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は
じ
め
に

〈
出
来
た
作
品 u

n
e œ

u
vre faite

〉
は
、必
ず
し
も
〈
完
成
し
た fin

ie

〉
わ
け

で
は
な
か
っ
た
し
、〈
完
成
し
た
作
品
〔
＝
仕
上
げ
ら
れ
た
作
品
〕 un

e œ
u

vre 

fin
ie

〉
は
必
ず
し
も
〈
出
来
た faite
〉
も
の
で
は
な
か
っ
た
。（P

M
, 77-78, 

S
ign

es, 64

）

こ
の
印
象
的
な
一
文
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
、「
間
接
的
言
語
」
及
び
「
間
接

的
言
語
と
沈
黙
の
声
」
で
、マ
ル
ロ
ー
の
著
作
か
ら
引
用
し
た
文
章
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
れ
は
マ
ル
ロ
ー
自
身
の
も
の
で
は
な
く
、
彼
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら
引
用
し
た
文

章
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
文
章
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
書
き
記
し
、
そ
の
後
マ
ル

ロ
ー
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
と
い
う
来
歴
を
持
っ
て
い
る
。

そ
の
来
歴
を
た
ど
る
間
に
、〈
出
来
た fait

〉
と
〈
仕
上
げ
ら
れ
た fin

i

〉
の
対
比
は
、

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
持
た
せ
て
い
た
以
上
の
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

本
稿
は
こ
の
含
蓄
深
い
一
文
の
持
っ
て
い
る
意
味
の
襞
を
開
い
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
に
よ
る
絵
画
の
歴
史
に
関
す
る
考
察
を
取
り
出
し
、
そ
し
て
そ
こ
に
彼
の
哲

学
の
特
徴
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、（
一
）
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
〈
出
来

た
〉
と
〈
仕
上
げ
ら
れ
た
〉
の
区
別
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
た
せ
て
い
た
か
、（
二
）

マ
ル
ロ
ー
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
付
け
加
え
た
か
、（
三
）
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
マ

ル
ロ
ー
を
い
か
に
解
釈
し
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
こ
の
一
文
に
込
め
た
か
、
順
に
検

討
し
て
い
き
た
い
。

一
． 

ボ
ー
ド
レ
ー
ル

―
『
一
八
四
五
年
の
サ
ロ
ン
』

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、王
立
美
術
館
（
ル
ー
ブ
ル
）
で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
（
一
八
四
五

年
三
月
一
五
日
）
の
公
衆
が
、
コ
ロ
ー
の
『
ホ
メ
ロ
ス
と
牧
人
た
ち②
』
を
不
器
用
だ
と

評
価
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
。

お
め
で
た
い
連
中
だ
！ 

彼
等
は
…
…
〈
出・

・

・
来
た
作
品 m

orceau
 fa

it

〉
と

〈
仕・

・

・

・

・

・

上
げ
ら
れ
た
作
品 m

orceau
 fin

i

〉と
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
い

う
こ
と

―
一
般
に
〈
出・

・

・
来
た
〉
も
の
は
〈
仕・

・

・

・

・

・

上
げ
ら
れ
た
〉
も
の
で
は
な
く
、

き
わ
め
て
〈
仕・

・

・

・

・

・

上
げ
ら
れ
た
〉
作
品
が
全
く
〈
出・

・

・

・

・

・

来
上
が
っ
て
〉
い
な
い
こ
と

が
あ
り
う
る
こ
と

―
才
気
に
富
み
、
重
要
で
、
う
ま
く
置
か
れ
た
タ
ッ
チ
の

価
値
は
途
方
も
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
等
々
…
…
を
知
ら
な
い③
。

こ
れ
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
初
美
術
批
評
『
一
八
四
五
年
の
サ
ロ
ン
』
に
見
ら
れ

る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
か
ら
我
々
は
、
後
に
サ
ロ
ン
の
審
査
員
に
も
な
っ
た
コ

ロ
ー
で
さ
え
公
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ

出
来
た
作
品
と
完
成
し
た
作
品

―
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
マ
ル
ロ
ー
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ①

― 

佐　

藤　

勇　

一
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と
が
で
き
る
。
官
展
に
集
め
ら
れ
る
よ
う
な
「
光
り
輝
き
、こ
ざ
っ
ぱ
り
し
て
い
て
、

巧
妙
に
磨・

・

・

・

・

・

・

き
上
げ
ら
れ
た
作
品
」（O

C
, 218

）
に
慣
れ
た
鑑
賞
者
の
眼
に
は
、コ
ロ
ー

の
絵
は
製
作
技
術
の
劣
っ
た
も
の
に
見
え
た
。
細
密
な
人
物
描
写
、
明
確
な
構
図
、

色
調
の
調
和
を
滑
ら
か
な
画
面
上
に
巧
み
に
表
現
し
た
絵
を
「〈
仕・

・

・

・

・

・

上
げ
ら
れ
た
〉
作

品 m
orceau

 fin
i

」
と
す
る
と
、
タ
ッ
チ
を
見
て
と
れ
る
コ
ロ
ー
の
絵
は
仕
上
げ
ら

れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

こ
の
よ
う
な
評
価
に
対
し
て
、ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
憤
る
。「
コ
ロ
ー
氏
の
美
点
を
な

す
の
が
、
素
朴
さ
と
独
創
性
で
あ
る
」（O

C
, 218

）
の
に
、
巧
み
さ
の
み
を
評
価
基
準

と
す
る
視
野
の
狭
い
「
半
可
通
た
ち les dem

i-savan
ts

」（O
C

, 218

）
は
そ
れ
を
理

解
で
き
て
い
な
い④
。
コ
ロ
ー
の
タ
ッ
チ
に
見
ら
れ
る
才
気
は
、
過
去
の
巨
匠
た
ち
に

匹
敵
す
る
。『
ホ
メ
ロ
ス
と
牧
人
た
ち
』
は
よ
く
製
作
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は

「〈
出・

・

・
来
た
〉
作
品 m

orceau
 fait

」
な
の
だ
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
サ
ロ
ン
審
査
員
た
ち
に
評
価
の
高
い
「
仕
上
げ
」
に
反
旗
を

翻
し
、
コ
ロ
ー
の
素
朴
さ
を
擁
護
す
る
た
め
に
、〈
仕
上
げ
ら
れ
た fin

i

〉
と
〈
出
来

た fait

〉
を
区
別
す
る
。
こ
の
区
別
が
指
し
示
し
て
い
る
の
は
、
絵
画
の
古
典
的
な

評
価
基
準
と
、
現
代
絵
画
の
源
泉
に
位
置
づ
け
う
る
コ
ロ
ー
の
表
現
と
の
間
の
齟
齬

で
あ
る
。
そ
こ
に
現
代
絵
画
の
始
ま
り
を
感
じ
取
っ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、

「
新・

・
・
・
・
・
・

た
な
る
も
の
の
到
来
を
祝
う
」（O

C
, 224

）
よ
う
人
々
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

二
． 

マ
ル
ロ
ー

―
『
空
想
的
美
術
館
』

二
．
一
． 「
変
貌
の
対
照
」 

『
一
八
四
五
年
の
サ
ロ
ン
』
か
ら
一
世
紀
程
経
っ
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
区
別
は
、

マ
ル
ロ
ー
の
『
空
想
的
美
術
館
』
に
再
登
場
す
る⑤
。
空
想
的
美
術
館
と
は
美
術
品
の

複
製
写
真
集
の
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ロ
ー
に
と
っ
て
カ
タ
ロ
グ
や
画
集
は
新
た
な
美

術
館
で
あ
り
、
現
実
の
美
術
館
が
も
っ
て
い
た
限
界
を
補
い
、
そ
の
機
能
を
徹
底
す

る
も
の
で
あ
る
。

一
九
世
紀
初
頭
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
登
場
し
た
美
術
館
は
、
作
品
と
鑑
賞
者
の
関
係

を
一
変
さ
せ
た
。
従
来
で
は
ゴ
シ
ッ
ク
彫
刻
は
教
会
に
、
レ
リ
ー
フ
は
宝
石
箱
に
と

い
う
よ
う
に
、
造
形
作
品
は
現
実
の
文
脈
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
美

術
館
で
は
、
造
形
作
品
は
特
定
の
場
所
や
宗
教
的
・
装
飾
的
機
能
か
ら
切
り
離
さ
れ
、

或
る
種
の
等
質
な
空
間
で
鑑
賞
す
べ
き
〈
芸
術
作
品
に
変
貌
〉
す
る
。

し
か
も
、
美
術
館
の
機
能
は
、
た
ん
に
作
品
を
作
品
と
し
て
見
る
態
度
を
我
々
に

形
成
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
美
術
館
は
、
例
え
ば
ア
ン
グ
ル
と
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の

