
ーー
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
の

『美
術
史
の
基
礎
概
念
』
(初
版

一
九

一
五
年
)
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
古
典
美
術
に
対
し
て
劣

っ
た

も
の
、
卑
俗
な
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
バ
ロ
ッ
ク
美
術
を
正
し
く
評
価
す
る
た
め
の
足
掛
か
り
を
初
め
て
提
供
し
た
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
バ

ロ
ッ
ク
と
言
う
語
が
美
術
に
適
用
さ
れ
て
か
ら
、
そ
れ
は
長
い
歴
史
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
語
が
使
わ
れ
る
時
に
は
多

か
れ
少

な
か
れ
常
に
侮
蔑
的
な
意
味
が

つ
き
ま
と

っ
て
い
た
。
ヴ

エ
ル
フ
リ
ン
は
こ
の
様
な
価
値
判
断
を
完
全
に
排
除
す

る
事
を
要
求
す
る
。
そ
し

て
こ
の
価
値
判
断
を
差
し
控
え
る
事
に
よ
っ
て
、
古
典
美
術
と
バ
ロ
ッ
ク
美
術
の
形
そ
の
も
の
に
注
視
す
る
事
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
美
術

に
固
有

の
性
格
を
取
り
出
す
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

『美
術
史
の
基
礎
概
念
』
が
出
版
さ
れ
て
以
来
、
次
第
に
そ
の
力
を
増
大
し
て
来
た

バ

ロ
ッ
ク

.
ル
ネ
サ
ン
ス

(或
る
意
味
で
、
非
常
に
逆
説
的
な
言
葉
で
は
あ
る
が
)
は
今
日
で
は

一
般
的
な
も
の
と
な
り
、
バ
ロ
ッ
ク
と
言
う
語
が

経
て
来

た
侮
蔑
の
歴
史
に
対
し
て
、
今
や
バ
ロ
ッ
ク
は
積
極
的
な
価
値
を
獲
得
し
た
如
く
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
を
嫌
悪
し
、
バ

ロ

ッ
ク
的
な
も
の
に
な
ら
何
で
あ
れ
、
そ
れ
を
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
い
う
風
潮
す
ら

一
部
に
は
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
斯
く
の
如
き
状
況
に
面
し
て
、
今

一
度
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
に
立
ち
帰
り
、
そ
こ
に
お
け
る
美
術
史
の
方
法
の
成
立
を
見
極
め
、
そ
の
方
法
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
は
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
の
方
法
を
巡

っ
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

1

二
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
と
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン

ブ

ル
ク

ハ
ル
ト
と
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
の
師
弟
関
係
は
所
謂
バ
ー
ゼ
ル
学
派
と
し
て
美
術
史
に
関
心
を
持

つ
者
に
は
周
知
の
事
実
で
あ

ろ

う
。

そ

し



て

、

ブ

ル
ク

ハ
ル
ト
が

『
チ

チ

ェ

ロ
ー
ネ

』

(
一
八

五

五
年

)
、

『
イ

タ

リ

ア

に
お

け

る

ル
ネ

サ

ン

ス

の
文

化
』

(
一
八

六
〇

年

)

等

の

著

作

を

も

っ

て
、
イ
タ
リ
ア

・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
概
念
を
広
く

一
般
教
養
社
会
に
普
及
さ
せ
た
事
も
ま
た
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

で
は
、
i

先
ず
我
々
は

問
お
う
ー

こ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
宣
揚
者
た
る

(或
は
少
な
く
と
も
そ
の
様
な
役
割
を
負
わ
ざ
る
を
得
た
か

っ
た
)
ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
に
と

っ
て
バ
ロ

ッ
ク
美

術

は
如

何

な

る

も

の

で
あ

っ
た

で
あ

ろ
う

か
。

(注
1
)

「
バ

ロ

ッ
ク

建
築

は

ル
ネ

サ

ン

ス
と

同

じ

言

葉

を
話

す

に

は
違

い
な

い
が

、

そ

れ

は
粗

野

な
方

言

に

よ

っ
て
な

の

で
あ

る

。
」

「
チ
チ

ェ

ロ
ー

ネ
」

に
見

出

さ
れ

る

こ

の
言

葉

は
、

直

接

に

は

バ

ロ

ッ
ク
建

築

に
関

し

て

言

わ

れ

て

い
る

の
で

あ

る
が

、

ブ

ル
ク

ハ
ル
ト
が

バ

ロ

ッ
ク
美

術

を
如

何

に
見

て

い
た

か

を
明

ら

か

に
す

る

で

あ

ろ

う
。

即

ち
、

ブ

ル
ク

ハ
ル

ト

に
と

っ
て
、

バ

ロ

ッ
ク

美

術

は

「
方

言
」

な

の
で

あ

り
、

し

か

も

「
粗

野

な

方

言

」

な

の

で
あ

る

。

そ

し

て
言

う

ま

で

も

な
く

、

こ

の

「
方

言

」

に
対

し

て
、

正

統

な

語

法

と

し

て

ル
ネ

サ

ン

ス

の
古

典
美

術

ヘ

ヘ

へ

が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
バ

ロ
ッ
ク
美
術
は
、
「方
言
」
と
し
て
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
美
術
の
派
生
態
で
あ
り
、
「粗
野
な
方
言
」
と
し
て
ク
ラ
シ
ッ
ク
美
術

に
価
値
的
に
劣
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
美
術
が
発
生
的

に
見
て
も
価
値
的
に
見
て
も
規
準
と
尺
度
を
与
え
て
い
る
の
で
あ

り
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
美
術
が
絶
対
な
の
で
あ
る
。

(注
2
)

と
こ
ろ
で
、
ヨ
ー
ゼ
フ
H
ガ
ン
ト
ナ
ー
に

「ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
の
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
評
と
ク
ラ
シ
ッ
ク
観
念
」
と
い
う
興
味
深
い
論
文
が
あ
る
。
こ
こ

で
追
求
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の
問
い
で
あ
る
。

一
八
七
〇
年
代
に
至

っ
て
ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
は
バ
ロ
ッ
ク
美
術

へ
の
転
向
を
体
験
す
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
彼
は
そ
の
時
点
に
お
い
て
も
、

ル
ー
ベ
ン
ス
は
認
め
る
に
し
て
も
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
を
認
め
る
所
ま
で
は
至
ら
な
か

っ
た
。
彼
は

一
貫
し
て

レ
ン
ブ

ラ
ン
ト
を
否
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
は
何
処
に
あ
る
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

ガ
ン
ト
ナ
ー
は
こ
れ
に
対
し
次
の
如
く
答
え
る
。
ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
に
と

っ
て
美
術
の
規
準
を
与
え
る
も
の
は
、
ル
ネ
サ

ン
ス
を
越
、兄
て
ギ
リ
シ
ア

の
美
術
な
の
で
あ
り
、
彼
は

「人
体
の
積
分
法
な
い
し
可
視
化
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
か
ら
出
発
す
る
」
の
で
あ
り
、
従

っ
て
彼

に
と

っ
て

「美
術

の
対
象
は
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
」、
そ
れ
故

ル
ー
ベ
ン
ス
が
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
規
範
を
離
れ
、

対
象
を
自
然
主
義
的
に
描

く
と
し
て
も
、
彼
は
そ
れ
を
承
認
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
対
象
を
空
気
と
光

の
も
と
に
従
属
さ
せ
、
対
象

の
独
立
性
を
奪
う
レ
ン
ブ

ラ
ン
ト

の
藝
術
は
こ
れ
を
認
め
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ガ
ン
ト
ナ
ー
は
語
を
継
い
で
、
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
は
ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
と
異
な
り
、
イ
タ
リ
ア

・
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
で
は
最
早
、
古
代
の
如
く
彫
刻
が
優
位
を
占
め
る
の
で
は
な
く
、
絵
画
が
優
位
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
出
発

