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伸
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画
家
に
棲
ま
う
美
術
史

モ
i
リ
ス
・
ド
ニ
『
理
論
』
に
お
け
る
歴
史
記
述
の
問
題

そ
の

稲
賀
繁
美

は
じ
め
に

モ
l
リ
ス
・
ド
エ
ハ
一
八
七

O
年
l
一
九
四
三
年
〉
の
名
は
、
普
通
セ
ザ
ン

ヌ
と
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
教
え
の
上
に
立
っ
て
運
動
を
展
開
し
た
、
一
九
世
紀
末
フ

ラ
ン
ス
象
徴
主
義
絵
画
グ
ル
ー
プ
「
ナ
ピ
派
」
〈
へ
プ
ラ
イ
語
の
預
言
者
の
意
)

の
理
論
的
指
導
者
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
実
際
一
八
九

O
年
に
彼
が
弱
冠
二
十
歳
で
提
起
し
た
絵
画
定
義
は
、

二
十
世
紀
美
術
史
の
展
開
を
〈
預
言
〉
す
る
も
の
と
し
て
、
現
代
美
術
史
の
枕

に
頻
繁
に
引
用
さ
れ
て
き
た
。
「
絵
画
作
品
と
は
、
裸
婦
と
か
戦
場
の
馬
と
か

そ
の
他
何
ら
か
の
逸
話
的
な
も
の
で
あ
る
以
前
に
、
本
質
的
に
、
あ
る
一
定
の

秩
序
の
下
に
集
め
ら
れ
た
色
彩
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
た
平
坦
な
表
面
で
あ
る
こ
と

を
想
定
せ
よ
」
。
こ
の
、
二
十
世
紀
抽
象
・
非
具
象
絵
画
の
〈
預
言
者
〉
ド
ニ

は
、
し
か
し
一
八
九
八
年
に
は
古
典
開
眼
を
告
白
し
、
か
つ
て
の
象
徴
主
義
絵

る
ほ
ど
の
「
反
動
」
ぷ
り
を
示
す
(
一
九

O
五
年
)
よ
う
に
な
っ
て
後
に
は
じ

め
て
明
確
化
さ
れ
る
ハ
一
九

O
六
年
〉
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

八
反
動
的
古
典
主
義
者
〉
に
〈
転
向
〉
し
た
後
の
ド
ニ
の
象
徴
主
義
解
釈
を

無
条
件
、
無
批
判
に
一
次
史
料
と
し
て
信
頼
で
き
よ
う
は
ず
は
な
い
。
果
し
て

そ
こ
に
示
さ
れ
る
象
徴
主
義
解
釈
は
、
あ
き
ら
か
に
世
紀
末
当
時
に
ド
ニ
の
提

示
し
て
い
た
見
解
と
は
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ド
ニ
は
一
方
で
、
象
徴
主

義
か
ら
古
典
主
義
へ
の
自
ら
の
理
論
的
〈
変
節
〉
を
、
〈
糊
塗
〉
、
〈
隠
蔽
〉

す
る
、
と
い
っ
て
悪
け
れ
ば
、
連
続
し
た
発
展
と
し
て
包
括
的
に
再
解
釈
す
る

什
〈
あ
と
知
恵
〉
を
加
え
、
他
方
で
、
象
徴
主
義
放
棄
後
に
は
じ
め
て
入
手
し
た

J

セ
ザ
ン
ヌ
や
ゴ

i
ギ
ャ
シ
の
教
え
を
も
と
に
、
彼
ら
と
か
つ
て
の
ナ
ピ
派
と
の

L
i
'
関
係
の
つ
じ
つ
ま
あ
わ
せ
を
遡
及
的
に
〈
担
造
〉
、
と
い
っ
て
悪
け
れ
ば
、
再

挽
成
守
る
。
つ
ま
り
、
セ
ザ
ン
ヌ
、
ゴ

i
ギ
ャ
ン
と
ナ
ピ
派
の
象
徴
主
義
と
の

関
係
を
語
弘
戸
ド
ニ
の
史
料
は
、
あ
く
ま
で
古
典
回
帰
後
の
ド
ニ
の
視
点
に
拘

束
さ
れ
、
遡
及
的
合
理
化
の
下
に
産
出
さ
れ
た
〈
怒
意
的
〉
歴
史
像
に
他
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

世
紀
末
象
徴
主
義
の
画
家
ド
ニ
と
、
そ
の
理
論
的
説
明
者
な
い
し
ナ
ピ
派
関

係
史
料
産
出
者
ド
ニ
と
の
間
の
こ
の
奇
妙
な
時
差
と
軍
離
と
は
、
こ
れ
ま
で
不

思
議
な
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ド
ニ
が

合
理
化
を
加
え
た
歴
史
像
を
八
史
実
〉
と
混
同
し
、
ク
ロ
ノ
ロ
ジ

l
に
阻
酷
を

き
た
し
、
う
か
つ
な
事
実
誤
認
を
犯
し
た
専
門
的
研
究
も
少
な
く
な
い
。
我
々

は
こ
の
混
同
に
ま
つ
わ
る
美
術
史
上
の
〈
常
識
〉
の
い
く
つ
か
の
虚
構
性
を
暴

き
〈
脱
神
話
化
〉
す
る
こ
と
と
な
る
。

だ
が
我
々
の
目
的
は
、
こ
う
し
た
誤
認
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
で
も
、
ド
ニ
の

〈
史
実
の
歪
曲
化
〉
を
糾
弾
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
む
し
ろ
我
々
に
と
っ
て
重

186 

画
理
論
に
自
己
批
判
を
加
え
る
「
伝
統
回
帰
」
を
遂
げ
て
し
ま
う
。
こ
れ
以
降

の
彼
の
絵
画
は
、
「
擬
古
典
的
」
と
し
て
今
日
の
美
術
史
家
か
ら
は
一
般
に
低

い
評
価
し
か
得
な
い
、
時
流
に
逆
行
し
た
非
前
衛
的
作
風
へ
と
退
行
し
て
し
ま

う
(
1
)

。

ド
ニ
の
古
典
回
帰
に
内
転
向
以
の
熔
印
を
押
し
、
そ
れ
以
降
の
作
品
を
軽
視

す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
な
の
は
、
ド
ニ
が
自
ら
の
象
徴
主
義

理
論
と
セ
ザ
ン
ヌ
・
ゴ

l
ギ
ャ
γ
と
の
関
係
を
明
確
に
公
に
し
始
め
る
の
が
、
『

も
っ
ぱ
ら
ド
ニ
が
象
徴
主
義
を
脱
し
古
典
に
回
帰
し
て
後
の
こ
と
だ
、
と
い
う

μ
f
A

逆
説
的
事
実
で
あ
る
。
今
日
美
術
史
家
が
、
ゴ

l
ギ
ャ

γ
か
ら
ナ
ピ
派
へ
の
系
ひ

l
b

譜
を
説
く
に
際
し
て
一
次
史
料
と
し
て
必
ず
援
用
す
る
ド
ニ
ゆ
証
言
は
、
安
川
¥

そ
も
そ
も
ナ
ピ
派
が
そ
の
活
動
を
終
え
た
後
、
ド
ニ
が
象
徴
主
義
と
挟
を
分
か

っ
て
後
に
な
っ
て
初
め
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
(
一
九

O
三
年
〉
、
セ
ザ

シ
ヌ
と
の
関
係
に
至
つ
て
は
、
ド
ニ
が
マ
テ
ィ
ス
の
フ
ォ

l
ピ
ズ
ム
を
批
判
す

、

レ
/
 

要
な
こ
と
は
、
ド
ニ
が
自
ら
の
象
徴
主
義
論
を
(
少
な
く
と
も
言
葉
の
上
で
)

完
成
で
き
た
の
は
、
彼
が
象
徴
主
義
的
絵
画
を
脱
し
、
古
典
回
帰
を
遂
げ
て
後

の
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
が
お
の
れ
の
世
紀

和
象
徴
主
義
理
論
を
完
成
す
る
の
は

-
J
h掛
わ
に
入
つ
て
後
の
こ
と
だ
っ
た
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

我
々
は
こ
こ
で
、
歴
史
の
現
場
と
、
そ
れ
を
守
一
円
説
の
場
に
〈
美
術
史
〉
と
し

て
現
象
せ
し
め
る
行
為
と
の
聞
に
、
当
事
者
ド
ニ
に
と
っ
て
す
ら
厳
と
し
て
存

す
る
時
差
の
大
き
さ
と
い
う
も
の
に
、
思
い
を
い
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

時
差
は
ド
ニ
の
歴
史
像
を
〈
歴
史
そ
の
も
の
〉
と
は
不
可
避
的
に
ず
れ
、
食
い

違
っ
た
も
の
と
せ
ず
に
は
居
な
い
。
し
か
し
こ
の
髄
館
こ
そ
が
八
歴
史
記
述
〉

を
可
能
に
す
る
た
め
に
不
可
欠
の
遅
延
で
あ
り
、
こ
の
亀
裂
か
ら
こ
そ
は
じ
め

て
歴
史
の
〈
意
味
〉
と
い
う
も
の
が
ほ
と
ば
し
り
、
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
、
我
々
は
本
稿
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
な
る
c