よ
う
に
敵
対
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
作
品
同
士
を
付
き
合
わ
せ
、
そ
れ
ら
に

同
時
代
性
を
認
め
た
り
、
新
た
な
芸
術
的
意
義
を
与
え
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
な
美

術
館
の
機
能
を
、
マ
ル
ロ
ー
は
「
変
貌
の
対
照 u

n
e con

fron
tation

 d
e 

m
étam

orph
oses

」（V
S, 10

）
と
呼
ぶ
。

し
か
し
、現
実
の
美
術
館
に
よ
る
「
変
貌
の
対
照
」
に
は
幾
つ
か
の
限
界
が
あ
る
。

第
一
に
、
美
術
館
に
移
動
可
能
で
な
け
れ
ば
、
収
集
、
貸
借
、
展
示
が
で
き
な
い
。

「
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
勝
利
を
も
っ
て
し
て
も
、シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
を
ル
ー
ブ
ル
に
持

ち
込
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」（V

S, 11

）。
第
二
は
、所
蔵
さ
れ
て
い
る

作
品
数
の
限
界
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
ル
ー
ブ
ル
に
足
し
げ
く
通
っ

た
が
、「
エ
ル
・
グ
レ
コ
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
、
マ
ザ
ッ
チ
オ
や
ピ
エ
ロ
・
デ
ラ
・
フ

ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
、
グ
リ
ュ
ー
ネ
ヴ
ァ
ル
ト
や
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
、
ハ
ル
ス
の
代
表
作

を
見
た
こ
と
が
な
い
」（V

S., 11

）。
第
三
に
、
一
九
世
紀
に
は
「
美
術
の
旅 voyage 

d'art
」（V

S, 11

）
が
こ
う
し
た
不
足
を
補
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
も
限
界
が

あ
る
。
事
実
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
イ
タ
リ
ア
を
訪
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。

写
真
の
登
場
は
、
現
実
の
美
術
館
の
限
界
を
克
服
で
き
る
と
い
う
点
で
画
期
的
な

も
の
で
あ
っ
た
。
建
築
物
の
全
体
で
あ
れ
、
そ
の
一
部
で
あ
れ
、
写
真
に
収
め
る
こ

と
が
で
き
る
し
、
他
の
収
蔵
館
の
作
品
で
あ
っ
て
も
同
じ
画
集
に
収
め
う
る
。
写
真



二
五
二

1106

の
お
か
げ
で
、
我
々
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
よ
り
も
多
く
の
傑
作
と
出
会
い
、
旅
を
せ
ず

と
も
そ
れ
ら
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
空
想
的
美
術
館
と
は
、
お
そ
ら
く
一
九

世
紀
人
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
は
想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
、「
変
貌
の
対
照
」
と
い
う
機

能
を
理
想
的
に
高
め
た
美
術
館
だ
と
言
え
る
。
マ
ル
ロ
ー
は
、
こ
の
空
想
的
美
術
館

に
お
け
る
変
貌
の
対
照
に
よ
っ
て
、
一
九
世
紀
の
美
術
館
が
無
視
し
た
作
品
を
再
評

価
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
際
に
あ
の
〈
仕
上
げ
ら
れ
た fin

i

〉
と
〈
出
来
た fait

〉
の

区
別
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二
．
二
．  

ス
キ
ラ
版

―
「
架
空
の
絵
画
の
精
神
」
に
よ
る
退
行

芸
術
の
復
活

〈
出
来
た
作
品  u

n
e œ

u
vre faite

〉
は
、
必
ず
し
も
〈
完
成
し
た
〉
わ
け
で
は

な
か
っ
た
し
、〈
完
成
し
た
作
品〔
＝
仕
上
げ
ら
れ
た
作
品
〕 un

e œ
u

vre fin
ie

〉

は
必
ず
し
も
〈
出
来
た
〉
も
の
で
は
な
か
っ
た⑥
。 

『
芸
術
の
心
理
学
』
第
一
部
（
第
一
分
冊
）
と
し
て
出
版
さ
れ
た
ス
キ
ラ
版
『
空
想

的
美
術
館
』（
一
九
四
七
年
）
で
は
、
こ
の
よ
う
に
件
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
言
葉
が
と

り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。マ
ル
ロ
ー
に
よ
れ
ば
、す
で
に
宗
教
か
ら
自
立
し
て
い
た
一
六

―
一
九
世
紀
ま
で
の
西
洋
絵
画
は
、
現
実
に
価
値
が
あ
る
と
さ
れ
た
も
の
の
「
再
現 

rep
résen

tation
 

」
を
目
指
し
て
お
り
、
そ
の
主
流
は
「
イ
タ
リ
ア
趣
味 

l'italian
ism

e 

」（P
A

, 19

）
の
肖
像
画
や
歴
史
画
で
あ
っ
た
。
画
家
た
ち
は
遠
近
法

な
ど
の
技
法
を
駆
使
し
、
イ
タ
リ
ア
的
な
「
傑
作 ch

ef-d'œ
u

vre

」（P
A

, 19

）
と
並

べ
て
も
見
劣
り
の
し
な
い
「
仕
上
げ
ら
れ
た
＝
完
成
し
た fin

i ⑦
」
作
品
を
数
多
く
残

し
た
。
そ
し
て
、
一
九
世
紀
の
美
術
館
は
、
そ
の
よ
う
に
磨
き
上
げ
ら
れ
た
作
品
の

対
照
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

空
想
的
美
術
館
は
、
量
的
に
広
大
で
あ
り
、
数
多
の
〈
完
成
し
た
作
品
〉
を
対
照

し
た
け
れ
ば
、
そ
こ
で
は
今
ま
で
に
な
い
ほ
ど
の
量
を
対
照
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
マ
ル
ロ
ー
の
見
立
て
で
は
、
写
真
集
の
美
術
館
は
現
実
の
美
術
館
の
補
助
役

に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
美
術
館
や
美
術
史
を
〈
完
成
〉
と
い
う
束
縛

か
ら
解
放
す
る
点
に
こ
そ
、
そ
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

原
始
エ
ジ
プ
ト
芸
術
、
ア
ッ
シ
リ
ア
芸
術
は
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
芸
術
と
同
様
に
、

ま
た
コ
ロ
ー
の
場
合
と
同
様
に
、〈
仕
上
げ
〔
＝
完
成
〕 fin

i

〉
を
拒
否
し
た
。
こ

の
拒
否
は

―
エ
ジ
プ
ト
芸
術
に
と
っ
て
は
と
り
わ
け

―
稚
拙
や
未
完
成
と

い
っ
た
こ
と
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
。（P

A
, 63

）

写
真
は
対
象
を
た
ん
に
写
し
と
っ
た
も
の
で
は
な
く
、カ
ラ
ー
や
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
、

拡
大
や
縮
小
等
の
編
集
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
そ
う
し
た
操
作

を
通
じ
て
、
我
々
は
例
え
ば
巨
匠
の
作
品
の
細
部
と
、
稚
拙
だ
と
さ
れ
た
細
密
画
の

拡
大
図
の
間
に
、〈
ス
テ
ィ
ル
の
類
似
点
〉
を
発
見
す
る
こ
と
す
ら
で
き
る
。
空
想
的

美
術
館
で
は
、
巧
拙
・
大
小
・
年
代
・
地
域
の
異
な
る
諸
作
品
が
「
歴
史
の
地
下
奔

流 u
n

 torren
t sou

terrain
 d'h

istoire

」（P
A

, 52

）
に
よ
っ
て
同
じ
流
れ
に
引
き

込
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
ま
る
で
、「
架
空
の
絵
画
精
神 u

n
 im

agin
aire esprit de 

l'art

」（P
A

, 52

）
に
そ
う
望
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
様
々
な
作
品
が
新
た
な
傑

作
へ
と
奇
跡
的
に
変
貌
す
る
。
こ
う
し
て
、ギ
リ
シ
ャ
か
ら
の
「
退
行 régression

」

と
さ
れ
た
ロ
マ
ネ
ス
ク
や
、「
稚
拙 m

aladresse

」
と
さ
れ
た
世
界
各
地
の
作
品
が
、

「
出
来
た
作
品 œ

u
vre faite

」
と
し
て
空
想
的
美
術
館
で
復
活
を
遂
げ
る
。

二
．
三
．  

ガ
リ
マ
ー
ル
版

―
再
現
か
ら
創
造
へ
、
現
代
絵
画
に

お
け
る
天
才
的
個
人
の
栄
光

し
か
し
、〈
完
成 fin

i

〉
を
拒
否
し
た
作
品
は
、な
に
も
退
行
芸
術
だ
け
で
は
な
い
。

か
つ
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
し
た
よ
う
に
、現
代
絵
画
も〈
出
来
た
作
品 œ

u
vre faite

〉

の
列
に
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
一
九
五
一
年
に
ス
キ
ラ
版
に
加
筆
修
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正
を
施
し
、
同
じ
く
『
空
想
的
美
術
館
』
と
題
し
て
ガ
リ
マ
ー
ル
社
か
ら
出
版
さ
れ

