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凡　

例

　

一
、 
訳
者
に
よ
る
補
足
は
〔  

〕
で
示
し
た
。

　

二
、 

原
典
に
は
本
稿
の
主
題
と
関
連
す
る
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
訳
出
に
当
た
っ
て
は
割
愛
し
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て

お
く
。

　

三
、 

原
典
で
は
出
典
が
示
さ
れ
な
い
ま
ま
引
用
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
も
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
出
典
を
明
記
せ
ず
に
そ

の
ま
ま
訳
出
し
て
い
る
。
し
か
し
本
文
の
意
図
が
汲
み
取
り
に
く
い
箇
所
に
つ
い
て
は
該
当
箇
所
の
仏
訳
、
邦
訳
を
参
照
し
た

う
え
で
適
宜
訳
文
を
変
更
し
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
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フ
ラ
ン
ス
語
の「
崇
高（sublim

e

）」に
は
ラ
テ
ン
語
の
形
容
詞 sublim

is 

を
中
性
名
詞
化
し
た sublim

e 

が
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
ラ
テ
ン
語
自
体
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
の to hupsos 

を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
語
の
成
立
か
ら
す
る
と
う
ま
く
説
明

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
意
味
は
ま
っ
た
く
も
っ
て
明
瞭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち sublim

is

（sublim
are : 

持
ち
上
げ
る
）
は
、

中
空
の
高
い
と
こ
ろ
、
し
た
が
っ
て
道
徳
的
な
意
味
で
も
物
質
的
な
意
味
で
も
高
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
高
く
持
ち
上
げ
ら
れ
、
偉

大
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
語
は
、
た
と
え
ば ho hupsos 

が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
最
初
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
以
来
、

聖
書
の
神
、
つ
ま
り
い
と
高
き
も
の
を
指
し
示
す
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
の hupsos 

を
十
全
な
仕
方
で
翻
訳

し
て
い
る
。

　

修
辞
学
な
い
し
批
評
の
範
疇
と
し
て
、「
崇
高
」
の
意
味
は
紀
元
一
世
紀
の
間
に
定
着
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
語
と
そ
の
派

生
語
（sublim

itas

）
は
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
と
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
の
著
作
の
う
ち
に
み
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
崇
高
に
関
す
る

も
っ
と
も
古
い
文
章　
　

そ
し
て
私
た
ち
に
と
っ
て
は
崇
高
の
伝
統
を
創
設
す
る
も
の　
　

に
は
、
一
世
紀
ギ
リ
シ
ア
の
批
評
家
が
書

い
た Peri hupsous 

と
い
う
論
考
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
長
い
間
、
間
違
っ
て
ロ
ン
ギ
ノ
ス
（
紀
元
三
世
紀
の
哲
学
者
に
し
て
弁
論
家
、

パ
ル
ミ
ラ
の
女
王
ゼ
ノ
ビ
ア
の
も
と
で
宰
相
を
務
め
て
い
た
人
物
で
あ
り
、
二
七
三
年
に
ロ
ー
マ
人
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
た
）
の
作
品
と

み
な
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
再
発
見
さ
れ
、
つ
い
で
、
ボ
ワ
ロ
ー
の
手
に
よ
っ
て
一
六
七
四
年
に
翻
訳
、
紹
介
さ
れ
た
。
そ

し
て
以
下
の
よ
う
な
思
想
の
流
れ
（
ボ
ワ
ロ
ー
の
「
ロ
ン
ギ
ノ
ス
考
」
は
一
六
九
三
年
）
に
お
い
て
特
異
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な

る
。
そ
の
動
き
と
は
、
新
旧
論
争
に
端
を
発
し
、
イ
ギ
リ
ス
哲
学
（
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
や
ハ
ッ
チ
ソ
ン
）
を
経
由
し
て
、
一
七
五
〇
年
に

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
よ
っ
て
美
学
が
創
設
さ
れ
た
と
い
う
一
連
の
流
れ
の
こ
と
で
あ
る
。
以
来
、
数
あ
る
事
例
の
う
ち
、
一
七
六
四
年

に
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
短
い
論
文
「
美
と
崇
高
の
感
情
に
つ
い
て
の
考
察
」
が
示
す
よ
う
に
、
崇
高
の
概
念
が
美
の
概
念
と
の
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競
合
関
係
に
入
り
つ
つ
、
趣
味
の
理
論
と
芸
術
哲
学
の
理
論
の
主
題
に
関
し
て
支
配
的
な
概
念
と
な
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ

ル
が
美
学
な
い
し
宗
教
に
つ
い
て
の
ベ
ル
リ
ン
講
義
に
お
い
て
そ
の
特
権
性
に
異
議
を
唱
え
る
ま
で
続
い
た
。

　

し
か
し
、そ
こ
で
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、ヘ
ー
ゲ
ル
が
た
だ
「
恣
意
的
な
」
強
制
に
よ
っ
て
、「
崇
高
」

を
哲
学
的
に
主
要
な
モ
チ
ー
フ　
　

そ
の
モ
チ
ー
フ
は
そ
れ
以
降
、
散
発
的
（
た
と
え
ば
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
）
あ
る
い
は
隠
さ
れ
た

仕
方（
ハ
イ
デ
ガ
ー
）で
し
か
再
び
現
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う　
　

と
し
て
退
け
た
だ
け
で
は
な
い
。ヘ
ー
ゲ
ル
は
、〔
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
〕

第
一
帝
政
の
崩
壊
に
続
い
て
生
じ
た
美
学
的
か
つ
政
治
的
な
復
興
の
時
代
に
お
い
て
、
あ
る
ひ
と
つ
の
熱
狂
な
い
し
流
行
の
目
的
〔
終

焉
〕
を
認
め
た
。
と
り
わ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ロ
マ
ン
主
義
を
含
ん
だ
一
八
世
紀
後
半
は
、「
崇
高
」
と
い

う
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。「
崇
高
」
は
美
徳
、
感
情
や
心
の
躍
動
、
思
考
の
情
動
（
デ
ィ
ド
ロ
、
ル
ソ
ー
）、
新
た
な

矛
盾
し
た
感
性
（
バ
ー
ク
の
「
喜
悦
を
孕
ん
だ
恐
怖
」）、ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
記
念
碑
建
築
が
目
指
し
た
目
的
〔
終
焉
〕、（
ブ
ー
レ
ー
の
「
崇

高
の
イ
メ
ー
ジ
」）、
偉
大
な
過
去
の
廃
墟
に
つ
い
て
の
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
な
空
想
（
ユ
ベ
ー
ル
・
ロ
ベ
ー
ル
）、
古
代
の
悲
劇
を
模
倣

し
た
市
民
の
勇
気
と
英
雄
的
な
死（
テ
ロ
ル
の
受
刑
者
）、タ
ル
マ
が
言
う
と
こ
ろ
の
演
劇
的
遊
戯
を
示
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
が
描
い
た
《
マ
ラ
ー
の
死
》
は
崇
高
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
が
発
見
し
た
新
世
界
、
あ
る
い
は

至
高
の
存
在
に
敬
意
を
表
し
た
祝
祭
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
ま
た
崇
高
で
あ
る
。
取
る
に
足
り
な
い
、
あ
る
い
は
軽
薄
で
あ
る
、
と
言
わ

れ
る
今
世
紀
は
偉
大
さ
に
よ
っ
て
苛
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
、
一
八
八
〇
年
代
に
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
が
崇
高
の
大
い
な
る

幻
滅
と
言
う
理
由
か
も
し
れ
な
い
。『
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
と
ぺ
キ
ュ
シ
ェ
』
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
辛
辣
な
一
節
が
あ
る
。

　
　

 

彼
ら
は
崇
高
の
問
題
に
着
手
す
る
。
そ
れ
自
体
で
崇
高
な
事
物
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
急
流
の
た
て
る
轟
音
、
深
い

闇
、
嵐
に
な
ぎ
倒
さ
れ
た
木
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
あ
る
人
間
の
性
格
は
、
勝
利
を
お
さ
め
た
時
に
は
美
し
く
、
戦
っ
て
い
る
時
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に
は
崇
高
で
あ
る
。

「
分
か
っ
た
ぞ
」
と
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
は
言
っ
た
。

「
美
と
は
美
し
い
も
の
で
、
崇
高
と
は
と
て
も
美
し
い
も
の
だ
。
ど
う
や
っ
た
ら
こ
の
二
つ
を
見
分
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
？
」

「
直
観
に
よ
っ
て
見
分
け
る
ん
だ
ぺ
キ
ュ
シ
ェ
は
言
っ
た
。

「
な
ら
、
直
観
は
ど
こ
か
ら
来
る
ん
だ
い
？
」

「
趣
味
か
ら
さ
」

「
趣
味
と
は
な
ん
だ
い
？
」

  

そ
れ
は
特
別
な
識
別
能
力
、
素
早
い
判
断
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
関
係
性
を
識
別
す
る
才
能
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。

「
要
す
る
に
、
趣
味
は
趣
味
の
こ
と
だ
。
そ
れ
に
、
ど
う
や
っ
た
ら
そ
れ
が
身
に
つ
く
か
は
別
問
題
だ
け
ど
ね
」
〔
一
〕

　
　

一　

崇
高
の
伝
統

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
こ
う
し
た
文
章
を
書
く
こ
と
で
、
ス
コ
ラ
的
と
な
っ
た
遺
物
を
退
け
た
。
と
い
う
の
も
崇
高
は
生
け
る
概
念
で
あ

る
こ
と
を
や
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
い
つ
も
通
り
の
ゆ
る
ぎ
な
い

確
実
さ
で
も
っ
て
、
言
葉
少
な
に
す
べ
て　
　

あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て　
　

の
崇
高
の
理
論
を
要
約
し
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
フ

ロ
ー
ベ
ー
ル
は
そ
の
系
譜
を
た
ど
り
直
し
さ
え
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

［
一
］
崇
高
は
、
自
然
な
い
し
人
間
の
道
徳
的
な
力
の
荘
厳
な
光
景
の
も
と
で
生
じ
る
感
情
で
あ
る
。

［
二
］
崇
高
は
最
上
級
の
美
で
あ
る
。
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［
三
］
そ
れ
を
識
別
す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
美
的
判
断
に
当
て
は
ま
る
よ
う
に
、
特
別
な
能
力
だ
け
ど
説
明
不
可
能
で
あ
る
か
、

少
な
く
と
も
ま
っ
た
く
も
っ
て
謎
め
い
て
い
る
能
力
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
趣
味
と
い
う
能
力
で
あ
り
、
ボ
ワ
ロ
ー
と
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
が
、
彼
ら
の
同
時
代
人
と
同
様
、
ま
さ
し
く
「
い
わ
く
言
い
が
た
い

も
の
」
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　

実
際
、
一
七
世
紀
以
降
の
あ
ら
ゆ
る
美
学
理
論
、
つ
ま
り
趣
味
と
感
性
の
判
断
力
論
は
、
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
構
築
さ
れ
た
と

示
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
崇
高
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
で
も
不
十
分
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
崇
高
に
つ
い
て
は
次
の
こ
と
を

理
解
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、
ボ
ワ
ロ
ー
か
ら
シ
ェ
リ
ン
グ
あ
る
い
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
（
さ
ら
に
は
、『
ク
ロ

ム
ウ
ェ
ル
』
の
序
文
を
書
い
た
ユ
ゴ
ー
）
ま
で
、
彼
ら
の
極
め
て
優
れ
た
著
作
が
崇
高
の
歴
史
を
書
き
直
す
も
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ

は
崇
高
の
美
学
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
崇
高
、
そ
し
て
崇
高
と
美
の
関
係
性
の
問
題
が
、

ま
さ
し
く
哲
学
に
固
有
な
問
い
の
争
点
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
、感
性
の
偶
発
的
な
学
（
美
学
）
を
超
え
て
、

真
理
に
お
け
る
芸
術
作
品
の
地
位
そ
の
も
の
、
ま
た
芸
術
作
品
の
使
命
と
い
っ
た
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
私
た
ち
は
後
に
見
て

い
く
こ
と
に
な
る
が
、
崇
高
へ
の
評
価
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
粗
暴
な
身
振
り
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
証
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
私