2



す
る
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
に
と

っ
て
は
ル
ー
ベ
ン
ス
と
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
間
に
何
等
の
原
理
的
な
差
別
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
事
は
、
ヴ

エ
ル
フ
リ
ン
が

「美
術
史
の
基
礎
概
念
」

に
お
い
て
、
線
的

・
絵
画
的
の
対
立
図
式
に
関
し
て
論
述
し
て
い
る
所
を
見
れ
ば
自
ず
と
納
得
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
は
こ
れ
を
簡
明
に
定
式
化
し
て
、
「線
的
表
現
は
物
を
在
る
が
儘
に

(三

Φ
玖
Φ
匹
巳
)
与
え
、
絵
画
的
表
現
は
物
を
現
わ

(注

3
)

れ
る
が
儘
に

(≦
凶Φ
ω幽⑦
Nb
°
ω①
圃旨
ω
O】P①
博b.O
昌
)
与
え
る
。」
と
言

っ
て
い
る
。

即
ち
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
に
と

っ
て
、

対
象
が
何
で
あ
る
か
、
ま
た
対

象
が
何

を
表
現
し
て
い
る
か
、
そ
う

い
う
問
い
は
最
早
ど
う
で
も
良
い
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
は
そ
れ
に
無
関
心
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
彼
に
は
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
規
範
に
従

っ

た
均
斉

の
と
れ
た
姿
に
お
い
て
、
人
間

の
精
神
が
、
人
間
の
理
想
が
表
現
さ
れ
る
と
い
う
事
は
、
彼

の
美
的
観
照
に
と

っ
て
副
次
的
な
事
柄
で
は
な

く
、
そ

の
観
照
そ
の
も
の
を
成
立
せ
し
め
る
根
拠
を
な
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
か
の
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の

「高
貴
な
る
単
純
と
静
か
な
る
偉

大
」
と
言
う
言
葉
を
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ヴ

ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
と
同
様
、
ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
に
あ

っ
て
も
、
美
は
人
間
の
理
想
と
結
び

つ
い
て
い
る

の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
こ
の
点
こ
そ
が
、
「チ
チ

ェ
ロ
ー
ネ
」
か
ら
進
ん
で
書
か
れ
た

「
イ
タ
リ
ア

・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
文
化
」

に

つ
い
て
、

歴
史
家
の
側
か

ら
、
「時
」
を
欠
く
史
学
、
「史
的
発
展
」
の
概
念
の
な
い
史
風
と
し
て
厳
し
い
批
判
を
浴
び
せ
ら
れ
る
所
な
の
で
あ
る
。

「狂
信
、
激
情
、
非
調
和
の
暗
い
北
欧
の
世
界
を
の
が
れ
た
彼
は
、

南
欧
の
日
光
の
輝
く
澄
み
き

っ
た
青
空
に
、

そ
し
て
特
に
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術

の
澄
み
き

っ
た
調
和
あ
る
美

の
う
ち
に
救
い
を
見
い
だ
し
た
。
そ
の
美
と
調
和
は
時
代
本
質
よ
り
由
来
す
る
と
信
じ
た
彼

は
、
そ
こ
に
彼
の
理
想
像

を
投
影
し
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
た
も
の
は
彼
自
身
の
、
そ
し
て
彼
の
理
想
の
姿
で
、
真
実
の
時
代
像
の
忠
実
な
描
写
と
は
呼
び
が

(注
4
)

た
い
も

の
で
あ

っ
た
。
『
か
く
し
て

一
個
の
藝
術
作
品
、
ル
ネ
サ
ン
ス
像
が
創
作
さ
れ
た
』
(ワ
ル
タ
ー

・
レ
ー
ム
)
の
で
あ
る
。」

斯
く

の
如
き
批
判
に
よ
っ
て
、
我
々
は
ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
の
美
術
観
照
が
人
間
の
理
想
と
そ
の
表
現
と
し
て
の
人
間
身
体

の
ク
ラ
シ
ッ
ク
的
均
斉
と

に
固
く
結
び

つ
い
て
い
る
事
が
よ
り
明
瞭
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

3

三
、
美
術
史
の

「基
礎
概
念
」

ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
は

『美
術
史
の
基
礎
概
念
』
を

「様
式
の
二
重
根
源
」
と
題
す
る

一
節
か
ら
始
め
て
い
る
が
、
我
々
は
こ
の
節
に
お
い
て
ヴ

ェ
ル

フ
リ
ン
が
ブ

ル
ク

ハ
ル
ト
の
方
法
と
は
異
な
る
方
法
を
如
何
に
切
り
開
こ
う
と
し
た
か
を
見
る
事
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

先
ず
、
彼

は
実
例

を
挙



げ

つ
つ
・
個
人
様
式
・
民
族
様
式
、
時
代
様
式
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
れ
を
個
人
の
気
質

(↓
①目
b
Φ蕁
目
Φ暮
)、

民
族
な
い
し
時
代
の
気
分
の

表
現

(諺
q
ω脅
⊆
o閃
)
と
し
て
捉
え
る
美
術
史

の
方
法
に
つ
い
て
論
ず
る
。
そ
し
て
、
こ
の
方
法
、
時
代
様
式
を
そ
の
時
代
の
気
分
、
精
神
或
は
感
情
の
表

現
と
し
て
解
釈
す
る
方
法
の
下
で
ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
事
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
様
な
仕
方
で
ル
ネ
サ

ン
ス
と
バ
ロ
ッ
ク
を
説
明

す
る
仕
方
は
・
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
に
よ
れ
ば
、

以
下
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

「イ
タ
リ
ア

・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
中
心
概
念
は
完
全
な
る
比
例
の
概
念
で
あ

る
。
こ

の
時
代
は
人
物
像
と
同
じ
く
建
築
に
お
い
て
も
図
像

(しd
ロ
傷
)

を
自
足
し
た
完
全
性
に
お
い
て
獲
得
し
よ
う
と
し
た
。
」
そ
し
て
ル
ネ
サ
ン

ス
は
そ
こ
に

「高
め
ら
れ
た
自
由
な
存
在
」
を
見
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
「
バ
ロ
ッ
ク
は
ル
ネ
サ
ン
ス
と
同
じ
形
式
組
織
を
用
い
て
い

る

の

で
あ
る
が
・
そ
れ
が
与
え
る
の
は
、
最
早
完
成
し
た
完
全
な
る
も
の
で
は
な
く
、
無
限
界
な
巨
大
な
も

の
な
の
で
あ
る
。
美
し
い
比
例
の
理
想
は
消

え
る
・
関
心
は
存
在
に
で
は
な
く
・
生
成
に
あ
る
の
で
あ
碓
毘

そ
し
て
・

ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
は
バ
・
ッ
ク
美
術

の
性
格

の
簡
濯

定
式
化
と
し
て
、

『
チ
チ

ェ
ロ
ー
ネ
』
の

「全
て
を
犠
牲
に
し
た
熱
情

(諺
頃
Φ醇
)
と
運
動
」
と
言
う
言
葉
を
引
く
。

結
局
・
こ
こ
で
は
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
バ

ロ
ッ
ク

へ
の
変
化
が
、
「個
人
の
世
界
に
対
す
る
関
係
」
の
変
化
と
し
て
、
「時
代
精
神
」
「感
情
」
「理
想
」

の
変
化
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
様
な

「表
現
」
の
概
念
だ
け
に
よ

っ
て
美
術
史
が
汲
み
尽

く
さ
れ
る
訳
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
線
の
運
び
を
時
代
の
感
情
と
結
び
つ
け
て
説
明
す
る
事
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
、

し
か
し

こ
れ
に
よ

っ
て

「線
そ
の
も
の
」
が
説
明
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の

「線
そ
の
も

の
」
を
説
明
し
得
る
も
の

こ
そ

「
視
覚
形
式
」
の
説
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

ク
ラ
シ
ッ
ク
と
バ
ロ
ッ
ク
と
の
対
比
に
お
い
て
、
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
が
定
式
化
し
た
五
対
の
概
念
は
著
名
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
多
言
を