ド
ニ
の
等
価
物
理
論
|
|
テ
l
ヌ
と
ス
ペ
ン
サ
l

ド
ニ
の
象
徴
主
義
理
論
の
完
成
が
、
彼
の
象
徴
主
義
絵
画
放
棄
の
後
で
あ
っ

た
と
い
う
、
こ
の
実
践
と
理
論
と
の
意
外
な
一
帯
離
を
掘
り
起
こ
す
た
め
に
は
、

ド
ニ
が
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
自
ら
の
象
徴
主
義
を
い
か
な
る
文
化
的
基
礎
の

上
に
築
い
た
の
か
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
ド
ニ
の

象
徴
主
義
理
論
の
一
源
泉
を
見
落
し
た
ば
か
り
に
、
我
々
は
こ
れ
ま
で
ド
ニ
の

遡
及
的
合
理
化
を
無
批
判
に
〈
史
実
〉
と
混
同
す
る
誤
謬
を
犯
し
て
き
た
か
ら

で
あ
る
。

ド
ニ
は
既
に
一
八
九

O
年
の
処
女
論
文
「
新
伝
統
主
義
の
定
義
」
で
、
先
に

引
用
し
た
絵
画
定
義
を
提
出
す
る
の
に
続
い
て
、
「
視
覚
像
に
脳
の
習
慣
の
お
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F司悶1

よ
ぽ
す
力
」
を
強
調
し
て
い
る
。
人
は
自
然
を
あ
り
の
ま
ま
に
模
写
し
よ
う
と

す
る
が
、
実
は
「
現
実
の
内
で
知
覚
さ
れ
た
眺
め
を
、
既
に
見
た
こ
と
の
あ
る
絵

の
眺
め
に
還
元
し
て
し
ま
う
の
が
、
画
家
た
ち
に
と
っ
て
避
け
難
い
傾
向
」
(
2
)

な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
一
口
に
「
自
然
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
視
覚
感
覚

を
解
釈
す
る
習
慣
次
第
で
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
実
際
「
自
然
」
は
服
装
の

流
行
よ
ろ
し
く
転
変
き
わ
ま
り
な
い
。
こ
の
「
自
然
」
解
釈
の
「
習
慣
」
こ

そ
、
自
然
主
義
文
学
で
「
気
質
」
と
呼
ぶ
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
サ
ロ
ン
の

画
家
の
墨
守
す
る
外
的
自
然
な
る
も
の
も
、
実
は
既
に
内
的
自
然
の
作
用
の
影

響
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
に
つ
づ
い
て
、
ド
ニ
は
、
シ
ャ
ル
ル
・
ア

γ
リ
の
他
、
ハ
ー
バ

ー
ド
・
ス
ベ
ン
サ

1
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ

i
・
ベ
イ
ン
に
よ
る
当
時
の
心
理
学
の

貢
献
に
言
及
し
て
い
る
が
、
ダ
ロ
ン
ヌ
も
示
唆
す
る
よ
う
に
(
3
)
、
外
界
知
覚

を
条
件
づ
け
る
習
慣
の
働
ら
き
に
つ
い
て
は
、
ド
ニ
は
自
ら
こ
こ
で
言
明
し
て

は
い
な
い
が
、
と
り
わ
け
イ
ポ
リ
ッ
ト
・
テ

l
ヌ
の
『
知
性
論
』
(
一
八
七

O
)

に
多
く
を
負
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
心
理
学
者
は
い
か
な
る
説
を
提
出
し
て
い
た
の
か
。
社
会

進
化
論
で
有
名
な
ハ
ー
バ
ー
ド
.
ス
ベ
ン
サ

l
は
『
心
理
学
原
理
』
(

4

)

(

第
二

版
一
八
七
℃
年
、
仏
訳
一
八
お
一
年
)
に
お
い
て
、
心
理
学
を
定
義
し
て
、
純

粋
物
理
科
学
的
な
環
境
上
の
「
関
係
」
(
司
巳
巳
古
ロ
)
と
、
生
理
的
過
程
を
介
し

て
各
々
の
外
的
刺
激
が
我
々
に
与
え
る
「
感
じ
」

Q
2
F邑
と
い
う
、
「
感
性

生
理
学
」

2
2岳
。
・
喜
三
o-o司
)
的
な
生
体
内
の
「
関
係
」
と
の
聞
に
存
在
す

る
照
応
(
の

2
5
3伺
S
を
扱
う
学
問
で
あ
る
と
規
定
す
る
(
5
)
。
「
感
じ
」

は
、
中
核
的
な
「
情
動
」
(
。
ョ
。
三
。
る
と
末
端
的
な
「
感
覚
」
合

gmazロ
)
と

か
ら
成
る
が
、
こ
の
生
体
内
の
感
じ
(
お
よ
び
そ
の
関
係
)
と
、
外
界
に
あ
る

そ
の
作
因
(
お
よ
び
そ
の
関
係
)
と
の
聞
に
は
、
質
的
に
も
量
的
に
も
、
類
似

性
も
等
価
性

(
2
E
S
F
R
O〉
も
な
い
(
6
)
。
こ
れ
は
一
種
の
並
行
論
で
あ
る
。

さ
て
生
と
は
「
内
的
活
動
を
外
的
活
動
に
照
応
さ
せ
て
維
持
す
る
こ
と
」

(
7
)

で
あ
り
、
こ
の
照
応
関
係
の
一
般
化
、
複
雑
化
、
統
合
化
こ
そ
、
生
物
進
化
の

証
で
あ
る
。
こ
の
進
化
の
頂
点
た
る
人
間
に
お
い
て
、
思
考
が
形
成
さ
れ
、
意

識
内
に
「
外
界
の
象
徴
」
が
形
成
さ
れ
る
。
「
文
化
、
文
明
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
、
生
の
最
高
の
発
現
形
態
に
お
い
て
は
、
(
中
略
〉
外
的
諸
関
係
を
象
徴
す
る

よ
う
な
内
的
諸
関
係
の
、
精
巧
か
つ
完
壁
な
同
位
化
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
」
が
、
こ
れ
こ
そ
、
「
有
機
体
と
そ
の
環
境
と
の
照
応
の
維
持
」
た
る
生
命

の
頂
を
な
す
も
の
で
あ
る
(
8
)
。

一
方
、
テ

l
ヌ
は
、
そ
の
『
知
性
論
』

(
9
)

第
二
巻
第
二
書
第
二
章
「
外
界

知
覚
と
意
味
の
教
育
」
に
お
い
て
、
当
時
の
開
眼
手
術
の
医
学
報
告
に
根
拠
を

置
き
な
が
ら
、
純
粋
知
覚
が
距
離
、
形
態
、
次
元
と
い
っ
た
明
確
な
状
況
を
得

る
に
は
、
後
天
的
な
学
習
の
必
要
な
こ
と
を
強
調
し
白
)
、
カ
ン
ト
の
言
う
生

得
的
純
粋
直
観
形
式
と
し
て
の
空
間
と
い
っ
た
考
え
を
批
判
す
る
(
口
)
。
知
覚

認
知
に
お
い
て
、
外
的
刺
激
の
受
容
の
み
な
ら
ず
、
生
体
の
側
の
経
験
的
構
成

能
力
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
テ
l
ヌ
は
、
内
界
と
外
界
の
関
係
に
関
し
て
、
や

は
り
一
種
の
並
行
論
を
提
唱
す
る
。
テ

i
ヌ
は
、
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
の
『
生
理
的

視
覚
論
』
の
実
験
心
理
学
的
知
見
に
立
脚
し
た
「
照
応
」
観
を
主
張
す
る
一

方
(
臼
)
(
ち
な
み
に
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
に
お
い
て
は
、
「
愚
直
に
見
た
ま
ま
に
描
か

れ
た
自
然
も
、
知
覚

9
2
N弓
己
。
ロ
)
と
記
憶
の
表
象

(520zgm)
の
結
合
か

ら
な
る
統
覚
的
な
直
観
像
(
〉
ロ

R
E
E認
を
E
)
に
他
な
ら
ず
、
ま
た
、
感
覚
は

そ
の
質
に
お
い
て
は
単
な
る
外
界
の
記
号

(ω
可

B
Z
F
)
に
す
ぎ
ず
、
い
か
な
る

意
味
で
も
、
何
ら
か
の
類
似
性
を
持
っ
た
イ
メ
ー
ジ

(
E
-
rる
な
ど
で
は
な
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い
)
(
日
)
、
他
方
で
ア
レ
ク
サ
ン
ダ