た
ち
の
時
代
に
よ
り
近
い
と
こ
ろ
で
、
当
の
語
〔
崇
高
〕
が
言
明
さ
れ
る
に
し
ろ
そ
う
で
な
い
に
し
ろ
、
ま
た
二
十
世
紀
前
半
の
ド
イ

ツ
の
芸
術
哲
学
の
う
ち
（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
ア
ド
ル
ノ
）
で
あ
れ
現
代
の
批
評
的
反
省
の
う
ち
で
あ
れ
、
崇
高
の
モ
チ
ー

フ
が
い
く
ら
か
再
び
浮
上
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　

崇
高
の
伝
統
は
、
ロ
ン
ギ
ノ
ス
の
ひ
と
つ
の
長
い
注
釈
で
あ
る
。
こ
の
伝
統
は
確
か
に
均
質
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
ロ
ン

ギ
ノ
ス
の
二
つ
の
講
義
録
が
あ
り
、
一
方
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
修
辞
学
的
（
か
つ
道
徳
的
）、
も
う
一
方
は
哲
学
的
な
も
の
だ
っ
た
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と
主
張
す
る
に
は
困
難
が
伴
う
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
は
次
の
こ
と
を
周
知
の
も
の
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た

と
え
そ
の
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
見
か
け
を
備
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
、
ロ
ン
ギ
ノ
ス
の
論
考
は
単
に
修
辞
学
、
詩
学
、
さ
ら

に
は
批
評
の
書
物
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ボ
ワ
ロ
ー
は
そ
の
こ
と
を
独
自
の
仕
方
で
巧
み
に
述
べ
て

い
る
。

　
　

 

崇
高
と
い
う
言
葉
で
ロ
ン
ギ
ノ
ス
が
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
演
説
家
が
崇
高
の
様
式
と
呼
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な

く
、
演
説
に
お
い
て
衝
撃
を
与
え
る
も
の
、
さ
ら
に
は
作
品
が
そ
れ
を
体
験
す
る
者
を
高
揚
さ
せ
、
心
を
奪
う
、
さ
ら
に
は
陶
酔

さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
、
常
軌
を
逸
し
た
も
の
や
、
驚
異
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。〔
二
〕

以
上
の
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
崇
高
と
崇
高
が
喚
起
す
る
あ
る
種
の
恍
惚
（
こ
れ
は
ロ
ン
ギ
ノ
ス
の
言
葉
で
あ
る
）
を
定
義
す
る
こ
と
の

困
難
さ
が
生
ず
る
。
そ
し
て
ま
た
同
様
に
、
崇
高
な
様
式　
　

こ
れ
は
本
質
的
に
簡
素
さ
か
ら
定
義
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
が　
　

と
、

崇
高
な
事
象
そ
の
も
の
も
執
拗
に
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
本
来
、
崇
高
な
様
式
と
呼
べ
る

よ
う
な
も
の
は
決
し
て
存
在
し
な
い
。
崇
高
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
事
象
そ
の
も
の
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
象
な
く

し
て
、
そ
の
事
象
以
上
に
、
い
か
に
し
て
様
式
が
崇
高
で
あ
り
え
よ
う
か
」。
そ
う
し
た
わ
け
で
、
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
も

述
べ
て
い
る
。「
崇
高
は
感
情
な
い
し
、
思
考
の
う
ち
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
表
現
に
お
け
る
簡
素
さ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
」。

　

ロ
ン
ギ
ノ
ス
の
う
ち
に
推
察
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
認
め
ら
れ
る
の
は
、
実
際
に
次
の
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
崇
高
は
真
理
と
関
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わ
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
美
と
同
様
に
仮
象
と
も
関
わ
り
が
あ
る
。
ブ
リ
ュ
イ
エ
ー
ル
が
言
う
よ
う
に
「
崇

高
が
描
き
出
す
の
は
真
実
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
真
実
に
最
も
値
す
る
表
現
、
な
い
し
は
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
」。
ロ
ン
ギ
ノ
ス

の
論
考
は
、以
下
の
独
自
の
問
い
に
お
い
て
宙
吊
り
に
な
っ
て
い
る
。「
目
的
〔
終
焉
〕」
と
い
う
二
つ
の
意
味
に
賭
け
て
み
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
の
目
的
〔
終
焉
〕
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
（
実
際
ロ
ン
ギ
ノ
ス
は
、
言

語
芸
術
し
か
論
じ
て
い
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
詩
学
の
場
合
と
同
様
に
、
こ
の
こ
と
は
ロ
ン
ギ
ノ
ス
の
主

題
の
一
般
的
な
射
程
を
狭
め
る
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
）。

　

つ
ま
り
、
一
方
で
は
、
そ
も
そ
も
弁
論
術
の
み
な
ら
ず
芸
術
が
目
指
す
も
の
は
な
に
か
。
ど
う
い
っ
た
条
件
下
で
あ
れ
ば
、
芸
術
に

お
い
て
偉
大
さ
（
高
め
ら
れ
た
も
の
）
が
可
能
に
な
る
の
か
。 

さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
偉
大
さ
を
意
図
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
本
質

に
お
い
て
芸
術
と
は
一
体
何
か
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
他
方
で
芸
術
は
す
で
に
成
し
遂
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

い
っ
た
問
い
が
あ
る
。
偉
大
で
あ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
芸
術
と
い
う
の
は
、
今
日
依
然
と
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。（
崇
高
の
伝

統
に
お
け
る
規
則
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ロ
ン
ギ
ノ
ス
は
本
来
的
に
、
近
代
に
固
有
の
立
場
を
取
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、

彼
は
偉
大
な
芸
術
の
終
焉
を
嘆
い
て
お
り
、
そ
れ
を
理
由
と
し
て
、
彼
は
偉
大
な
古
代
芸
術
の
諸
事
例　
　

ホ
メ
ロ
ス
、
悲
劇
、
ピ
ン

ダ
ロ
ス
、
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
、
プ
ラ
ト
ン　
　

に
も
っ
ぱ
ら
問
い
を
投
げ
か
け
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
以
後
は
近
づ
き
得

な
い
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
古
代
芸
術
に
問
い
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
）。

　

言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
絡
み
合
っ
た
い
く
つ
か
の
理
由
に
よ
り
、
た
と
え
た
い
て
い
の
場
合
曖
昧
な
仕
方
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
ロ
ン
ギ
ノ
ス
は
実
際
に
芸
術
の
本
質
に
つ
い
て
問
い
か
け
て
お
り
、
そ
し
て
「
崇
高
」
が
こ
う
し
た
問
い
を
も
た
ら
す
言
葉
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
伝
統
に
則
し
て
察
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ロ
ン
ギ
ノ
ス
の
論
考
に
お
い
て
、
一
体
何
が
こ
う
し
た
疑
問
を
可
能
に
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
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二　

ロ
ン
ギ
ノ
ス　
　

芸
術
の
本
質
の
問
い

　

こ
の
種
の
、
そ
し
て
こ
の
時
代
（
古
代
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
学
派
）
の
あ
ら
ゆ
る
論
考
と
同
様
、
ロ
ン
ギ
ノ
ス
が
最
初
に
立
て
た
問

い
は
限
定
さ
れ
た
問
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
崇
高
が
特
定
の
テ
ク
ネ
ー
に
属
す
る
の
か
ど
う
か
、
崇
高
の
「
技
術
的
な
教
え
」
は
あ
る

の
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
の
第
一
の
問
い
に
お
い
て
、
テ
ク
ネ
ー
は
、
ノ
ウ
ハ
ウ
〔savoir-faire

〕
と
い
う
比
較
的
脆
弱

な
意
味
で
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。
ロ
ン
ギ
ノ
ス
の
応
答
は　
　

こ
れ
は
様
々
な
事
例
に
裏
付
け
ら
れ
る
の
だ
が　
　

崇
高
は
た
し
か
に

テ
ク
ネ
ー
に
属
す
る
と
い
う
も
の
だ
。つ
ま
り
崇
高
は
修
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
直
ち
に
、こ
の
議
論
は
実
際
の
と
こ
ろ
、

獲
得
さ
れ
た
も
の
（
訓
練
の
領
域
）
と
生
得
的
な
も
の　
　

自
然
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
た
も
の
（
ピ
ュ
セ
イ
）　　

と
の
対
立
を
頼

り
に
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
や
は
り
す
ぐ
さ
ま
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
か
ら
の
贈
り

物
な
い
し
自
然
の
作
品
〔ta phusika erga
〕、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
芸
術
（
テ
ク
ネ
ー
）
に
お
い
て
、
ピ
ュ
シ
ス
自
体
に
属
す
る
も
の

な
の
だ
と
。
そ
し
て
私
た
ち
は
天
才
〔ingenium
〕
の
問
題
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
と
ニ
ー
チ
ェ
に
至
る
ま
で
、

崇
高
の
主
題
系
を
支
配
す
る
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。
か
く
し
て
ロ
ン
ギ
ノ
ス
の
意
図
と
完
全
に
一
致
し
た
か
た
ち
で
、
カ
ン
ト
は
『
判

断
力
批
判
』
の
有
名
な
「
崇
高
の
分
析
論
」
の
中
で
、
天
才
の
規
範
的
な
定
義
、
つ
ま
り
崇
高
な
芸
術
家
（
崇
高
が
も
た
ら
す
芸
術
家
）

の
定
義
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
　

 

天
才
と
は
、
技
巧
に
規
則
を
与
え
る
才
能
（
天
賦
）
で
あ
る
。
才
能
と
は
、
芸
術
家
の
有
す
る
生
得
的
な
生
産
能
力
と
し
て
、
そ

れ
自
身
自
然
に
ぞ
く
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
件
を
ま
た
つ
ぎ
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
天
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才
と
は
、
こ
こ
ろ
の
生
得
的
な
素
質(ingenium

)

で
あ
り
、
こ
の
素
質
を
つ
う
じ
て
自
然
は
技
巧
に
規
則
を
与
え
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。〔
三
〕

　

そ
こ
に
は
ひ
と
つ
の
逆
説
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
逆
説
（
こ
の
言
葉
は
そ
も
そ
も
ロ
ン
ギ
ノ
ス
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
も
の
だ
）
は

崇
高
の
逆
説
そ
れ
自
体
な
の
で
あ
る
。
ま
た
転
じ
て
、
偉
大
な
芸
術
そ
の
も
の
の
逆
説
な
の
だ
。

　

た
し
か
に
表
面
的
に
読
む
な
ら
ば
、
ロ
ン
ギ
ノ
ス
は
、
古
代
の
修
辞
学
の
紋
切
り
型
に
即
し
て
単
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
テ
ク
ネ
ー
は
「
偉
大
な
自
然
」、
す
な
わ
ち
天
才
の
衝
動
を
制
御
し
馴
致
す
る
の
に
必
要
で
あ
る
と
。
し
か
し

そ
れ
で
も
な
お
、
ロ
ン
ギ
ノ
ス
は
断
固
と
し
て
次
の
こ
と
を
強
調
す
る
。
つ
ま
り
崇
高
の
運
動
に
お
い
て
、
自
然
が
自
律
的
で
あ
る
と

し
て
も
、
自
然
が
偶
然
の
も
と
に
廃
棄
さ
れ
た
り
、「
法
則
な
し
で
」
ふ
る
ま
う
わ
け
で
は
な
い
と
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト
が
理
解
し

て
い
る
よ
う
に
、ま
さ
に
自
然
こ
そ
が
、根
本
的
な
諸
規
則
を
技
巧
に
与
え
る
の
だ
。
直
ち
に
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、こ
の
こ
と
が
ピ
ュ

シ
ス
と
テ
ク
ネ
ー
、
自
然
と
技
巧
の
関
係
性
を
特
異
な
仕
方
で
複
雑
に
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
人
は
常
に
そ
う
し
た
対
立
に
よ
っ
て

思
い
描
く
の
で
あ
る
。

　

デ
モ
ス
テ
ネ
ス
の
格
言
に
よ
れ
ば
「
人
間
の
あ
り
ふ
れ
た
人
生
に
お
い
て
、
第
一
の
善
は
幸
福
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二