要
し
な

い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

(
一
)
線
と
絵
画
的

(二
)
平
面
的
と
深
奥
的

(三
)
閉
じ
た
形
式
と
開
か
れ
た
形
式

(四
)
多
様
性
と
統

一
性

(五
)
対
象

の
絶
対
的
明
瞭
性
と
相
対
的
明
瞭
性

ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
は
こ
れ
ら
の
対
概
念
に
よ
っ
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
バ
ロ
ッ
ク
の
視
覚
形
式
を
特
徴
づ
け
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
視
覚
形
式
は
、
彼

4



に
よ
れ
ば
、
時
代
や
歴
史
の
偶
然
性
か
ら
独
立
し
て
お
り
、
そ
れ
自
身

の

「論
理
」
を
持
ち
、
外
か
ら
の
影
響
を
蒙
る
事
な
く
、
そ
れ
自
体

の
発
展

を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第

一
の
視
覚
図
式
の
線
的
な
も
の
か
ら
絵
画
的
な
も
の
へ
の
発
展
は
決
し
て
時
代
感
情
の
変
化
に
よ

っ
て
説

明
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
く
、
視
覚

(ω
Φげ
①⇒
)
そ
れ
自
身
か
ら
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
は
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
バ

ロ
ッ
ク

へ
の
移
行
を
、
歴
史
或
は
文
化
史
に
結
び
つ
け
る
事
に
よ

っ
て
説
明
す
る

の
で

は
な

く

(勿
論
、
彼
は
こ
の
様
な
研
究
の
方
法
を
否
定
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
)、

視
覚
自
体

の
発
農
と
し
て
視
覚
固
有
の

「
内
面
史
」
と
し
て
説
明
し

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
あ
の
五
対
の
視
覚
図
式
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
と
バ

ロ
ッ
ク
美
術
は
全
く
異
な

っ
た
視
覚

形
式
の
上
に
成
り
立

っ
て
い
る
事
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
美
術
史
学
の
方
法
、
歴
史
学
や
文
化
史
と
は
別
の
地
点
か
ら
出
発
す
る
方
法
は
、
当
然
予
想
さ
れ
る
様
に
、
ブ

ル
ク

ハ
ル
ト
の
容
認
す
る
所

で
は
な
か

っ
た
様
で
あ
る
。
既
に

一
八
九
六
年
に
ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
は
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
の
書
簡
に
次
の
様
に
答
え
て
い
る
。

「
人
び
と
が
別
の
眼
を
獲
得
し
た
か
ど
う
か
、
私
は
知
り
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
別

の
太
陽
が
大
空
に
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
う
し
て
そ
れ
が
あ

(注
6
)

ら
ゆ
る
色
彩
を
別
様
に
見
え
し
め
、
こ
と
に
ま

っ
た
く
別
様
の
濃
影
を
投
げ
た
の
で
す
…
…
」

こ
こ
に
我
々
は
、
内
か
ら
の
美
術
史
家
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
と
外
か
ら
の
文
化
史
家
ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
の
相
異
を
端
的
に
見
て
取
る
事
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
は
、
こ
の

「視
覚
形
式
」
の
説
に
よ
っ
て
ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
規
範
を
逃
れ
る
事
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
バ
ロ
ッ

ク
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
頽
落
形
態
と
見
做
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
両
者
は
別
々
の

「視
覚
的
可
能
性
」
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
両
者
は
異

な

っ
た
視
覚
的
基
準
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

・

し
か
し
、
我
々
は
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
の
言
う
如
く
、
視
覚
の

「内
面
史
」
と
歴
史
的
説
明
に
よ
る

「外
面
史
」
と
を
、

「
形
式
」
と

「内
容
」
と
を

そ
れ
程
簡
単
に
分
離
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
こ
そ
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
が
後
に
幾
度
も
批
判
を
受
け
る
点
な

の
で
あ
る
。

5

四
、

「
視

覚

形

式

」

の

問

題

ヴ

ェ
ル

フ
リ

ン
が

視

覚

形
式

の
説

を
形

成

す

る

に
あ

た

っ
て
、

コ
ン

ラ

ー

ト

ロ

フ

ィ
ー
ド

ラ

ー
、

ア
ド

ル

フ
冒

ヒ

ル
デ

ブ

ラ

ン
ト

と

の
交
友

に

よ

る

影

響

の
大

き

い
事
が

屡

々
指

摘

さ
れ

て

い

る
。

恐

ら

く

ヴ

ェ
ル

フ
リ

ン

の

「
視

覚

形

式

」

は

フ

ィ
ー

ド

ラ

ー

を
介

し

て

(ま

た

ツ

ィ
ン

メ

ル

マ
ン

の
美

学

も

そ

こ
に

は

介

在

し

て

い

る

で
あ

ろ
う

)

カ

ン

ト
美

学

の
形

式

主

義

に

連

な

る

で
あ

ろ
う

。

こ

の
点

で
ヴ

ェ
ル

フ
リ

ン
が

視

覚

形

式

を

「
直



観
形
式

(諺
昌
ωoげ
餌自

昌
σq
獣
o村白
)L
と
も
言
い
、
五
対
の
視
覚
図
式
を

「直
観

の
カ
テ
ゴ
リ
ー

(囚
鉾
Φ
σq
o
ユ
8

傷
Φ同
諺
p
ω
oず
餌
籃
昌
σq
)
」
と
も
名
付

け
て
い
る
の
は
特
徴
的
で
あ
る
。
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
の
視
覚
形
式
が
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
な
直
観
形
式
と
同

一
で
な
い
の
は
勿
論
で
あ
り
、
寧
ろ
経
験

的
な
も

の
と
言
え
よ
う
が
、
内
容
か
ら
独
立
し
て
或
る
特
定
の
時
代
の
視
覚
可
能
性
を
条
件
づ
け
て
い
る
点
で
、
感
性
の
ア

.
プ
リ
オ
リ
な
条
件
と

し
て
の
直
観
形
式
と
は
共
通
の
点
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
両
者
の
繋
が
り
を
我
々
は
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
を
参
照
す
る
事
に
よ

つ
て
明
ら
か
に
す
る
事
が
出
来
よ
う
。

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
遺
稿
に

カ
ン
ト

の

『
判
断
力
批
判
』
に
つ
い
て
の
覚
書
が
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
以
下
の
如
き
言
葉
が
散
見
さ
れ
る
。

「ヵ

ン
ト
は
快

・
不
快
の
感
情
の
規
定
と
し
て
の
感
覚
と
事
象

の
表
象
と
し
て
の
感
覚
と
を
区
別
す
る
。

前
者
は
主
観
的
感
覚
で
あ
り
、

後
者
は

客
観
的
感
覚
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
藝
術
本
来
の
領
域
は
こ
の
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
客
観
的
感
覚
の
領
域
で
あ
る
。」

「藝

術
そ
の
も
の
は
趣
味
と
は
関
係
が
な
い
。
藝
術
の
課
題
は
物

の
認
識
で
あ
る
。」

「唯
次
の
事
を
探
究
す
べ
き
で
あ
る
。
感
性
的
知
覚
の
藝
術
的
形
成
を
必
然
的
た
ら
し
め
る
立
法
を
認
識
能
力
の
悟
性
が
含
ん
で
い
な
い
か

ど

う

か
。」「藝

術
作
品
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
直
観
的
表
蹇

お
い
て
、
他
の
如
何
な
る
心
的
能
力
に
よ
っ
て
も
近
付
き
得
な
勧
那
の
を
見
出
す
の
は
礫

で
は
な
く
、
悟
性
な
の
で
あ
り
、
悟
性
が
藝
術
作
品
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
直
観
的
表
象
の
世
界
を
把
握
す
る
の
で
あ
る
。」

