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Louis
M
ontrose,

T
he

Subject
of

E
lizabeth

:A
uthority,

G
ender,

and
R
epresentation,C

hicago,2006.

仲

丸

英

起

欧
米
に
お
け
る
文
化
史
の
方
法
論
は
、
一
九
八
〇
年
代
初
頭
の

言
語
論
的
転
回
を
経
て
、「
新
し
い
文
化
史
」
と
い
う
名
の
下
に

再
編
さ
れ
て
い
っ
た
。
ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
新

し
い
文
化
史
は
、
土
台
―
上
部
構
造
と
い
う
図
式
で
文
化
と
社
会

の
関
係
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
抗
し
て
、

「
表
象
」
と
「
実
践
」
と
い
う
概
念
を
標
榜
し
た
。
す
な
わ
ち

「
表
象
」
概
念
は
文
化
の
相
対
的
自
立
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ

り
、「
実
践
」
概
念
は
対
象
領
域
を
エ
リ
ー
ト
の
外
部
へ
と
拡
大

し
民
衆
の
日
常
生
活
ま
で
も
包
含
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
歴
史
学
に
も
及
ん
だ
構
築
主

義
の
影
響
下
で
、
階
級
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
な
ど
の
社
会
的
規
律

は
、
表
象
の
生
産
、
流
通
、
受
容
と
い
う
一
連
の
過
程
の
中
で
構

築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
（
長
谷
川
貴
彦
訳
『
文
化
史
と
は
何
か
』
法
政
大
学
出
版

局
、
二
〇
〇
八
年
）。

こ
う
し
た
潮
流
の
中
で
、
近
年
で
は
歴
史
学
の
み
な
ら
ず
文
学

の
側
か
ら
文
化
史
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
研
究
が
目
立
つ
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
治
世
期
に
お
け
る
表
象
の
問
題
に

関
し
て
は
、
Ｆ
・
イ
エ
イ
ツ
や
Ｒ
・
ス
ト
ロ
ン
グ
ら
歴
史
学
者
に

よ
る
先
駆
的
な
研
究
が
存
在
す
る
が
、
本
書
は
同
時
代
を
対
象
と

し
た
文
学
者
に
よ
る
問
い
か
け
で
あ
る
。
著
者
モ
ン
ロ
ー
ズ
は
文

学
を
専
門
と
す
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
教
授
で
あ
り
、
本
書
の

他T
he

Purpose
of

Playing
:Shakespeare

and
the

C
ultural

Politics
ofthe

E
lizabethan

T
heatre,C

hicago,1996.

な
ど
の

著
作
が
あ
る
。

書

評書

評
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ま
ず
本
書
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。
本
書
は
序
章
お
よ

び
終
章
を
含
め
全
一
九
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
ト
ピ
ッ
ク
ご

と
に
五
部
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
緩
や
か
な
時
系
列

順
と
な
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

序
章

‘Foundations
and

T
rajectories’

で
は
本
書
の
目
的

と
研
究
手
法
が
提
示
さ
れ
る
。
圧
倒
的
な
男
性
優
位
社
会
で
あ
っ

た
一
六
世
紀
半
ば
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
、
全
権
力
の
源
泉
で
あ
る

王
位
に
女
性
が
就
く
と
い
う
状
況
は
、
そ
れ
自
体
が
逆
説
的
な
現

象
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
著
者
の
主
眼
は
、
文
学
、
歴
史
学
、
美
学

の
枠
に
留
ま
ら
な
い
学
際
的
な
分
析
手
法
を
用
い
て
、
絵
画
、
木

版
画
、
詩
、
散
文
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
各
種
媒
体
を
分
析
し
、

女
王
と
寵
臣
た
ち
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
生
じ
る
矛
盾
を
ど
の
よ
う

に
利
用
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
か
の
解
明
に
向
け

ら
れ
る
。

第
一
部

‘D
ynasty

and
D
ifference’

で
扱
わ
れ
る
の
は
、
エ

リ
ザ
ベ
ス
個
人
の
来
歴
を
特
徴
付
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
統
治

を
条
件
付
け
た
表
象
で
あ
り
、
特
に
王
位
の
正
統
性
と
そ
の
継
承

に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
第
一
章

‘C
ontested

Legitim
aci-

es’

で
は
即
位
時
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
が
直
面
し
た
正
統
性
を
め
ぐ
る