の
も
の
は　
　

第
一
の
そ
れ
に
劣
る
も
の
で
は
な
く　
　

賢
い
解
決
策
を
取
る
こ
と
で
あ
る
」。
ロ
ン
ギ
ノ
ス
は
、
こ
の
言
葉
に
基
づ

き
な
が
ら
、
確
か
に
自
然
と
芸
術
と
の
関
係
性
が
厳
密
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
確
立
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
た
だ
芸
術
だ

け
が
、
次
の
こ
と
を
私
た
ち
に
教
授
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
様
式
の
い
く
つ
か
の
特
殊
性
が
、
そ
の
独
自
の
基
礎
と
し
て

自
然
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
」。
そ
れ
ら
は
明
ら
か
に
、
芸
術
は
自
然
の
必
然
的
な
代
補
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
に
帰
結
す
る
。

そ
れ
に
、
芸
術
は
ロ
ン
ギ
ノ
ス
が
用
い
る
ジ
ャ
ン
ル
の
諸
限
界　
　

一
種
の
偉
大
な
文
学
理
論
な
の
だ
が　
　

に
お
い
て
、
さ
ら
に
次
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の
よ
う
な
仕
方
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
言
説
の
う
ち
に
は
、
自
然
だ
け
に
も
と
づ
く
も
の
も
あ
る
と
い
う
事
実
そ
れ
自
体
を
、
私
た

ち
は
他
な
ら
ぬ
技
術
に
よ
っ
て
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」〔
四
〕。
と
こ
ろ
で
『
自
然
学
』
と
『
詩
学
』
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
古
典
的
な
定
義
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
必
然
的
な
代
補
性
の
構
造
は
、
ミ
メ
ー
シ
ス
の
そ
れ
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
呼
称
は
、

ラ
テ
ン
語
で
は im

itati o

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、今
日
に
至
る
ま
で
西
洋
芸
術
の
伝
統
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
つ
づ
け
て
き
た
。

　

私
た
ち
は
模
倣
〔im

itation

〕
と
い
う
語
に
、
複
製
、
再
生
産
、
形
象
化
、
さ
ら
に
は
表
象
と
い
っ
た
意
味
（
そ
の
多
く
を
プ
ラ
ト

ン
的
な
ミ
メ
ー
シ
ス
の
解
釈
に
負
っ
て
い
る
）
を
与
え
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
あ
り
ふ
れ
た
受
容
に
お
い
て
、
そ
の
語
な
い
し
は
概

念
の
意
味
が
十
分
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
ミ
メ
ー
シ
ス
が
模
倣
の
意
味
に
は
な
る
の
は
二
次
的
な
仕
方
で

の
み
で
あ
る
が
、そ
れ
は
デ
ィ
ド
ロ
の
俳
優
論
に
お
け
る「
逆
説
的
な
」解
釈
の
側
面
か
ら
こ
の
言
葉
を
引
き
出
し
て
く
る
場
合
に
限
る
。

実
際
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
明
瞭
に
述
べ
る
よ
う
に
、
芸
術
は
一
方
で
は
自
然
を
「
模
倣
」
し
、
も
う
一
方
で
は
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
。

つ
ま
り
、「
自
然
が
活
動
で
き
な
く
な
る
と
こ
ろ
ま
で
や
り
遂
げ
る
」
の
で
あ
る
。
も
し
ギ
リ
シ
ア
語
の
ピ
ュ
シ
ス
を
自
然
の
意
味
で

理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
つ
ま
り
増
大
す
る
こ
と
と
し
て
の
現
れ
（
フ
ァ
イ
ネ
イ
ン
）、
あ
る
い
は
光
の
も
と
で
孵
化
し
、
開
花
す

る
こ
と
（
ピ
ュ
エ
イ
ン
）
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
が
言
い
表
し
て
い
た
よ
う
に
、

テ
ク
ネ
ー　
　

ミ
メ
ー
シ
ス
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の　
　

が
、
そ
れ
な
し
に
は
隠
れ
た
ま
ま
に
留
ま
る
自
然
を
開
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
自
然
は
「
自
ら
隠
れ
る
こ
と
を
好
む
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

も
ち
ろ
ん
存
在
論
的
な
争
点
が
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
詩
学
』
の
第
四
章
で
ミ
メ
ー
シ
ス
は
知
（
マ
テ
ー
シ
ス
）
の

起
源
で
あ
る
と
示
し
て
い
て
も
、
何
ら
偶
然
で
は
な
い
。

　

こ
う
し
た
展
開
は
、
哲
学
的
に
真
剣
に
受
け
止
め
る
限
り
、
ロ
ン
ギ
ノ
ス
の
言
説
を
た
え
ず
下
支
え
す
る
三
つ
の
命
題
に
集
約
さ
れ

う
る
だ
ろ
う
。
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［
一
］
テ
ク
ネ
ー　
　

詩
作
が
そ
の
主
要
な
様
式
で
あ
る　
　

は
同
時
に
知
（
マ
テ
ー
シ
ス
）
の
創
作
（
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
）
で
も
あ
る
。

［
二
］
こ
の
知
は
、
ミ
メ
ー
シ
ス
に
そ
の
源
泉
を
持
つ
が
、
こ
こ
で
い
う
ミ
メ
ー
シ
ス
と
は
、「
表
象
す
る
」
能
力
と
し
て
の
ミ
メ
ー
シ

ス
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
再
生
産
す
る
」（「
模
倣
す
る
」）
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、「
現
在
化
す
る(rendre-présent)

」
と

い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
語
は
次
の
こ
と
を
仄
め
か
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
つ
い
先
ほ
ど
私
た
ち
が
喚
起
し
た
よ
う
に
、
現

在
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
も
の
、
つ
ま
り
そ
れ
な
し
に
は
呈
示
さ
れ
得
な
い
も
の
、
覆
い
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
よ
う
な
も
の
の
こ
と

で
あ
る
（
そ
れ
は
私
た
ち
が
今
後
「
呈
示
」
あ
る
い
は
書
法
上
の
工
夫
を
施
す
な
ら
ば
、
崇
高
な
る
「（
再
）
呈
示
゠
表
象
」
に
つ
い

て
話
す
理
由
で
あ
る
）。

［
三
］
ミ
メ
ー
シ
ス
は
自
然
を
、
す
な
わ
ち
ま
ず
第
一
に
、
何
も
な
い
の
で
は
な
く
、
何
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
開
示
す
る
。
あ
る

い
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
用
語
を
借
り
る
な
ら
ば
、
無
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
幾
分
か
の
存
在
者
が
在
る
と
い
う
こ
と
を

開
示
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ミ
メ
ー
シ
ス
は
存
在
の
開
示
で
あ
る
。
さ
ら
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
芸
術

の
「
挙
示
的
」
な
機
能
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
芸
術
は
自
然
が
顕
現
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
唯
一
の
も
の
で
あ
り
、

か
つ
私
た
ち
人
間
に
と
っ
て
は
、
ひ
と
つ
の
世
界

0

0

が
あ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
（
こ
の
場
合
、
芸
術
的
実
践
は
人0

類0

の
起
源
そ
の
も
の
に
さ
え
な
る
だ
ろ
う
）。

三　

崇
高
と
形
而
上
学

　

以
上
の
こ
と
は
崇
高
の
問
題
系
の
根
本
を
成
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
形
而
上
学
に
特
有
の
問
題
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系
と
同
じ
よ
う
に
、
崇
高
の
問
題
系
を
定
義
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
要
す
る
に
、
母
型
的
な
逆
説　
　

こ
れ
は
存
在
論
そ
の
も
の
の
逆

説
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い　
　

に
つ
ね
に
対
峙
す
る
も
の
な
の
だ
。
崇
高
に
お
い
て
、
自
然
こ
そ
が
芸
術
に
対
し
て
自
ら
を
支
え
、
自

ら
現
れ
る
べ
く
、
そ
の
存
在
を
示
す
よ
う
に
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
直
ち
に
、
自
然
は
技
巧
的
な
意
味
で
の
芸
術
を
抹

消
す
る
。
こ
う
し
た
命
題
は
ロ
ン
ギ
ノ
ス
の
う
ち
に
読
ま
れ
る
。「
芸
術
は
自
然
の
よ
う
に
見
え
る
と
き
、
そ
の
頂
点
に
あ
る
。
そ
し

て
自
然
が
芸
術
を
人
知
れ
ず
囲
い
込
む
と
き
、
自
然
は
目
的
を
達
成
す
る
」。

　

こ
の
こ
と
か
ら
二
つ
の
重
大
な
帰
結
が
導
か
れ
る
。

　
［
一
］
ま
さ
に
こ
の
逆
説　
　

こ
れ
を
ミ
メ
ー
シ
ス
的
逆
説
と
呼
ぼ
う　
　

の
た
め
に
、
崇
高
の
構
造
は
つ
ね
に
矛
盾
を
孕
ん
だ
も

の
に
な
っ
て
い
る
。現
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
、あ
る
い
は
よ
り
正
解
に
い
え
ば
、現
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
、

崇
高
に
お
い
て
、
野
蛮
な
仕
方
で
現
れ
る
（
以
上
の
こ
と
か
ら
、
雷
や
大
き
な
音
、
驚
き
な
ど
の
隠
喩
が
繰
り
返
さ
れ
る
）。
た
と
え

ば
、
伝
統
が
自
然
の
崇
高
と
名
づ
け
る
も
の
に
つ
い
て
、
経
験
的
な
記
述
が
偏
愛
を
示
す
ほ
ど
に
執
着
す
る
の
は
、
産
出
の
そ
れ
で
あ

れ
、
破
壊
の
そ
れ
で
あ
れ　
　

雄
大
で
圧
倒
的
な
景
色
（
山
岳
や
砂
漠
）、
荒
れ
狂
う
諸
要
素
（
嵐
、
雷
、
荒
海
）　　

あ
ら
ゆ
る
威
力

に
お
け
る
自
然
を
開
示
す
る
諸
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
心
地
よ
き
大
海
〔suave m

ari m
agno

〕
に
お

け
る
の
と
同
様
に
、
威
力
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル

0

0

0

0

0

0

こ
そ
が
崇
高
で
あ
る
。
崇
高
の
感
情
に
固
有
な
エ
コ
ノ
ミ
ー
が
あ
り
、
確
か
に
バ
ー
ク
は

最
良
の
正
確
さ
で
そ
れ
を
分
析
し
て
い
る
。
大
荒
れ
の
海
、
つ
ま
り
猛
々
し
い
自
然
の
脅
威
を
前
に
し
て
、
わ
た
し
は
当
然
の
こ
と
な

が
ら
恐
怖
に
襲
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
脅
威
か
ら
距
離
を
保
っ
て
い
れ
ば
、
わ
た
し
は
一
定
の
安
ら
ぎ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
安
ら
ぎ
は
、
積
極
的
な
快
で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
快
が
消
え
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
快
で
あ
る
。
バ
ー
ク
の
語
彙
に
お
い
て
崇

高
の
感
情
は
、
恐
怖
（
な
い
し
は
お
そ
れ
）
と
同
時
に
喜
悦
（
バ
ー
ク
は
快
と
区
別
し
て
喜
悦
を
用
い
て
い
る
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
が
喜
悦
を
伴
う
恐
怖

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
し
た
公
式
に
お
い
て
、
バ
ー
ク
は
そ
れ
が
矛
盾
し
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
一
層
恐
怖
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が
そ
れ
自
体
喜
悦
に
な
る
の
で
あ
り
、
崇
高
の
本
質
を
範
例
的
な
仕
方
で
要
約
し
て
い
る
と　
　

フ
ロ
イ
ト
に
先
立
っ
て　
　

繰
り
返

し
示
唆
し
て
い
る
。

　

修
辞
学
に
お
い
て
撞
着
語
法
は
矛
盾
の
文
彩
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、伝
統
的
に
は
悲
劇
的
な
葛
藤
の
特
別
な
形
象
で
あ
る（
オ