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
カ
ン
ト
と
対
決
す
る
事
に
よ

っ
て
導
出
し
た
こ
れ
等
の
テ
ー
ゼ
は
結
局
、
藝
術
を
趣
味
と
感
情
の
領
域
か
ら
悟
性
と
認
識
の
領

域

へ
奪
還
す
る
事
を
目
指
し
て
い
る
。
周
知
の
如
く
、
カ
ン
ト
は
表
象
に
お
い
て
客
観
的
な
側
面
と
主
観
的
側
面

(こ
れ

は
又
、
認
識
的
側
面
と
感

情
的
側
面
と
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
)
を
区
別
し
、
主
観
的
側
面
を
美
と
藝
術
に
、
客
観
的
側
面
を
認
識
に
割
り
当
て
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
、
藝
術
を
悟
性

へ
帰
属
せ
し
め
、
感
情
で
は
な
く
、
客
観
的
な

「直
観
的
表
象
」
が
藝
術
の
本
質
を
な
す
と
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
様
な
思
想

へ
と
導
く
要
素
は
カ
ン
ト
美
学
の
う
ち
に
既
に
内
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
カ
ン
ト
が
美
を

「対

象
の
形
式
に
対
す
る
適
意
」
と
考
え
、
主
観

の
側
で
の
快
の
感
情
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
客
観
の
形
式
を
言
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
客
観
の
側

面
を
強
調
し
て
行
く
時
、
そ
こ
に
対
象

の
形
を
成
立
さ
せ
る
ア

・
プ
リ
オ
リ
な
直
観
形
式
の
働
き
が
注
目
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
ヴ

ェ
ル

フ
リ
ン
の
言
う
直
観
形
式
は
こ
の
カ
ン
ト
の
直
観
形
式
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
時
と
と
も
に
移
り
行
く
経
験
的
な
も

の
で
あ

っ
て
、

(ヴ

ェ
ル

フ
リ
ン
自
身
認
め
て
い
る
様
に
)
普
遍
妥
当
的
、
超
越
論
的
な
も
の
と
は
言
い
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
直
観
形
式
が
個
々

の
形
の
根
底
に
潜
み
、
そ



れ
を
成

立
さ
せ
る
条
件
で
あ
る
限
り
、
カ
ン
ト
的
な
意
味
合
い
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。

そ
れ

で
は
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
自
身
は
直
観
形
式
の
変
化
を

(歴
史
的
な
変
化
に
よ
っ
て
説
明
し
な
い
と
す
れ
ば
)
如
何
に
説
明
す
る
の
で

あ

ろ
う

か
。
彼

は
こ
れ
を
心
理
的
に
説
明
す
る
様
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
バ

ロ
ッ
ク
へ
の
移
行
は

「
心
理
的
に
明
白
な
も
の
」
を
持

っ
て
い

る
と
す

る
。

「部
分
的
に
曇
ら
さ
れ
た
明
瞭
性
に
魅
力
を
感
じ
る
た
め
に
は
前
も

っ
て
明
瞭
性
の
概
念
が

形
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
事
は
全

く
理
解
し
得
る
。
又
、
全
体
の
効
果
に
お
け
る
諸
部
分
の
自
立
性
が
消
え
て
し
ま
い
、
諸
部
分
の
統

一
を
把
握
す
る
仕
方

は
、
独
立
的
に
形
成
さ
れ

た
諸
部
分
を
持
つ
構
成
の
後
に
初
め
て
続
く
事
、
隠
れ
た
合
目
的
性

(非
構
築
的
な
も
の
)
と
の
戯
れ
は
明
白
な
合
目
的
性
を
前
提
し
て
い
る
等
々

(注
8
)

の
事
は
同
様
に
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
。」

つ
ま
り
、
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
に
と
り
、
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
バ
ロ
ッ
ク
へ
の
移
行
は
心
理
自
体
が
持
つ
或
る
必
然
的
な
過
程
と
考
え
ら
れ
て
い
る
様
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
立
場
か
ら
、

ル
ネ
サ
ン
ス
ー
バ
ロ
ッ
ク
の
移
行
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
線
的

.
構
築
的
等

の
視
覚
図
式
か
ら
絵
画
的

.
非
構
築

的
等
の
図
式

へ
の
展
開
が
他
の
時
代
に
お
い
て
も
成
立
し
得
る
と
想
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
で
も

っ
て
線
的
か
ら
絵
画
的

へ
の
視
覚
の
展
開
が
説
明
出
来
る
と
し
て
も
、
線
的
な
視
覚
が
再
び
新
た
に
始
ま
る
事
実
は
こ
れ
に

よ
っ
て
は
説
明
さ
れ
得
な
い
。

「視
覚
が
目
立
た
ず
殆
ん
ど
自
然
な
形
で
彫
塑
的
な
も
の
か
ら
絵
画
的
な
も
の
へ
変
化
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
で
は
実
際
、

純
粋
な
内
的
展

開
が
問
題
な
の
で
は
な
い
か
と
問
う
事
が
出
来
る
が
、
絵
画
的
な
も
の
か
ら
彫
塑
的
な
も
の
へ
の
復
帰
の
場
合
に
は
主
要
動
機
は
確
か
に
外
的
関
係

(注
9
)

に
存
し
て
い
る
。」

展
開

の
一
方
が
内
面
に
、
そ
し
て
他
方
が
外
面
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
我
々
は
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。
も
し
絵
画
的
な
も

の
か
ら
線
的
な
も

の
へ
の
移
行
が
心
理
的
な
も
の
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
外
的
歴
史
的
な
も
の
の
視
覚

へ
の
影
響
に
よ

っ
て
し
か
説
明
さ
れ
得
な
い

と
し
た
ら
、
視
覚

の
内
面
史
は
そ

の
領
域
を
大
幅
に
狭
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
又
逆
に
線
的
か
ら
絵
画
的
な
も

の
へ
の
発
展
の
如
き
、
視

覚
の
内
面
史
も
実
は
外
的
な
歴
史
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
を
惹
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。

ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
の
言
う

「視
覚
」
が
決
し
て
器
官
と
し
て
の

「視
覚
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
限
り
、

(何
故
な
ら
、

こ
の
意
味
で
は
全
て
の

時
代
が
同
じ
に
見
て
い
る
筈
で
あ
る
か
ら
)
、

線
的
か
ら
絵
画
的

へ
の
移
行
が
如
何
に
自
然
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
決
し
て
機
械
的
過
程
に
還

7



元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
視
覚
の
主
体
が
や
は
り
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
事
は
ヴ

ェ
ル
フ
リ

ン
が
視
覚
の
ラ
テ
ン
的
性
格

と
ゲ
ル

マ
ン
的
性
格
に
つ
い
て
述
べ
る
所
か
ら
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

『美
術
史
の
基
礎
概
念
』

に
は
随
所
に
ラ
テ
ン
的
ゲ
ル
マ
ン
的

の
国
民
性
格
に
つ
い
て
の
省
察
を
見
出
す
事
が
出
来
る
。

ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
に
と

っ

て
こ
の
問
題
は
、

ル
ネ
サ
ン
ス

・
バ
ロ
ッ
ク
の
時
代
様
式
と
同
じ
く
考
察
す
べ
き
重
要
な
問
題
な
の
で
あ

っ
て
、

そ
れ

は
後
に
、

『
イ
タ
リ
ア
と
ド

イ
ツ
的
形
式
感
情
』
(
一
九
三

一
年
)

