
ペ
イ
タ
ー
藝
術
と
そ
の
変
容—

—

ワ
イ
ル
ド
そ
し
て
西
脇
順
三
郞



　
　
　

凡
例

一　

本
文
中
の
欧
文
か
ら
の
引
用
の
訳
文
は
、
訳
者
名
の
記
載
が
な
い
限
り
、
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

二　

括
弧
〔　

〕
内
の
文
は
筆
者
の
註
で
あ
る
。

三　

和
文
図
書
や
翻
訳
書
か
ら
の
引
用
頁
数
は
漢
数
字
、
欧
文
図
書
か
ら
の
引
用
文
は
算
用
数
字
で
表
記
し
た
。

四　

ギ
リ
シ
ア
人
名
の
欧
文
表
記
は
原
語
で
は
な
く
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
に
し
て
あ
る
。

五　

西
脇
順
三
郞
の
郞
は
、
書
名
の
中
で
「
郎
」
が
使
わ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
旧
字
体
の
「
郞
」
に
統
一
し
た
。
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は
し
が
き

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
そ
の
目
鼻
顔
立
ち
を
整
え
て
全
体
的
な
姿
を
現
し
た
の
は
、
十
八
世
紀
で
あ
る
。
成
熟
の
後
に
訪
れ
る

の
は
衰
頽
或
い
は
分
裂
で
あ
る
。
十
九
世
紀
は
分
化
の
時
代
と
な
り
、
科
学
に
お
い
て
も
専
門
化
し
て
い
っ
た
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
的
な
る
も
の
が
一
旦
完
成
を
見
た
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
く
影
響
を
及
ば
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
り
、
王
侯
貴
族

の
時
代
か
ら
、
十
九
世
紀
は
中
産
階
級
の
時
代
を
迎
え
た
。
独
自
の
価
値
基
準
を
持
ち
得
ぬ
中
産
階
級
に
は
、
俗
受
け
し

や
す
い
自
由
、
博
愛
、
平
等
と
い
う
観
念
に
得
難
い
新
し
み
を
感
じ
こ
そ
す
れ
、
そ
れ
ら
の
観
念
が
根
生
の
も
の
で
な
い

限
り
、
そ
の
実
質
を
伴
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
曖
昧
な
観
念
ば
か
り
が
先
走
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
十
五
世
紀
初
め
に
海
外
に
進
出
を
始
め
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
様
々
な
地
域
と
民
族
に
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
を

強
い
て
人
々
を
精
神
的
に
支
配
し
な
が
ら
植
民
地
化
を
進
め
、
そ
し
て
収
奪
を
続
け
て
き
た
。
日
本
の
よ
う
に
植
民
地
化

す
る
隙
が
な
け
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
を
布
教
し
人
心
を
惑
わ
し
取
り
込
も
う
と
し
た
。
會
澤
正
志
齋
（
天
明
二
年
﹇
一
七
八

二
﹈
〜
文
久
三
年
﹇
一
八
六
三
﹈、
水
戸
藩
の
学
者
。
藤
田
幽
谷
に
学
ぶ
）
は
早
く
に
そ
の
『
新
論
』
に
お
い
て
、「
西
洋
人
が
海
上

に
そ
の
勢
力
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
ほ
ぼ
三
百
年
近
い
。
そ
の
領
土
は
ま
す
ま
す
広
が
り
、
そ
の

野
心
は
ま
す
ま
す
旺
盛
で
あ
る
」
の
は
、「
そ
の
知
恵
と
勇
気
が
普
通
人
よ
り
も
は
る
か
に
優
れ
て
い
る
た
め
」
で
も
な

く
、「
そ
の
仁
愛
が
大
い
に
民
衆
に
及
ん
で
い
る
た
め
」
で
も
な
く
、
或
い
は
「
礼
楽
刑
政
の
諸
制
度
が
完
璧
に
そ
な
わ

っ
て
い
る
た
め
」
で
も
な
く
、
況
や
「
人
力
を
越
え
た
神
わ
ざ
の
な
す
と
こ
ろ
」
で
も
な
く
、
一
に
か
か
っ
て
西
洋
人
が



4

「
そ
の
技
倆
を
発
揮
す
る
の
に
頼
み
と
す
る
も
の
は
、
た
だ
キ
リ
ス
ト
教
あ
る
の
み
で
あ
る
」（
會
澤
正
志
齋
「
新
論
」、『
日