l
・
ベ
イ
ン
、

J
・

s
・
ミ
ル
の
説
を
基
礎

に
し
つ
つ
「
翻
訳
」
の
比
喰
で
、
原
初
的
感
覚
と
意
識
と
の
「
照
応
」
を
説
明

す
る
(
目
。
自
然
に
は
「
内
面
と
外
面
」
の
二
側
面
が
あ
り
、
そ
の
両
者
の
「
完

壁
な
昭
2
b
」
ゆ
え
に
、
「
我
々
の
表
象
す
る
よ
う
な
物
理
的
出
来
事
は
、
精
神

的
出
来
事
を
翻
訳
す
る
」
の
で
あ
る

(50

a
F

・νプ
・

さ
て
、
一
八
九

O
年
の
ド
ニ
は
、
情
動
と
作
品
と
の
聞
に
介
在
す
る
「
だ
ま

し
絵
」
の
よ
う
な
先
入
観
や
偏
見
を
取
り
除
け
ば
、
即
「
愚
か
な
模
倣
に
対
す

る
耽
美
主
義
者
の
想
像
力
の
普
遍
的
勝
利
、
自
然
主
義
の
う
そ
に
対
す
る
美
の

』

F

『
収
穫
』
(
一
八
九
八
年
)
|
|
ド
ニ

情
感
の
勝
利
」
(
ぎ
が
得
ら
れ
る
と
、
素
朴
な
信
念
を
披
湿
し
て
い
る
。
だ
が

こ
の
楽
天
的
な
考
え
は
、
そ
の
後
修
正
さ
れ
、
蓋
術
の
表
現
手
段
を
も
っ
て
自

然
の
表
現
手
段
に
代
替
す
る
と
い
う
考
え
へ
と
発
展
的
に
解
消
し
て
ゆ
く
(
「
シ

ャ
ン
・
ド
・
マ
ル
ス
の
サ
ロ
ン
」
一
八
九
二
年
)
(
げ
)
。
九
五
年
に
な
っ
て
は
じ

め
て
、
象
徴
主
義
を
「
人
間
の
情
動
や
思
考
を
、
美
的
な
照
応
、
美
の
等
価
物

で
表
現
で
き
る
と
確
信
し
て
い
る
理
論
」
自
)
と
す
る
定
義
が
現
わ
れ
る
(
「
ア

ル
マ
ン
・
セ
ガ
ン
展
に
つ
い
て
」
〉
。

こ
こ
に
初
出
し
た
「
照
応
」
「
等
価
物
」
は
、
ド
ニ
の
象
徴
主
義
理
論
の
深

化
を
示
す
と
同
時
に
、
一
八
九

O
年
の
理
念
の
不
完
全
さ
を
逆
に
暴
露
す
る
も

の
で
も
あ
っ
た
。
九
五
年
ド
ニ
は
こ
う
も
記
し
て
い
る
。
「
や
が
て
彼
ら
(
象

徴
主
義
者
)
は
自
然
へ
と
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
よ
そ
の
あ
か
つ
き
に
は
、
「
彼
ら

の
事
物
の
掴
え
方
は
充
分
に
完
壁
か
つ
深
く
な
る
が
ゆ
え
に
、
彼
ら
の
実
現
す

る
墓
術
作
品
は
、
生
き
た
自
然
の
本
質
た
る
論
理
的
諸
関
係
を
保
持
し
、
か
く

し
て
、
客
体
と
主
体
と
の
問
、
創
造
と
再
構
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
の
聞
に
、

な
お
一
層
の
類
似
が
生
ま
れ
よ
う
」
(
担
。
等
価
物
と
照
応
の
象
徴
主
義
の
完

成
は
、
い
ま
だ
未
来
の
目
標
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
八
九
五
年
に
ド
ニ
が
初
め
て
説
い
た
「
照

応
」
と
「
等
価
物
」
の
象
徴
主
義
に
お
い
て
、
主
客
の
合
一
へ
の
志
向
と
は
畢

覚
、
外
的
自
然
に
照
応
し
た
内
的
象
徴
を
華
術
作
品
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
環
境
と
有
機
体
と
の
高
度
の
照
応
を
獲
得
す
る
こ
と
(
ス
ベ
ン
サ
1
)

に
他
な
ら
な
い
。
も
は
や
決
し
て
模
倣
を
必
要
と
し
な
い
等
価
物
(
ス
ベ
ン
サ

l
)

と
し
て
の
塾
術
、
自
然
の
表
現
手
段
の
代
替
物
(
ド
ニ
、
完
壁
な
照
応
に

基
づ
い
た
、
精
神
世
界
の
翻
訳
(
テ
l
ヌ
)
と
し
て
の
蓋
術
、
こ
れ
こ
そ
、
こ

の
時
ド
ニ
が
理
想
と
し
て
い
た
象
徴
主
義
に
他
な
ら
な
い
。
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十一『

美
術
上
の
世
紀
末
象
徴
主
義
の
「
照
応
」
「
等
価
物
」
の
発
想
源
と
し
て
、

み
る
か
ら
に
象
徴
主
義
の
対
極
に
位
置
す
る
〈
進
化
論
者
〉
ス
ベ
ン
サ
ー
や

〈
実
証
主
義
者
〉
テ
l
ヌ
等
の
心
理
学
的
知
見
を
指
摘
し
た
研
究
者
は
、
管
見

の
限
り
、
こ
れ
ま
で
に
は
存
在
し
な
い
。
だ
が
少
な
く
と
も
ド
ニ
に
と
っ
て
、

こ
れ
ら
の
心
理
学
説
が
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
ら
の
ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
と
並
ぶ

重
要
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
宗
教
絵
画
覚
え
書
き
」

(
一
八
九
六
年
)
に
見
ら
れ
る
当
め
の
証
言
か
ら
見
て
も
、
疑
い
な
い
。

ア

y
v
ア
hv

・ν

眼
と
そ
の
生
理
的
構
造
、
観
念
連
合
と
知
覚
能
力
の
法
則
(
少
な
く
と
も

我
々
が
今
で
も
知
っ
て
い
る
限
り
の
)
を
勘
案
し
て
、
彼
ら
は
そ
こ
か
ら
蚕

術
作
品
の
法
則
を
ひ
き
出
し
、
そ
の
法
則
に
則
し
て
、
も
っ
と
も
強
い
表
現

を
た
だ
ち
に
獲
得
し
た
。
/
そ
れ
以
来
、
つ
ね
に
む
な
し
く
彼
ら
の
感
覚
を

そ
の
ま
ま
復
元
し
よ
う
と
す
る
代
り
に
、
彼
ら
は
そ
れ
を
等
価
物
で
も
っ
て

代
置
し
よ
う
と
専
心
し
た
の
で
あ
る
。
/
従
っ
て
、
形
と
情
動
と
の
聞
に
は

緊
密
な
照
応
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
!
諸
現
象
は
魂
の
諸
状
態
を
意
味
し
、

そ
れ
が
象
徴
主
義
な
の
で
あ
る
。
マ
チ
エ

l
ル
は
表
現
的
に
な
り
、
肉
は
言

葉
と
な
っ
た
。
テ
l
ヌ
と
ス
ベ
ン
サ
!
が
指
示
し
た
道
を
歩
き
つ
づ
け
た
結

果
、
我
々
は
こ
こ
に
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
派
の
哲
学
に
満
た
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
(
型
。

ゴ
l
ギ
ャ
ン
の
等
価
物
|
|
ド
ラ
ク
ロ
ワ

さ
て
、
意
外
に
も
、
ド
ニ
の
「
師
」
ゴ

1
ギ
ャ
ン
が
作
り
あ
げ
た
「
等
価

物
」
の
理
論
は
、
右
に
見
た
ド
ニ
の
「
等
価
物
」
象
徴
主
義
と
は
全
く
起
源
を

異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ド
ニ
が
右
の
理
論
を
提
出

で
あ
る
か
ら
、
等
価
物
を
作
る
為
に
は
〈
あ
な
た
の
画
布
は
自
然
よ
り
も
小

さ
い
の
だ
か
ら
)
自
然
の
緑
よ
り
も
、
よ
り
緑
な
も
の
を
塗
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
こ
に
虚
実
の
真
理
が
あ
る

8
1

た
し
か
に
ゴ

i
ギ
ャ
ン
は
、
右
の
文
を
物
す
十
年
以
上
前
に
、
既
に
一
方
で

「
色
を
混
合
せ
ず
、
並
列
す
る
」

(
M
)
と
い
う
具
体
的
な
制
作
上
の
注
意
を
与

え
、
他
方
思
弁
的
に
、
「
藍
術
は
一
箇
の
抽
象
」
(
き
で
あ
り
、
「
文
学
と
は
全

く
別
の
も
の
に
よ
る
観
念
の
翻
訳
が
あ
る
と
確
信
」
(
ぎ
し
て
は
い
る
。
し
か

し
こ
の
両
者
は
未
だ
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
文
面
の
上
で
見
せ
て
お
ら
ず
、
ま

た
「
照
応
」
と
い
う
言
葉
も
、
彼
の
当
時
の
美
学
に
と
っ
て
否
定
的
(
幻
)
な
い

し
無
関
係
(
ぎ
な
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
等
価
物
」
と
い
う

A['タリスマン.JI(1888年)ー一一セリュジエ

し
た
の
は
一
八
九
五
年
だ
が
、
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
そ
れ
は
一
八
九
六

t
八
年
に
形

成
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ド
ニ
は
こ
の
〈
師
弟
〉
問
の
理
論
上
の

魁
艇
に
、
ゴ

I
ギ
ャ
ン
の
死
(
一
九

O
三
年
)
後
も
、
し
ば
ら
く
は
気
付
か
な

い
ま
ま
に
居
る
こ
と
と
な
る
。

ゴ
l
ギ
ャ
シ
が
「
等
価
物
」
を
術
語
と
し
て
自
ら
の
美
学
を
語
る
よ
う
に
な

る
の
は
、
彼
の
第
二
次
オ
セ
ア
ニ
ア
滞
在
中
〈
一
八
九
六
l

八
年
)
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
「
不
可
解
と
の
評
判
の
高
い
、
私
の
タ
ヒ
チ
で
の
絵
に
つ
い
て
説