へ
と
結
実
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
の
国
民
性
格
を

「あ
ら
ゆ
る

世
紀
を
通
じ
て
同
じ
も
の
で
あ
る
表

象

の
仕
方
で
あ
る
と
し
、
ド
イ
ツ
的

「視
覚
」
に
は
バ
ロ
ッ
ク
的
性
格
が
、
イ
タ
リ
ア
的

「視
覚
」
に
は
ル
ネ
サ
ン
ス
的
性
格
が
よ
り
適
し
て
い
た

と
す
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
様
な
国
民
性
格
も

一
つ
の

「視
覚
形
式
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
如
何

に
し
て
視
覚
の
内
面
史
に

つ
い
て
語
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
そ
の
様
な
国
民
性
格
が
美
術

の
歴
史
に
お
い
て
常
数
と
し
て
見
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
様
な
国
民
性

格
は
個

々
の
国
民
が
持

つ
歴
史
的
風
土
的
条
件
に
由
来
す
る
も
の
で
な
い
と
し
た
ら
何
で
あ
ろ
う
か
。
国
民
的
視
覚
が
、

生
理
的
視
覚
の
如
き
普
遍

的
な
も

の
で
な
い
以
上
、
そ
れ
は
歴
史
的
風
土
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
事
は
明
ら
か
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
視
覚

の
内
面
の
み
で
は
な
く
、
視
覚

の
外
面
に
も
関
わ

っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
我
々
は
以
上
の
問
い
を
総
括
す
れ
ば
、
そ
れ
は
視
覚

の
形
式
と
内
容
の
問
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
カ
ン
ト
は
直
観
形
式
を
超
越
論
的

に
基
礎
づ
け
、
ま
た
美
の
理
論
か
ら

一
切
の
内
容
を
捨
象
し
た
の
で
あ
る
が
、
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
の
直
観
形
式
は
カ
ン
ト
と
違

っ
て
経
験
的

・
心
理
的

な
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ア

・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
も
の
と
し
て
、
経
験
的
な
も
の
と
の
関
係
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
が
た
と
え
形
式
を
内
容
に
還
元
す
る
事
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
も
。

8

五

、

ク

ロ

ー

チ

ェ
と

カ

ッ

シ

ー

ラ

ー

ベ
ネ
デ

ッ
ト
ーー
ク

ロ
ー
チ

ェ
が
バ

ロ
ッ
ク
を
攻
撃
し
、
そ
れ
は
頽
廃
で
あ
り
、
醜
く
非
詩
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
事

は
有
名
で
あ
る
。
バ
ロ
ッ

ク
の
従
う
掟
は
気
ま
ぐ
れ
、
く
つ
ろ
ぎ
、
た
わ
む
れ
で
あ
り
、
従

っ
て
そ
れ
は
功
利
的
、
快
楽
的
な
も
の
に
属
し
、
藝
術
的
な
も
の
に
は
属
し
て
い

(注

10
)

な
い
。
否
寧
ろ
そ
れ
は

「す
べ
て
に
対
立
し
、
と
り
わ
け
、
藝
術
そ
の
も
の
と
対
立
す
る
」
の
で
あ
る
。
ガ
ン
ト
ナ
ー
は

『
ク

ロ
ー
チ

ェ
の
造
形
藝

術
観
』

に
お
い
て
、
ク

ロ
ー
チ
ェ
を
し
て
こ
の
様
な
激
し
い
バ
ロ
ッ
ク
否
定
観

へ
導
い
た
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
を
考
察

し
て
い
る
が
、
結
論
を
言



・兄
ば
、

ク

ロ
ー
チ

ェ
の
美
学

の
根
本
命
題
に
し
て
公
式
で
あ
る

「藝
術
は
直
観
で
あ
り
、
直
観
は
表
現
で
あ
る
」
が
、
ク

ラ
シ
ッ
ク
を
そ
の
範
型
と

し
て
持
ち
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
る
も
の
の

一
つ
の
極
端
な
解
釈
で
あ
る
事
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。

「
バ

ロ
ッ
ク
美
術
が
、
中
世
美
術
に
似
て
、

直
観

の
行
為
に
お
い
て
す
で
に
個
々
の
直
観
の
諸
限
界
を
突
破
す

る
こ
と
は
、

バ

ロ
ッ
ク
美
術
の
本

庭

澤

藷

需

る
。
浮
か
び
漂
う
も
の
、
定
か
な
ら
ぬ
も

の
、
限
り
な
き
も
の
が
、
そ
の
中
心
的
な
美
的
特
質

の
;

で
あ
る
。

と

こ

ろ

が

『表
現
さ
れ
た
直
観
』

の
う
ち
に
、
た
だ
静
止
し
た
も

の
、
確
定
さ
れ
た
も
の
、
限
定
さ
れ
た
も
の
し
か
承
認
す

る
こ
と
が
出
来
な
い
人
、
そ
の
人

に
謡

"
戈
は
ヴ

ェ
ラ
ス
ケ
ス
、

ル
ー
ベ
ン
ス
、
あ
る
い
は
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
よ
う
な
美
術
家
は
つ
い
に
完
結
し
た
人
格
と
し
て
現
わ
れ
る
事
が
出
来

な
い
。」

ガ
ン
ト
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
直
観
即
表
現
と
見
做
さ
れ
得
る
の
は
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
も
せ
い
ぜ
い
ラ
フ
ァ
エ
ル
ロ
に
妥
当
す
る
だ
け
で
、
藝
術

創
造
の
前
段
階
と
そ

の
終
局
形
式
と
の
対
立
は
、
直
観
を
表
現
と
等
置
す
る
事
に
よ

っ
て
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ク
ロ
ー
チ

ェ
は
こ
の
直
観
即
表
現
の
説
に
基
づ
い
て
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
の

「美
術
史
の
基
礎
概
念

」
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
・
彼
は

一

九

一
九
年
に
、
カ
ー
ル
H
フ
ォ
ス
ラ
ー
に
宛
て
た
書
簡
に
次
の
様
に
書
い
て
い
る
。

「君
と
同
じ
く
私
も
、
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
の
方
針
は
ま

っ
た
く
誤

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ

の
方
針
は
、

一
と
昔
ま
え

の
歴
史
家
た
ち
の
唯
物
主

嚆
、、
心
理
主
義
、
伝
記
主
義
な
ど

へ
の
反
動
か
ら
出
て
来
て
、
そ
の
反
動
か
ら
、
具
体
的
な
藝
術
史
を
把
握
す
る
か
わ
り

に
、

一
つ
の
掻
象
的
か
藝

術
史
へ
飛
躍
し
ま
す
。
具
体
的
な
藝
術
史
と
は
、
内
容
と
形
式
と
の
、
露

と
爨

あ
る
い
は
蠧

爨

と
の
統

匠

ほ
か
な

り
喜

塵

ク

ロ
ー
チ

ェ
の

「
表
現
さ
れ
た
直
観
」
は
形
式
と
内
容
の
合

一
し
た
も
の
で
あ
り
、
形
式
を
内
容
か
ら
切
り
離
す
事
は
藝
術
作
品
か
ら
そ
の
具
体

性
を
奪
う
抽
象
で
あ
り
、
藝
術
の
本
質
を
見
損
う
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「表
現
さ
れ
た
直
観
」

は
唯

一
回
的
な
も

の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の

で
あ
り
、
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
の
言
う
如
き
視
覚
形
式
は
創
造
の
後
で
、
作
品
の
一
般
的
特
徴
を
分
類
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ

っ
て
・
内
容
な
き
形
式
が

個
々
の
藝
術
家
を
離
れ
、
「人
名
な
き
美
術
史
」
と
し
て
独
立
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
又
藝
術
創
造
を
条
件
づ
け
る
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

.」
れ

に
対

し

、

エ

ル

ン

ス
ト

島

.
シ
ー

了

は

ク

ロ
ー

チ

ェ
を
批

判

し

、

ヴ

、
ル

フ
リ

ン
を
携

す

る
。

ク

▽

チ

ェ
が

藝

術

は
個

々

の
藝

術

家
の
直
観
の
表
現
で
あ
る
事
を
強
調
し
、
表
現
形
式
の
あ
ら
ゆ
る
差
異
は
消
滅
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
あ
る
い
は