本
の
名
著
』
第
二
十
九
巻
、「
藤
田
東
湖
」、
橋
川
文
三
訳
、
三
三
五
頁
）
と
、
卓
抜
な
慧
眼
を
見
せ
て
い
る
。

実
に
、
排
他
的
な
「
ね
た
む
神
」（「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
第
二
十
章
）
の
精
神
的
支
え
を
得
て
、
原
住
民
の
虐
殺
も
厭
わ
ず

植
民
地
は
開
か
れ
て
い
っ
た
。
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
は
ア
メ
リ
カ
原
住
民
を
虐
殺
し
、
二
十
万
乃
至
百
万
人
い
た
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
原
住
民
ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
を
毒
殺
や
射
殺
で
二
万
人
に
ま
で
激
減
さ
せ
、
タ
ス
マ
ニ
ア
人
に
い
た
っ
て
は
「
原

住
民
狩
」
な
ど
に
よ
り
鏖お

う

殺さ
つ

し
絶
滅
さ
せ
た
（
西
尾
幹
二
『
G
H
Q
焚
書
図
書
開
封
』
二
一
三
〜
七
頁
及
び
二
〇
六
〜
一
三
参
照
）。

キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
結
束
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
海
外
活
動
で
遭
遇
す
る
宗
教
は
邪
教
と
し
て
撲
滅
す
べ
き
も
の
で

あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
白
人
の
み
が
人
間
で
、
そ
れ
以
外
は
人
間
以
下
の
動
物
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
自

己
の
排
他
的
普
遍
化
の
み
が
あ
り
、
自
己
を
相
対
化
し
、
宇
宙
を
関
係
性
に
お
い
て
観
察
す
る
相
対
主
義
精
神
が
缺
落
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

ダ
ー
ウ
ィ
ン
（C

harles D
arw

in

一
八
〇
九
〜
八
二
）
の
『
種
の
起
原
』
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
そ
ぐ
わ
ぬ
進
化
論
ゆ
え
に
キ

リ
ス
ト
教
社
会
に
大
き
な
反
撥
的
反
響
を
巻
き
起
こ
し
た
。
し
か
し
「
最
高
度
に
優
勢
な
種
類
が
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
勝

利
を
か
ち
と
っ
て
い
く
」（
岩
波
版
『
種
の
起
原
』

（下）
、
八
杉
竜
一
訳
、
二
十
五
頁
）
と
い
う
物
質
的
な
競
争
原
理
に
立
つ
ダ
ー
ウ

ィ
ン
の
こ
の
言
葉
は
、
虐
殺
を
伴
う
植
民
地
開
拓
に
示
さ
れ
た
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
精
神
や
気
質
に
よ
く
符
合
し
よ

く
そ
れ
を
反
映
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
自
然
観
察
を
極
め
た
仏
教
に
お
け
る
相
対
依
存
関
係
で
宇
宙
を
捉
え
る
有
機

体
論
的
思
想
と
は
相
容
れ
な
い
ゲ
ル
マ
ン
的
思
想
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
そ
の
点
で
は
ギ
リ
シ
ア
的
合
理
主
義
の
導
入
で
ゲ

ル
マ
ン
民
族
の
魂
の
恢
復
を
も
く
ろ
む
ペ
イ
タ
ー
は
生
成
と
い
う
観
点
で
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
言
及
し
て
も
、
そ
れ
以
上
は

踏
み
込
ん
で
い
な
い
し
、
西
脇
順
三
郞
（
明
治
二
十
七
年
﹇
一
八
九
四
﹈
〜
昭
和
五
十
七
年
﹇
一
九
八
二
﹈）
も
こ
の
進
化
論
に
は
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疑
義
を
呈
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
排
他
的
膨
張
主
義
の
下
で
は
、
新
し
く
出
会
っ
た
対
象
の
本
質
を
受
容
で
き
な
い
。
取
り
入
れ
る
と
し
て

も
、
単
な
る
外
面
的
模
倣
に
終
始
す
る
こ
と
は
、
十
七
世
紀
初
め
以
来
、
漆
器
次
い
で
有
田
焼
が
西
欧
に
輸
入
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
ド
イ
ツ
の
マ
イ
セ
ン
で
は
一
七
〇
八
年
に
や
っ
と
研
究
の
末
に
、
有
田
を
ま
ね
た
白
い
磁
器
を
完
成
さ
せ