た
版
（『
沈
黙
の
声
』
の
第
一
部
、
第
一
分
冊
）
で
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
言
葉
は
、
マ

ネ
の
絵
画
を
評
価
す
る
目
的
で
引
用
さ
れ
て
い
る
（V

S, 48

）。

マ
ル
ロ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
八
六
三
年
に
物
議
を
醸
し
た
『
オ
ラ
ン
ピ
ア
』
の
出
現

は
、〈
再
現
の
芸
術
か
ら
個
人
の
創
造
へ
〉
と
い
う
変
化
を
意
味
し
て
い
る
。「
マ
ネ

は
肌
を
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
だ
っ
て
描
け
な
い
」（V

S, 48

）。
こ
う
評
し
た
者
は
、マ

ネ
が
タ
ブ
ロ
ー
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
マ
ネ
は
も
は
や
肌

を
写
そ
う
と
は
し
て
い
な
い
の
だ
。
マ
ネ
の
天
才
は
、
対
象
に
屈
服
す
る
「
再
現 

représen
tation

」
の
芸
術
観
を
脱
し
、
対
象
を
併
合
す
る
〈
独
創
的
な
ス
テ
ィ
ル
〉

を
創
造
し
た
点
に
こ
そ
あ
る
。
も
は
や
『
オ
ラ
ン
ピ
ア
』
の
モ
デ
ル
が
誰
で
あ
ろ
う

と
、
そ
れ
が
マ
ネ
の
作
品
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

詩
の
世
界
で
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
、
絵
画
の
世
界
で
は
マ
ネ
が
、
古
典
的
な
伝
統

か
ら
の
脱
却
を
果
た
し
た
と
み
な
す
マ
ル
ロ
ー
に
と
っ
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
語
っ

た
〈
出
来
た fait

〉
と
〈
完
成
し
た  fin

i

〉
の
区
別
は
、
イ
タ
リ
ア
的
な
傑
作
か
ら

の
離
反
と
い
う
、
マ
ネ
以
降
の
絵
画
史
の
変
化
を
あ
ら
わ
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

で
あ
っ
た
。
マ
ネ
以
降
、
画
家
た
ち
は
ま
す
ま
す
イ
タ
リ
ア
的
な
傑
作
、
す
な
わ
ち
、

〈
完
成
し
た
作
品
〉
を
目
指
す
伝
統
か
ら
離
れ
て
い
く
。
古
典
期
の
画
家
に
と
っ
て
、

〈
傑
作
〉
の
た
め
の
習
作
と
し
て
、自
分
の
手
元
に
置
い
て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た

デ
ッ
サ
ン
は
、
現
代
の
画
家
に
と
っ
て
は
手
放
す
こ
と
の
で
き
る
〈
出
来
た
作
品
〉

と
な
っ
た
。
デ
ッ
サ
ン
の
価
値
は
再
現
能
力
で
は
な
く
、〈
天
才
的
個
人
の
創
造
性
〉

や
〈
独
創
的
な
ス
テ
ィ
ル
〉
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
言
葉
を
用
い
て
、
ス
キ
ラ
版
の
『
空
想
的
美

術
館
』
で
は
〈
架
空
の
絵
画
の
精
神
に
よ
る
退
行
芸
術
の
復
活
〉
が
、
ガ
リ
マ
ー
ル

版
の
そ
れ
で
は
〈
現
代
絵
画
に
お
け
る
天
才
的
個
人
の
栄
光
〉
が
論
じ
ら
れ
た
。
マ

ル
ロ
ー
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
同
じ
く
〈
仕
上
げ
＝
完
成
〉
の
欠
如
な
い
し
拒
否
を
示

す
芸
術
を
擁
護
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
芸
術
の
歴
史
的
意
義
は
空
想
的
美
術
館
の
構
想

と
の
関
連
で
考
察
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
マ
ル
ロ
ー
の
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

三
．  

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

―
「
間
接
的
言
語
」、「
間
接
的
言
語

と
沈
黙
の
声
」

三
．
一
． 

完
成
の
拒
否

―
現
代
思
想
と
現
代
絵
画
の
課
題 

一
九
五
二
年
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
『
現
代
』
誌
上
に
「
間
接
的
言
語
と
沈
黙

の
声
」
を
公
表
し
た
。
こ
れ
は
一
九
五
〇
年
代
に
彼
が
構
想
し
て
い
た
『
世
界
の
散

文
』
と
題
す
る
著
作
の
草
稿
、「
間
接
的
言
語
」
に
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ

る⑧
。
こ
れ
ら
の
原
稿
の
中
で
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
ス
キ
ラ
版
か
ら
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
の
言
葉
を
引
用
し
、「
現
代
思
想
と
現
代
芸
術
の
偉
大
さ
の
一
つ
は
、
立
派
な
作
品 

l'œ
u

vre valu
able 

と
完
成
し
た
作
品l'œ

u
vre fin

ie 

を
結
び
付
け
て
い
た
偽
り

の
絆
を
断
ち
切
っ
た
こ
と
で
あ
る
」（P

M
, 78-79

）
と
記
し
て
い
る
。

『
知
覚
の
現
象
学
』（
一
九
四
五
年
）
で
す
で
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
現
象
学

と
プ
ル
ー
ス
ト
や
セ
ザ
ン
ヌ
等
の
仕
事
が
「
世
界
や
歴
史
の
意
味
を
生
ま
れ
出
づ
る

状
態
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
同
じ
意
志
」（P

P, X
V

I

）
を
持
つ
と
述
べ
て
い
た
。

そ
の
彼
に
と
っ
て
、『
空
想
的
美
術
館
』
と
い
う
著
作
は
〈
現
代
哲
学
と
現
代
絵
画
の

努
力
が
合
流
す
る
地
点
〉を
考
察
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
（
作
家
、
言
語
）
と
マ
ネ
（
画
家
、
絵
画
）
の
よ
う
に
、
互
い
に
関
連
の

な
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
者
た
ち
を
比
較
す
る
こ
と
や
、
ア
ン
グ
ル
と
ド
ラ
ク
ロ
ワ

の
よ
う
に
、
互
い
に
敵
対
し
あ
う
者
た
ち
を
収
斂
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
領
域

が
考
察
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、マ
ル
ロ
ー

の
空
想
的
美
術
館
と
い
う
構
想
の
下
に
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
一
九
五
〇
年

代
の
マ
ル
ロ
ー
論
で
は
、
美
術
館
に
対
す
る
否
定
的
見
解
の
方
が
目
に
つ
く
。
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美
術
館
は
我
々
に
盗
賊
め
い
た
意
識 u

n
e con

scien
ce de voleu

rs 

を
与
え

る
。
や
は
り
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
日
曜
日
の
散
策
者
た
ち
や
月
曜
日
の
「
知

識
人
た
ち
」
の
た
め
に
、
こ
ん
な
陰
気
く
さ
い
壁
の
あ
い
だ
で
〈
生・

・

・

・

・

を
終
え
る 

fin
ir

〉
た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
考
え
に
時
折
襲
わ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。（S

ign
es, 78, C

f., P
M

,102

）

こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、
美
術
館
の
現
状
や
美
術
館
の
存
在
自
体
で
は
な

い
。
マ
ル
ロ
ー
の
空
想
的
美
術
館
と
い
う
構
想
が
「
現
代
思
想
と
現
代
芸
術
の
偉
大

さ
の
一
つ
」
で
あ
る
「
完
成
の
不
在
・
拒
否 l

’absen
ce 

│ le refu
s 

│ du
 fin

i

」

（P
A

, 63, V
S, 48

）
を
最
後
ま
で
辿
り
き
っ
て
お
ら
ず
、我
々
に
「
盗
賊
め
い
た
意
識
」

を
与
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
批
判
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る⑨
。
で
は
、

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
現
代
思
想
と
現
代
芸
術
に
よ
る
〈
完
成
の
拒
否
〉
を
ど
う

考
え
る
の
か
（
三
．
二
．）。
何
故
、
マ
ル
ロ
ー
の
空
想
的
美
術
館
は
〈
完
成
の
拒
否
〉

を
貫
徹
で
き
な
い
の
か
（
三
．
三
．）。「
完
成
し
た
作
品
」
と
区
別
さ
れ
る
「
立
派
な

作
品
」、つ
ま
り
、〈
出
来
た
作
品
〉
は
、ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
の
か
（
三
．
四
．）。