複
雑
な
問
題
、
す
な
わ
ち
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
両
親
の
境
遇
や
女
性
性

お
よ
び
女
性
君
主
に
関
す
る
同
時
代
人
の
議
論
か
ら
生
じ
た
問
題

が
論
じ
ら
れ
る
。
第
二
章

‘FilialE
m
ulation’

で
は
、
テ
ュ
ー

ダ
ー
王
家
を
主
題
と
す
る
肖
像
画
や
ペ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
見
ら
れ
る

エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
、
メ
ア
リ
一
世
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
と
い
う
ヘ
ン
リ

八
世
の
子
女
間
に
お
け
る
表
象
上
の
対
抗
関
係
と
、
各
人
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
か
ら
生
じ
る
差
違
が
論
及
さ
れ
る
。第
三
章

‘T
he

T
udor

Sisterhood’

で
は
、
メ
ア
リ
と
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
表
象
が
比
較
検

討
さ
れ
、
両
者
は
表
面
的
に
見
れ
ば
対
照
的
で
あ
る
も
の
の
、
実

際
に
は
女
性
君
主
に
共
通
す
る
特
質
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
指

摘
が
な
さ
れ
る
。
第
四
章

‘T
he

Protestant
Succession’

で
は
、

ヘ
ン
リ
八
世
一
家
を
描
い
た
数
点
の
肖
像
画
を
用
い
て
、
宗
教
改

革
政
策
に
お
け
る
連
続
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世

期
に
お
け
る
テ
ュ
ー
ダ
ー
王
家
の
正
統
性
の
確
立
に
焦
点
が
当
て

ら
れ
る
。

第
二
部

‘Idolatries’

は
偶
像
崇
拝
を
め
ぐ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

上
の
緊
張
関
係
が
探
求
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
偶
像
を
ロ
ー

マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
や
実
践
と
関
連
づ
け
こ
れ
を
排
撃
し
よ

う
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
急
進
派
と
、
女
王
個
人
を
称
揚
し
そ

の
イ
メ
ー
ジ
を
崇
敬
す
る
態
度
を
植
え
付
け
る
言
説
や
実
践
を
政

治
的
に
確
立
し
よ
う
と
す
る
積
極
活
用
派
と
の
間
の
対
立
が
議
論

の
基
軸
と
な
っ
て
い
る
。
第
五
章

‘Im
agery,Policy,and

B
e-

lief’

で
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
寵
臣
た
ち
が
君
主
の
偶
像
化
に
対

史

学

第
七
八
巻

第
一
・
二
号

二
〇
二
（
二
〇
二
）



し
て
示
し
た
宗
教
的
お
よ
び
世
俗
的
視
点
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介

さ
れ
る
。
第
六
章

‘Iconom
achy’

で
は
、
一
五
七
八
年
の
女
王

巡
幸
に
関
す
る
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ト
ッ
プ
ク
リ
フ
の
描
写
の
検
討
を

通
じ
て
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
と
聖
母
マ
リ
ア
の
表
象
が
対
立
と
融
合
の

狭
間
で
揺
れ
動
い
て
い
る
様
態
が
指
摘
さ
れ
る
。
第
七
章

‘In-

strum
entalA

doration’

で
は
、
宮
廷
お
よ
び
新
世
界
で
女
王
の

寵
愛
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
サ
ー
・
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ロ
ー
リ
ー
の

多
様
な
活
動
に
焦
点
を
当
て
、
女
王
の
偶
像
が
彼
に
よ
っ
て
戦
略

的
に
「
横
領
（appropriate
）」
さ
れ
て
い
た
と
い
う
指
摘
が
な

さ
れ
る
。
第
八
章

‘A
C
ult

of
E
lizabeth?’