た
こ
と
を
見
て
も
過
目
瞭
然
で
あ
る
。
マ
イ
セ
ン
で
あ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
の
諸
窯
で
あ
れ
、
オ
ラ
ン
ダ
の
デ
ル
フ
ト
で
あ

れ
、
そ
れ
ら
は
外
面
的
模
倣
、
或
い
は
そ
こ
か
ら
変
態
し
た
意
匠
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
と
は
趣
を
異
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス

の
印
象
派
画
家
達
や
、
ダ
ン
テ
・
G
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ（D

ante G
abriel Rossetti

一
八
二
八
〜
八
二
）
或
い
は
ワ
イ
ル
ド
（O

scar 

W
ilde 

一
八
五
四
〜
一
九
〇
〇
）
ら
の
英
国
唯
美
主
義
者
達
は
、
江
戸
藝
術
の
本
質
を
見
極
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
藝
術
様
式
に

応
じ
た
形
で
己
の
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
飽
く
ま
で
も
先
覚
的
な
藝
術
家
の
場
合
で
あ
っ
て
、
一
般
的
に
は
、

キ
リ
ス
ト
教
精
神
に
追
い
風
を
受
け
た
ゲ
ル
マ
ン
的
排
他
的
膨
張
主
義
が
十
九
世
紀
に
お
け
る
支
配
的
雰
囲
気
で
あ
る
。

こ
の
気
質
が
本
質
的
に
も
つ
押
し
つ
け
が
ま
し
さ
、
他
者
へ
の
干
渉
を
逆
説
を
以
て
痛
烈
に
笑し

ょ
う
し嗤
し
た
の
が
、
ワ
イ
ル
ド

で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
一
神
教
的
絶
対
性
と
も
相
俟
っ
て
、
こ
の
ゲ
ル
マ
ン
系
の
人
々
の
排
他
的
普
遍
化
乃
至
膨
張
の
気
質
と
、

こ
の
気
質
に
起
因
す
る
相
対
的
観
察
や
中
産
階
級
に
お
け
る
定
見
の
闕
如
に
よ
り
、
西
欧
は
自
分
自
身
を
知
る
こ
と
な
く
、

自
己
を
見
失
い
己
の
魂
を
失
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ペ
イ
タ
ー
（W

alter Pater

一
八
三
九
〜
九
四
）
が
相

対
主
義
精
神
を
説
き
、
ワ
イ
ル
ド
が
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
が
座
右
の
銘
と
し
た
デ
ル
ポ
イ
の
門
に
刻
ま
れ
た
標
語
「
汝
自

身
を
知
れ
」
を
ひ
と
捻
り
し
て
、「
汝
自
身
と
な
れ
」
と
主
張
し
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
時
代
背
景
と
社
会
情
況
に
対
す

る
危
機
意
識
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
二
人
と
も
す
ぐ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
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る
ま
い
。

十
九
世
紀
に
擡
頭
し
た
中
産
階
級
は
、
こ
の
よ
う
に
価
値
観
が
曖
昧
で
空
疎
な
観
念
に
囚
わ
れ
、
排
他
的
膨
張
の
中
で

自
己
を
見
失
っ
た
が
、
十
八
世
紀
に
頂
点
に
達
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
は
完
成
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
形
だ
け
は
引
き

継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
十
八
世
紀
の
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
る
も
の
が
、
中
産
階
級
に
よ
り
そ
の
本
質
が
必
然
的

に
空
洞
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
空
洞
に
は
異
物
が
入
り
込
む
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
偽
善
で
あ
り
欺
瞞
で
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
十
九
世
紀
は
「
野
蛮
に
向
っ
て
の
堕
落
の
時
代
」（
吉
田
健
一
『
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
の
世
紀
末
』
二
五
〇
頁
）
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
形
は
あ
っ
て
も
魂
を
喪
失
し
た
時
代
に
立
ち
至
っ
た
。
一
方
で
は
そ
の
時
代
相
が
又
そ
の
時
代
の
藝
術