以
下
、
件
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
二
つ
の
作
品
の
区
別
に
注
目
し
つ
つ
見
て
い
く
こ
と

に
し
よ
う
。

三
．
二
．
完
成
し
た
作
品

―
回
顧
的
錯
覚 

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、「
完
成
の
拒
否
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
、『
空
想
的
美
術

館
』
の
第
二
、三
章
か
ら
、絵
画
史
の
時
期
区
分
を
取
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て

い
る
。「
聖
な
る
も
の
の
時
代 l'âge d

u
 sacré

」、「
古
典
主
義
時
代 u

n
 âge 

classiqu
e

」、「
現
代
絵
画 la pein

tu
re m

odern
e

」、
こ
の
三
つ
の
時
代
の
内
、
マ

ル
ロ
ー
は
古
典
主
義
の
イ
タ
リ
ア
趣
味
の
み
を〈
完
成
し
た
作
品  œ

u
vre fin

ie

〉の

芸
術
観
と
見
な
し
て
い
た
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
そ
れ
に
加
え
て
、
聖
な
る
も
の

の
時
代
の
芸
術
観
も
〈
完
成
し
た
作
品
〉
だ
と
見
な
し
、
そ
れ
ら
を
批
判
し
て
い
る

（P
M

, 68, S
ign

es, 59

）。
何
故
、
最
初
の
二
つ
の
時
代
は
〈
完
成
〉
の
芸
術
観
と
さ
れ

る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、ど
ち
ら
の
時
代
も
〈
創
作
以
前
に
完
成
し
た
作
品
〉
を
想
定
し
て
し
ま
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
聖
な
る
も
の
の
時
代
で
は
、
絵
画
は
聖
な
る
も
の
を
讃
え
る

た
め
に
、「
神
の
設
定 in

stitu
tion

s divin
es

」（P
M

, 68

）
を
再
現
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
画
家
た
ち
は
自
ら
の
行
為
や
歴
史
に
無
自
覚
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
古
典

主
義
時
代
で
は
、「
幾
何
学
的
遠
近
法
」（P

M
,75

）
な
ど
の
技
法
が
駆
使
さ
れ
、「
傑

作
」
を
目
指
す
画
家
た
ち
の
自
覚
的
な
歴
史
が
強
調
さ
れ
る
（P

M
, 69 - 70

）。
こ
の

よ
う
に
、
二
つ
の
時
代
は
製
作
の
意
図
や
技
術
の
面
で
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、前
者
で
は
、絵
画
は
画
家
た
ち
の
背
後
で
す
で
に
神
の
設
定
に
よ
っ
て
〈
完

成
〉
し
て
し
ま
っ
て
い
る
し
、
後
者
で
目
指
さ
れ
て
い
る
傑
作
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

絶
対
的
体
系
の
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
技
法
を
自
ら
の
内
に
取
り
込
ん
で
〈
完
成
〉

し
た
絵
画
の
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
の
時
代
の
芸
術
観
が
〈
製
作
す
る
以
前
に
完
成
点

と
見
な
さ
れ
た
作
品
〉
を
想
定
し
て
い
る
点
で
は
変
わ
り
は
な
い
。
だ
か
ら
、
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
そ
れ
ら
を
と
も
に
〈
完
成
し
た
作
品
〉
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。

神
の
設
定
や
傑
作
と
い
う
「
芸
術
以
前
の
芸
術
」（S

ign
es, 59

）
の
想
定
は
、メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
借
用
し
た
言
葉
で
言
え
ば
、「
回
顧
的
錯
覚 u

n
e 

illu
sion

 rétrospective 

」
と
い
う
誤
謬
を
犯
し
て
い
る⑩
。
回
顧
的
錯
覚
と
は
、
過

去
を
現
在
か
ら
振
り
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
過
去
が
萌
芽
と
見
な
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
が
現
在
を
完
全
に
準
備
し
て
い
た
と
見
な
し
て

し
ま
う
よ
う
な
過
ち
を
言
う
。
こ
の
過
ち
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
、
哲
学
・
心

理
学
・
神
学
な
ど
、
彼
と
同
時
代
や
彼
に
先
立
つ
時
代
の
様
々
な
理
論
の
内
に
見
出

す
度
ご
と
に
批
判
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、〈
完
成
し
た
作
品
〉
の
芸
術
観
に
も
こ
の

同
じ
過
ち
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

事
実
、〈
完
成
し
た
作
品
〉
を
想
定
す
る
芸
術
観
と
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
別
の

箇
所
で
批
判
し
て
き
た
古
典
的
な
理
論
に
は
同
型
性
が
認
め
ら
れ
る
。
神
の
設
定
と
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い
う
芸
術
観
は
、
存
在
の
秘
密
を
堕
罪
以
前
の
完
全
な
世
界
と
い
う
原
状
態
に
置
く

よ
う
な
、
或
る
種
の
神
学
理
論
と
同
じ
く
、「
一
種
の
堕
罪
以
前
的
偏
見 u

n
e sorte 

de préju
gé su

pralapsaire

」（V
I, 165

）
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る⑪
。
そ
し

て
、「
幾
何
学
的
遠
近
法
」
を
完
全
な
再
現
の
技
法
と
み
な
す
芸
術
観
の
方
は
、
一
七

世
紀
の
知
覚
理
論
と
同
じ
回
顧
的
錯
覚
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
知
覚
さ
れ
た

対
象
を
幾
何
学
的
に
説
明
で
き
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
回
顧
的
に
そ
れ
以
前
の
知
覚

経
験
に
「
自
然
的
幾
何
学 géom

étrie n
atu

relle

」
が
存
在
し
た
と
み
な
す
過
ち
を

犯
し
て
い
る⑫
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
、〈
完
成
し
た
作
品
〉
へ
の
批
判
を
絵
画
史
に
お
け
る
時
期

区
分
か
ら
開
始
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
マ
ル
ロ
ー
の
よ
う
に
、

或
る
技
法
や
流
派
へ
の
固
執
を
批
判
す
る
こ
と
を
彼
が
目
指
し
て
い
た
か
ら
で
は
な

い
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
〈
完
成
の
拒
否
〉
と
は
、〈
完
成
〉
の
芸
術
観
と

古
典
的
理
論
に
共
通
し
て
現
れ
る
過
ち
、
す
な
わ
ち
、〈
回
顧
的
錯
覚
〉
を
批
判
す
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。〈
完
成
の
拒
否
〉、
こ
こ
が
、
現
代
絵
画
と
現
代
哲
学
の
互

い
の
努
力
、
そ
れ
以
前
の
も
の
を
批
判
し
つ
つ
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
く
努
力
が
合

流
す
る
地
点
な
の
で
あ
る
。

三
．
三
．  

空
想
的
美
術
館
と
完
成
し
た
作
品

―
「
過
去
を
振
り

返
る
暗
い
悦
び
」 

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、〈
完
成
し
た
作
品  œ

u
vre fin

ie

〉
を
批
判
し
た
返
す
刀

で
、
マ
ル
ロ
ー
の
空
想
的
美
術
館
を
批
判
す
る
。
マ
ル
ロ
ー
が
、〈
仕
上
げ
＝
完
成
〉

の
欠
如
や
〈
完
成
の
拒
否
〉
を
示
す
退
行
芸
術
や
現
代
絵
画
を
称
賛
し
て
い
た
こ
と

は
、
も
ち
ろ
ん
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
も
承
知
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
彼
は
、
空
想
的

美
術
館
は
〈
完
成
し
た
作
品
〉
の
芸
術
観
を
脱
し
て
い
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
問
題
視
す
る
の
は
、
マ
ル
ロ
ー
が
退
行
芸
術
や
現
代
絵
画

を
称
賛
す
る
、
そ
の
称
賛
の
仕
方
で
あ
る
。
マ
ル
ロ
ー
の
画
家
崇
拝
に
は
主
客
二
元

論
的
な
二
つ
の
や
り
方
が
あ
っ
た
。
一
方
で
、
退
行
芸
術
に
新
た
な
ス
テ
ィ
ル
を
見

出
し
、
称
賛
し
た
時
に
は
、
画
家
た
ち
の
背
後
で
働
く
「
架
空
の
絵
画
精
神
」
が
持

ち
出
さ
れ
て
い
た
（
本
稿
二
．
二
．）。
こ
の
時
、
画
家
個
人
よ
り
は
歴
史
に
内
在
す
る

合
目
的
性
と
い
う
客
観
的
な
側
面
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
、
マ
ネ
以