で
は
、
あ
か
ら
さ

ま
に
女
王
を
賞
賛
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト
、
演
劇
、
絵
画
な
ど
が
、

実
際
に
は
様
々
な
利
害
関
係
が
絡
み
合
っ
た
中
か
ら
生
み
出
さ
れ

て
い
た
状
況
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

第
三
部

‘Q
ueen

and
C
ountry’

で
論
じ
ら
れ
る
の
は
地
政

学
的
に
み
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
表
象
で
あ
り
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

面
で
の
多
様
性
と
影
響
範
囲
が
提
示
さ
れ
る
。
第
九
章

‘T
he

G
eopoliticalIm

aginary’

で
は
、
治
世
中
の
そ
れ
ぞ
れ
別
の
時

期
に
描
か
れ
た
、
地
政
学
的
に
脚
色
さ
れ
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
肖
像

画
三
枚
が
検
証
さ
れ
る
。
第
一
〇
章

‘Policy
in

Pictures’

で

は
、
大
陸
で
横
領
さ
れ
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
に
付
加
さ
れ

た
敵
対
性
と
友
好
性
と
の
相
互
作
用
が
考
察
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の

表
象
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
ネ
ー
デ
ル

ラ
ン
ド
を
中
心
と
す
る
国
際
関
係
の
中
で
、
特
に
一
五
八
〇
年
代

に
激
し
く
な
っ
た
地
政
学
的
、
宗
教
的
対
立
で
利
用
す
る
た
め
に

案
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
一
章

‘Purity
and

D
anger’

で
は
、
ア
ル
マ
ダ
の
海
戦
で
頂
点
を
迎
え
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス

ペ
イ
ン
、
教
皇
庁
と
の
対
立
を
、
明
瞭
な
擬
人
的
形
態
で
戯
画
化

し
た
文
書
や
図
像
が
分
析
の
対
象
と
な
る
。

第
四
部

‘R
esistance’

で
は
、
治
世
末
期
の
二
〇
年
間
を
中
心

と
し
て
、
女
王
の
支
配
に
対
す
る
反
抗
を
示
す
よ
う
な
各
種
の
文

化
的
徴
候
が
テ
ー
マ
と
な
る
。
第
一
二
章

‘V
ox

Populi’

で
は
、

ア
ル
マ
ダ
の
海
戦
で
明
確
と
な
っ
た
国
際
的
な
宗
教
上
ま
た
は
地

政
学
上
の
抗
争
が
、
君
主
の
権
威
に
対
す
る
抵
抗
の
形
態
へ
と
転

移
し
、
こ
れ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
や
一
般
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
に

よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
が
考
察
さ
れ
る
。
第
一
三
章

‘D
e-

facing
the

Q
ueen’

で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

に
お
い
て
、
様
々
な
信
仰
を
有
す
る
不
満
分
子
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
、
君
主
の
イ
メ
ー
ジ
に
対
す
る
表
象
上
の
暴
力
行
為
に
つ
い
て

分
析
さ
れ
る
。
第
一
四
章

‘Secrets
of

the
H
eart’

で
探
求
さ

れ
る
の
は
、
女
王
の
「
自
然
的
」
お
よ
び
「
政
治
的
」
身
体
、
な

ら
び
に
反
逆
罪
で
処
刑
さ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
た
ち
の
身
体

を
め
ぐ
る
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
寵
臣
た
ち
と
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク

書

評

二
〇
三
（
二
〇
三
）



の
敵
対
者
た
ち
と
の
宗
教
的
な
い
し
政
治
的
対
立
で
あ
る
。

第
五
部

‘T
im

e’s
Subject’

で
は
、
老
境
に
入
っ
た
女
王
の

身
体
的
衰
え
に
対
す
る
中
傷
が
文
化
理
解
の
面
で
政
治
的
重
要
性

を
帯
び
て
い
た
状
況
、
そ
し
て
こ
う
し
た
中
傷
を
懐
柔
し
名
誉
と

威
信
を
保
持
す
る
た
め
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
と
寵
臣
た
ち
が
採
っ
た
戦

略
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
第
一
五
章

‘A
Q
ueen

of
Shadow

s’

で
は
、
治
世
末
期
に
お
い
て
女
王
の
肖
像
画
が
描
か
れ
る
際
の
構

想
に
含
ま
れ
て
い
た
様
式
上
お
よ
び
政
治
上
の
問
題
と
、
偶
像
と

し
て
の
女
王
の
イ
メ
ー
ジ
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
寵
臣
た
ち
の
試

み
が
分
析
さ
れ
る
。
第
一
六
章

‘M
ysteries

of
State’

で
は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
あ
る
い
は
他
の
国
々
の
外
交
官
が
作
成
し
た
報
告

書
を
も
と
に
、
晩
年
の
女
王
が
衣
服
に
関
し
て
採
用
し
た
誇
示
と

自
己
顕
示
の
戦
略
、
さ
ら
に
は
女
王
が
受
け
取
っ
て
い
た
情
報
が

ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
政
策
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
た
状
況
が
示
さ
れ
る
。