形
態
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
。

例
え
ば
、
ダ
ン
テ
・
G
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
は
、
進
化
論
的
生
物
学
者
ト
マ
ス
・
ハ
ッ
ク
ス
レ
ー
（Thom

as H
uxley 

一
八
二

五
〜
九
五
）
が
一
八
六
九
年
に
、「
知
り
得
ぬ
」（agnositic

）
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
以
来
、
流
布
す
る
よ
う
に
な
っ
た
不

可
知
論
（agnositicism

）
が
登
場
す
る
以
前
に
、
早
く
も
そ
の
よ
う
な
立
場
に
立
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
の
形
だ
け
を
借
り
て

愛
と
美
を
歌
っ
た
。
ロ
セ
ッ
テ
ィ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
父
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
（G

abriele Rossetti

一
七
八
三

〜
一
八
五
四
）
と
、
宗
教
心
の
篤
い
英
国
国
教
会
の
信
徒
フ
ラ
ン
シ
ス
（Frances Rossetti, née Polidori

一
八
〇
〇
〜
八
六
、
父

親
ガ
エ
タ
ー
ノ
・
ポ
リ
ド
ー
リ
は
ピ
サ
近
郊
の
ビ
エ
ン
テ
ィ
ー
ナ
出
身
の
ギ
リ
シ
ア
系
イ
タ
リ
ア
人
）
と
を
両
親
と
し
て
生
ま
れ
、
殊

に
母
か
ら
は
熱
心
な
宗
教
教
育
を
施
さ
れ
た
（
ロ
セ
ッ
テ
ィ
『
い
の
ち
の
家
』
伊
藤
勳
訳
、「
ロ
セ
ッ
テ
ィ　

美
の
宗
教
と
そ
の
背
景
」

参
照
）。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
感
覚
で
知
覚
し
得
な
い
も
の
の
領
域
に
は
臆
見
を
以
て
入
り
込
ま
な
い
と
い
う
懐
疑
主

義
に
よ
り
、
藝
術
を
「
美
の
宗
教
」
に
仕
立
て
る
こ
と
で
宗
教
に
代
え
た
の
で
あ
る
。

ペ
イ
タ
ー
の
場
合
は
、
同
時
代
に
関
わ
る
自
分
の
考
え
は
、
社
会
の
批
判
を
免
れ
る
た
め
に
他
の
時
代
に
、
或
い
は
他
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の
事
物
に
事
寄
せ
て
間
接
的
に
表
現
し
た
。
一
方
、
ワ
イ
ル
ド
は
社
会
の
偽
善
の
仮
面
を
か
ら
か
い
、
も
ぢ
り
と
し
て
の

仮
面
を
そ
の
藝
術
形
態
に
仕
立
て
上
げ
た
。

十
九
世
紀
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
る
も
の
の
分
裂
の
時
代
、「
遠
心
的
傾
向
」
の
立
ち
勝
っ
た
時
代
を
迎
え
、
己
が

己
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
危
機
的
情
況
に
お
い
て
、
己
と
民
族
の
魂
の
恢
復
の
手
立
て
を
探
り
出
し
た
と
こ
ろ
に
展
開
さ

れ
た
の
が
ペ
イ
タ
ー
藝
術
で
あ
る
。

民
族
の
魂
の
恢
復
を
求
め
て
目
が
向
け
ら
れ
た
の
が
、
先
づ
は
ゴ
チ
ッ
ク
・
リ
バ
イ
バ
ル
の
運
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

ギ
リ
シ
ア
と
ア
ラ
ビ
ア
の
学
術
が
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
さ
れ
た
十
二
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
あ
た
り
で
あ
る
の
は
、
そ
の
時
代

が
文
明
の
夜
明
け
と
し
て
西
欧
人
に
と
っ
て
心
の
ふ
る
さ
と
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
ゴ
チ
ッ
ク
・
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ

ル
の
運
動
は
唯
美
主
義
運
動
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
英
国
唯
美
主
義
を
担
っ
た
代
表
的
藝
術
家
達
が
、
ス
ウ
ィ

ン
バ
ー
ン
（A

lgernon C
harles Sw

inburne

一
八
三
七
〜
一
九
〇
九
）、
ペ
イ
タ
ー
、
ワ
イ
ル
ド
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
優

れ
た
ギ
リ
シ
ア
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
見
逃
し
難
い
事
実
で
あ
る
。