明
す
る
た
め
」
に
、
こ
の
時
期
に
ゴ

I
ギ
ャ
シ
が
執
筆
し
た
と
さ
れ
る
「
偶
感

抄
」
に
、
以
下
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。
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一
塾
術
家
の
目
的
は
、
物
体
を
正
確
に
複
製
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
し

よ
う
と
し
て
も
、
ほ
ど
な
く
不
可
能
に
な
っ
て
、
罰
き
が
と
れ
な
く
な
ろ

う
。
絵
画
か
ら
の
み
発
す
る
も
の
で
、
等
価
物
に
よ
っ
て
の
み
翻
訳
で
き

る
、
た
い
へ
ん
一
般
的
な
効
果
が
あ
る
。
現
に
達
す
る
こ
と
こ
そ
肝
要
な
の

だ
が
、
そ
れ
に
は
等
価
物
で
充
分
な
の
で
あ
る
(
包
。

ワ
ジ
ュ
チ
ン
ス
キ

l
の
指
摘
に
依
れ
ば
、
こ
れ
は
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
、
死
後
公

刊
さ
れ
た
ノ

i
ト
か
ら
、
ゴ

l
ギ
ャ
Y
が
抜
き
書
き
し
た
も
の
で
あ
る
(
包
)
。

ゴ
l
ギ
ャ
ン
は
こ
の
「
等
価
物
」
を
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

私
は
影
と
光
の
た
わ
む
れ
が
、
い
か
な
る
光
の
彩
色
さ
れ
た
等
価
物
も
形

成
し
な
い
こ
と
を
観
察
し
た
。
(
中
略
〉
そ
れ
で
は
光
の
等
価
物
と
は
い
か

な
る
も
の
か
。
純
色
!
そ
し
て
そ
の
為
に
は
全
て
を
犠
牲
に
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。
(
中
略
)
そ
し
て
、
一
キ
ロ
の
緑
は
半
キ
ロ
の
緑
よ
り
も
、
よ
り
緑

言
葉
を
核
と
し
て
、
「
純
色
」
の
並
置
と
い
う
方
法
と
、
抽
象
・
翻
訳
と
い
う

思
弁
と
が
ひ
と
つ
の
結
品
と
化
す
の
に
は
、
あ
く
ま
で
も
「
偶
感
抄
」
(
一
八

九
六
|
八
年
〉
執
筆
を
侠
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
と
り
あ
え
ず
以
下
の
二
点
が
結
論
さ
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
ナ
ピ

派
が
ゴ

l
ギ
ャ
ン
か
ら
「
等
価
物
」
の
美
学
を
受
容
し
た
と
す
る
、
シ
ャ
ル

ル
・
シ
ャ
ツ
セ
(
却
)
ら
の
俗
説
は
、
事
実
誤
認
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
、
こ
こ
で
「
等
価
物
」
美
学
の
先
陣
争
い
を
し
て
、
ド
ニ
に
軍
配
を
上
げ

よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
第
二
に
、
ド
ニ
と
ゴ

l
ギ
ャ
ン
が
ほ
ぼ
同

じ
時
期
に
「
等
価
物
」
を
中
核
に
し
て
、
お
の
お
の
の
美
学
理
論
を
語
り
始
め

て
い
な
が
ら
、
そ
の
意
味
す
る
内
実
が
か
み
合
っ
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
し
た

い
。
ド
ニ
の
等
価
物
(
一
八
九
五
年
〉
が
、
多
く
を
ス
ベ
ン
サ
ー
や
テ
!
ヌ
の

心
理
学
に
負
っ
た
「
情
動
や
思
想
」
の
造
形
上
の
等
価
物
で
あ
っ
た
の
に
対

し
、
ゴ

i
ギ
ャ
ン
の
そ
れ
(
一
八
九
六
|
八
年
)
は
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
「
等
価

物
」
に
着
想
を
得
た
、
光
の
等
価
物
と
し
て
の
純
色
の
謂
だ
っ
た
。
世
紀
末
象

徴
主
義
美
術
理
論
の
一
中
心
概
念
と
さ
れ
る
「
等
価
物
」
の
意
味
内
容
が
、

〈
師
弟
〉
と
さ
れ
る
者
た
ち
の
聞
で
同
床
異
夢
と
も
言
う
べ
き
甑
離
を
き
た
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

知
ら
れ
ざ
る
ゴ
l
ギ
ャ
ン

ド
ニ
が
は
じ
め
て
正
面
か
ら
ゴ

l
ギ
ャ
ン
を
論
ず
る
の
は
、
彼
の
死
の
報
に

接
し
た
一
九

O
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
「
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
影
響
」
と
題
さ
れ
た

こ
の
論
考
は
、
普
通
ゴ

l
ギ
ャ
ン
と
ナ
ピ
派
の
〈
師
弟
関
係
〉
を
立
証
す
る
一

次
史
料
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
こ
に
は
、
「
メ
シ
ア
」
セ
リ
ュ
ジ

一
が
、
一
八
八
八
年
に
ポ
ン
・
タ
ヴ
ェ
ン
で
ゴ

i
ギ
ャ
ン
か
ち
得
た
「
福
音
」
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を
A
ハ
タ
リ
ス
マ

y
Vと
い
う
絵
に
託
し
て
い
か
に
し
て
ド
ニ
た
ち
ア
カ
デ
ミ

ー
-
ジ
ュ
リ
ア

γ
の
若
い
画
学
生
に
広
め
そ
こ
か
ら
「
ナ
ピ
派
」
が
形
成
さ
れ
る

に
至
っ
た
か
を
今
日
に
伝
え
る
、
重
要
な
証
言
が
あ
る

(ω)。

し
か
し
、
著
者
の
考
え
で
は
、
こ
の
論
文
を
書
い
た
段
階
で
、
ド
ニ
は
未
だ

ゴ
l
ギ
ャ
ン
の
「
等
価
物
」
定
義
に
知
悉
し
て
い
な
い
。
一
九

O
三
年
の
ド
ニ

に
依
れ
ば
、
一
八
八
八
年
の
「
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
教
え
」
は
、
「
逆
説
的
な
か
た

ち
の
」
(
邑
「
純
色
と
い
う
単
純
な
教
え
」
(
ぎ
「
初
歩
的
な
教
え
」
(
ぎ
に
す

ぎ
ず
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
ゴ

l
ギ
ャ
ン
は
「
八
内
的
な
思
考
V
を
醜
く
あ
っ

て
も
表
現
し
よ
う
と
し
た
」
{
ぎ
の
に
対
し
て
、
「
等
価
物
を
、
そ
れ
も
美
の
内

に
等
価
物
を
探
し
求
め
て
い
た
」
(
ぎ
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
我
々
」
ド
ニ
た

ち
、
か
つ
て
の
ナ
ピ
派
な
の
で
あ
る
。
ま
た
「
教
授
で
は
な
か
っ
た
」
(
ぎ
「
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
片
言
隻
句
を
す
ぐ
さ
ま
科
学
的
な
教
義
に
変
形
し
て
、
我
々
に
決

定
的
な
印
象
を
与
え
た
」
の
も
、
「
セ
リ
ュ
ジ
ェ
の
た
い
へ
ん
哲
学
的
な
知

性
」
(
ぎ
に
他
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
等
価
物
に
つ
い
て
ド
ニ
の
与
え
る
定

義
も
、
「

A
あ
る
秩
序
の
下
に
集
め
ら
れ
た
色
彩
に
覆
わ
れ
た
平
坦
な
面

V
」

た
る
「
芸
術
作
品
は
」
「
受
容
さ
れ
た
感
覚
の
情
熱
的
な
等
価
物
」
〈
き
で
あ

る
、
と
い
う
思
弁
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

従
っ
て
、
「
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
影
響
」
(
一
九

O
三
年
)
を
執
筆
し
た
段
階
で

ド
ニ
の
語
る
「
等
価
物
」
は
、
あ
く
ま
で
も
ゴ

l
ギ
ャ
ン
本
人
が
「
偶
感
抄
」

で
定
式
化
し
て
い
た
「
等
価
物
」
と
は
異
質
の
も
の
な
の
で
あ
る
翁
)
。

だ
が
、
等
価
物
と
い
う
こ
の
語
の
異
質
性
、
多
義
性
こ
そ
、
当
時
こ
の
言
葉

が
流
行
語
と
し
て
宿
し
て
い
た
、
吸
引
力
の
大
き
さ
を
物
語
る
。
事
実
、
批
評

家
オ

l
リ
エ

(ω)や
、
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
「
弟
子
」
を
自
称
す
る
ド
ニ
た
ち
が
、

口
・
を
酸
っ
ば
く
し
て
「
等
価
物
」
を
語
っ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
ゴ

l
ギ
ャ
ン
も

タ
ヒ
チ
で
、
こ
の
用
語
を
核
に
、
自
ら
の
美
学
を
見
事
な
画
論
へ
と
論
理
化
・

言
語
化
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
実
際
、
少
な
く
と
も
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
画

論
を
、
内
実
は
と
も
あ
れ
「
等
価
物
」
の
美
学
と
し
て
世
間
に
広
め
た
功
績
の

一
端
は
、
と
り
わ
け
こ
れ
を
ド
ニ
に
帰
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