降
の
現
代
画
家
を
賞
賛
し
た
時
に
は
、
個
人
の
創
造
と
し
て
の
ス
テ
ィ
ル
と
い
う
主

観
的
な
側
面
が
重
視
さ
れ
て
い
た
（
二
．
三
．）。

最
初
の
客
観
的
な
側
面
か
ら
の
ス
テ
ィ
ル
礼
讃
は
、
一
見
す
る
と
、〈
完
成
し
た
作

品
〉
の
芸
術
観
を
脱
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
制
作
過
程
に
関
す

る
画
家
た
ち
の
自
己
認
識
が
た
と
え
完
成
に
と
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
空
想
的
美
術
館
に
お
い
て
は
、
彼
ら
の
意
図
に
関
係
な
く
、
そ
の
作
品
を
〈
出

来
た
作
品 œ

u
vre faite

〉
と
見
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題

は
、
そ
の
よ
う
に
「
歴
史
の
地
下
奔
流
」
に
よ
る
奇
跡
を
讃
え
る
時
に
、
画
家
を
永

遠
の
昔
か
ら
導
い
て
い
た
「
架
空
の
絵
画
の
精
神
」
と
い
う
「
ヘ
ー
ゲ
ル
的
怪
物
」

（P
M

, 107

）
を
想
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る⑬
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
は
、前

節
で
見
た
よ
う
な
古
典
主
義
時
代
の
傑
作
を
目
指
す
歴
史
と
同
じ
く
、〈
創
作
以
前
の

完
全
な
完
成
〉
を
想
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
画
家
自
身
の
気
づ
か
な
い
「
皮
肉
で

嘲
弄
的
で
す
ら
あ
る
」（P

M
, 101

）
歴
史
を
描
き
な
が
ら
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
の
マ

ル
ロ
ー
自
身
も
自
覚
せ
ず
〈
完
成
し
た
作
品
〉
の
芸
術
観
へ
と
舞
い
戻
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、も
う
一
つ
の
主
観
的
な
側
面
か
ら
の
ス
テ
ィ
ル
礼
讃
に
も
難
点
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
マ
ル
ロ
ー
が
次
の
よ
う
に
言
う
時
に
現
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
世
界
を
所
有
し
た
瞬
間
で
あ
る
。
絵
画
が
こ
れ
以
上
さ
ら
に
遠
く
へ

進
め
な
い n

e pu
isse aller plu

s loin
 

と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
老
ハ
ル
ス
は
、

神
と
化
す
の
で
あ
る
。（P

M
, 94, S

ign
es, 73

⑭
）
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天
才
画
家
を
讃
え
る
た
め
に
、
マ
ル
ロ
ー
は
、
ゴ
ッ
ホ
の
「
さ
ら
に
遠
く
へ aller 

plu
s loin

」
と
い
う
言
葉
を
引
き
な
が
ら
、画
家
を
神
に
す
る
こ
と
す
ら
辞
さ
な
い
。

創
造
の
秘
密
は
、
そ
れ
を
自
分
の
私
的
な
領
域
の
内
だ
け
に
握
っ
て
い
る
天
才
だ
け

が
知
っ
て
い
る
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
言
う
よ
う
に
現
代
芸
術
が
対

象
の
再
現
よ
り
も
創
造
を
重
視
し
て
い
る
の
だ
と
認
め
た
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
そ
れ
は
主
観
や
〈
個
人
の
私
的
領
域
へ
の
還
帰
〉
を
た
だ
ち
に
意
味
し
は

し
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
彼
の
よ
う
に
、「
こ
れ
以
上
さ
ら
に
遠
く
へ
進
め
な
い
」
完

了
し
た
ス
テ
ィ
ル
か
ら
〈
回
顧
的
な
仕
方
で
画
家
を
神
聖
視
〉
し
て
し
ま
う
と
、
聖

な
る
も
の
の
時
代
に
お
け
る
神
の
設
定
と
同
じ
く
、
探
求
し
続
け
る
画
家
の
創
造
の

努
力
を
捉
え
そ
こ
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
画
家
の
創
造
を
讃
え
よ
う
と
し
た
マ
ル

ロ
ー
は
、〈
完
成
し
た
作
品
〉
の
芸
術
観
と
同
じ
過
ち
に
陥
っ
て
い
る
が
故
に
、
そ
れ

に
失
敗
し
て
し
ま
う
の
だ
。

〈
作
品
を
奇
跡
と
化
す
歴
史
〉
あ
る
い
は
〈
画
家
の
神
聖
視
〉
に
よ
る
二
つ
の
ス

テ
ィ
ル
称
賛
は
、
ど
ち
ら
も
回
顧
的
錯
覚
に
陥
っ
て
お
り
、
画
家
の
創
造
や
創
造
の

歴
史
を
捉
え
て
い
な
い
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
空
想
的
美
術
館
を
「
盗
賊
め
い
た

意
識
」
を
与
え
る
と
批
判
し
た
の
は
、
そ
れ
が
「
過
去
を
振
り
返
る
暗
い
悦
び les 

som
bres plaisirs de la rétrospection

」（S
ign

es, 77

）
に
淫
し
て
い
る
が
故
に
、

〈
完
成
の
拒
否
〉
と
い
う
、芸
術
と
思
想
の
共
通
の
努
力
の
傍
を
素
通
り
し
て
い
っ
て

し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

三
．
四
．  

出
来
た
作
品
と
モ
チ
ー
フ

―
「
仕
事
が
与
え
る
し
っ

か
り
と
し
た
悦
び
」

こ
の
よ
う
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
は
、
画
家
た
ち
の
作
品
が
「
美
術
館
の
陰

気
な
光
」（S

ign
es, 78

）
の
下
に
閉
じ
込
め
て
お
く
た
め
に
製
作
さ
れ
た
も
の
だ
と
は

ど
う
し
て
も
思
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
は
例
え
ば
ゴ
シ
ッ

ク
彫
刻
を
教
会
へ
と
い
う
よ
う
に
、
芸
術
作
品
を
「
変
貌
の
対
照
」
か
ら
解
放
し
て

現
実
の
文
脈
へ
と
返
却
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
美
術
館
に
行

く
な
と
言
う
の
で
も
な
い
。
た
だ
、「
美
術
館
へ
は
、
画
家
た
ち
の
よ
う
に
、
仕
事
が

与
え
る
し
っ
か
り
と
し
た
悦
び la joie sobre du

 travail 

を
も
っ
て
行
く
べ
き
で

あ
っ
て
、
我
々
の
よ
う
に
、
何
と
も
う
さ
ん
く
さ
い
崇
拝
の
念
を
持
っ
て
出
か
け
て

は
な
ら
な
い
」（S

ign
es, 77-78

）
と
言
う
の
で
あ
る
。
彼
は
、「
変
貌
」
や
「
ス
テ
ィ

ル
」
と
い
っ
た
マ
ル
ロ
ー
の
探
究
課
題
を
、
空
想
的
美
術
館
と
い
う
「
過
去
を
振
り

返
る
暗
い
悦
び
」
か
ら
解
放
し
、「
仕
事
が
与
え
る
し
っ
か
り
と
し
た
悦
び
」
か
ら
捉

え
直
そ
う
と
す
る
。

我
々
が
試
み
て
い
る
よ
う
に
、
画
家
を
再
び
そ
の
世
界
と
触
れ
あ
わ
せ
る
な
ら

ば
、お
そ
ら
く
、画
家
を
通
し
て
世
界
を
絵
画
に
変
え
る
あ
る
変
貌
が
、そ
の
出

発
か
ら
成
熟
に
到
る
ま
で
彼
を
彼
自
身
に
変
え
る
変
貌
が
、さ
ら
に
ま
た
世
代

ご
と
に
過
去
の
或
る
種
の
作
品
に
そ
れ
ま
で
気
が
つ
か
な
か
っ
た
意
味
を
与
え

る
変
貌
が
前
よ
り
も
謎
め
い
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
く
な
る
だ
ろ
う
。（S

ign
es, 

72, C
f., P

M
, 93

）

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、「
変
貌
」
や
「
ス
テ
ィ
ル
」
の
創
造
と
い
う
マ
ル

ロ
ー
の
課
題
は
〈
画
家
の
仕
事
〉
か
ら
考
察
し
直
せ
ば
、「
謎
め
い
た
も
の
」
で
は
な

く
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
画
家
の
仕
事
に
注
目
す
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
、
再
び

画
家
個
人
と
い
う
〈
私
的
〉
で
閉
ざ
さ
れ
た
領
域
に
還
帰
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
〈
画
家
の
神
聖
視
〉
は
、
画
家
に
偉
大
さ
を
求
め
る

あ
ま
り
、
か
え
っ
て
画
家
を
「
謎
め
い
た
」
も
の
に
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
メ
ル
ロ