イ
デ
ィ
プ
ス
の
罪
深
い
無
垢
）。
こ
こ
で
、
も
し
人
が
崇
高
な
感
情
の
記
述
か
ら
崇
高
な
芸
術
の
問
い
へ
と
移
行
す
る
な
ら
、
悲
劇
は

き
ま
っ
て
、
範
例
的
な
も
の
と
し
て
呈
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
崇
高
な
芸
術
の
可
能
性
に
関
し
て
大
き
く

留
保
づ
け
て
い
る
が
、
そ
の
カ
ン
ト
で
さ
え
認
め
て
い
る
の
は
、
も
し
い
く
つ
か
の
例
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
オ
ラ

ト
リ
オ
や
教
訓
詩
（
す
な
わ
ち
哲
学
詩
）、
韻
文
の
悲
劇
を
示
す
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
。
当
然
カ
ン
ト
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来

決
定
的
な
基
準
を
成
し
て
き
た
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
地
位
の
高
ま
り
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
バ
ー
ク
以
来
そ
う
で
あ
っ
た

よ
う
に
、
バ
ー
ク
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
な
が
ら
、
カ
ン
ト
は
本
質
的
な
も
の
と
し
て
こ
の
矛
盾
の
命
題
を
保
持
し
て
い
る
。
カ
ン
ト

は
、
芸
術
に
お
け
る
崇
高
さ
を
定
義
す
る
た
め
に
悲
劇
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
伝
統
に
導
か
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
を
妨
げ
る
も

の
は
何
も
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
や
シ
ェ
リ
ン
グ
、
さ
ら
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
至
高
の
芸
術
（
卓
越
し
た
芸

術
）
を
め
ぐ
る
彼
ら
の
思
弁
の
う
ち
で
、
悲
劇
か
ら
引
き
出
す
こ
と
に
な
る
教
訓
な
の
だ
。
実
際
、
彼
ら
は
崇
高
へ
の
敵
意
に
も
か
か

わ
ら
ず
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
の
う
ち
に
、「
一
度
も
発
明
さ
れ
な
か
っ
た
最
も
崇
高
な
も
の
の
形
象
」
を
見
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　
［
二
］J - F

・
リ
オ
タ
ー
ル
は
、
自
身
が
作
り
出
し
た
崇
高
を
め
ぐ
る
分
析
論
の
中
で
、
バ
ー
ク
が
主
題
化
し
て
い
る
よ
う
な
恐
怖

（
あ
る
い
は
お
そ
れ
）
は
喪
失
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。「
光
の
喪
失
は
闇
の
恐
怖
で
あ
り
、
他
者
の
喪
失
は
孤
独

の
恐
怖
で
あ
り
、
言
語
活
動
の
喪
失
は
沈
黙
の
恐
怖
で
あ
り
、
対
象
の
喪
失
は
空
虚
の
恐
怖
で
あ
り
、
生
の
喪
失
は
死
の
恐
怖
で
す
」。

そ
し
て
、
リ
オ
タ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。「
恐
怖
を
与
え
る
も
の
、
そ
れ
は
〈
到
来
す
る
こ
と
〉
が
到
来
し
な
い
こ
と
、
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到
来
す
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
で
す
」〔
五
〕。
そ
こ
で
き
わ
め
て
正
確
に
指
し
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
崇
高
の
存
在
論
的
射
程
で
あ
る
。

　

ロ
ン
ギ
ノ
ス
が
『
創
世
記
』
か
ら
引
用
し
た
光
あ
れ
〔Fiat lux

〕
と
い
う
主
要
な
例
を
後
世
に
伝
え
て
以
来
、
崇
高
は
本
質
的
に
、

形
而
下
の
呈
示
に
す
ぎ
な
い
美
と
は
異
な
り
、
形
而
上
の
呈
示
に
相
当
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
力
な
い
し
創
造
力
と
し
て
自
己
を
呈
示

す
る
の
は
、
そ
の
本
質
に
お
け
る
自
然
そ
れ
自
身
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
確
か
に
説
明
し
て
い
る
（
ス
ピ
ノ
ザ
で
あ
れ
ば
「
能
産
的

自
然
」
と
言
っ
た
だ
ろ
う
）。
そ
れ
は
、
単
純
に
所
与
と
し
て
の
自
然
で
も
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
に
通
常
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
自

然
（「
所
産
的
自
然
」）
で
も
な
い
。
実
際
、
常
軌
を
逸
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
崇
高
は
高
く
持
ち
上
げ
ら
れ
た

も
の
、
恐
怖
を
掻
き
立
て
る
も
の
、
偉
大
な
も
の
等
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
き
わ
め
て
多
様
な
語
の
も
と
で
、
崇

高
の
概
念
を
認
め
る
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
芸
術
を
形
容
す
る
術
を
持
た

な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、「
恐
る
べ
き
も
の
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
発
明
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
リ
ル
ケ
は
自
身
の
文
章
に
お

い
て
同
じ
意
味
で
使
う
こ
と
に
な
る
（「
と
い
う
の
も
美
は
、
恐
る
べ
き
も
の
の
最
初
の
段
階
で
し
か
な
い
か
ら
だ
」
と
『
ド
ゥ
イ
ノ

の
悲
歌
』
に
お
い
て
最
初
に
言
わ
れ
て
い
る
）。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
始
ま
り
シ
ェ
リ
ン
グ
、
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
至
る
カ
ン
ト
以
後

の
伝
統
に
お
い
て
、
不
気
味
な
も
の
〔unheim

lich
〕
と
途
方
も
な
い
も
の
〔ungeheuer

〕
と
い
う
言
葉
こ
そ
、
崇
高
の
意
味
作
用

を
保
持
し
、
崇
高
を
ギ
リ
シ
ア
語
のdeinon 　
　

見
せ
る
べ
き
で
は
な
い
も
の
を
見
せ
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
驚
異
的
な
も
の
、

驚
く
べ
き
も
の
、
と
り
わ
け
怪
物
的
な
も
の　
　

の
意
味
と
通
い
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
崇
高
な
も
の
に
そ
の
す
べ
て
の
力
を
復

元
す
る
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
有
名
な
定
義
を
提
案
し
た
の
は
シ
ェ
リ
ン
グ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
不
気
味
な
も
の
〔unheim

lich

〕

と
呼
ば
れ
る
の
は
、
秘
密
に
と
ど
ま
り
、
覆
い
隠
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
現
れ
る
す
べ
て
の
も
の
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
定

義
を
。

　
「
形
而
上
学
」
と
言
う
と
き
、
私
た
ち
は
こ
の
用
語
を
（
哲
学
的
に
）
最
も
厳
密
な
意
味
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
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単
な
る
自
然
学
を
超
過
す
る
（
メ
タ
）
も
の
。
こ
れ
は
ラ
テ
ン
語
に
お
い
て
は
「
超
感
性
的
な
も
の
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
さ
れ
て

い
る
。
伝
統
的
に
は
、
形
而
上
学
は
本
質
的
に
神
の
こ
と
、
世
界
全
体
の
こ
と
、
そ
し
て
魂
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

崇
高
の
規
範
的
な
諸
事
例
は
、
神
そ
れ
自
身
あ
る
い
は
創
造
（
光
あ
れ
、
あ
る
い
は
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
イ
シ
ス
の
次
の
碑
文
「
わ
た
し

は
現
に
在
り
、
か
つ
て
在
り
、
こ
れ
か
ら
在
る
で
あ
ろ
う
も
の
の
い
っ
さ
い
で
あ
る
。
死
す
べ
き
者
の
う
ち
で
は
だ
れ
ひ
と
り
と
し
て
、

わ
た
し
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
剝
ぎ
と
っ
た
も
の
は
な
い
」〔
六
〕、
さ
ら
に
は
無
限　
　

二
つ
の
無
限
の
う
ち
パ
ス
カ
ル
の
眩
暈
は
ま
さ
し
く

崇
高
で
あ
る　
　

等
に
お
け
る
世
界
の
直
観
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。
し
か
し
ま
た
同
様
に
、
以
上
か
ら
、
崇
高
は

卓
越
さ
、
情
動
、
身
体
的
な
衝
動
に
対
す
る
、
道
徳
的
要
素
が
持
つ
優
越
性
に
お
い
て
特
権
的
な
仕
方
で
現
れ
る
と
い
う
こ
と
も
帰
結

す
る
。
崇
高
は
一
般
に
、
情
念
の
制
御
な
い
し
は
魂
の
高
揚
（
美
徳
、
高
貴
さ
、
壮
大
さ
）
を
指
す
。
か
く
し
て
、
シ
ラ
ー
は
痛
み
を

支
配
す
る
と
い
う
事
例
に
基
づ
い
て
、「
尊
厳
」
の
概
念
を
構
成
し
た
。
尊
厳
の
概
念
に
よ
っ
て
崇
高
な
も
の
は
道
徳
的
な
秩
序
の
う

ち
に
は
っ
き
り
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
う
え
芸
術
作
品　
　

よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
芸
術
作
品
の
描
写　
　

の
着
想
を

得
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
レ
ッ
シ
ン
グ
が
有
名
な
ギ
リ
シ
ア
的
ラ
オ
コ
ー
ン
像
を
提
示
し
た
よ
う
に
。
こ
こ
で
崇
高
さ
は
、
拷
問
を

受
け
た
身
体
の
痙
攣
と
、
ラ
オ
コ
ー
ン
の
表
情
の
男
性
的
な
静
謐
さ
の
対
比
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。
道
徳
的
な
崇
高
さ
は
、
本
来
男
性

的
な
特
徴
と
し
て　
　

こ
こ
に
伝
統
か
ら
導
か
れ
た
ト
ポ
ス
が
あ
る　
　
「
優
美
さ
」
と
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
優

美
さ
と
い
う
の
は
、
女
性
的
な
も
の
で
あ
り
、
身
体
的
な
作
法
と
魂
の
高
貴
さ
の
一
致
に
お
い
て
立
ち
現
れ
て
く
る
（
こ
こ
で
次
の
こ

と
を
注
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
精
神
分
析
学
の
学
説
を
ま
っ
た
く
含
ん
で
い
な
い
と
い
う
点
が
不
可
解
で
あ

る
と
評
さ
れ
る
短
い
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
フ
ロ
イ
ト
が
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
モ
ー
セ
像
の
謎
を
解
明
す
べ
く
試
み
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
だ
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
こ
で
は
シ
ラ
ー
の
尊
厳
の
概
念
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
な
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
金
の
子
牛
の

偶
像
崇
拝
の
場
面
に
怒
り
、
そ
の
感
情
に
身
を
ま
か
せ
て
テ
ー
ブ
ル
を
打
ち
壊
そ
う
と
し
て
い
る
モ
ー
セ
を
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
捉
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え
な
い
。
む
し
ろ
反
対
に
、
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
、
怒
り
を
抑
制
す
る
こ
と
で
、
テ
ー
ブ
ル
を
腕
の
下
に
抱
え
、
衝
動
に
対
す
る
精

神
の
勝
利
を
表
出
す
る
と
き
に
こ
そ
、
モ
ー
セ
は
巧
み
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
）。

　
　

四　

呈
示
の
問
題

し
か
し
、
崇
高
が
形
而
上
学
的
な
も
の
の
呈
示
と
し
て
定
義
さ
れ
う
る
な
ら
ば
、
恐
ろ
し
い
困
難
が
立
ち
現
れ
て
く
る
こ
と
に
直
面
せ

ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
定
義
上
い
か
な
る
呈
示
も
感
性
的
（
形
而
下
）
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
い
か
に
し
て
幾
分
か
の
非
‐
感
性
的

な
い
し
超
感
性
的
な
も
の
は
、
呈
示
な
い
し
表
出
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

崇
高
の
お
よ
そ
哲
学
的
で
な
い
伝
統
で
は
、
こ
う
し
た
困
難
に
窮
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
の
伝
統
が
全
面
的
に
指
し
示
す

の
は
、
感
情
で
あ
り
、
直
観
で
あ
り
、
魂
の
発
作
な
い
し
脱
自
゠
恍
惚　
　

要
す
る
に
「
い
わ
く
言
い
難
い
も
の
」　　

な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
崇
高
の
モ
チ
ー
フ
が
明
確
に
哲
学
的
モ
チ
ー
フ
と
な
る
と
き
、
話
は
違
っ
て
く
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
困
難
こ
そ
が
前
景
化
す