た
し
か
に
「
師
弟
」
の
間
で
「
等
価
物
」
の
意
味
内
容
に
関
す
る
相
互
了
解

は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
「
等
価

物
」
と
い
う
一
種
の
合
い
言
葉
を
核
に
、
こ
の
奇
妙
な
「
師
弟
」
は
、
は
か
ら

ず
も
、
互
い
に
知
ら
ぬ
問
に
、
相
互
依
存
と
相
互
交
流
を
深
め
て
い
た
わ
け
で

あ
る
。
こ
う
し
た
相
乗
効
果
の
お
蔭
で
、
潜
在
的
な
文
化
的
可
能
性
が
、
実
を

結
ぱ
ぬ
ま
ま
に
四
散
す
る
こ
と
な
く
、
励
起
さ
れ
、
顕
在
化
さ
れ
て
、
ひ
と
つ

の
結
晶
を
結
ぶ
。
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
に
こ
そ
、
単
な
る
影
響
の
算
術
和
的

貸
借
関
係
に
は
還
元
で
き
な
い
、
文
化
創
造
の
秘
密
が
あ
る
。
ゴ

1
ギ
ャ
ン
と

ド
ニ
の
問
の
「
等
価
物
」
解
釈
上
の
甑
酷
は
、
一
見
無
秩
序
と
の
印
象
を
与
え

る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
裏
返
し
て
み
れ
ば
、
「
等
価
物
」
と
い
う
用
語
の
豊

穣
性
を
証
し
て
い
る
。
こ
の
語
を
核
と
し
た
諸
観
念
の
集
積
は
、
実
は
そ
れ
自

体
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
減
少
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ゴ
l
ギ
ャ
ン
八
発
見
V

|

|
追
理
解
と
過
剰
解
釈

ド
ニ
が
ゴ

I
ギ
ャ
ン
自
身
の
「
等
価
物
」
定
美
ど
八
発
見
〉
す
る
の
は
、
一

九

O
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
公
刊
さ
れ
た
ド
・
ロ
ト
ン
シ
ャ
ン
の
著

『ゴ

1
ギ
ャ
ン
』
に
は
、
ゴ

i
ギ
ャ
ン
の
遺
稿
「
偶
感
抄
」
か
ら
の
引
用
が
あ

る
が
、
そ
の
中
に
、
先
に
我
々
が
抽
出
し
た
「
等
価
物
」
の
一
節
(
包
も
あ
っ

た
。
こ
の
一
節
を
ひ
と
つ
の
核
と
し
て
、
ド
ニ
は
一
九

O
六
年
に
「
太
陽
」
と

題
す
る
論
文
を
執
筆
し
、
象
徴
主
義
定
義
に
抜
本
的
再
解
釈
を
加
え
る
こ
と
に

な
る
。た

し
か
に
、
ゴ

l
ギ
ャ
ソ
自
身
の
「
等
価
物
」
定
義
を
知
ら
な
か
っ
た
一
九

O
三
年
の
ド
ニ
に
と
っ
て
、
一
八
八
八
年
の
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
ポ
ン
・
タ
ヴ
ェ
ン

で
の
教
え
が
「
初
歩
的
な
教
え
」
「
純
色
と
い
う
単
純
な
教
え
」
と
し
か
映
じ

な
か
っ
た
の
も
無
理
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
一
度
八
光
の
等
価
物
と
し
て
の
純

色

va)と
い
う
ゴ

i
ギ
ャ
ン
の
言
葉
を
、
ド
・
ロ
ト
ン
シ
ャ
ン
の
本
に
見
い

だ
し
た
今
と
な
っ
て
み
る
と
、
一
八
八
八
年
の
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
教
え
こ
そ
、
こ

.Arドニとセリュジェ.JJ(1900年)一一ドニ

• 

の
「
等
価
物
」
の
教
義
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
、
ド
ニ
は
改
め

て
、
は
た
と
思
い
当
っ
た
に
相
違
な
い
。
実
際
、
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
セ
リ
ュ
ジ
ェ

へ
の
教
え
、
「
あ
の
木
は
何
色
に
見
え
る
か
ね
。
多
少
赤
み
が
か
っ
て
見
え
る
?

よ
ろ
し
い
、
そ
れ
な
ら
画
面
に
は
真
赤
な
色
を
置
き
給
与
え
」
(
必
)
云
々
と
い
う

ポ
ン
・
タ
ヴ
ェ
ン
で
の
教
え
は
、
「
等
価
物
を
作
る
に
は
(
あ
な
た
の
画
布
は

自
然
よ
り
小
さ
い
の
だ
か
ら
)
自
然
よ
り
も
、
よ
り
緑
な
も
の
を
塗
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」

(
g
q偶
感
抄
」
ド
・
ロ
ト
ン
シ
ャ
ン
『
ゴ

l
ギ
ャ
ン
』
に
引

用
あ
り
)
を
初
悌
と
さ
せ
る
。

こ
う
し
て
、
ド
ニ
は
、
ゴ

l
ギ
ャ
ン
が
一
八
八
八
年
に
セ
リ
ュ
ジ
ェ
に
純
色

の
利
用
を
説
い
た
こ
と
の
八
意
味
〉
を
、
一
八
年
後
の
一
九

O
六
年
に
な
っ

て
、
は
じ
め
て
八
理
解
〉
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
我
々
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ド
ニ
の
こ
う
し

た
八
追
理
解
〉
が
、
単
に
ド
ニ
自
身
の
「
象
徴
主
義
」
理
解
の
改
変
を
意
味
す
る

の
み
な
ら
ず
、
ゴ

l
ギ
ャ

γ
の
〈
深
読
み
〉
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
八
新
発
見
〉
の
定
義
を
指
し
て
、
「
こ
れ
こ
そ
我
々
が
一
八
九

O
年
ご
ろ

理
解
し
て
い
た
よ
う
な
象
徴
主
義
の
定
義
で
あ
る
」
(
「
セ
ザ
ン
ヌ
」
一
九

O
六

年
〉
(
ち
と
遡
及
的
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
一
種
の
〈
過
去
の
書
き

換
え

V
、
〈
過
去
の
合
理
化
〉
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
、
我
々
は
一
八
八
八
年

に
は
、
ま
だ
ゴ

1
ギ
ャ
ン
自
身
「
等
価
物
」
と
い
う
考
え
を
言
葉
の
上
で
は
確

立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ド
ニ
が
十
八
年
後
に

〈
発
見
〉
し
た
と
思
い
込
ん
だ
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
教
え
の
〈
本
当
の
意
味
〉
は
、

実
は
ゴ

i
ギ
ャ
ン
自
身
一
八
九
六
|
八
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
「
偶
感
抄
」
で

定
式
化
で
き
た
命
題
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
ド
ニ
は
一
八
八
八
年
の
ゴ

l
ギ
ャ

γ
の
内
に
遡
っ
て
読
み
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
、
過
剰
解
釈
を
犯
し
て
い
る
の
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で
あ
る
@

こ
の
深
読
み
は
、
ド
ニ
が
ゴ

l
ギ
ャ
シ
の
〈
未
来
〉
を
既
に
知
っ
て
い
た

か
ら
こ
そ
可
能
だ
っ
た
と
言
え
る
。
ド
ニ
の
〈
追
理
解
〉
は
、
い
わ
ば
結
果

か
ら
遡
及
的
に
演
縛
し
て
、
未
だ
そ
の
結
果
に
至
る
道
を
選
択
す
る
以
前
の
ゴ

l
ギ
ャ
シ
の
「
初
歩
的
な
教
え
」
の
内
に
ま
で
、
そ
の
当
の
結
果
を
逆
投
影
し

て
読
み
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
で
可
能
と
な
っ
た
、
遡
及
的
深
読
み
に
他
な
ら

A
K

、。

手
J
1
2
U
W

系
踏
化
の
背
理
|
|
遡
及
と
投
企

だ
が
こ
の
ド
ェ
の
ゴ
!
ギ
ャ
シ
再
解
釈
を
全
く
根
拠
の
な
い
偽
り
と
断
定
す

る
こ
と
は
、
果
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
ゴ

l
ギ
ャ

γ
が
「
等
価
物
」

と
い
う
述
語
で
お
の
が
美
学
を
語
り
始
め
た
の
は
一
八
九
六
l
八
年
で
あ
る
と

し
て
も
、
既
に
セ
リ
ュ
ジ
ェ
へ
の
一
八
八
八
年
の
教
え
に
そ
の
同
じ
美
学
が

前
l

言
語
的
位
相
で
(
つ
ま
り
絵
な
り
そ
の
具
体
的
な
制
作
法
を
介
し
て
)
分
節

化
さ
れ
て
お
り
、
や
が
て
そ
の
同
じ
美
学
に
ゴ

l
ギ
ャ
ン
自
身
「
等
価
物
」
の

名
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
ま
た
セ
リ
ュ

ジ
ェ
が
(
論
理
化
し
て
)
伝
え
た
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
教
え
の
内
容
が
、
後
に
ゴ

l

ギ
ャ
ン
自
身
「
等
価
物
」
の
名
で
呼
ぶ
も
の
と
対
立
せ
ず
、
そ
れ
を
内
包
す
る

こ
と
だ
け
は
疑
い
得
な
い
以
上
、
こ
の
内
包
を
根
拠
に
一
八
八
八
年
の
ゴ

l
ギ

ャ
ン
の
教
え
な
い
し
絵
画
に
も
「
等
価
物
」
の
美
学
と
い
う
呼
称
を
遡
及
的
に

適
用
し
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。

た
し
か
に
、
一
八
八
八
年
の
ゴ

I
ギ
ャ
ン
の
教
え
に
「
等
価
物
」
を
読
み
込

む
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
「
等
価
物
」
出
現
後
の
時
点
に
立
っ
て
遡
及
的
に
過
去