＝
ポ
ン
テ
ィ
が
ゴ
ッ
ホ
の
あ
の
有
名
な
椅
子
を
例
と
し
て
言
う
よ
う
に
、
椅
子
が
画

家
の
象
徴
に
す
ら
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
他
人
に
は
よ
く
分
か
る
が
、

彼
自
身
に
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
或
る
定
式
化
の
様
式
」（P

M
, 82 , S

ign
es, 67

）
で

あ
る
。
変
貌
や
ス
テ
ィ
ル
は
、画
家
の
私
的
な
閉
域
に
お
い
て
現
れ
る
の
で
は
な
く
、
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画
家
と
世
界
、
画
家
と
彼
や
他
人
の
作
品
、
公
衆
と
画
家
に
お
け
る
逆
説
的
な
関
係

に
お
い
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
画
家
が
自
身
の
変
貌
や
ス
テ
ィ
ル
に
無
自
覚
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
を

考
察
す
る
た
め
に
、
マ
ル
ロ
ー
が
し
た
よ
う
に
空
想
的
美
術
館
と
い
う
「
架
空
の
絵

画
の
精
神
」
を
持
ち
出
し
て
く
る
必
要
は
な
い
。
彼
が
そ
の
よ
う
な
「
公
式
の
大
げ

さ
な
歴
史
」（P

M
, 103, S

ign
es, 78

）
を
持
ち
だ
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
創
造

の
秘
密
を
画
家
の
〈
私
的
〉
な
閉
域
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
意
味
で
は
、〈
作
品
を
奇
跡
と
化
す
歴
史
〉
と
〈
画
家
の
神
聖
視
〉
と
い
う
、
不

成
功
に
終
わ
っ
た
マ
ル
ロ
ー
の
二
つ
の
礼
讃
は
、
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
る
。

変
貌
や
ス
テ
ィ
ル
は
、
マ
ル
ロ
ー
の
礼
讃
に
見
ら
れ
た
〈
私
的
な
も
の
〉
と
〈
公

的
な
も
の
〉、
あ
る
い
は
、
主
・
客
、
自
・
他
と
い
っ
た
二
項
対
立
に
よ
っ
て
捉
え
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
画
家
の
変
貌
や
ス
テ
ィ
ル
を
〈
出
来
た
作
品 œ

u
vre faite

〉

と
し
て
讃
え
た
け
れ
ば
、〈
画
家
が
絵
画
を
描
き
、
絵
画
の
伝
統
を
引
き
受
け
る
際

の
、
公
と
私
の
た
ん
な
る
対
立
以
前
の
歴
史
〉、
あ
る
い
は
、〈
公
と
私
の
関
係
そ
の

も
の
を
創
設
・
追
創
設
す
る
よ
う
な
画
家
の
創
造
〉
と
い
う
観
点
か
ら
、
つ
ま
り
、

「
仕
事
が
与
え
る
し
っ
か
り
と
し
た
悦
び
」か
ら
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仕
事

中
の
画
家
に
と
っ
て
何
が
問
題
な
の
か
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
マ
ル
ロ
ー
が
天

才
画
家
を
讃
え
る
た
め
に
用
い
た
あ
の
ゴ
ッ
ホ
の
「
さ
ら
に
遠
く
へ
」
と
い
う
言
葉

を
マ
ル
ロ
ー
と
は
別
様
に
用
い
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

問
題
な
の
は
、
彼
（
画
家
）
の
見
て
い
る
と
お
り
の
世
界
、
彼
の
以
前
の
作
品
や

過
去
の
作
品
の
内
に
す
で
に
素
描
さ
れ
て
い
た
同
じ
畝
溝
を
さ
ら
に
遠
く
へ
押

し
進
め pou

sser plu
s loin

 

、
過
去
の
タ
ブ
ロ
ー
の
片
隅
に
現
わ
れ
て
い
た
調

子
を
捉
え
直
し
、
一
般
化
す
る
こ
と
…
…
だ
け
で
あ
る
。（P

M
, 95, C

f., S
ign

es, 

73

）

画
家
と
は
「
毎
朝
、
様
々
な
事
物
の
形
態
の
中
に
同
じ
問
い
か
け
を
、
い
ま
だ
応

答
し
終
わ
っ
て
い
な
い
同
じ
呼
び
か
け
を
見
い
だ
す
仕
事
中
の
人
間
」（S

ign
es, 73, 

C
f., P

M
, 94

）
で
あ
り
、「
モ
チ
ー
フ
」（S

ign
es, 80

）
に
囚
わ
れ
た
人
間
で
あ
る
。
彼

の
仕
事
や
生
活
に
様
々
な
困
難
が
あ
ろ
う
と
も
、
不
思
議
な
中
断
の
な
い
限
り
、
彼

の
眼
前
に
は
彼
に
「
さ
ら
に
遠
く
へ
」（P

M
, 81 , S

ign
es, 66

）
と
思
わ
せ
る
次
元
が

開
か
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
意
味
で
は
、
画
家
の
努
力
や
関
心
は
、
回
顧
的
と
い
う

よ
り
も
む
し
ろ
前
望
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
、
そ

れ
故
に
、
画
家
の
仕
事
の
内
に
は
、
自
分
や
他
人
の
過
去
の
作
品
の
捉
え
直
し
が
見

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
逆
に
、
一
見
す
る
と
未
来
を
閉
ざ
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
過

去
に
描
か
れ
た
作
品
の
方
は
、
未
来
の
捉
え
直
し
を
呼
び
求
め
て
い
る
。
光
景
や
過

去
の
自
分
の
作
品
や
他
人
の
作
品
は
、
我
々
に
「
自
分
自
身
を
教
え
る
と
い
う
奇
妙

な
力
」（S

N
, 25

）
を
持
っ
て
お
り
、
画
家
を
創
作
へ
と
駆
り
立
て
、
公
衆
を
惹
き
つ

け
、
別
の
仕
方
で
取
り
上
げ
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

画
家
自
身
や
公
衆
に
働
き
か
け
、
そ
の
創
造
を
捉
え
直
さ
せ
る
よ
う
な
〈
モ
チ
ー

フ
〉、
後
続
の
作
品
を
予
告
し
て
い
る
が
、
別
の
仕
方
で
創
造
す
る
余
地
を
残
し
て
も

い
る
問
い
か
け
と
応
答
、
仕
事
中
の
画
家
に
お
け
る
、「
こ
の
密
か
で
控
え
め
な
、
非

意
図
的
い
わ
ば
非
意
志
的
な
歴
史
性
」（P

M
, 103, S

ign
es, 78

）、メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

が
〈
出
来
た
作
品 œ

u
vre faite

〉
と
呼
ぶ
の
は
、
こ
う
し
た
文
化
の
創
設
・
再
創
設

の
次
元
の
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ロ
ー
に
よ
っ
て
そ
の
天
才
的
創
造
を
讃
え
ら
れ
た
現

代
画
家
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
、〈
完
成
し
た
作
品
〉
の
芸
術
観
を
持
っ
た
〈
再
現
〉
の

時
代
の
画
家
で
あ
れ
、
画
家
た
る
も
の
は
絵
画
を
〈
創
造
〉
し
て
き
た
の
で
あ
り
、

彼
ら
は
皆
、
そ
の
仕
事
に
お
い
て
は
〈
出
来
た
作
品
〉
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
は
、〈
退
行
〉
や
稚
拙
と
さ
れ
て
い
た
が
、
マ
ル
ロ
ー
が
再
評
価
し
た
世
界
各
地

の
厖
大
な
作
品
も
〈
出
来
た
作
品
〉
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
。

何
故
、
巧
拙
・
年
代
に
差
が
あ
っ
た
り
、
敵
対
し
た
り
す
る
画
家
が
同
じ
表
現
に

至
る
の
か
、「
何
故
、
こ
れ
ほ
ど
異
な
っ
た
諸
文
化
が
同
じ
探
求
に
参
加
し
、
同
じ
課
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題
を
自
ら
果
た
そ
う
と
す
る
の
か
」（P

M
, 111, S

ign
es, 84

）。
こ
う
し
た
間
文
化
的

と
す
ら
言
え
る
「
変
貌
の
対
照
」
と
い
う
課
題
は
、
空
想
的
美
術
館
と
い
う
構
想
に

お
い
て
で
は
な
く
、
画
家
の
〈
捉
え
直
し
〉
の
仕
事
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る⑮
。
聖
な

る
時
代
の
作
品
で
あ
れ
、
原
始
エ
ジ
プ
ト
芸
術
で
あ
れ
、
互
い
に
関
連
の
な
い
画
家

た
ち
の
作
品
は
、
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
互
い
に
支
え
あ
い
、