る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
だ
。

　

こ
の
困
難
に
立
ち
向
か
う
第
一
の
手
段
は
、
崇
高
の
事
例
に
お
い
て
、
呈
示
の
身
分
が
逆
説
的
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
呈
示
は
何
も

呈
示
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
呈
示
と
い
う
も
の
、
す
な
わ
ち
感
性
的
な
表
出
は
あ
る
。
し
か
し
こ
の

表
出
は
、
直
接
呈
示
し
え
な
い
も
の
を
、
間
接
的
、
限
定
的
、
な
い
し
消
極
的
に
指
し
示
す
以
上
の
こ
と
は
で
き
な
い
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ

ン
の
後
期
の
詩
篇
に
お
け
る
稲
妻
は
神
の
し
る
し
で
あ
る
。
そ
れ
は
〔
神
そ
の
も
の
の
〕
表
出
で
は
な
い
。
同
様
に
、
カ
ン
ト
の
報
告

す
る
イ
シ
ス
の
碑
文
に
お
い
て
、
女
神
は
自
身
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
剥
ぎ
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
し
か
言
い
表
し
て
い
な
い
。

　

呈
示
は
何
も
呈
示
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
困
難
が
克
服
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
崇
高
が
、
要
す
る
に
、
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呈
示
不
可
能
な
も
の
の
消
極
的
呈
示
で
あ
る
と
い
う
こ
と
（
最
も
あ
り
ふ
れ
た
哲
学
的
解
釈
）
は
、
実
際
に
は
つ
ね
に
、
こ
の
呈
示
不

可
能
な
も
の
を
潜
在
的
に
呈
示
可
能
な
も
の
へ
と
構
成
す
る
こ
と
に
立
ち
戻
る
。
こ
の
潜
在
的
に
呈
示
可
能
な
も
の
は
ご
く
単
純
に
、

自
ら
に
見
合
っ
た
仕
方
で
し
か
呈
示
を
待
ち
受
け
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
た
め
崇
高
と
と
も
に
あ
る
時
、
人
は
無
力
さ
の
あ
る
種
の
パ

ト
ス
、
す
な
わ
ち
悲
壮
感
か
ら
決
し
て
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
そ
の
た
め
、（
諸
理
念
と
呼
ば
れ
る
）
超
感
性
的

な
も
の
の
非
‐
呈
示
の
モ
チ
ー
フ
を
最
大
限
の
厳
密
さ
を
も
っ
て
主
張
し
た
カ
ン
ト
は
、（
再
）
呈
示
の
禁
止
に
関
す
る
モ
ー
セ
の
律

法
自
体
に
よ
っ
て
、
締
め
く
く
る
よ
う
に
、
目
が
眩
む
ほ
ど
に
崇
高
を
例
示
す
る
こ
と
へ
と
導
か
れ
る
。

　
　

 

ユ
ダ
ヤ
の
律
法
書
の
う
ち
で
、「
あ
な
た
は
自
分
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
形
像
も
造
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
天
上
に
あ
る
も
の
、

地
上
に
あ
る
も
の
、
ま
た
地
下
に
あ
る
も
の
の
、
ど
の
よ
う
な
似
姿
も
造
っ
て
は
な
ら
な
い
…
…
」
と
い
う
掟
以
上
に
崇
高
な
箇

所
は
お
そ
ら
く
な
い
で
あ
ろ
う
。〔
七
〕

そ
れ
ゆ
え
崇
高
は
、
リ
オ
タ
ー
ル
の
定
式
に
従
え
ば
、「
呈
示
不
可
能
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
呈
示
」
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
今
度
は
こ
の
定
式
が
問
題
を
孕
ん
だ
ま
ま
に
な
る
。
た
し
か
に
こ
の
定
式
は
、
呈
示
不
可
能
な
も
の
を
そ
の
概
念

　
　

呈
示
不
可
能
な
も
の
は
呈
示
さ
れ
え
な
い　
　

へ
と
厳
密
に
関
連
づ
け
な
が
ら
、
論
理
を
「
呈
示
不
可
能
な
も
の
の
呈
示
」
と
い

う
あ
ま
り
に
も
単
純
な
い
し
矛
盾
し
た
も
の
へ
と
修
正
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
呈
示
不
可
能
な
も
の
を
実
体
と
し
て
打
ち

立
て
る
こ
と
に
な
り
、
か
く
し
て
、
基
体
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
こ
こ
に
お
い
て
私
た
ち
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

異
議
の
ま
さ
に
目
の
前
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、崇
高
を
め
ぐ
る
思
弁
に
終
止
符
を
打
つ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

次
の
言
葉
の
う
ち
に
要
約
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
を
呈
示
し
な
い
イ
リ
ヤ
〔il y a

〕
と
は
何
か
、
と
。



56

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
応
え
る
。
そ
れ
は
抽
象
で
あ
る
、
と
。
い
か
な
る
現
実
も
具
体
的
な
の
で
あ
っ
て
、
真
実
の
う
ち
に
あ
る
す
べ
て
の
も

の
は
、
自
ら
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
表
出
な
き
本
質
は
不
完
全
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
神
（
あ
る
い
は
絶
対
者
）
に
相

当
す
る
。
神
あ
る
い
は
絶
対
者
が
そ
れ
自
体
で
あ
る
た
め
に
、
す
な
わ
ち
自
己
同
一
的
な
い
し
、
自
己
関
係
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
感

性
的
な
も
の
で
あ
れ
有
限
な
も
の
で
あ
れ
、
自
ら
と
は
反
対
の
要
素
の
う
ち
に
呈
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
形
而
上
の
も
の
が
そ

れ
そ
の
も
の
で
あ
る
の
は
、
形
而
下
の
も
の
に
試
練
を
も
た
ら
す
か
ら
だ
。
崇
高
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
言
説　
　

あ
る
い
は
思
考
で

あ
れ
、信
仰
で
あ
れ
、芸
術
で
あ
れ
、崇
高
さ
に
関
連
づ
け
ら
れ
う
る
あ
ら
ゆ
る
も
の　
　

は
、何
で
あ
れ
抽
象
的
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

抽
象
的
と
は
、
た
と
え
ば
神
的
な
も
の
を
巡
る
ユ
ダ
ヤ
的
な
考
え
方
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
こ
の
例
は
素
朴
で
あ
る
こ
と

か
ら
は
ほ
ど
遠
い
の
だ
が
。
つ
ま
り
、
こ
の
神
〔
ユ
ダ
ヤ
的
な
神
〕
は
、
ま
っ
た
く
の
偶
然
で
は
な
い
仕
方
で
、
モ
ー
セ
の
律
法
な
い

し
は
創
世
記
の
範
型
を
通
し
て
、
崇
高
な
も
の
の
真
理
と
し
て
自
ら
を
与
え
る
。
自
ら
を
表
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
出
そ
の
も
の

を
無
化
す
る
ほ
ど
に
強
力
な
地
点　
　

あ
る
い
は
究
極
的
に
は
、
そ
の
力
は
創
造
の
弱
さ
に
お
い
て
し
か
現
れ
な
い
よ
う
な
も
の
な
の

だ
が　
　

に
い
る
こ
の
神
は
、
当
の
表
出
に
背
を
向
け
る
神
な
の
だ
。
崇
高
さ
は
、
そ
の
よ
う
な
背
反
の
指
標
で
あ
る
。
こ
の
指
標
は

消
極
的
な
（
あ
る
い
は
禁
じ
ら
れ
た
）
呈
示
の
観
念
の
う
ち
に
表
出
さ
れ
る
の
だ
が
、そ
う
し
た
指
標
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、

次
の
よ
う
な
素
朴
な
考
え
方
へ
と
整
序
さ
れ
た
思
考
の
不
十
分
さ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
考
え
方
に
よ
る
と
、
超
感
性
的
な

も
の
と
感
性
的
な
も
の
（
形
而
上
の
も
の
と
形
而
下
の
も
の
）
の
間
に
は
不
一
致
が
存
在
す
る
と
さ
れ
る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
と

反
対
の
こ
と
こ
そ
が
真
理
で
あ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
転
倒
の
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
崇
高
の
第
一
段
階
が
美
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
、
美
の
基
本
的
な

欠
陥
こ
そ
が
崇
高
な
の
で
あ
る
。
形
式
（
感
性
的
な
も
の
）
と
内
容
（
精
神
的
な
も
の
）
の
一
致
と
し
て
定
義
さ
れ
る
限
り
で
、
美
は

現
実
的
に
真
理
の
思
考
に
基
づ
い
て
い
る
。こ
の
真
理
の
思
考
は
超
感
性
的
な
も
の
の
必
然
的
な
表
出
の
思
考
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
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感
性
的
な
も
の
が
、
そ
う
し
た
表
出
に
一
致
す
る
思
考　
　

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
感
性
的
な
形
式
が
超
感
性
的
な
も
の
の
表
出
に

可
能
な
仕
方
で
一
致
す
る
、
と
い
う
思
考
な
の
で
あ
る
。
こ
の
可
能
な
一
致
の
実
現
と
は
芸
術
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
私
た
ち

も
よ
く
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
芸
術
で
あ
り
、
た
と
え
ば
彫
像
に
お
い
て
頂
点
に
達
す
る
。
私

た
ち
が
ギ
リ
シ
ア
芸
術
に
お
い
て
「
人
間
的
な
美
し
い
形
」
を
見
る
際
、
そ
こ
で
は
最
も
完
全
な
仕
方
で
神
的
な
も
の
の
本
質
が
表
現

さ
れ
て
い
る
の
だ
（「
最
も
完
全
な
仕
方
で
」
は
、「
最
も
真
な
る
仕
方
で
」
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、そ
の
ま
っ

た
き
表
出
を
達
成
す
る
た
め
に
、
神
的
な
も
の
は
依
然
と
し
て
一
人
の
人
間
の
う
ち
に
受
肉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
特

異
で
有
限
な
、
つ
ま
り
生
き
て
、
苦
し
み
、
死
ん
で
い
く
、
と
い
う
一
人
の
人
間
の
う
ち
に
）。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
れ
に
よ
っ
て
絶
対
者
の
生
成
を
提
示
す
る
よ
う
な
秩
序　
　

こ
の
秩
序
は
歴
史
的
で
あ
る
と
同
時
に
体
系
的
で
あ
る

　
　

に
お
い
て
、
彼
が
遂
行
す
る
転
倒
は
以
下
の
仕
方
で
図
式
化
さ
れ
う
る
。

［
一
］象
徴
芸
術
は
、形
而
下
の
も
の
と
形
而
上
の
も
の
と
の
不
一
致（
な
い
し
共
約
不
可
能
性
）の
思
考
に
相
当
す
る
。
そ
う
い
っ
た（
ヘ

ブ
ラ
イ
の
）
崇
高
さ
は
、
究
極
的
に
は
禁
止
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

［
二
］
一
致
の
思
考
は
、ヘ
ー
ゲ
ル
が
ギ
リ
シ
ア
的
な
契
機
、つ
ま
り
美
の
契
機
を
指
し
示
す
た
め
に
述
べ
た
芸
術
、厳
密
に
言
え
ば
「
芸

術
の
宗
教
」
に
相
当
す
る
。

［
三
］
啓
示
宗
教
は
、
受
肉
の
思
考
に
相
当
す
る
。
こ
の
宗
教
は
、
芸
術
の
止
揚
と
い
う
形
を
と
り
つ
つ
、
そ
の
衰
退
を
、
つ
ま
り
絶

対
者
を
呈
示
す
る
と
い
う
そ
の
使
命
の
終
わ
り
を
告
知
す
る
の
で
あ
る
。
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五　
「
崇
高
は
い
ま
」

　

い
く
つ
か
の
理
由　
　

こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が　
　

か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
証
は
、
本
質
的
な
と
こ
ろ

で
、
プ
ラ
ト
ン
と
と
も
に
始
ま
っ
た
よ
う
な
芸
術
を
め
ぐ
る
哲
学
的
省
察
に
終
止
符
を
打
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
た
し
か
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
そ
の
あ
ら
ゆ
る
抑
止
力
を
与
え
る　
　