に
意
味
を
付
与
す
る
と
い
う
怒
意
性
を
持
つ
。
一
八
八
八
年
の
教
え
が
「
等
価

ら
、
ひ
と
つ
の
み
を
選
択
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
に
対
応
し
て
、
過
去
認
識
に
お
い

て
は
、
今
の
自
分
を
か
く
あ
ら
し
め
た
〈
原
因
〉
を
、
ま
だ
多
く
の
潜
在
的
可

能
性
を
秘
め
た
未
分
化
な
過
去
の
内
か
ら
、
無
理
を
承
知
で
抽
出
せ
ね
ば
な
ら

戸
h
h

、。

J
'
L
1

、v未
来
に
向
つ
て
の
選
択
と
、
過
去
へ
の
遡
行
に
必
須
な
怒
意
的
遡
及
と
の
、
こ

の
逆
方
向
で
と
も
に
不
可
逆
な
両
過
程
の
等
価
性
は
何
を
意
味
す
る
か
。
そ
れ

は
、
未
来
へ
の
選
択
と
過
去
へ
の
遡
行
的
系
譜
化
と
が
同
一
の
時
間
の
パ

1
ス

ベ
ク
テ
ィ
ヴ
の
内
に
位
置
し
て
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、
双
方
の
営

み
が
逆
方
向
で
不
可
逆
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
究
極
的
に
は
後
者
の
八
跡
づ
け
〉

が
前
者
の
選
択
に
一
致
し
て
い
る
か
否
か
検
証
し
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

選

択
、〆

〈
過
去

物
」
を
内
包
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
遡
及
的
解
釈
は
「
等

価
物
」
の
美
学
と
い
う
視
点
が
尖
鋭
化
さ
れ
る
以
前
の
よ
り
多
様
だ
が
莫
た
る

可
能
性
を
秘
め
て
い
た
は
ず
の
ア
モ
ル
フ
な
過
去
の
な
か
か
ら
、
ひ
た
す
ら

〈
「
等
価
物
」
後
の
)
現
在
と
系
譜
的
関
係
を
持
ち
得
る
性
分
の
み
を
優
先
的

に
抽
出
す
る
。
こ
の
遡
及
的
系
譜
論
的
な
過
去
の
選
択
は
、
一
八
八
八
年
の
ゴ

i
ギ
ャ
シ
の
知
的
字
官
の
内
的
文
脈
の
連
関
性
を
無
視
す
る
と
と
も
に
、
選
択

を
下
す
前
の
現
状
を
、
選
択
後
の
視
点
か
ら
方
向
づ
け
明
確
化
す
る
こ
と
で
、

実
は
制
限
し
、
嬢
小
化
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
一
八
八
八
年
の
ゴ

i
ギ
ャ
ン
の

教
え
は
、
な
に
も
後
に
「
等
価
物
の
教
義
」
と
呼
ば
れ
る
か
か
に
存
在
し
て
い

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

た
し
か
に
過
去
は
現
在
を
準
備
す
る
か
か
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
け

れ
ど
も
、
し
か
し
逆
に
現
在
を
準
備
し
た
も
の
と
し
て
は
過
去
い
が
存
在
し

な
い
。
こ
こ
に
現
在
と
過
去
と
の
奇
妙
な
相
互
依
存
ゆ
え
の
相
互
離
反
が
露

呈
す
る
。
現
在
の
時
点
に
立
っ
て
過
去
に
「
等
価
物
」
の
起
源
を
問
う
こ
と

な
く
し
て
は
、
現
在
の
存
立
す
る
基
礎
を
根
拠
づ
け
得
な
い
の
に
、
こ
の
系

譜
的
遡
行
は
必
然
的
に
過
去
の
側
に
恋
意
的
解
釈
を
押
し
つ
け
る
こ
と
と
な

る。
だ
が
、
一
見
背
理
に
見
え
る
こ
の
過
去
認
知
の
逆
説
に
、
実
は
歴
史
記
述
の

本
性
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
我
々
は
こ
こ
で
、
遡
及
の
窓
意
性
が
、
ち
ょ
う
ど
未

来
を
境
く
際
の
実
存
的
選
択
と
表
裏
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
未
来
へ
の
選
択
が
、
一
過
性
の
不
可
逆
な
移
行
で
あ
る
の
に
対
し
、
過

去
認
識
は
遡
及
的
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
ま
た
選
択
の
結
果
は
じ
め
て
未
来
が

定
ま
る
の
に
対
応
し
て
、
現
在
か
ら
遡
及
作
用
を
及
ぼ
さ
ね
ば
過
去
は
出
現
し

な
い
(
図
t
参
照
)
。
ち
ょ
う
ど
未
来
を
努
く
際
に
、
多
く
の
可
能
性
の
中
か
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る
。
つ
ま
り
歴
史
上
取
ら
れ
た
選
択
と
そ
の
歴
史
的
再
構
成
像
と
が
同
値
で
あ

る
こ
と
は
立
証
し
得
な
い
。

逆
因
果
論
的
循
環
論
の
創
出
と
し
て
の
過
去
認
識

過
去
と
そ
の
再
構
成
像
と
の
問
の
、
相
互
依
存
ゆ
え
の
撞
着
と
い
う
こ
の
認

識
論
的
限
界
は
と
り
わ
け
、
先
行
す
る
非
言
語
的
な
い
し
前
言
語
的
事
態
に
、

事
後
的
に
命
名
す
る
と
い
う
言
語
化
の
過
程
の
含
む
本
質
的
な
無
理
を
暴
き
出

す
。
非
な
い
し
前
言
語
的
形
態
に
あ
る
も
の
は
言
語
的
命
名
を
蒙
っ
た
瞬
間
、

不
可
避
的
に
窓
意
的
な
有
意
性
を
押
し
つ
け
ら
れ
て
変
貌
を
遂
げ
て
し
ま
う

が
、
こ
の
言
語
化
の
損
傷
を
受
け
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
例
の
対
象
は
そ
も
そ
も

解
釈
v

現在

遡及的認知

図
1 

現
在

過
去

、

、
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"‘ ，ゼ'

言
語
的
に
記
述
不
可
能
で
し
か
な
で
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
一
八
八
八
年
の
絵
に
、

彼
が
後
に
「
等
価
物
」
と
呼
ぶ
こ
と
宇
な
る
美
学
を
認
め
得
る
か
、
と
か
、
ド
ニ

が
一
九

O
六
年
に
定
式
化
す
る
「
等
師
物
」
が
彼
の
世
紀
末
の
絵
に
日
も
っ
て

具
現
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
か
、
と
い
う
た
問
い
は
、
も
は
や
本
人
た
ち
の
事
後

的
・
回
顧
的
証
言
|
|
本
人
に
よ
る
〈
全
体
的
〉
か
つ
〈
怒
意
的
〉
な
過
去
の

選
択
と
、
そ
の
選
択
に
対
し
て
本
人
の
負
う
責
任
の
表
明
|
|
に
耳
を
貸
し
た

上
で
、
我
々
と
し
て
は
学
問
的
判
断
を
保
留
す
る
他
な
い
領
域
に
属
し
て
い

る
J歴

史
を
噴
く
人
は
、
従
っ
て
あ
く
ま
で
現
在
の
時
点
に
立
っ
て
自
ら
の
過
去

を
顧
み
、
そ
れ
を
意
味
付
け
、
そ
の
解
釈
に
立
脚
し
て
未
来
に
挑
戦
す
る
。
こ

の
時
、
遡
及
的
過
去
認
識
と
未
来
へ
の
選
択
は
彼
の
肩
に
等
し
い
重
さ
の
主
体

性
の
要
請
と
し
て
の
し
か
か
り
、
こ
の
両
者
あ
い
ま
っ
て
、
彼
の
歴
史
認
識
の

両
輪
と
な
る
。
過
去
の
跡
付
け
と
未
来
の
選
択
と
は
、
歴
史
を
噴
く
画
家
に

と
っ
て
、
表
裏
一
体
の
賭
け
で
あ
り
、
従
っ
て
画
家
の
産
出
す
る
歴
史
デ
ィ

ス
ク
ー
ル
は
、
す
ぐ
れ
て
彼
の
実
存
的
投
企
の
場
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ

る。
歴
史
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
が
必
然
的
に
、
主
体
的
な
過
去
の
選
択
に
よ
る
、
怒
意

的
な
過
去
の
有
意
化
た
ら
ぎ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
の
ジ
レ
ン
マ
は
、
さ
ら
に

究
極
的
に
は
、
そ
も
そ
も
想
起
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
過
去
以
外
に
何
か
〈
過

去
そ
の
も
の
〉
と
か
〈
史
実
〉
と
か
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え

る
の
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
遡
及
的
認
識
に
よ
っ
て
不
可
避

的
な
窓
意
的
意
味
づ
け
を
蒙
る
以
前
の
〈
過
去
そ
れ
自
体
〉
な
る
も
の
は
、
た

と
え
そ
れ
が
存
在
し
て
い
る
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
認

識
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
個
人
史
の
回
想
酌
過
去
認
識
に
お
け