「物
理
的

」
表
現
手
段
の

た
ん
な
る
差
異
に
転
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
に
対
し
て
、
カ

ッ
シ
ー
ラ
ー
は
答
え
る
。

コ

方

で
は
た
だ
藝
術

『
な
る
も
の
』
だ
け
が
、
他
方
で
は
個
人
だ
け
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、

ど
の
よ
う
な
媒
体
で
個

々
の
藝
術
家
が

自
己
自
身



を
表
現
し
よ
う
と
す
る
か
は
、
相
対
的
に
は
偶
然
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
色
彩
も
し
く
は
音
響
を
も
ち
い
て
、
語
彙
も

し
く
は
大
理
石
を
も
ち
い

て
・
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
・
こ
れ
に
よ
っ
て
蕩
祷

家
の
直
禦

影
響
さ
れ
る
こ
と
は
つ
ね
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
藝
術
家
の
直
観

は
、
同
じ
で
あ
り

つ
づ
け
る
で
あ
倉

.
そ
し
て
た
だ
別
な
篷

方
式
蓬

ん
だ
だ
け
だ

っ(舞

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
鐘

蟹

、
わ
た

く
し
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
藝
術
的
過
程
を
正
し
く
評
価
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。L

彼
に
よ
れ
ば
・
表
現
形
式
は
作
品
形
成
の
技
法
に
の
み
属
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
作
品
そ
の
も
の
の
着
想
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
直
観
は
音
楽
的
で
あ
り
、
ミ
ル
ト
ン
の
直
観
は
叙
事
詩
的
で
あ

っ
て
、
そ
の
事
は
彼
等
の
創
造
の
本
質

に
関
わ

っ
て
い
る
も
の
で

あ
り
・
単
な
る
抽
象
物
に
貶
し
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ク

〒

チ

ェ
が
規
範
的
な
意
肇

の
類
型
論
を
拒
否
す
る
の
は
正

当

で

あ

る

が
、
様
式
概
念
と
し
て
の
類
型
論
ま
で
も
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
は
明
ら
か
に
不
当
で
あ
る
。

こ
の
様
な
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
ク

ロ
ー
チ

ェ
観
か
ら
見
て
、
彼
が
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
を
評
価
す
る
の
も
自
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ッ
シ

ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば

「人
文
科
学
の
目
標
は
法
則
の
普
遍
性
で
は
な
い
が
、
し
か
し
同
様
に
、
そ
れ
は
、
諸
事
実
と
諸
現
象
と
の
個
別
性
で
も
な
い
。

擁
雛
嬲
麗
無
激
尋
段
纏
凅朔
觀聽
㎎編
観
魏
献
瀦
蒜
蟹
蹴蒲
鮎
蝸鶴
叡
糴
簿
磁
謎

の
欒

「形
式
学
」
と
蟹

れ
た
人
文
科
学

の
藝
術
学
の
分
野
に
お
け
る
範
例
と
し
て
、
彼
は
ヴ

.
ル
フ
リ
ン
の

.美
術
史
の
議

概
念
、
の
方
法

を
か
な
り
詳
細
に
紹
介
し
、
そ

の
業
績
を
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る

。

し
か
し
・
カ
・
シ
ユ
了

の
論
述
は
美
術
史
学
自
体

の
方
法
論
的
問
題
に
深
く
立
ち
入

っ
た
も
の
と
は
昔
口え
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
に
と

っ
て
ヴ

.

ル
フ
リ

ン
の
方
法
は
彼
の

「形
式
学
」
の
一
範
例
と
し
て
の
役
割
を
果
た
せ
ば
良
い
の
で
あ

っ
て
、
彼
の
関
心
は
美
術
史
学
固
有
の
問
題
に
は
な
い

の
で
あ
る
。
同
じ
論
文
に
・
や
は
り
彼
の
説
を
例
証
す
る
も
の
と
し
て
、
リ
ー
グ

ル
、
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
グ
、
ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
、
ゼ
ン
パ
ー
等
か
ら
の

引
用
も
見
ら
れ
る
が
・
美
術
史
学
の
立
場
か
ら
見
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
方
婆

到
璧

つ
の
も
の
と
見
る
事
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々

は
美
術
史
学
の
方
法
の
段
階
で
考
察
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
の
創
始
者
と
し
て
有
名
な
エ
ル
ヴ
ィ
ン
H
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、
ヴ

ァ
ー
ル
ブ
ル
グ
研
究
所
を
通
じ
て
、
ヵ
ッ
シ
ー
ラ
ー

と
関
係

を
持
ち
・
ま
た
ー

グ
ル
の

藝

術
意
欲
」
の
学
説
の
系
統
に
連
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
パ
ノ
三

キ
ふ

ヴ

.
ル
フ
リ
ン
に

対
し
如
何
な
る
態
度
を
取

っ
た
か
を
述
べ
た
い
。
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六
、
基
礎
概
念
の
超
越
論
的
基
礎
づ
け

一
九

一
一
年
十
二
月
七
日
、
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
は
プ

ロ
シ
ア
学
士
院
に
お
い
て
、
『
造
形
藝
術
に
お
け
る
様
式
の
問
題
』
と
題
さ
れ
た
講
演
を
行

い
、

そ
れ
は
翌
年
、
『プ

ロ
シ
ア
学
士
会
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
講
演
は
後
に

『
美
術
史
の
基
礎
概
念
』
と
し
て
結
実
す
る
も
の
の
内

容
を
素
描
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
で
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
こ
の
講
演
に
逸
早
く
注
目
し
、
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
の
方
法
に
対
す
る
論
評
を
発
表
し
た

が
、
そ
れ
は

『
美
術
史
の
基
礎
概
念
』

の
出
版
に
先
立
つ
も
の
で
あ

っ
た
。

そ
の
論
評
に
お
い
て
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
問
う

の
は
次
の
事
で
あ
る
。
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
が
提
出
し
た
五
対

の
視
覚
図
式
の
展
開
、
即
ち

「線
的
な
る

も
の
か
ら
絵
画
的
な
る
も
の
へ
、
平
面
的
な
も
の
か
ら
深
奥
的
な
も
の
へ
の
展
開
を
単
に
形
式
的
な
展
開
と
し
て
特
徴
づ
け
る
事
が
正
当
で
あ
る
の

か
ど
う
か
。」
「
ル
ネ
サ
ン
ス
と
バ

ロ
ッ
ク
美
術
を
規
定
す
る
様
式
要
素
を
、

そ
の
も
の
と
し
て
は

表
現
を
持
た
ず
、
『そ
れ
自
体
無
色
で
あ
り
、

一

ダ
ル
シ
ユ
テ
ル
ン
グ

モ
ダ
リ
テ
　
ト

定

の
表
現
意
志
が
そ
れ
を
轡

場
ム
.
に
、
初
め
て
色
調
、
情
調
を
礬

す
る
』
そ
の
様
な

描

出

様

態

に
過
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
実
際
受
け
取

る
事
が
出
来
る
の
か
ど
う
か
。」

こ
の
様
な
問
い
の
提
出

の
仕
方
か
ら
見
て
、

パ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
狙

っ
て
い
る
点
は
何
処

に
あ
る
か
は
ほ
ぼ
明
ら
か

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
様
式
と
表
現
の
問
題
で
あ
る
。

そ
し
て

以
下

パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン

の

「眼
」
と

「心
情

(O
①
ω田
口
g
昌

σQ
)」
の
概
念
、
「内
容
」
と

「形
式
」
の
概
念
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

先
ず
、
最
初
の
問
題
に
つ
い
て
彼
の
答
は
こ
う
で
あ
る
。
も
し

「眼
」
が
単
に
生
理
的
器
官
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
形
式
を
受