文
化
の
豊
穣
性
で
あ
る
〈
出
来
た
作
品
〉
の
下
で
新
た
な
伝
統
を
成
就
す
る
に
至
る
。

超
え
な
が
ら
継
承
し
、
破
壊
し
な
が
ら
保
存
し
、
変
形
し
な
が
ら
解
釈
す
る
、

つ
ま
り
新
し
い
意
味
を
そ
れ
を
呼
び
求
め
予
料
し
て
い
た
も
の
に
注
ぎ
込
む
と

い
う
、
そ
の
三
重
の
捉
え
直
し la triple reprise 

は
、
た
ん
に
お
と
ぎ
話
の

意
味
で
の
変
貌
、
奇
蹟
や
魔
法
、
暴
力
や
侵
略
、
絶
対
的
孤
独
に
お
け
る
絶
対

的
創
造
で
は
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
、
世
界
・
過
去
・
先
行
の
諸
作
品
が
彼
に
求

め
て
い
た
も
の
へ
の
応
答
、
つ
ま
り
実
現
と
友
愛
で
も
あ
る
の
だ
。（P

M
, 95

、

C
f., S

ign
es, 73

）

お
わ
り
に

我
々
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
行
っ
た
〈
出
来
た fait

〉
と
〈
仕
上
げ
ら
れ
た
＝
完

成
し
た fin

i

〉
の
区
別
の
ま
わ
り
を
巡
っ
て
き
た
。
当
時
二
四
歳
の
新
進
気
鋭
の
批

評
家
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
気
負
い
を
感
じ
さ
せ
る
こ
の
区
別
は
、
そ
の
不
明
瞭
さ
の

故
に
、
後
に
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
よ
っ
て
「
言
葉
遊
び
」
だ
と
酷
評
さ
れ
て
も
い
る⑯
。
し

か
し
、
我
々
が
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
作
品
の
区
別
は
、
む
し

ろ
そ
の
不
明
瞭
さ
の
故
に
様
々
な
意
味
を
含
み
、
引
用
者
の
思
想
の
特
徴
を
浮
き
彫

り
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
コ
ロ
ー
の
素
朴
絵
画
を
〈
出
来
た
作
品
〉
と
呼
ん
で
こ
れ
を
擁

護
し
た
。
そ
し
て
、
マ
ル
ロ
ー
は
こ
れ
ま
で
の
再
現
の
芸
術
観
で
は
稚
拙
と
見
な
さ

れ
た
が
空
想
的
美
術
館
で
そ
の
価
値
が
復
活
し
た
作
品
、
つ
ま
り
、
退
行
芸
術
と
現

代
絵
画
を
〈
出
来
た
作
品
〉
と
し
た
。
こ
の
二
人
に
と
っ
て
、〈
完
成
し
た
作
品
〉
は
、

絵
画
の
技
法
や
流
派
に
固
執
す
る
よ
う
な
古
典
的
な
絵
画
の
基
準
を
意
味
し
て
い

た
。メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
マ
ル
ロ
ー
の
著
作
を
批
判
的
に
読
解
し
な
が
ら
自
説
を

展
開
し
た
。〈
完
成
し
た
作
品
〉
の
拒
否
、
こ
れ
は
、
彼
に
と
っ
て
、
回
顧
的
錯
覚
を

批
判
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
マ
ル
ロ
ー
の
美
学
が
批
判
さ
れ
た
の
も
、
そ
れ

が
再
現
の
芸
術
と
同
じ
こ
の
錯
覚
に
陥
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
我
々
は
、
こ

の
回
顧
的
錯
覚
の
批
判
の
背
後
に
、
古
典
的
哲
学
を
越
え
つ
つ
継
承
す
る
現
代
の
哲

学
者
の
姿
を
見
い
だ
し
た
。
絵
画
史
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

は
、
現
代
に
お
い
て
古
典
的
哲
学
の
試
み
を
捉
え
直
す
術
を
探
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
マ
ル
ロ
ー
が
変
貌
や
ス
テ
ィ
ル
を
論
じ
る
際

に
、
美
術
館
の
歴
史
と
天
才
的
個
人
と
い
う
公
私
の
二
項
対
立
的
な
観
点
に
立
っ
た

点
に
も
、
そ
の
批
判
の
矛
先
を
向
け
て
い
た
。
そ
し
て
、
公
私
の
絡
み
合
う
画
家
の

仕
事
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
変
貌
と
ス
テ
ィ
ル
を
捉
え
直
し
、
創
作
中
の
画
家
に
よ

る
伝
統
の
創
設
・
再
創
設
を
〈
出
来
た
作
品
〉
と
し
て
取
り
出
し
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
行
っ
た
〈
出
来
た
〉
と
〈
仕
上
げ
ら
れ
た
＝

完
成
し
た
〉
の
こ
の
区
別
は
、
彼
が
思
い
も
し
な
か
っ
た
よ
う
な
仕
方
で
、
後
の
思

想
家
た
ち
の
邂
逅
と
す
れ
違
い
の
接
点
と
な
っ
た
。
近
代
の
到
来
を
祝
っ
た
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
の
作
品
、
文
学
と
絵
画
と
い
う
関
連
の
な
い
領
域
を
収
斂
さ
せ
た
マ
ル
ロ
ー

の
作
品
、
そ
し
て
、
古
典
的
哲
学
や
マ
ル
ロ
ー
の
試
み
を
越
え
な
が
ら
継
承
し
た
メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
作
品
は
、彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
言
う
意
味
で
〈
出
来
た
作
品
〉
だ
っ

た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
継
承
関
係
に
あ
る
彼
ら
三

人
の
思
想
作
品
は
、「
捉
え
直
し
」
の
歴
史
の
一
例
で
も
あ
る
。
彼
ら
の
作
品
は
、
伝

統
の
〈
実
現 accom

plissem
en

t

〉
と
い
う
意
味
で
〈
出
来
た fait

〉
作
品
だ
が
、

〈
完
成 fin

i

〉
と
同
じ
意
味
で
は
決
し
て
〈
出
来
あ
が
っ
て fait

〉
は
い
な
い
。
彼
ら
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の
作
品
は
、今
で
も
我
々
を
「
さ
ら
に
遠
く
へ
」
向
か
う
よ
う
促
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て⑰
、
こ
の
意
味
で
は
む
し
ろ
、「
未
完
の
作
品 u

n
e œ

u
vre in

ach
evé 

」
と
呼
ば
れ

る
べ
き
作
品
な
の
で
あ
る
。

す
で
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
語
っ
た
よ
う
に
、〈
出・

・

・
来
た faites

〉
と
は
言
え
な
い

〈
完
了
し
た
作
品 œ

u
vres term

in
ées

〉
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
語
ら
ん
と
し
て

い
た
だ
け
の
こ
と
は
語
っ
て
い
る
〈
未
完
の
作
品 œ

u
vres in

ach
vées

〉
も
あ

る
の
だ
。（S

ign
es, 295

）

凡
例

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
以
下
の
略
号
を
用
い
、
頁
数
を
そ
の
後
に

示
す
。

P
P

= P
h

én
om

én
ologie d

e la perception
,P

aris,G
allim

ard,1945.
S

ign
es=

S
ign

es, P
aris,G

allim
ard,1960.

IM
= "U

n
 in

édit de M
au

rice M
erleau

-P
on

ty",R
evu

e d
e M

étaph
ysiqu

e et 

M
orale, O

ctobre-D
écem

bre,1962.
V

I= L
e visible et l'in

visible, P
aris,G

allim
ard,1964.

P
M

=
L

a prose d
u

 m
on

d
e,P

aris,G
allim

ard,1969.
S

N
= S

en
s et n

on
-sen

s,P
aris,G

allim
ard,1996.

文
中
の
〈　

〉
は
論
者
に
よ
る
強
調
表
示
で
あ
る
。

引
用
文
中
に
お
け
る
〔　

〕
は
、
訳
出
に
際
し
て
論
者
が
補
足
し
た
も
の
で
あ
る
。

原
文
中
の
イ
タ
リ
ッ
ク
表
記
に
は
傍
点
を
ほ
ど
こ
し
た
。

註①　

本
稿
は
二
〇
〇
五
年
五
月
二
五
日
に
東
京
電
機
大
学
で
開
催
さ
れ
た
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
・
サ
ー
ク
ル
第
一
二
回
大
会
発
表
、「
作
‐
品
と
完
成
‐
品
の
区
別
を
め
ぐ
っ

て

―
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
哲
学
と
絵
画
史
」
に
基
づ
き
、こ
れ
に
加
筆
修

正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
本
郷
均
「
作
品
／
問
題

の
場
」『
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
研
究
』
第
一
三
号
（
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
・
サ
ー
ク
ル
、

二
〇
〇
九
年
）
か
ら
多
く
の
教
示
を
得
た
。

②　

Jean
-B

aptiste C
am

ille C
orot, H

om
ère et les bergers, V

ille de S
ain

t-

L
ô, D

on
 C

orot, M
u

sée des B
eau

x-A
rts, 1845.