が
可
能
で
あ
る
こ
と
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
歴
史
認

識
が
、
結
果
の
現
わ
れ
た
時
点
に
立
っ
て
、
事
後
的
に
そ
の
結
果
の
〈
合
目
的

性

V

Q吉
田
口
広
弓

g
gユ2
3
を
了
解
す
る
、
回
顧
的
あ
と
知
恵
の
辻
棲
合
わ

せ
と
し
て
し
か
成
立
し
得
ず
、
ま
た
そ
う
し
て
の
み
成
立
し
得
る
も
の
で
あ
る

以
上
、
八
追
理
解
〉
と
〈
過
剰
解
釈
〉
と
の
聞
に
は
、
本
質
的
差
異
は
な
い
。

八
著
者
よ
り
も
良
く
理
解
す
る
〉
可
能
性
が
〈
追
理
解
V
2
R
7
2
2
8
Zる
に

存
す
る
の
は
、
実
は
そ
こ
に
〈
遡
及
的
合
理
化
V
2
R
E
E巴
の
入
り
込
む
余

地
が
常
に
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
仮
に
〈
遡
及
的
合
理
化
〉
つ

ま
り
八
深
読
み
〉
を
反
証
令
市

2
5
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
、

〈
追
理
解
〉
の
究
極
的
な
正
し
さ
を
検
証
守
2
は
ち
す
る
こ
と
は
不
可
能
な

の

で

あ

る

。

〈

以

下

次

号

)

註$
ド
ニ
の
著
書
に
関
す
る
略
号

叶
H

J

吋、町
ι

明
。
之
内
i

♂

h尚
昆
仇
い
て
き

~vq目

HMミ
町
内
町
九
代

CbNhhミ
ミ
ゼ
ミ
、
同
誌
誌
と

2
2』

匹
目

ミ
号
町
内
~EMRQHR・
-dユ出・閉山。
Z
ロ
ユ
兄
君
三
ぬ

]
E
W
E
N
C・
へ
初
版
は

HCHH)・

? 
」訓

ウkトゲンシュタイン著
丘津静也訳

反哲学的断章

言語迷宮の透視図法一一。言

葉・人間・音楽・人種問題等

等，透徹した知性と炎の情熱

で，既成概念を粉砕い現代

思想を方向づけたヴイトゲン

シュタインの思索の核心。

る
、
こ
の
選
択
過
程
の
ク
レ
ン
マ
に
八
実
証
主
義
者
〉
が
与
え
た
苦
肉
の
蒲
縫

策
的
解
決
こ
そ
、
「
重
層
決
定
」
と
い
う
名
の
修
辞
で
は
な
か
っ
た
か
。

実
際
、
現
実
の
歴
史
認
識
に
お
け
る
説
明
行
為
、
つ
ま
り
、
よ
り
後
の
事
実

の
起
源
を
先
行
事
柄
の
内
か
ら
選
別
・
抽
出
す
る
と
い
う
擬
似
因
果
論
的
説
明

行
為
は
、
あ
く
ま
で
も
、
よ
り
後
の
事
実
が
確
固
と
し
て
存
立
す
る
か
ら
こ
そ

可
能
だ
と
い
う
転
倒
の
上
に
は
じ
め
て
存
立
し
得
る
の
だ
が
、
そ
の
際
、
よ
り

後
の
時
点
と
、
そ
れ
を
起
点
に
み
い
だ
さ
れ
た
、
先
行
す
る
過
去
と
の
関
係
が

系
譜
論
的
に
意
味
を
な
す

E
g
g
sロ
持
)
よ
う
に
と
、
両
者
の
聞
に
〈
必
然

の
な
り
ゆ
き
〉
を
看
て
取
ろ
う
と
す
る
我
々
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
後
の
事
実

を
、
八
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
先
行
す
る
過
去

V

に
よ
っ
て
八
因
果
的
〉
に
説
明
づ
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
よ
り
自

伝
の
歴
史
認
識
に
妥
当
す
る
機
構
で
あ
る
。

従
っ
て
、
自
伝
の
論
理
、
系
譜
化
の
論
理
に
お
い
て
は
、
も
は
や
実
は
因
果

律
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
。
結
果
か
ら
未
知
の
原
因
を
推
定
す
る
〈
遡

言
〉
に
も
似
た
、
逆
因
果
律
的
方
法
で
、
よ
り
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
高
い
ア
モ
ル

フ
な
過
去
の
中
か
ら
〈
萌
芽
〉
や
〈
先
駆
〉
な
る
も
の
を
無
理
矢
理
抽
出
し
、

翻
っ
て
、
そ
の
抽
出
物
と
現
在
と
の
間
へ
因
果
帰
属
説
的
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
を
構

成
す
る
。
こ
の
、
現
在
と
過
去
と
の
間
の
相
互
依
存
の
循
環
論
法
が
ど
れ
だ

け
完
壁
な
閉
鎖
系
を
構
成
す
る
か
に
、
歴
史
的
認
識
の
〈
正
し
さ
〉
の
蓋
然

2の
指
標
が
あ
る
、
そ
れ
を
佼
リ
ザ
ハ
正
し
さ
〉
と
言
え
れ
ば
の
話
で
あ
る

ム
υ

過
去
認
識
が
、
そ
も
そ
も
窓
意
的
で
し
か
あ
り
得
な
い
遡
及
行
為
に
立
脚
し

た
、
こ
の
よ
う
な
循
環
論
法
に
基
礎
を
置
く
以
上
、
ド
ニ
が
ゴ

l
ギ
ャ

γ
を
解

釈
す
る
際
に
犯
し
た
よ
う
な
過
剰
解
釈
の
危
険
性
は
、
従
っ
て
実
は
歴
史
認
識
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仏
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〉円

2
・
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円
F
E
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F
匂℃・

N
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|包
∞
日
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絵
画
に
お
い
て

(
日
)
吋
ω
・
四
回
・
色
-
一
/
'

は
、
音
楽
に
は
不
可
能
な
統
一
性
が
得
ら
れ
る
。
音
楽
に
お
い
て
は
和
音
が
次
々
に

(
げ
)
吋
・
℃
・
弓
・
で

や
っ
て
き
て
、
音
調
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
は
音
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
照
応
す
る
。
だ
か
ら
音

(
団
〉
吋
・
同
yNω
・
閉
じ
考
え
は
、
「
印
象
主
義
と
象
徴
主
義
画
家
第
九
回
展
覧
会
序
楽
の
終
わ
り
と
始
め
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
判
断
は
絶
え
ざ
る
疲
労
を
味

文
」
ハ
一
八
九
五
、
吋
ω
・
同
】
・
ム
∞
〉
に
も
み
ら
れ
る
。

わ
う
こ
と
に
な
る

(
Z
2
2
ω
三】門

Y
Z
E
5♂

E
E
1
5∞
3
1

g
f
g・
・

幻

文

一

八

八

八

年

十

月

二

日

ン

ユ

フ

ネ

ツ

ケ

ル

宛

の

手

紙

。

53prf

ハ
却
〉
叶
ω-HV・
JB・

♀

J

U
旬
、
。
丸
山
ミ

5

5

5
ミ
ハ
註
お
参
照
グ
宅
・
口
∞
l
H
g
n
「
こ
の
(
綜
合
主
義

g
E
S
E
-
A巴
5
5
2
2
V
冨

g
b
L
F
O
E
S
-
2
5
ム
笈
の
)
道
は
、
私
の
性
質
〈

B
Z
S
に
長
れ
て
い
る
の
ば
っ
て
、
人
は
い
つ
も

と
o
g
E・
E-
白・

:
g
L。・
2
l
N
N
ω
・
年
代
決
定
に
つ
い
て
は
本
江
守

7
自
分
の
気
質
公
0
5
3
5
2
3
に
従
う
べ
き
な
の
だ
。
」
?
と

1
4
T
v
p

邦
夫
「
ゴ

l
ガ
ン
と
綜
合
主
義
」
、
『
多
田
画
廊
季
報
』
第
3
号、

gu・
二
八
頁
、

E

t

(
却
)
シ
ャ
ル
ル
・
シ
ャ
ツ
セ
『
ゴ

l
ガ
ン
と
そ
の
時
代
』

(
n
f
L
g
a
b・

註
三
五
参
照
。

c
g
h苦
言
ミ

g
誌
な
さ
』
vpFω

目
立
一

O円日
ρ
z
o
a
g
〉円

F
司
号

F
呂
田
・
)

(

n

)

〈
旦
神
宮
町
出

2
・5
∞
Z
E
E
-
h
u
a
E
m
g
h
R
S
S
S崎
町
。
ミ
ミ
ミ
島
田
紀
夫
・
末
木
友
和
訳
、
造
形
社
、
一
九
七
七
、
二
ハ
三
頁
。

旬、遠切。町民師

HF
の
ωユ
ω昆

P
E
2窓口
m
H
R・-
z
o
d『
吋
R
w
h
r
F
o
E
o
p
E叶
∞
-
(
ぬ
)
高
階
秀
爾
「
町
の
な
か
の
修
道
院
芸
術
」
吋
西
欧
芸
術
の
精
神
』
青
土
社
、
一