第
一
七
章

‘T
hrough

the
Looking

G
lass’

で
は
、
そ
の
死
の

間
際
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
を
批
判
し
た
り
風
刺
し
た
り
す
る
際
に
使
用

さ
れ
た
、
鏡
を
見
る
女
王
と
い
う
修
辞
の
逸
話
的
な
用
法
が
検
証

さ
れ
る
。
終
章

‘T
he

Jacobean
Phoenix’

で
は
、
ジ
ェ
ー
ム

ズ
一
世
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
位
継
承
と
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
表
象
に

お
け
る
主
題
を
横
領
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
簡
潔
に
論
じ
ら
れ
る
。

著
者
が
本
書
で
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
は
、「
エ
リ
ザ
ベ
ス
に

関
す
る
著
名
な
歴
史
学
者
で
あ
り
伝
記
作
家
で
あ
る
Ｊ
・
Ｅ
・
ニ

ー
ル
」
と
は
「
異
な
っ
た
種
類
の
歴
史
的
真
実
」、
す
な
わ
ち

「
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
期
に
お
け
る
集
団
的
想
像
力
（collective

E
lizabethan

im
aginary

）
の
働
き
」（p.247

）
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
著
者
が
採
用
し
た
の
は
、
歴
史
学
、
文
学
、
美
学
の
垣
根

を
取
り
払
う
、「
近
世
文
化
に
関
す
る
総
合
的
で
学
際
的
な
研
究

手
法
」（p.8

）
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
前
述
し
た
よ
う
に
著
者

は
本
来
文
学
の
専
門
家
で
あ
り
、
基
本
的
に
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
論
理

に
よ
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
点
か
ら
見
て
も
、
本
書
は
い

わ
ゆ
る
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
系
譜
に
連
な
る
も
の

と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
構
築
主
義
的
な
研
究
手
法
で
同
一
の
対
象
が
語
り
直

さ
れ
る
こ
と
で
、
従
来
の
歴
史
学
で
は
見
落
と
さ
れ
て
い
た
見
え

な
い
権
力
構
造
が
明
ら
か
と
な
り
、
新
た
な
視
野
が
開
け
る
場
合

が
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
も
そ
う
し
た
新
た
な
知
見
が
散
見
さ
れ

る
が
、
こ
こ
で
は
第
八
章
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
、
従
来
の
「
エ

リ
ザ
ベ
ス
崇
拝
（the

cult
of

E
lizabeth

）」
研
究
に
対
す
る
批

判
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
イ
エ
イ
ツ
、
ス
ト
ロ
ン
グ
、
も
し
く

は
Ｓ
・
ア
ン
グ
ロ
ら
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う

に
、
特
に
治
世
中
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
、「
処
女
王
エ
リ
ザ
ベ

史
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ス
」
を
礼
賛
す
る
言
説
は
同
時
代
の
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
で
生
産
さ

れ
消
費
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
信
仰
の
対
象
と
し
て
エ
リ
ザ
ベ
ス

を
崇
め
る
こ
う
し
た
文
化
的
現
象
は
、
政
治
的
お
よ
び
宗
教
的
な

状
況
を
背
景
と
し
て
、
自
発
的
に
出
現
し
た
と
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
著
者
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
を
賞
賛
す
る
目
的
で
創
出
さ

れ
た
図
像
、
ペ
ー
ジ
ェ
ン
ト
、
詩
、
散
文
が
、
そ
の
場
そ
の
場
の

状
況
に
合
わ
せ
て
意
図
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
、

「
エ
リ
ザ
ベ
ス
崇
拝
」
が
「
一
般
の
人
々
の
王
権
へ
の
忠
誠
心
を

喚
起
し
、
そ
れ
を
支
え
る
社
会
体
制
へ
の
服
従
を
確
実
」
に
す
る

た
め
に
、「
政
治
国
民
を
構
成
す
る
人
々
に
よ
っ
て
操
作
さ
れ
た

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
」（p.113

）
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。
こ

れ
は
明
敏
な
洞
察
で
あ
り
、
法
制
度
や
統
治
機
構
と
い
っ
た
伝
統

的
歴
史
学
が
対
象
と
し
て
き
た
領
域
と
は
異
な
る
側
面
で
、
エ
リ

ザ
ベ
ス
体
制
を
再
考
す
る
必
要
性
が
想
起
さ
せ
ら
れ
る
。

次
に
本
書
の
副
題
で
も
あ
り
、
一
貫
し
て
議
論
の
中
心
と
な
っ

て
い
る
二
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
ジ

ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
、
す
な
わ
ち
エ
リ
ザ
ベ
ス
が
女
性
で
あ
っ
た
と