③　

B
au

delaire, Œ
u

vres com
plètes, P

aris, É
dition

s du
 seu

il, 1968, p.218. 

以
下
、
本
書
へ
の
参
照
は
、O

C
 

と
略
記
し
、
頁
数
を
記
す
。

④　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
素
朴
絵
画
の
愛
好
に
つ
い
て
は
、
阿
部
義
雄
、『
絵
画
が
偉
大
で

あ
っ
た
時
代
』（
小
沢
書
店
、
一
九
八
〇
年
）
を
参
照
せ
よ
。

⑤　

A
n

dré M
alrau

x, L
es voix d

u
 silen

ce. vol.1. L
e m

u
sée im

agin
aire, 

P
aris, G

allim
ard, 1965, p.9. 

以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
は
、
略
号
（V

S

）
と
ペ
ー

ジ
数
を
併
記
す
る
。

⑥　

A
n

dré M
alrau

x, P
sych

ologie d
e l'A

rt. vol.1. L
e m

u
sée im

agin
aire, 

G
en

ève, A
lbert S

kira, 1947, p.63. 

以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
は
、
略
号
（P

A

）

と
ペ
ー
ジ
数
を
併
記
す
る
。

⑦　

fin
i

と
い
う
言
葉
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
場
合
は
、
画
面
の
入
念
な
「
仕
上
げ
」
を

意
味
し
て
い
た
が
、
マ
ル
ロ
ー
に
お
い
て
は
、
別
の
意
味
も
持
た
さ
れ
て
い
る
。le 

refu
s du

 fin
i 

と
い
う
場
合
、下
絵
な
ど
の
「
完
成
」
し
て
い
な
い
絵
画
を
意
味
す
る

場
合
も
あ
る
。 

本
稿
に
お
い
て
特
に
断
わ
り
な
く
「
完
成
」
と
あ
る
も
の
は
、fin

i

を

意
味
し
て
い
る
。

⑧　

こ
れ
ら
の
マ
ル
ロ
ー
論
は
、ガ
リ
マ
ー
ル
版
（『
沈
黙
の
声
』）
の
出
版
さ
れ
た
年
に

執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（P

M
, 76, S

ign
es, 63

）。
し
か
し
、
マ
ル
ロ
ー
の
著
作
の

版
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
自
身
の
草
稿
を
書
き
直
し

た
際
に
、
彼
の
マ
ル
ロ
ー
へ
の
評
価
が
大
き
く
変
更
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
二

つ
の
版
は
異
な
る
点
が
多
い
が
、ど
ち
ら
に
も
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
批
判
す
る
よ
う

な
観
点
が
見
ら
れ
る
。

⑨　

マ
ル
ロ
ー
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
彫
像
窃
盗
事
件
を
起
こ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
「
盗
賊
め
い
た
意
識
」
を
語
る
時
、こ
の
事
件
や
植
民
地
支
配
と
美

術
館
の
関
係
な
ど
は
考
察
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
。

⑩　

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、回
顧
的
錯
覚
と
は
異
な
る
過
去
に
対
す
る
関
わ
り
方
と
し

て
、「
真
な
る
も
の
の
遡
行
運
動
」
と
い
う
言
葉
を
同
じ
く
ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
借
用
し

て
い
る
。ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
れ
ら
二
つ
の
過
去
に
対
す
る
関
わ
り
方
を
区
別
し
て
い
な

い
が
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
は
区
別
が
見
ら
れ
る
。
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⑪　

こ
の
「
一
種
の
堕
罪
以
前
的
偏
見 

」（V
I, 165

）
に
関
し
て
は
以
下
の
も
の
で
論
じ

て
い
る
。
拙
論
「
呪
わ
れ
た
哲
学
者
―
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
禁
書
目
録
登
録
と
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
―
」『
立
命
館
哲
学
』
第
一
六
集
（
立
命
館
大
学
哲
学
会
編
、
二
〇
〇
五

年
）。

⑫　
「
自
然
的
幾
何
学
」
な
ど
の
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
理
論
に
対
す
る
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
の
捉
え
直
し
に
関
し
て
は
、
こ
こ
で
は
紙
幅
の
関
係
上
、
詳
説
で
き
な
い
が
、
別

の
機
会
に
論
じ
る
所
存
で
あ
る
。

⑬　

マ
ル
ロ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
論
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
研
究
が
あ
る
。

Jean
-P

ierre Z
arader, M

alrau
x ou

 la pen
sée d

e l'art, P
aris ,E

llipses, 

1998. 

な
お
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
を
批
判
す
る
一
方
で
、
ヘ
ー

ゲ
ル
が
「
哲
学
の
歴
史
全
体
が
現
在
に
あ
る
」
こ
と
を
心
得
て
い
た
と
し
て
い
る

（S
ign

es, 160

）。

⑭　

A
n

dré M
alrau

x, P
sych

ologie d
e l'A

rt. vol.2. L
a creation

 artistiqu
e, 

G
en

ève, A
lbert S

kira,p.150.

⑮　

本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｂ
）「
多
極
化
す
る
現
象
学
の
新
世
代
組

織
形
成
と
連
動
し
た『
間
文
化
現
象
学
』の
研
究
」（
谷
徹
代
表
、課
題
番
号20320007

）

の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
制
度
化
の
現
象
学
を
、「
自
然
」
や

「
生
」
と
統
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
間
文
化
現
象
学
」
と
の
交
差
点
を
探

究
し
た
試
み
と
し
て
、廣
瀬
浩
司
「
諸
文
化
を
横
断
す
る
戦
闘
的
な
真
理　

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
「
制
度
化
」
概
念
と
「
間
文
化
現
象
学
」」『
現
代
思
想
』vol.38-7

（
青
土

社
、二
〇
一
〇
年
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
こ
こ
か
ら
多
く
の
示
唆
を

得
た
。

⑯　

P
au

l V
aléry, Œ

u
vres II, P

aris, G
allim

ard, 1960, p.1321.

⑰　

論
じ
る
べ
き
課
題
と
し
て
は
、
と
り
わ
け
以
下
の
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
そ
の
仕
事
に
お
い
て
絵
画
の
歴
史
を
捉
え
直
す
現
代
の
画

家
の
姿
に
、
古
典
的
哲
学
を
越
え
つ
つ
継
承
す
る
自
ら
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
。

と
り
わ
け
、メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
試
み
を
ど
の
よ
う
に
批
判
し

つ
つ
継
承
し
た
の
か
は
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、や
は
り
「
未
完
の
作
品
」
と
い
う
語

が
鍵
と
な
る
。「
我
々
の
世
界
は
、マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
が
い
み
じ
く
も
語
っ
た
よ
う
に
、

『
一
つ
の
未
完
の
作
品
』
な
の
で
あ
る
」（IM

, 404

）

　

・
ま
た
、
絵
画
の
歴
史
と
哲
学
の
歴
史
の
違
い
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
、
絵
画
と
言
語

の
違
い
に
つ
い
て
も
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。
絵
画
に
関
す
る
考
察
の
み
で
は
、メ
ル
ロ

＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
真
理
論
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
一
貫
し

た
変
形
」「
沈
殿
」「
真
な
る
も
の
の
遡
行
運
動
」
に
つ
い
て
別
の
探
求
の
機
会
が
求
め

ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
幾
つ
か
先
行
研
究
が
存
在
す
る
が
、と
り
わ
け
以

下
の
も
の
を
挙
げ
て
お
く
。V

incent P
eillon, L

a tradition de l'esprit Itinéraire 

d
e M

au
rice M

erleau
-P

on
ty, P

aris, B
ern

ard G
aset, 1994. 

　

・
さ
ら
に
本
稿
で
触
れ
ら
れ
た
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
に
お
け
る
間
文
化
性
に

つ
い
て
は
、
人
類
学
や
歴
史
に
関
す
る
彼
の
考
察
と
と
も
に
、
別
の
機
会
に
論
じ
る
所

存
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、間
文
化
現
象
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
三
回
＆
第
四
回

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
精
神
と
共
存
」（
間
文
化
現
象
学
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
年
）

に
お
け
る
以
下
の
発
表
が
示
唆
的
で
あ
る
。Lau

 K
w

ok-yin
g, "L

evi-S
trau

ss an
d 

M
erleau

-P
on

ty : from
 th

e N
atu

ral-C
u

ltu
re distin

ction
 to B

ru
t S

prit 

an
d th

eir in
tercu

ltu
ral Im

plication
".

（
本
学
非
常
勤
講
師
）