あ
る
い
は
歴
史
的
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
与
え
て
き
た　
　

当
の
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ

ル
以
後
、
彼
の
美
学
と
対
立
す
る
い
く
つ
も
の
美
学
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
形
而
上
学
的
、
歴
史
的
な
い
し
宗
教
的
な
あ
ら
ゆ
る

規
模
と
機
能
に
お
い
て
、
芸
術
復
興
の
い
く
つ
も
の
企
て
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
ワ
ー
グ
ナ
ー
は
そ
の
典
型
で
あ
る
）。
し
か
し

と
り
わ
け
、
崇
高
の
モ
チ
ー
フ
が
衰
退
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
語
が
凡
庸
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
過
程
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
崇
高
の
主
題
が
枯
渇
し
た
と
い
う
こ
と
を
い
わ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
、
崇
高

な
事
象
が
消
滅
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
だ
。

　

す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、
崇
高
の
主
題
は
別
の
さ
ま
ざ
ま
な
名
の
も
と
に
再
浮
上
す
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
こ
の
主
題
は
、
以
上

の
よ
う
な
仕
方
で
、
美
学
が
自
ら
に
課
し
た
諸
限
界
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
ら
を
自
由
に
す
る

0

0

0

0

0

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身

を
徹
底
化
す
る
。
そ
れ
以
後
、
崇
高
を
め
ぐ
る
哲
学
的
な
練
り
直
し
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の
『
悲
劇
の
誕
生
』　　
〔
崇
高
と
い
う
〕
語
は

そ
こ
で
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
な
い
の
だ
が　
　

を
読
む
こ
と
が
で
き
る
（
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
と
は
そ
れ
以
外
の
何
で
あ
ろ
う

か
？
）。
し
か
し
、
と
り
わ
け
芸
術
に
つ
い
て
の
近
代
の
偉
大
な
哲
学
的
諸
省
察　
　

あ
る
い
は
、
お
そ
ら
く
「
ポ
ス
ト
哲
学
的
」
な

そ
れ　
　

ハ
イ
デ
ガ
ー
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
ア
ド
ル
ノ　
　

に
お
い
て
こ
そ
、
こ
の
テ
ー
マ
は
そ
の
あ
ら
ゆ
る
射
程
を
獲
得
す
る
の
で
あ

る
。
そ
う
し
た
哲
学
が
明
示
的
に
争
点
と
し
て
い
た
の
は
、
美
学
の
彼
方
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
実
際
明
ら

か
に
な
る
の
は
、
ま
さ
し
く
多
か
れ
少
な
か
れ
、
修
辞
学
な
い
し
美
学
の
う
ち
に
埋
め
込
ま
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
も
の
（
そ
し
て
、
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結
局
の
と
こ
ろ
近
代
の
捉
え
直
し
の
み
が
可
視
的
に
し
た
も
の
）
だ
。
つ
ま
り
、
崇
高
な
「
モ
ノ
」、
イ
リ
ヤ

0

0

0

〔il y a

〕
の
啓
示
と
は

ま
さ
し
く
、
古
典
的
形
式
に
お
け
る
哲
学
に
も
、
ま
し
て
や
美
学
に
も
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
崇
高
な

も
の
（
偉
大
な
芸
術
）
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
観
念
は
、
幾
分
か
の
呈
示
不
可
能
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
呈
示
で
は
な
く
、
何

ら
か
の
現
前
的
存
在
者
が
あ
る
と
い
う
、
呈
示
な
き

0

0

0

0

呈
示
（
ま
た
、
と
り
わ
け
表
象
な
い
し
模
倣
な
し
の
呈
示
）
の
到
来
で
あ
る
。
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
、『
芸
術
作
品
の
根
源
』
に
つ
い
て
の
講
演
に
お
い
て
、（
覆
い
を
と
る
と
い
う
意
味
で
の
ア
レ
ー
テ
イ
ア
の
）
真
理
と
し

て
芸
術
を
考
え
る
べ
く
試
み
た
と
き
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。

　

呈
示
な
き
呈
示
。
そ
れ
は
、「
近
代
」
と
言
わ
れ
る
芸
術
の
冒
険
を
十
分
に
定
義
す
る
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
崇
高
を
非
難
し

た
際
、
華
麗
に
し
て
壮
大
な
崇
高
は
、
諸
芸
術
に
お
い
て
尽
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
は
、
そ
れ
（
崇
高

な
意
志
）
を
最
も
役
立
て
た
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
や
メ
イ
ユ
ー
ル
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
ロ
マ
ン
主
義
的
誇
張
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
な
ど
の
う
ち
に
認
め

ら
れ
る
崇
高
な
意
志
が
、
崇
高
を
汲
み
尽
く
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
な
い
し
ほ
と
ん
ど
同
時
期
に
、
近
代
芸
術
を
創
始
す
る

大
き
な
断
絶
が
す
で
に
生
じ
て
い
た
。
そ
の
断
絶
は
、
ゴ
ヤ
の
「
聾
者
の
家
」、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
よ
る
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
翻
訳
や
狂

気
に
陥
る
以
前
の
詩
篇
、さ
ら
に
は
晩
年
の
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
四
重
奏
曲
あ
る
い
は
、ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の『
レ
ン
ツ
』と『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ッ

ク
』
等
と
い
っ
た
諸
作
品
で
あ
る
。
あ
る
芸
術
は
、痛
ま
し
く
生
み
出
さ
れ
る
が
、そ
れ
は
芸
術
（
美
）
と
対
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

真
理
を
望
ん
で
い
る　
　

あ
る
い
は
、
真
理
に
よ
っ
て
鼓
舞
さ
れ
る　
　

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
芸
術
は
不
一
致
を
涵
養
す
る
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
一
致
を
被
り
、
そ
れ
に
耐
え
忍
ぶ
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
形
式
も
、
そ
れ
が
呼
び
求
め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る

も
の
に
一
致
す
る
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
芸
術
は
、破
壊
を
経
る
こ
と
が
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
。
そ
れ
は
、（
美

し
い
）
形
式
を
破
壊
し
、
表
象
（
模
倣
）
を
崩
壊
さ
せ
、
衝
動
的
な
仕
方
で
唯
一
の
天
才
を
当
て
に
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
芸
術
は
、

抽
象
〔
抽
象
表
現
主
義
〕
の
名
、
あ
る
い
は
他
の
名
（
ア
メ
リ
カ
を
例
に
と
ろ
う
。
天
才
を
崇
拝
し
た
の
は
ポ
ロ
ッ
ク
で
あ
り
、
簡
素
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さ
を
崇
拝
し
た
の
は
ニ
ュ
ー
マ
ン
で
あ
る
。
ま
た
不
気
味
な
も
の
〔unheim

lich

〕
を
崇
拝
し
た
の
は
お
そ
ら
く
、
ハ
イ
パ
ー
リ
ア
リ

ズ
ム
〔
超
写
実
主
義
〕
で
あ
る
）
の
も
と
で
、崇
高
の
伝
統
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
諸
可
能
性
を
探
求
す
る
が
、そ
う
し
た
伝
統
は
（
比

較
的
）
学
術
的
な
形
で
し
か
現
実
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
崇
高
の
伝
統
が
求
め
て
き
た
も
の　
　

究
極
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
識

別
不
可
能
な
も
の
で
あ
る　
　

は
、
成
し
遂
げ
ら
れ
た
。

　

こ
こ
に
は
、
帰
結
の
な
い
（
空
虚
な
）
後
退
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
が
開
か
れ
て
い
る
。〔
そ
の
よ
う
な
後
退
が
〕
も
し

あ
る
の
な
ら
ば
、
古
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
熱
狂
が
生
き
残
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う　
　

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
近
代
芸
術
が
そ
の
劇
場
と
し

て
き
た
、
相
当
に
、
か
つ
耐
え
難
い
断
絶
の
こ
と
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
り
そ
う
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
。
あ
る
い
は
逆
に
、
こ

の
二
世
紀
の
あ
い
だ
、
私
た
ち
は
哲
学
（
美
学
の
）
規
範
的
決
定
に
単
純
に
従
わ
せ
て
お
く
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
よ
う
な
、
あ
る
種

の
芸
術
の
解
放
を
目
撃
し
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、「
解
放
さ
れ
た
」
芸
術
が
、
一
種
の
隠
さ
れ
た
崇

高
の
観
念
を
曖
昧
な
ま
ま
模
範
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、今
日
崇
高
な
る
真
理
こ
そ
が
ひ
と
つ
の
証
言
と
し
て
再
浮
上
し
て
く
る
だ
ろ
う
。

芸
術
を
つ
ね
に
規
範
化
し
、
禁
則
を
課
そ
う
と
す
る
も
の
対
し
て
、
崇
高
の
主
題
が
つ
ね
に
芸
術
の
抵
抗
の
し
る
し
で
あ
っ
た
こ
と
の

証
言
と
し
て
。
崇
高
は
、
ま
っ
た
く
謎
め
い
た
意
味
に
お
い
て
、
芸
術
の
真
理
で
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
崇
高
は
そ
の
名
を
失

う
か
も
し
れ
な
い　
　

そ
れ
は
ま
っ
た
く
の
損
害
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
結
局
の
と
こ
ろ
、
主
要
な
歴
史
的

0

0

0

モ
チ
ー
フ
を

作
り
出
す
と
い
う
こ
と
に
も
っ
ぱ
ら
同
意
す
る
人
た
ち
が
、そ
こ
に
崇
高
に
代
わ
る
名
を
書
き
込
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
、バ
ー
ネ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
が「
崇
高
は
い
ま
」（
一
九
四
八
年
）を
書
い
た
と
き
、冷
静
な
ま
ま（
再
び
簡
素
な
も
の
に
な
っ

た
こ
の
語
か
ら
）
認
識
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
真
理
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
彼
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
芸
術
そ
れ
自
体
、
す

な
わ
ち
そ
の
概
念
と
は
無
縁
の
芸
術
を
称
揚
し
た
の
で
あ
る
。
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andtschaften », 1925), trad. M
. de 

Gandillac in W
. benham

in, m
ythe et violence, D

enoël, Paris, 1971.

〔
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
ゲ
ー
テ
の
『
親
和
力
』」
浅
井
健

二
郎
訳
、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
所
収
、
筑
摩
書
房
、1995

年
〕

 M
 .H

eidegger, Lʼorigine de lʼœ
uvre dʼart (D

er U
rsprung des K

unstw
erkes, 1936), trad. W

.Brokm
eier, in Chem

nis 
qui ne m

ènent nulle part, Gallim
ard, 1962.

〔
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
芸
術
作
品
の
根
源
』
関
口
浩
訳
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
八
年
〕

 T
 .W

. A
dorno, T

héorie esthétique (A
esthetische T

heorie, 1970), trad. M
.Jim

enez, K
lincksieck, Paris, 1989.

〔
ア
ド

ル
ノ
『
美
の
理
論
』
大
久
保
健
治
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
九
年
〕

 J  – F. Lyotard, Lʼinhum
ain : causeries sur le tem

ps, Galilée, Paris, 1988.