い
う
偶
発
性
か
ら
生
じ
た
様
々
な
影
響
で
あ
る
。
家
父
長
制
原
理

が
強
力
に
存
在
し
て
い
た
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
あ
っ
て
、
エ

リ
ザ
ベ
ス
の
女
性
性
は
各
種
の
障
害
を
も
た
ら
し
た
が
、
同
時
に

寵
臣
た
ち
は
こ
れ
を
統
治
に
活
用
し
よ
う
と
も
し
た
。
こ
う
し
た

状
況
で
生
み
出
さ
れ
た
多
様
な
表
象
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
著
者

は
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
性
別
が
そ
の
統
治
手
法
一
般
、
な
ら
び
に
表
象

の
使
用
方
法
に
与
え
た
甚
大
な
影
響
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
例

え
ば
第
一
五
章
で
は
、
晩
年
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
が
自
ら
の
肖
像
画
を

描
か
せ
る
際
に
、
遠
近
法
や
明
暗
方
を
用
い
た
盛
期
ル
ネ
ッ
サ
ン

ス
様
式
を
好
ま
ず
、
神
秘
的
な
処
女
性
を
喚
起
さ
せ
る
よ
う
な
、

影
の
な
い
理
想
化
さ
れ
た
様
式
を
好
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
「
処
女
王
エ
リ
ザ
ベ
ス
」
と
い
う
表
象
を
女
王
自
身
や
廷
臣
た

ち
が
「
便
利
な
政
治
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」（p.204

）
と
見
な
し
、

実
際
の
女
王
の
身
体
に
老
い
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
も
、
こ
の

表
象
の
有
用
性
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
証
左
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

女
性
君
主
で
あ
る
こ
と
は
、
正
の
側
面
も
負
の
側
面
も
併
せ
持
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

二
つ
め
の
テ
ー
マ
は
同
時
代
に
お
け
る
表
象
の
重
要
性
と
そ
の

多
義
的
性
格
で
あ
る
。
本
書
を
通
読
す
れ
ば
、
同
時
代
の
政
治
、

宗
教
、
外
交
な
ど
様
々
な
場
面
で
表
象
が
果
た
し
て
い
た
役
割
が

い
か
に
大
き
か
っ
た
か
が
容
易
に
看
取
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
重

要
性
は
、
様
々
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
表
象
の
多
義
性
に

よ
っ
て
増
幅
さ
れ
て
い
た
。
本
書
で
も
多
用
さ
れ
て
い
る
「
横

領
」
と
い
う
概
念
は
、
ア
ナ
ー
ル
派
第
四
世
代
の
旗
手
で
あ
る
ロ

ジ
ェ
・
シ
ャ
ル
チ
エ
ら
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
松

書

評
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浦
義
弘
訳
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
文
化
的
起
源
』
岩
波
書
店
、
一
九

九
四
年
、
長
谷
川
輝
男
、
宮
下
志
朗
共
訳
『
読
者
と
読
書
』
み
す

ず
書
房
、
一
九
九
四
年
）。
シ
ャ
ル
チ
エ
は
近
世
フ
ラ
ン
ス
の
印

刷
文
化
研
究
の
中
で
、
テ
ク
ス
ト
の
生
産
者
が
何
ら
か
の
意
図
に

も
と
づ
い
て
創
出
し
た
表
象
が
、
受
容
さ
れ
る
際
に
生
産
者
の
本

来
の
意
図
と
は
関
わ
り
な
く
解
釈
さ
れ
、
変
容
さ
れ
た
形
で
解
読

さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
書
は
ル
ネ

サ
ン
ス
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
同
様
の
過
程
を
見
出
し
て

い
る
。
第
七
章
で
は
治
世
中
期
ま
で
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
「
処

女
王
エ
リ
ザ
ベ
ス
」
の
表
象
が
、
実
際
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
や
古
典