容
す
る
だ
け
で
あ

っ
て
、
形
式
を
形
成
す
る
事
は
出
来
な
い
。

従

っ
て
様
式
と
は
関
係
を
持
た
な
い
。

「眼
」
が
単
な
る
器
官
以
上
の
も
の
を
意
味

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
精
神
的
な
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ

っ
て
、
「世
界
に
対
す
る
眼
の
関
係
」
は

実
際
に
は
眼
の
世
界
と
心
と
の
間
の

関
係
な

の
で
あ
る
。
第
二
の
問
い
に
関
し
て
は
、
彼
は
内
容
と
形
式
の
分
離
し
難
い
事
を
述
べ
て
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
ロ
が
デ

ュ
ー
ラ
ー
と
同
じ
形
式
を

用
い
た
と
し
て
も
、
形
式

の
内
容
か
ら
の
独
立
遭
韈

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は

.彼
簔

或
る
共
主
観
的
な
、

い
わ
ば
馨

の
個
人
意
識

に
よ

っ
て
お
お
わ
れ
た
内
容
を
共
通
に
持

っ
て
い
た
L
事
に
よ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
と

っ
て
、
線
的

・
絵
画
的
の
如
き

或
る
時
代
を
条
件
づ
け
る
視
覚
形
式
と
個
人
様
式
と
の
差
は
程
度
の
問
題
で
あ
り
、
何
等
原
則
的
な
区
別
は
存
在
し
な
い
事
に
な
る
。

こ
の
様
に
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
を
批
判
し
な
が
ら
、彼
は
「藝
術
は
こ
れ
等

の
諸
可
能
性
か
ら

一
つ
を
決
定
し
、
他
の
可
能
性
を
断
念
す
る
事
に
よ

っ
て
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

一
定
の
世
界
の
直
観
に
決
定
づ
け
ら
れ
る
の
み
で
は
な
く
、

一
定
の
世
界
観
に
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
。」
と
自
ら
の
立
場
を
定
式
化
し
て

い

る
。
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こ
の
立
場
か
ら
見
る
時
、
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
の
視
覚
形
式
は
基
礎
づ
け
を
必
要
と
す
る
。

「或
る
時
代
が
線
的
に
、

他
の
時
代
が
絵
画
的
に

『
視
る
』

、

、

、

、

、

(注
17
)

と

い
う

事

は
様

式

の
根

源

或

は
様

式

の
原

因

で

は
な

く
、

様

式

現
象

で

あ

り
、

そ

れ

は
説

明

で
あ

る

の

で

は
な

く

、

説

明

を

要

す

る

の
で

あ

る

。
」

結

局

、

パ

ノ

フ

ス
キ

ー

の
解
釈

は

「
藝

術

意

欲

」

の
解

明

に
帰

着

す

る

の
で

あ

り
、

形

式

の
問

題

に
関

し

て

は
、

ヴ

ェ
ル

フ
リ

ン

の
内

容

.
形

式

エ
ス
テ
け
テ
イ
ツ
シ
ユ

の
区
別

に
対
し
、
よ
り
手
工
芸
的
な
形
式

・
対
象
の
区
別
i

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
形
式
は
対
象
に
は
属
さ
な
い
感

性

的

な
要
素
を
意
味
す
る
の
で

あ
る
が
ー

を
提
起
す
る
。
こ
の
区
別
は
音
楽
の
形
式
理
論
を
頭
に
置
い
て
な
さ
れ
て
い
る
様
で
あ
る
が
、
形
式
と
藝
術
意
欲
と
の
関
係

は

後

の

『美
術
史
と
美
術
理
論
と
の
関
係
』
と
い
う
論
文
で
よ
り
明
確
化
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
を
述
べ
た
い
。

こ
の
論
文
は

「『美
術
学
の
基
礎
概
念
』
の
可
能
性
の
論
究

へ
の
一
寄
与
」

な
る
副
題
を
持

つ
事
か
ら
も
分
か
る
様
に
、

ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
の

「美

術
史
の
基
礎
概
念
」
に
対
し
、
彼
の
言
う

「
美
術
学
の
基
礎
概
念
」
を
提
出
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
藝
術

の
問
題
は
二
極
間

の
対
立
に
平
衡
を
作
り
出
す
所
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
平
衡
を
作
る
仕
方
に
お
い
て
、
個
々
の
作
.摺

魍
靖
性
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
こ
極
対
立
は
、
「充
実

(句
舘
一Φ)」
と

「形
式

(国
oN目
)」
と
い
う
存
在
論
的
根
本
問
題

へ
還
元
さ
れ
る
。
ま

た

こ

れ

に
、
「時
間
」
と

「
空

間
」
と

い
う
藝
術

の
方
法
論
的
問
題
が
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

「充
実
」
と

「形
式
」
の
対
立
か
ら
、

パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
美
術
に

種
別
的
な
問
題
を
導
出
し
、
そ
れ
を
次
の
三

つ
に
定
式
化
す
る
。

一
、
基
本
価
値
の
対
立

(「視
覚
的
」
価
値
対

「触
覚
的
」
価
値
)

ご
、
形
式
価
値
の
対
立

(「深
奥
価
値
」
対

「平
面
価
値
」
)

三
、
構
成
価
値
の
対
立

(「融
合
的
価
値
」
対

「並
列
的
価
値
」
)

こ
れ
等
の
対
立
は
美
術
作
品
の
創
造
が
そ
の
下
で
行
な
わ
れ
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
条
件
を
な
し
て
お
り
、
美
術
作
品
と
は
究
極
的
に
は
こ
れ
等
の

対
立
の
解
決
の
う
ち
に
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
美
術
内
部
で
の
個
々
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
問
題
も
、
ま
た
個
々
の
作
品
が
携
わ
る
問
題
も
、
結
局

は
こ
れ
等
の
対
立
か
ら
導
出
さ
れ
、
こ
れ
等
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
が

「美
術
学
の
基
礎
概
念
」
と
称
す
る
の
は
こ
れ

等
の
概
念
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
れ
か
ら
結
果
す
る
事
は
、
「美
術
史
の
基
礎
概
念
が
美
術
作
品
な
い
し

美
術
上
の
時
代
の
様
式
的

固
有
性
を
直
接
そ
れ
自
体
と
し
て

『定
式
に
も
た
ら
す
』
と
い
う
名
誉
或
は
課
題
を
持
つ
と
す
る
考
え
」
は
誤
り
で
あ
り
、
「基
礎
概
念

た

る
名
を

冠
す
る
限
り
、
そ
れ
が
定
式
化
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
藝
術
の
問
題
が
解
決
さ
れ
た
仕
方
で
は
な
く
、
そ
の
問
題
が
設
定
さ
れ
た
仕
方

な

の
で

あ

碓
即

従

っ
て
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
断
言
す
る
。
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「『藝
術
鶸

題
』
を
定
式
化
し
、
体
系
化
し
て
-
-
・
『
美
璽

の
讓

概
念
』

の
体
委

築
く
の
は
美
術
理
込翻
の
目
標

で
あ

っ
て
、
美
術
史

の
目

標
で
は
な
い
。」

美
術
学
の
基
礎
概
念
は
経
験
的
に
で
は
な
く
、
超
越
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
美
術
理
論
に
属
す
る
の

で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
美
術
史
が
目
指
す
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
概
念
に
基
づ
い
て

「藝
術
意
欲
」
を
解
明
す
る
事
を
目
指
す
の
で

あ
る
。

と
い
う
の
は
、
「藝
術
作
品
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る

『
形
成
原
理
』
は

あ
れ
こ
れ
の
意
味
で
作
者
が
藝
術

の
根
本
問
題
並
び
に
個
別
的
問
題

(注
21
)

に
対
し
て
な
し
た
態
度
決
定
に
他
な
ら
ぬ
」
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
の
線
的