〔
リ
オ
タ
ー
ル
『
非
人
間
的
な
も
の　
　

時
間

に
つ
い
て
の
講
話
』
篠
原
資
明
ほ
か
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
二
年
〕

 M
 ichel D

eguy et al., D
u sublim

e, Paris: Belin, 1988.
〔
ド
ゥ
ギ
ー
ほ
か
『
崇
高
と
は
何
か
』
梅
木
達
郎
訳
、
法
政
大
学
出
版

局
、
一
九
九
九
年
〕
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訳
者
解
題

　

こ
こ
に
訳
出
し
た
の
は
、Philippe Lacoue-Labarthe « Sublim
e (Problém

atique du) », in E
ncyclopaedia U

niversalis, 
corpus 21, 1996

の
全
訳
で
あ
る
。
初
出
は
一
九
九
二
年
だ
が
、
本
稿
は
一
九
九
六
年
版
を
底
本
と
し
て
い
る
。

　

著
者
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ク
ー
゠
ラ
バ
ル
ト
は
、
一
九
四
〇
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
ト
ゥ
ー
ル
に
生
ま
れ
、
二
〇
〇
七
年
に
没
し
た
哲
学

者
で
あ
る
。
大
学
時
代
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
訳
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
グ
ラ
ネ
ル
に
教
わ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
に
関

心
を
抱
い
た
と
同
時
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ナ
チ
ス
に
加
担
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
悩
み
続
け
て
も
い
た
。
一
九
六
七
年
、
ス
ト
ラ
ス

ブ
ー
ル
で
生
涯
の
盟
友
と
な
る
ジ
ャ
ン
゠
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
と
出
会
い
、
そ
の
後
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
「
共
同
の

哲
学
」
に
取
り
組
ん
で
い
っ
た
。
二
人
で
の
成
果
と
し
て
は
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
を
扱
っ
た
『
文
学
的
絶
対
』（
一
九
七
八
年
）
や
『
ナ

チ
神
話
』（
一
九
九
一
年
）、
ま
た
「
政
治
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
哲
学
研
究
セ
ン
タ
ー
」
の
立
ち
上
げ
な
ど
が
あ
る
。

　

タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
「
崇
高
の
問
題
系
」
は
、
ラ
ク
ー
゠
ラ
バ
ル
ト
や
ナ
ン
シ
ー
の
ほ
か
に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
、
デ
リ
ダ
、
リ

オ
タ
ー
ル
ら
に
よ
っ
て
二
〇
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
い
わ
ば
共
同
で
探
求
さ
れ
た
哲
学
的
主
題
だ
っ
た
。
本
訳
稿
は
事
典

の
一
項
目
で
あ
り
な
が
ら
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
取
り
組
ま
れ
た
崇
高
の
問
題
系
が
含
む
射
程
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま

と
め
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

崇
高
論
は
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
一
つ
の
世
界
的
な
流
行
だ
っ
た
。
そ
こ
で
積
極
的
に
読
み
直
さ
れ
た
の
は
、
カ
ン

ト
の
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
「
崇
高
の
分
析
論
」
で
あ
っ
た
。
以
下
簡
単
に
テ
ク
ス
ト
を
示
し
て
お
こ
う
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は

一
九
六
三
年
に
『
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
』
を
、
ま
た
一
九
九
三
年
に
は
同
書
の
英
訳
の
序
文
で
も
あ
る
「
カ
ン
ト
哲
学
を
要
約
し
て
く

れ
る
四
つ
の
詩
的
表
現
に
つ
い
て
」
を
発
表
し
て
い
る
。
七
〇
年
代
に
は
、
デ
リ
ダ
の
「
エ
コ
ノ
ミ
メ
ー
シ
ス
」（
一
九
七
五
年
）
や
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『
絵
画
に
お
け
る
真
理
』（
一
九
七
八
年
）
な
ど
、
カ
ン
ト
美
学
の
脱
構
築
的
な
読
み
を
示
す
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
が
発
表
さ
れ
る
。
八
〇

年
代
に
は
、
本
稿
で
も
登
場
す
る
、
バ
ー
ネ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
論
を
は
じ
め
と
す
る
論
文
が
お
さ
め
ら
れ
た
リ
オ
タ
ー
ル
の
崇
高
論

と
し
て
、『
非
人
間
的
な
も
の
』（
一
九
八
八
年
）
や
、「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
に
浴
び
せ
ら
れ
た
批
判
・
誤
解
へ
の
応
答
と
し
て
発
表
さ

れ
た
『
子
ど
も
た
ち
に
語
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』（
一
九
八
六
年
）
な
ど
が
発
表
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
二
冊
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
、
前
衛

芸
術
、
抽
象
表
現
主
義
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
な
ど
リ
オ
タ
ー
ル
独
自
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
も
と
に
崇
高
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
一
九
九
一

年
に
は
『
崇
高
の
分
析
論　
　

カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
に
つ
い
て
の
講
義
録
』
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
独
自
の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
に
お
い
て
で
は
な
く
、
リ
オ
タ
ー
ル
に
よ
る
カ
ン
ト
の
講
義
録
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
綿
密
な
『
判
断
力
批
判
』
の
読
解
で

あ
る
。
ま
た
一
九
八
八
年
に
は
、
ド
ゥ
ギ
ー
、
ラ
ク
ー
゠
ラ
バ
ル
ト
、
ナ
ン
シ
ー
、
リ
オ
タ
ー
ル
ら
の
論
集
が
集
め
ら
れ
た
『
崇
高
と

は
何
か
』
が
発
表
さ
れ
る
。
ま
た
、
日
本
語
で
読
め
る
研
究
書
と
し
て
は
、
以
下
の
二
冊
を
挙
げ
て
お
く
。
宮
﨑
裕
助
『
判
断
と
崇
高

　
　

カ
ン
ト
美
学
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
九
年
。
星
野
太
『
崇
高
の
修
辞
学
』
月
曜
社
、
二
〇
一
七
年
。

　

こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
起
こ
っ
た
崇
高
の
リ
バ
イ
バ
ル
に
お
い
て
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
始
ま
り
、ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
を
経
由
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
と
い
た
る
美
を
中
心
と
し
た
伝
統
的
な
美
学
（「
美
し
い
も
の
の
美
学
」）

に
対
す
る
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
だ
っ
た
。『
判
断
力
批
判
』
の
分
析
か
ら
は
じ
め
、ハ
イ
デ
ガ
ー
以
後
の
美
学
を
「
崇
高
な
も
の
の
美
学
」

と
し
て
や
り
直
そ
う
と
す
る
試
み
こ
そ
が
、
崇
高
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
っ
た
と
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

伝
統
的
な
美
学
に
お
い
て
、
崇
高
は
美
に
対
し
て
周
縁
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
が
、
む
し
ろ
崇
高
こ
そ
が
美
を
美
た
ら
し

め
る
も
の
で
あ
り
、
崇
高
さ
を
欠
い
た
美
は
「
た
ん
に
美
し
い
も
の
」
で
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
二
〇
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
崇
高
な
も
の
の
美
学
に
は
、
こ
う
し
た
考
え
方
が
通
底
し
て
い
る
。
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一　

ミ
メ
ー
シ
ス
の
パ
ラ
ド
ク
ス

　

き
わ
め
て
多
様
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
纏
っ
た
崇
高
論
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
訳
稿
に
お
い
て
断
片
的
に
登
場
す
る
ラ
ク
ー
゠
ラ
バ

ル
ト
自
身
の
崇
高
論
を
整
理
す
る
意
味
も
こ
め
て
、
限
定
し
て
話
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

　

ラ
ク
ー
゠
ラ
バ
ル
ト
の
崇
高
論
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
訳
稿
で
も
度
々
登
場
す
る
ミ
メ
ー
シ
ス
の
表
出
論
理
で
あ
る
。
ミ
メ
ー
シ

ス
と
は
「
模
倣
」
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
で
あ
り
、
人
間
の
創
造
的
な
営
み
に
お
け
る
代
表
的
な
技
術
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
芸
術
作

品
は
自
然
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
現
実
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
自
然
と
技
術
の
関
係
性
に
つ
い
て
、「
技
術
と
い
う
も
の
が
自
然
を
模
倣
し
た
あ
り
方
を
し
て
い
る
」〔
一
〕
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
す
ぐ
後
で
は
「
技
術
は
自
然
が
成
し
遂
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
ご
と
を
完
成
に
も
た
ら
す
」〔
二
〕
と
も
付
言
し
て
い

る
。
技
術
と
自
然
の
関
係
性
は
、
技
術
に
よ
る
自
然
の
一
方
的
な
模
倣
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
自
然
は
技
術
な
し
に
は
自
ら

現
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
両
者
は
不
可
分
な
関
係
性
に
あ
る
。

　

ラ
ク
ー
゠
ラ
バ
ル
ト
は
俳
優
論
に
お
い
て
、ミ
メ
ー
シ
ス
を
二
種
類
に
分
け
て
い
る
。ひ
と
つ
は
、「
限
定
的
な
ミ
メ
ー
シ
ス
」で
あ
り
、

自
然
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
を
再
生
産
し
た
り
、
複
製
し
た
り
す
る
ミ
メ
ー
シ
ス
。
も
う
ひ
と
つ
は
、「
産
出
的
な
ミ
メ
ー
シ
ス
」。

こ
ち
ら
は
技
術
と
自
然
の
模
倣
的
な
関
係
性
で
は
な
く
、自
然
が
単
独
で
は
成
し
遂
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
己
表
出
を
、技
術
に
よ
っ

て
成
就
す
る
と
い
う
産
出
的
な
関
係
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
後
者
は
あ
る
対
象
の
模
倣
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
根
源
的
な
産

出
行
為
な
の
で
あ
る
。

　

ラ
ク
ー
゠
ラ
バ
ル
ト
は
俳
優
の
技
術
・
演
技
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
二
つ
目
の
ミ
メ
ー
シ
ス
の
論
理
に
お
け
る
パ
ラ
ド
ク
ス
を
指
摘

し
て
い
る
。
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パ
ラ
ド
ク
ス
は
次
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
演
じ
、
模
倣
す
る
た
め
に
は　
　

も
っ
と
も
強
力
な
意
味
に
お

い
て
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
（
再
）
現
前
化
、
な
い
し
（
再
）
産
出
す
る
た
め
に
は　
　

、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
も
の
ご
と
、
役
割
、

性
格
、
職
務
、
人
物
な
ど
を
「
等
し
く
こ
な
す
能
力
」
を
除
い
て
は
、
自
分
は
何
も
の
で
も
な
く
、
固
有
に
は
何
も
の
も
所
有
し

て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
パ
ラ
ド
ク
ス
は
非
固
有
性
と
い
う
法
を
言
い
あ
ら
わ
す
の
だ
が
、
こ
れ
は
ミ
メ
ー
シ
ス
の
法
そ
の
も
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、「
特
性
の
な
い
人
間
」　　

固
有
性
も
特
権
性
も
も
た
な
い
存
在　
　

の
み
が
、〔
…
〕
一
般
に
現
前
化
あ
る
い

は
産
出
す
る
能
力
を
も
つ
。〔
三
〕

　

模
倣
の
能
力
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
俳
優
は
自
分
自
身
の
固
有
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
い
か
な
る
役
に
も
擬
態
す
る

こ
と
が
で
き
る
俳
優
が
優
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
俳
優
自
身
は
固
有
な
存
在
や
何
も
の
か
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、

固
有
性
や
特
性
を
欠
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
や
人
物
の
現
前
化
な
い
し
は
産
出
が
可
能
に
な
る
と
い
う
ミ
メ
ー
シ
ス

の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
表
出
論
理
が
あ
る
。
ラ
ク
ー
゠
ラ
バ
ル
ト
は
、
こ
れ
こ
そ
が
ミ
メ
ー
シ
ス
の
法
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
付
け

加
え
て
お
け
ば
、ナ
ン
シ
ー
は
以
上
の
ミ
メ
ー
シ
ス
論
に
つ
い
て
「
モ
デ
ル
な
き
ミ
メ
ー
シ
ス
」〔
四
〕
と
い
う
言
葉
で
ま
と
め
て
い
る
。

　

モ
デ
ル
に
依
拠
し
な
い
ミ
メ
ー
シ
ス
（
技
術
・
演
技
）
に
よ
っ
て
、
俳
優
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
人
物
・
役
柄
な
ど
）
を
再
現
で
は
な

い
仕
方
で
産
出
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
自
然
は
自
ら
現
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
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二　

崇
高
な
も
の
の
現
れ
と
ミ
メ
ー
シ
ス
の
自
己
消
去

　

モ
デ
ル
な
き
ミ
メ
ー
シ
ス
／
産
出
的
ミ
メ
ー
シ
ス
に
よ
っ
て
現
れ
る
も
の
と
は
何
か
。
こ
の
問
い
こ
そ
が
ラ
ク
ー
゠
ラ
バ
ル
ト
の
崇