回

Y
H
H
H・

九
七
九
年
、
二
一
五
ー
-
二
七
頁
。
〉
・
叶
2
2
m
p
b
S
E
E
N
g
h
F
ω
宮
内
目
。
ョ

〈
幻
〉
の

E
宮

F
。、・

1
H
4
3・
N
S
I
N
S
-
の
聞
に
は
さ
ま
れ
た
紙
片
の

3
・
N

勺
R
F
ロ
・
仏
・
宅

-
S
l
E・

tω
・
ま
た
、
宮
己
の

E
宮

古

。

5
P
(胃
品
目
ロ
片
品
官
同
宮
ロ
庄
の

zb円吉
)

J

(

紅
)
ロ
・
匂
・

2
・

E
E
S
E
-
E
F
唱

-
H
3・
v
g
品
。
伊
丹

O
R
E
B
P
M
M
bミ

m

g

h

R

R

G

〉

3
・匂・

2
・

E
号

-
H
g
p
E
N
m
E
4
3・
N
g
l
E・
(

お

〉

足

時

さ

・

〈
MA)
同MM巳
の
g
m
Z
5
0ミ
ミ
(
註
お
参
照

)-M・
E
-
A
A
2
2
2
ω
同

E
E昨

日

ozgvv・
(

川

品

)

叶

ω・匂
-mN-

F

(

お
)
一
八
八
八
年
四
月
一
八
日
シ
ュ
フ
ネ
ッ
ケ
ル
宛
て
の
手
紙
。

E
巳

の

さ

宮

山

口

"

(

お

〉

吋

ω
・℃

-
E・

曹トト

(
部
〉
叶
，

P
H
V
・
ωN・

〈
釘
〉
、
『
ω・匂・

2
・

(
泊
〉
旬
、
ミ
ぉ
・

(
泊
)
こ
の
点
、
』

E
ケ
巧
g
-
E
S
E
-
名
・
円

hh・
目
当

-
H
S
i
H
H
N
で
一
八
八
八
年

の
体
験
の
ド
ニ
解
釈
に
依
る
「
等
価
物
」
即
『
偶
感
抄
』
の
「
等
価
物
」
と
す
る
の

は
、
明
ら
か
に
短
絡
で
あ
り
、
軽
率
で
あ
る
。
ま
た
最
も
信
頼
す
べ
き
ド
ニ
研
究
書

で
あ
る
と
さ
れ
る

F
Sロ
ロ
。
∞
耳
目

N
Z
F
ミ

S
江町内

b
s
p
。『白羽目。

7
3『一
2

・

巴
お
・
も
、
一
九

O
三
年
の
ド
ニ
の
論
文
「
ゴ

l
ギ
占
ン
の
影
響
」
に
お
け
る
ド
ニ

の
ゴ
!
ギ
ャ
ン
へ
の
腰
昧
な
態
度
に
は
、
ゴ

l
ギ
ャ
ン
が
「
本
質
的
に
本
能
的
で
し

ば
し
ば
脈
絡
な
く
、
内
観
や
体
系
に
無
頓
着
で
、
自
ら
の
巧
み
な
発
見
か
ら
結
論
を

ひ
き
出
す
こ
と
が
あ
ま
り
で
き
な
か
っ
た
」
な

-S)
と
い
う
理
由
を
与
え
な
が
ら
、

他
方
で
、
我
々
も
引
用
し
た
ゴ

l
ギ
ャ
ン
自
ら
「
等
価
物
」
を
説
明
し
た
「
偶
感
抄
」

の
一
節
(
註
幻
〉
か
ら
ド
ニ
が
一
八
九

O
年
の
絵
画
定
義
(
本
稿
冒
頭
引
用
)
の
着

想
を
得
た
と
す
喰
そ
れ
自
身
撞
着
す
る
叙
述
を
与
え
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

〈
川
叫
〉
〉
・
〉
ロ
ユ
え

a
F
g
r
S
E
-
-凶
5

2
宮山口

Z
E
.
-
河
内
言
内
同
号
、
円
守
志
ふ
'

aZHhhJω
〈ユ

-H∞
S
・l
〈耳目】

-
E
u
o
s
hゼ
ミ
師
、
。
旬

HbHhさ
2
・
勺
号

F
5
3・
豆
】
-

NOωiNE)
お
よ
び

a
F
g
F
E
q
2
4
5
Z
F
Z九
(
。
ミ
ミ

a
h
v
s
s
a
w
S
2・

匂℃・

N
8
1
8
3
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ポ
ル
ク
、
プ
ラ
ト
ン
(
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
)
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に
依
拠
し
た
自
然
と
糟
神
の
「
照
応
」
守
・
日
目
。
)
、
主
観
と
客
観
の
「
等
価
物
」

(
-
Y
8
0
〉
を
説
い
て
い
る
。
〔
た
だ
し
リ
ヴ
ォ
ル
ド
ワ
引
用
ば
意
味
を
と
っ
た
と
い

よ
「
等
価
物
」
の
出
典
と
し
て
は
強
引
す
ぎ
る

E
R
で
、
彼
の
指
摘
す
る
箇
所
に
は

「
等
価
物
」
の
語
は
な
い

C
-
F
g
ω
-
a
L、・

th・同
v
・品∞

N)〕
ド
ニ
の
「
等
価
物
」

定
義
も
こ
の
オ

1
リ
エ
の
影
響
下
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
4
)

註
却
に
対
応
。
』
8
2
宏
明
耐
え
。
ロ
円
吉
ヨ
円
y

、
hHHに
の

mHHhhHhhphMMd『
F
H
S
F

℃
-NHH・
ド
ニ
の
引
用
は
↓
・
守

NNω
・
(
「
太
陽
」
)
。

(
必
〉
実
際
ド
ニ
自
身
も
、
光
(
タ
プ
ロ

i
)
と
色
彩
(
装
飾
)
を
区
別
し
、
ゴ

l
ギ

ャ
ン
を
、
色
調
(
明
暗
〉
で
は
な
く
色
あ
い

(
U昏
与
の
等
価
物
へ
の
移
行
と
見
る

考
え
を
一
八
九
七
年
九
月
の
日
記
に
つ
づ
っ
て
い
る
(
旨
・
同
】

-HNO--
し
か
し
そ

の
後
の
古
典
回
帰
の
中
で
の
タ
プ
ロ

l
志
向
ゆ
え
か
、
こ
の
考
え
方
ば
「
カ
リ
エ
ー

ル
の
放
棄
、

l
i才
能
の
迷
信
」
(
一
九

ο六
年
)
ろ
長
大
な
註

(
H
b
ω
5
1

2
3
ま

で

日

の

目

を

見

な

い

。

〆

(
円

ω
)

吋
ω
・同】・

2
・
(
「
ゴ

l
ギ
M

ン
の
影
響
」
)

(
制
)
叶
・

3
・
Nmvω
・

、
:
:

L
J
-
/
み
川

し
げ
み
・
比
較
文
学
比
較
文
化
)

一
九
二
0
年
代
〈
ワ
イ
マ

i
ル
共
和
同
期
〉
の
ド
イ
ツ
民
衆
文
化
と
そ
の
日
常
住
を
、
ク
ル
ト
・
ト
ヮ
ホ

2
口
明

ク
ル
ト
・
ト
ゥ
ホ
ル
ス
キ

I
H
テ
キ
ス
ト
ル
ス
キ
ー
の
テ
キ
ス
ト
と
ジ
ョ
ン
・
ハ

l
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
よ
り
、
鮮
烈
に
照
射
す
る

E
F

十

叩

附

ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド

H
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
痛
烈
な
訊
刺
の
竜
一
九
二
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
本
来
日
、
去
年
以
上
経
た
今
日
の
ド
イ
ツ
で
、
依
然
漂
机
二

j

ム
‘

I

F

E

品

と

し

て

烈

し

い

拒

否

と

讃

同

の

渦

を

巻

き

起

こ

し

て

い

る

。

〈

公

〉

と

〈

私

v

、
〈
凶
家
〉
と
〈
故
郷
〉
主
回
本
料
士

ド
X
1
ツ
世
界
こ
冠
こ
る
ド
r
E
Yを
峻
別
し
、
〈
政
治
〉
と
〈
文
化
〉
を
ト
ー
タ
ル
に
担
っ
た
主
ト
ワ
ホ
ル
ス
キ

l
Sい
視
角
と
ハ

l
出
品
論

」

曹

、

.
1
E
E刈
J
t
v』巴
'F.
ヲ，、
d

1

4

司

'

J

J

‘
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
の
視
線
は
、
現
代
の
会
見
し
て
も
ア
ク
チ
ュ
ア
ど
警
合
の
力
を
失
っ
て
い
な
い
。
り
似
し
針

!
l激
動

の

二

0
年
代
・
ワ
イ
マ

l
ル
文
化
人
の
挑
戦
ヒ
ト
ラ
ー
の
権
力
一
掌
握
を
目
前
に
し
て
、

5
年
代
ド
イ
ツ
最
大
量
裂
-
蕩
心
の
理
相
主
義
者
〉
う
お
社

野
村
彰
H
訳
+
平
井
正
H
解
説
ト
ワ
ホ
ル
ス
キ
ー
が
、
《
文
化
の
根
源
》
を
問
い
直
し
、
現
代
社
会
に
放
つ
必
読
の
害

o
a
r一r

A
5版
上
製
・
三
三
O
頁
・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
+
写
真
+
装
棋
H
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
・
五
月
末
刊
訂
・
予
樋
・

=
=
5
0円
引

釦
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