古
代
の
表
象
を
横
領
し
総
合
し
た
も
の
で
あ
っ
た
点
が
指
摘
さ
れ

る
が
、
そ
れ
は
当
然
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
か
ら
の
批
判
の
対
象
と
も

な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
様
々
な
種
類
の
表
象
が
物
理
的
に
も

象
徴
的
に
も
多
様
に
横
領
さ
れ
て
お
り
、
一
義
的
な
解
釈
を
下
す

困
難
性
が
説
述
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
お
よ
び
表
象
と
い
う
視

座
を
中
心
と
し
て
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
研
究
に

新
た
な
光
を
投
げ
か
け
て
い
る
が
、
他
方
で
大
き
な
問
題
点
も
存

在
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
評
者
の
気
付
い
た
限
り
で
四
点
ほ
ど
指

摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
著
者
は
本
書
が
「
全
領
域
の
近
世
研
究
者
た
ち
が
、

放
逸
的
で
は
な
く
て
啓
蒙
的
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
な
研
究
で
あ

る
と
願
い
た
い
」（p.8

）
と
述
べ
て
い
る
が
、
歴
史
学
的
に
見

た
場
合
、
特
に
新
た
な
知
見
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が

た
い
。
著
者
が
立
論
を
行
う
上
で
参
照
し
て
い
る
議
論
は
、
す
で

に
評
価
の
確
定
し
て
い
る
研
究
者
の
著
作
を
参
照
し
た
も
の
で
あ

る
。
著
者
は
「
伝
記
的
、
文
学
的
研
究
領
域
に
お
け
る
エ
リ
ザ
ベ

ス
女
王
に
関
す
る
最
近
の
著
作
の
大
部
分
は
英
雄
的
な
叙
述
に
専

心
し
て
き
た
」
と
し
、
本
書
で
焦
点
が
お
か
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら

と
は
一
線
を
画
す
「
複
雑
か
つ
多
様
で
、
相
互
に
矛
盾
し
対
立
的

で
あ
る
よ
う
な
」
言
説
の
形
成
お
よ
び
受
容
過
程
で
あ
る
と
し
て

い
る
（p.2

）。
し
か
し
こ
う
し
た
英
雄
史
観
に
対
す
る
異
議
申

し
立
て
は
、
Ｔ
・
Ｓ
・
フ
リ
ー
マ
ン
や
Ｊ
・
キ
ン
グ
の
研
究
を
は

じ
め
と
し
て
歴
史
学
で
は
既
に
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
、
新
た
な

問
題
設
定
の
対
象
に
な
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
著
者
が
大
き

な
関
心
を
払
っ
て
い
る
宗
教
の
問
題
に
し
て
も
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
即

位
時
の
一
五
五
九
年
に
お
け
る
国
教
会
体
制
再
編
の
過
程
で
、
女

王
と
寵
臣
た
ち
と
の
間
に
意
見
の
相
違
が
存
在
し
、
そ
れ
が
そ
の

後
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
統
治
体
制
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う

主
張
は
、
Ｐ
・
コ
リ
ン
ソ
ン
や
Ｊ
・
ガ
イ
ら
に
よ
っ
て
か
な
り
以

前
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
う
い
っ
た

史
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問
題
設
定
の
隔
た
り
は
、
文
学
と
歴
史
学
の
間
に
存
在
す
る
対
象

へ
の
認
識
の
差
違
に
起
因
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

上
記
の
点
と
も
関
連
す
る
が
、
二
点
目
と
し
て
方
法
論
上
の
問

題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
著
者
が
本
書
の
中
で
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、
表
象
は
常
に
多
義
的
性
格
を
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
史
料
批
判
を
行
わ
ず
恣
意
的
に
選
択
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
図
像
や
詩
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
多
様
な
媒
体

に
現
れ
た
表
象
を
既
存
の
議
論
を
軸
と
し
て
解
釈
し
て
ゆ
く
と
い

う
著
者
の
手
法
で
は
、
そ
う
し
た
議
論
の
枠
組
み
に
収
ま
ら
な
い

解
釈
は
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
が
生
じ

る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
確
か
に
著
者
は
最
初
か
ら
実
証
を
旨
と