・
絵
画
的

の
様
式
特
徴
は
視
覚
的

・
触
覚
的
価
値
の
二

つ
の
絶
対
的
極
の
問
で
と
る

一
つ
の
様
態
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
等
は
相
対
的
で
あ
り
、
よ
り
線
的
な
様
式

か
ら
見
れ
ば
、
線
な
も
の

も
絵
画
的

に
、
ま
た
よ
り
絵
画
的
な
様
式
か
ら
見
れ
ば
、
絵
画
的
な
も
の
も
線
的
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
様
に
性
格
づ
け
ら
れ
る

様
式
は
、
彼
に
よ
れ
ば

「外
的
様
式
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、

「内
的
意
味
で
の
或
は
藝
術
意
欲
の
意
味
で
の
様
式
」

の
方
が
よ
り
根
源
的
な
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
単
な
る
形
を
越
え
て
、
精
神
的
な
る
も
の
を
目
指
す
の
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品

の

「内
在
的
意
味
」
を
解

釈
す
る
限
り
、
そ
れ
は
美
術
の
領
域
を
超
え
て
、

「
こ
の
美
術
現
象
に
お
い
て
示
さ
れ
る

『
意
味
』
を
音
楽
、

文
藝
そ
れ
に
ま
た
藝
術
外
的
な
現
象

鶏

噫
味
、、
と
比
較
す
る

(同昌
勺
9.鋤
=
Φ一Φ
・。Φけ、鑾

事
を
許
す
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
「或
る

歪

の

.
文
化
』

の
内
部
に
お
い
て
箜

て
の

精
神
的
問
題
は

『
同

一
の
意
味
』
に
お
い
て
解
か
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は

「文
化
」
に
内
在
す
る
意
味

へ
、
文
化
の
基

底

へ
と
美
術

の
領
域
を
越
え
て
行
く
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
こ
に
こ
そ
美
術
作
品
の
根
拠
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
様
な
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
方
法
は

一
面
で
正
当
性
を
持

っ
て
い
る
と
し
て
も
、
全
面
的
に
我
々
は
賛
同
出
来
る

で
あ

ろ
う

か
。
彼
に
よ
れ
ば
、
美
術
の
他
の
文
化
領
域
に
対
す
る
種
別
的
な
性
格
は
、
そ
の
種
別
的
な
問
題
と
の
対
決
に
存
す
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ

の
問

題
と
い
う

の
が
超
越
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
作
品
の

「形
の
生
命
」
が
忘
れ
去
ら
れ
、
形
式

は
単
に

「意
味
」
と
い

う
内
容
を
入
れ
る
器
に
過
ぎ
な
く
な
る
危
険
が
存
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
具
体
的
な
美
術
研
究
に
お
い
て
、
作
品
の
精
神
的
意
味

内
容
を
厖
大
な
文
献
を
駆
使
し
て
解
き
明
か
し
て
い
る
が
、
我
々
は
彼
の
燦
然
た
る
業
績
を
前
に
し
て
何
か
居
心
地

の
悪
さ

を
感
じ
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
こ
こ
で
は
意
味
だ
け
が
語

っ
て
い
て
、
形
は
生
命
な
き
道
具
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
。
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
結
局
、
形
を
意
味
に
還
元
し
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て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
事

は
ま
た
、
有
名
な
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
の
三
段
階
の
論
に
よ

っ
て
も
肯
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
作
品
に
お
い
て

一
次
的

儲
驍
騨
蠹
櫓
摺謹
糎
納矯
騨
駄就
総
糴
黒
職
理
聾
鯵
濃
謙灘
龝鐘
融
饕
誕
訴
職縫
夢

一
段
階
で
あ

っ
て
、

そ
れ
は
図
像
学
的
慣
習
的
主
題
以
前
の
段
階
で
あ
り
、
「形
」

と
い
う
も

の
に
殆
ん
ど
重
要
性
が
与
・兄
ら
れ
て
い
な
い
と
菅
目、兄

る
で
あ
ろ
う
。
形
は
最
も
外
面
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
図
像
学

へ
と
包
摂
さ
れ
、
更
に
ま
た
図
像
学
は
イ
コ
ノ

ロ
ジ
ー
へ
と
包
摂
さ
れ

て
行
き
、
形
は
そ
れ
自
体
の
独
自
性
を
失

っ
て
行
く
と
言
え
よ
う
。

そ
弥
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
は
こ
こ
で
カ

ッ
シ
ー
ラ
ー
が
ク

ロ
ー
チ

ェ
に
与
え
た
批
判
を
も
う

一
度
繰
り
返
す
事
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
ク

ロ
ー
チ

ェ
が
藝
術
の
あ
ら
ゆ
る
ジ

ャ
ン
ル
や
媒
体
を
否
定
し
、
藝
術
的
直
観
の
個
別
性
を
強
調
し
た
の
に
対
し
て
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
形
式
と
内
容
は
融
合

し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
本
来
截
然
と
分
離
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
形
式
を
単
に
外
面
的
な
も
の
と
す
る
事
は
出
来
な
い
と
批
判
し
た
の
で

あ

っ
た
。
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
場
合
、
内
容
と
は
時
代
の
精
神
的
、
内
在
的
意
味
で
あ
り
、
時
代
を
越
え
た
唯

一
回
的
な
直
観
で
は
な
い
と
し
て
も
、

内
容
に
対
す
る
形
式

の
意
義
は
こ
の
場
合
に
も
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
如
く
美
術
を
他
の
文
化
領
域
と

パ
ラ
レ
ル

関
連
づ
け
、
統

一
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
あ

っ
て
も
、
彼
の
言
う

「意
味
」
の
比
較

の
方
法
に
対
し
て
、
例
え
ば
サ
イ
フ
ァ
、1
が
提
起
し

た
欒

「形
の
聾

U
(皹

つ
た
方
法
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
作
品
が
究
極
的
に
は
藝
術
意
欲
籍

び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
が

ー
個
人
的
で
あ
れ
、
問
主
観
的
で
あ
れ
ー
と
し
て
も
、

我
々
は
作
品
の
形
を
単
に

「意
味
」

に
奉
仕
す
る
も
の
と
し
て
、

「意
味
」
を
入
れ
る
器
と

し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
「芸
術
意
欲
」
が
そ
れ
を
目
指
し
て
働
く
も
の
と
し
て
、
「意
味
」
と
相
互
的
、
相
関
的
に
働
く
も
の
と
し
て
捉
・兄
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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以
上
、
我
々
は
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
を
巡

っ
て
美
術
史
の
方
法
論
の
問
題
を
概
観
し
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
、
我
々
の
見
る
所
、
そ
れ
は
内
容
と
形
式

の
問
題

(こ
の
二
語
が
ど

の
様
な
意
味
で
解
さ
れ
る
と
し
て
も
)
に
帰
着
す
る
様
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
を
如
何
に
考
え
る
か
と
い
う
事

は
・
単

に
美
術

一
般
を
如
何
に
見
る
か
と
い
う
事
ば
か
り
で
は
な
く
、
バ

ロ
ッ
ク
美
術
を
更
に
ま
た
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
を
如
何
に
見
る
か
と
い
う
問

題
に
直
接
関
わ

っ
て
い
る
と
い
う
事
も
こ
の
論
述
で
明
ら
か
に
な

っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
は
翻

っ
て
、

美
的
体
験
と
方
法
論
的
思



考

の
相

互
依

存

関

係

を
明

か

し

て

い
る

で
あ

ろ

う
。

そ

う

で

あ

る

と
す

る
な

ら

ば

、

我

々
自

身

が

こ

の
相

互

関

係

の
う

ち

に

身

を
置

き

つ

っ
、

藝

術

の
本

質

に
即

し

た
美

術

史

の
方

法

を
求

め

て
行

く

事

が

我

々

の
課

題

と

な

る

で
あ

ろ

う

。
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