高
論
に
お
け
る
中
心
に
あ
る
。
そ
こ
で
現
れ
る
も
の
と
は
、
固
有
な
も
の
の
非
固
有
な
現
前
、
代
替
不
可
能
性
、
芸
術
作
品
に
お
け
る

ア
ウ
ラ
的
な
反
復
不
可
能
性
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
い
方
が
可
能
だ
ろ
う
。
俳
優
論
に
お
け
る
ミ
メ
ー
シ
ス
の
表
出
論
理
は
、
ラ
ク
ー

゠
ラ
バ
ル
ト
が
崇
高
な
も
の
の
現
れ
に
つ
い
て
語
る
際
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。「
崇
高
な
る
真
理
」（
一
九
八
六
年
）
に
お
い
て
産
出

的
な
ミ
メ
ー
シ
ス
に
よ
っ
て
現
前
さ
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、「
偉
大
な
芸
術
作
品
」
や
光
そ
の
も
の
と
し
て
の
崇
高
な
ど
が
登
場
す

る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
ラ
ク
ー
゠
ラ
バ
ル
ト
が
試
み
て
い
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
美
に
つ
い
て
の
美
学　
　

形
相
的
な
美
学

　
　

を
批
判
的
に
引
き
受
け
た
う
え
で
、
崇
高
論
を
軸
に
し
て
展
開
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
美
に
つ
い
て
「〔
芸
術
〕
作

品
の
内
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
輝
き
」〔
五
〕
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
ラ
ク
ー
゠
ラ
バ
ル
ト
は
、
芸
術
作
品
に
お
け
る
光
と
い
う
隠

喩
を
、
美
で
は
な
く
崇
高
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
ロ
ン
ギ
ノ
ス
の
テ
ク
ス
ト
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
ラ
ク
ー
゠
ラ
バ
ル
ト
は
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

　
　

 

そ
れ
は
崇
高
な
光
で
あ
り
、
崇
高
な
も
の
が
光
な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
崇
高
は
そ
の
真
理
に
お
い
て
思
考
さ
れ
、
ピ
ュ
シ
ス

を
秘
匿
か
ら
解
く
こ
と
、
そ
の
ア
レ
ー
テ
イ
ア
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
テ
ク
ネ
ー　
　

ミ
メ
ー
シ
ス　
　

は
、
ピ
ュ
シ
ス
の

輝
き
〔illum

ination

〕
で
あ
り
、
こ
の
輝
き
こ
そ
、
文
字
通
り
の
意
味
、
あ
る
い
は
全
て
の
意
味
に
お
い
て
偉
大
な
芸
術
の
真

理
な
の
だ
。〔
…
〕
偉
大
な
芸
術
は
い
か
な
る
「
形
式
」
も
「
形
象
」
も
「
図
式
」
も
現
前
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
は
な
い
。
そ
れ

は
自
ら
を
現
前
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
現
前
す
る
－
存
在
者
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
呈
示
す
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
光
に
よ
っ
て
目
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が
眩
む
こ
と
な
の
で
あ
る
。〔
六
〕

　

崇
高
な
光
は
、
い
か
な
る
形
式
に
よ
っ
て
も
表
現
さ
れ
え
な
い
。
つ
ま
り
、
形
相
的
な
表
出
に
還
元
可
能
な
美
と
は
異
な
り
、
偉
大

な
芸
術
作
品
に
お
け
る
光
と
し
て
の
崇
高
は
、
知
覚
可
能
な
仕
方
で
自
ら
現
前
す
る
こ
と
は
な
い
。
ラ
ク
ー
゠
ラ
バ
ル
ト
い
わ
く
、
崇

高
な
光
は
定
ま
っ
た
形
式
と
は
関
わ
り
を
も
た
な
い
。
そ
れ
は
没
形
式
的
な
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
感
性
的
な
把
握
を
超
え
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
美
を
つ
く
り
出
す
ミ
メ
ー
シ
ス
と
は
異
な
り
、
崇
高
の
現
前
に
お
い
て
は
異
な
る
種
類
の
ミ
メ
ー
シ
ス
が
作
用
し

て
い
る
。

　

美
は
類
似
性
に
も
と
づ
い
て
定
義
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
美
し
い
絵
画
が
あ
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
と
現
実
の
そ
れ

が
似
て
い
れ
ば
似
て
い
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
美
し
い
も
の
と
し
て
判
断
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
模
倣
の
技
術
が
優
れ
て
い
れ
ば
い

る
ほ
ど
、
美
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
崇
高
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
う
で
は
な
い
。
崇
高
な
も
の
は
、
モ
デ
ル
を
模
倣
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
ひ
と

つ
の
モ
デ
ル
な
き
産
出
な
の
で
あ
り
、
そ
の
特
徴
か
ら
し
て
再
現
さ
れ
る
類
の
も
の
で
は
な
い
。
崇
高
な
も
の
を
表
出
す
る
ミ
メ
ー
シ

ス
の
卓
越
性
は
、
む
し
ろ
お
の
れ
を
消
去
す
る
限
り
に
お
い
て
現
れ
る
。
つ
ま
り
、
崇
高
な
も
の
の
表
出
論
理
に
お
い
て
、
ミ
メ
ー
シ

ス
は
ミ
メ
ー
シ
ス
（
技
術
）
が
あ
た
か
も
ピ
ュ
シ
ス
（
自
然
）
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
と
き
に
最
も
優
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ミ

メ
ー
シ
ス
が
自
己
を
消
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ピ
ュ
シ
ス
を
現
れ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
と
め
よ
う
。
崇
高
な
も
の
の
表
現
に
お
い
て
、
ミ
メ
ー
シ
ス
は
そ
れ
が
あ
た
か
も
ピ
ュ
シ
ス
に
見
え
る
限
り
に
お
い
て
お
の
れ
の

卓
越
性
を
発
揮
す
る
。
そ
の
際
ミ
メ
ー
シ
ス
は
自
己
を
覆
い
隠
す
。
ミ
メ
ー
シ
ス
が
お
の
れ
を
消
去
す
る
こ
と
の
代
償
と
し
て
、
ピ
ュ

シ
ス
は
み
ず
か
ら
現
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
自
然
と
技
術
の
関
係
性
や
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
美
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学
を
引
き
受
け
な
が
ら
、
ラ
ク
ー
゠
ラ
バ
ル
ト
は
み
ず
か
ら
の
崇
高
論
を
確
立
し
て
い
っ
た
。

　

こ
こ
ま
で
、
訳
稿
の
時
代
背
景
と
ラ
ク
ー
゠
ラ
バ
ル
ト
の
崇
高
論
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
き
た
が
、
今
日
あ
ら
た
め
て
「
崇
高
の
問

題
系
」
を
考
え
る
な
ら
ば
、
一
定
の
批
判
的
な
視
座
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
崇
高
な
も
の
と
し
て
訳
稿
に
登
場
す
る
芸

術
作
品
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
彫
刻
や
バ
ー
ネ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
の
抽
象
絵
画
な
ど
だ
が
、
ど
ち
ら
も
せ
い
ぜ
い
美
術
館
で
鑑
賞
可

能
な
大
き
さ
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
前
に
立
っ
て
実
際
に
崇
高
な
感
情
が
掻
き
立
て
ら
れ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
話
を
芸
術
に
限
定
し
て

み
て
も
、
人
間
の
感
性
的
な
把
握
を
超
え
る
過
剰
な
知
覚
を
生
み
出
す
芸
術
作
品
は
他
に
た
く
さ
ん
あ
る
。
個
別
の
事
例
を
挙
げ
る
と

き
り
が
な
い
が
、
た
と
え
ば
複
製
芸
術
（
写
真
、
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
な
ど
）、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
ア
ー
ト
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
な

ど
は
崇
高
の
美
学
と
し
て
さ
ら
に
検
討
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
〔
七
〕。
ま
た
、
必
ず
し
も
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
か
っ
た
り
、
ジ
ャ
ン
ル
化
さ
れ
て
い
な
い
細
分
化
さ
れ
た
個
別
の
美
的
な
実
践
に
つ
い
て
、
崇
高
の
美
学
は
い
か
な
る
ア
ク

チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
も
つ
の
か
。
さ
ら
に
、
芸
術
の
外
に
話
を
広
げ
る
な
ら
ば
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
や
自
然
災
害
を
は
じ
め
と
す
る
人
間
の

感
性
的
な
枠
組
み
で
把
握
可
能
な
範
囲
を
超
え
た
出
来
事
が
日
常
的
に
発
生
し
て
い
る
中
で
、
崇
高
な
も
の
は
い
か
に
し
て
語
ら
れ
う

る
の
か
。
今
後
、
崇
高
の
問
題
系
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
う
し
た
視
座
は
欠
か
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

訳
者
解
題
註

　
〔
一
〕 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
自
然
学
』
内
山
勝
利
訳
、
一
九
四a

、『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
』
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
、

七
十
九
頁
。
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〔
二
〕
同
上
、
一
九
九a

、
一
〇
七
頁
。

　
〔
三
〕 Philippe Lacoue-Labarthe, Lʼim

itation des m
odernes, Galilée, 1986, p. 27. 〔

ラ
ク
ー
゠
ラ
バ
ル
ト『
近
代
人
の
模
倣
』

大
西
雅
一
郎
訳
，
み
す
ず
書
房
，
二
〇
〇
三
年
，
三
〇
頁
〕

　
〔
四
〕 Jean-Luc N

ancy, Proprem
ent dit, entretien avec M

athilde Girard, Lignes, 2015, pp. 40-41.

　
〔
五
〕
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
芸
術
作
品
の
根
源
』
関
口
浩
訳
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
八
年
、
八
十
八
頁
。

　
〔
六
〕 Phiilippe Lacoue
―Labarthe « la vérité sublim

e » in M
ichel D

eguy et al., D
u sublim

e, Belin, 1988, p.143.〔
ラ

ク
ー
゠
ラ
バ
ル
ト
「
崇
高
な
る
真
理
」
梅
木
達
郎
訳
、『
崇
高
と
は
何
か
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
九
年
、
二
〇
〇
頁
〕

　
〔
七
〕 

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
制
作
さ
れ
た
芸
術
作
品
や
、
二
〇
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
美
術
批
評
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
崇
高
を
論

じ
た
日
本
語
で
読
め
る
文
献
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
星
野
太
『
美
学
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
』
水
声
社
、
二
〇
二
一
年
。

　

本
訳
稿
は
、
新
潟
大
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
一
年
次
の
ゼ
ミ
で
宮
﨑
裕
助
氏
の
指
導
の
も
と
、
長
谷
川
と
髙
橋
が
分
担
し
て
草
稿

を
作
成
し
た
。
今
回
訳
出
す
る
に
あ
た
っ
て
、
長
谷
川
と
髙
橋
で
研
究
会
を
開
き
、
訳
文
を
検
討
・
推
敲
し
た
の
ち
、
あ
ら
た
め
て
長

谷
川
が
全
体
を
推
敲
し
て
訳
文
を
完
成
さ
せ
た
。

　

訳
出
に
あ
た
っ
て
、
宮
﨑
裕
助
氏
に
は
、
出
版
社
へ
の
翻
訳
許
諾
依
頼
や
監
訳
な
ど
、
本
来
で
あ
れ
ば
指
導
教
官
が
担
う
仕
事
を
修

士
課
程
の
身
分
で
任
せ
て
頂
き
、
今
後
の
自
信
に
な
っ
た
。

　

最
後
に
、
本
訳
稿
の
訳
出
・
掲
載
を
ご
快
諾
頂
い
た
、Encyclopæ

dia U
niversalis

社
のSylvie M

azeaud

氏
に
深
く
感
謝
を
申

し
上
げ
る
。 

（
以
上
文
責
＝
長
谷
川
）
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長
谷
川 

祐
輔
（
は
せ
が
わ
・
ゆ
う
す
け
／
新
潟
大
学
大
学
院
現
代
社
会
文
化
研
究
科
博
士
前
期
課
程
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

髙
橋 

駿
（
た
か
は
し
・
し
ゅ
ん
／
新
潟
大
学
大
学
院
現
代
社
会
文
化
研
究
科
博
士
前
期
課
程
）