民
族
の
魂
を
見
失
っ
た
渾
沌
た
る
時
代
相
と
社
会
情
況
の
中
で
、
ペ
イ
タ
ー
が
藝
術
に
お
い
て
企
て
た
の
は
、
ゲ
ル
マ

ン
的
気
質
が
も
た
ら
す
蕪
雑
醜
悪
で
ま
と
ま
り
を
な
さ
な
い
様
態
を
ギ
リ
シ
ア
的
理
智
と
有
機
体
論
を
以
て
形
を
匡
正
し
、

ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
魂
を
恢
復
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
即
ち
ゲ
ル
マ
ン
的
象
徴
思
考
を
ギ
リ
シ
ア
的
合
理
主
義
思
考
を
以
て

合
理
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

ペ
イ
タ
ー
が
二
十
六
歳
の
時
に
『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
評
論
』（W

estm
inster Review

）
に
発
表
し
た
処
女
評
論
が
、

「
コ
ウ
ル
リ
ッ
ヂ
の
著
作
」（“C

oleridge ’s W
ritings ”

）
で
あ
っ
た
の
は
偶
然
で
は
な
く
、
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。
コ
ウ

ル
リ
ッ
ヂ
は
、
西
脇
順
三
郞
も
「
コ
ウ
ル
リ
ッ
ヂ
は
す
ば
ら
し
い
ギ
リ
シ
ア
学
者
」（
伊
藤
勳
『
ペ
イ
タ
リ
ア
ン
西
脇
順
三
郎
』
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三
〇
三
頁
）
と
褒
め
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
、
す
ぐ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
学
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
詩
人
は
ペ
イ
タ
ー
か
ら
す
れ
ば
、

そ
の
ゲ
ル
マ
ン
的
象
徴
思
考
を
、
ギ
リ
シ
ア
的
合
理
主
義
思
考
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
も
っ
と
も
ら
し
さ
〉
を

具
え
た
合
理
的
象
徴
思
考
に
生
み
返
し
た
藝
術
家
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ペ
イ
タ
ー
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
コ
ウ
ル
リ
ッ
ヂ

の
蹤
迹
を
追
っ
た
。

万
象
は
相
互
に
繫
が
り
合
っ
て
い
て
、
個
々
の
事
物
は
同
時
に
相
互
の
関
係
に
お
い
て
初
め
て
存
在
す
る
と
い
う
有
機

体
論
を
ペ
イ
タ
ー
は
奉
じ
て
い
た
。
宇
宙
は
分
断
さ
れ
ざ
る
全
体
性
で
あ
る
と
い
う
宇
宙
論
、
即
ち
『
涅
槃
経
』
に
あ
る

有
名
な
言
葉
、「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
に
通
じ
る
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
。
自
分
が
今
目
の
前
に
し
て
い
る
対
象
は
自

分
に
と
っ
て
何
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
ペ
イ
タ
ー
の
基
本
的
批
評
姿
勢
は
、
自
己
に
こ
だ
わ
る
点
で
は
ゲ
ル
マ
ン
的
で
は

あ
る
が
、
宇
宙
を
関
係
性
に
お
い
て
見
よ
う
と
す
る
動
き
を
胚
胎
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
批
評
姿
勢
に
よ
り
ペ
イ
タ

ー
は
い
つ
も
対
象
と
の
関
係
を
測
っ
て
い
た
。
そ
し
て
ワ
イ
ル
ド
も
仮
面
を
用
い
て
相
手
の
反
応
を
窺
い
、
そ
れ
と
の
関

係
を
測
っ
た
。
他
者
と
の
関
係
を
測
る
と
こ
ろ
に
、「
自
分
自
身
に
な
れ
」
と
い
う
ニ
ュ
ー
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
を
標
榜
す
る
ワ

イ
ル
ド
の
主
張
も
成
り
立
つ
。

ペ
イ
タ
ー
も
ワ
イ
ル
ド
も
ギ
リ
シ
ア
学
者
と
し
て
、
物
事
を
真
に
あ
る
が
ま
ま
に
見
る
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
的
な
物
の
見

方
に
批
評
の
基
本
を
置
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
ゲ
ル
マ
ン
的
象
徴
思
考
或
い
は
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
す
る
一
般
の