す
る
歴
史
学
的
な
手
法
を
放
棄
し
、
各
領
域
を
横
断
す
る
よ
う
に

し
て
「
文
化
的
雰
囲
気
」（p.247

）
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
「
文
化
的
雰
囲

気
」
が
ど
の
程
度
の
客
観
性
を
有
し
、
ま
た
こ
れ
ま
で
の
議
論
と

の
差
異
が
ど
の
点
に
あ
る
の
か
は
、
本
書
で
は
最
後
ま
で
不
明
瞭

な
ま
ま
で
あ
る
。

次
に
各
媒
体
の
製
作
者
と
受
容
者
と
の
関
係
が
あ
る
。
著
者
は

一
貫
し
て
表
象
の
受
容
の
さ
れ
方
に
力
点
を
置
い
て
お
り
、
そ
れ

が
生
み
出
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て
の
論
及
は
限
定
的
で
あ
る
。
し

か
し
絵
画
や
文
章
な
ど
は
、
本
来
製
作
者
が
受
け
手
に
何
ら
か
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
達
す
る
た
め
に
生
産
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
製
作
者
の
意
図
が
そ
の
ま
ま
受
容
者
に
理
解
さ
れ
な
い
際
に

生
じ
る
の
が
、
表
象
の
横
領
と
い
う
現
象
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
生
産
の
場
と
受
容
の
場
と
の
間
で
起
き
る
表
象
の
変

容
に
も
目
を
向
け
、
製
作
者
の
意
図
に
つ
い
て
も
よ
り
踏
み
込
ん

だ
分
析
を
行
い
、
そ
れ
と
表
象
受
容
の
あ
り
方
と
の
関
係
が
問
わ

れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
具
体
的
に
は
、
画
家
を
始

め
と
し
た
各
媒
体
の
生
産
者
と
パ
ト
ロ
ン
と
の
関
係
、
ま
た
生
産

者
の
経
歴
や
彼
ら
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
な
ど
に
つ
い
て
の
言
及

が
、
よ
り
詳
細
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
表
象
の
受
容
範
囲
に
つ
い
て
の
問
題
が
あ
る
。
著
者
が

分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
図
像
や
テ
ク
ス
ト
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教

徒
に
よ
る
出
版
物
な
ど
を
除
け
ば
、
大
部
分
が
宮
廷
サ
ー
ク
ル
の

内
側
で
受
容
な
い
し
消
費
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
史
料
上
の
制
約

が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
表
象
研
究
と
し
て
は
対
象
範
囲
が

や
や
狭
小
に
過
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る
。
冒
頭
に
述
べ
た
用
語
に
従
え

ば
、「
実
践
」
領
域
に
お
け
る
視
点
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
え
る
。

統
治
に
お
け
る
表
象
の
重
要
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の

影
響
範
囲
を
こ
う
し
た
狭
い
領
域
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
少

な
く
と
も
同
時
代
の
地
方
統
治
を
担
っ
て
い
た
ジ
ェ
ン
ト
リ
階
層

に
ま
で
拡
大
し
て
、
こ
う
し
た
人
々
が
各
種
媒
体
の
表
象
を
ど
の

書
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よ
う
に
受
容
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
目
を
配
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
六
世
紀
後
半
に
ジ
ェ
ン
ト
リ

の
教
育
水
準
が
飛
躍
的
に
向
上
し
て
い
っ
た
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、

彼
ら
に
対
す
る
表
象
の
持
つ
影
響
力
は
既
に
か
な
り
増
大
し
て
い

た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
書
の
意
義
と
問
題
点
を
評
者
な
り
に
整
理
し
て
み
た
。

全
体
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
従
来
歴
史
学
の
範
疇
で

あ
っ
た
研
究
対
象
に
対
し
て
、
本
書
の
よ
う
な
学
際
的
手
法
に
よ

る
分
析
が
一
定
の
有
効
性
を
有
し
て
い
る
と
同
時
に
、
必
然
的
な

限
界
も
伴
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
だ
が
上
述
し
た
よ
う
な

問
題
全
般
を
方
法
論
の
相
違
に
帰
す
る
だ
け
で
は
、
文
化
史
研
究

の
進
展
は
望
め
な
い
。
昨
今
盛
ん
に
文
学
の
側
か
ら
投
げ
か
け
ら

れ
て
い
る
問
題
提
起
に
対
し
て
、
歴
史
学
と
し
て
ど
の
よ
う
な
回

答
を
提
示
で
き
る
の
か
、
改
め
て
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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