人
々
に
は
、
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

後
者
に
つ
い
て
附
言
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
現
象
に
神
の
啓
示
を
見
出
し
そ
れ
を
合
理
的
思
考
を
超
越
し

て
信
仰
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ゲ
ル
マ
ン
的
象
徴
思
考
に
通
い
合
う
と
こ
ろ
が
見
出
せ
る
。
神
の
子
イ
エ
ス
の
言

葉
は
絶
対
で
あ
り
、
信
者
は
そ
れ
を
合
理
的
思
考
を
以
て
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
そ
れ
を
真
理
と
信
じ
る
こ
と
に
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意
義
と
救
い
が
あ
り
、
イ
エ
ス
と
信
者
個
人
と
は
イ
エ
ス
の
言
葉
の
絶
対
的
信
仰
の
情
念
で
深
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
必

然
的
に
思
考
の
自
由
は
制
限
さ
れ
る
。
日
本
の
神
道
や
ギ
リ
シ
ア
宗
教
に
お
け
る
よ
う
な
開
か
れ
た
共
同
社
会
に
お
け
る

祭
礼
と
は
対
蹠
的
な
趣
を
見
せ
る
も
の
で
あ
る
。

仏
教
は
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
同
じ
よ
う
に
、
縁
起
、
即
ち
宇
宙
の
因
果
関
係
の
解
明
と
い
う
科
学
的
思
考
で
あ
り
、
自
然

観
察
を
通
し
て
人
間
の
内
面
心
理
を
探
究
す
る
哲
学
と
し
て
、
釈
迦
の
言
葉
は
絶
対
的
な
神
の
言
葉
で
は
な
か
っ
た
。
中

村
元
の
次
の
言
葉
は
、
そ
の
辺
の
事
情
を
よ
く
説
明
し
て
い
る
、「
イ
エ
ス
の
場
合
に
は
、
神
の
子
と
し
て
の
『
わ
た
し

の
言
葉
』
の
う
ち
に
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
個
人
性
が
顯
著
で
あ
る
が
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
說
き
敎
へ

る
理
法
（
＝
ダ
ル
マ
）
と
は
何
人
で
も
知
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
何
人
で
も
說
き
う
る
も
の
で
あ
り
、
か
れ
個
人
に

由
來
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
へ
て
ゐ
た
」（『
イ
ン
ド
思
想
と
ギ
リ
シ
ア
思
想
と
の
交
流
』
三
〇
五
頁
）。
道
元
（
正
治
二
年
﹇
一
二

〇
〇
﹈
〜
建
長
五
年
﹇
一
二
五
三
﹈）
も
「
諸
仏
の
道ど
う
げ
ん現
成じ
ょ
う、
こ
れ
仏
教
な
り
」（『
正
法
眼
蔵
』、「
仏
教
」）
と
言
い
、
覚
者
た
る

様
々
な
仏
の
言
葉
を
現
前
成
就
し
た
も
の
を
仏
教
だ
と
教
示
し
て
い
る
。

如
実
知
見
、
即
ち
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
こ
と
は
、
仏
教
の
根
本
姿
勢
で
あ
る
。
こ
の
姿
勢
は
日
本
人
に
は
ご
く
普
通

の
物
の
見
方
で
あ
る
。「
心
と
は
山せ

ん

河が

大だ
い

地ち

な
り
、
日
月
星
辰
な
り
」（
同
上
、「
即
心
是
仏
」）、
或
い
は
「
万
法
即
心
な
り
」

（
同
上
、「
心
不
可
得
（
後
）」）
と
言
う
。
自
然
そ
の
も
の
、
或
い
は
す
べ
て
の
存
在
が
心
で
あ
る
と
言
う
の
は
、
万
象
に
即

し
て
心
が
あ
り
、
心
に
即
し
て
万
象
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
目
に
見
え
る
自
然
は
心
の
反
映
に
他
な
ら
な
い
が
故

に
、
自
然
を
見
て
己
の
心
を
知
る
と
も
言
い
得
る
。
日
本
人
が
仏
教
哲
学
の
根
本
を
な
す
如
実
知
見
と
い
う
姿
勢
を
、
日

本
に
仏
教
が
伝
わ
る
前
か
ら
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
日
本
語
自
体
が
自
己
と
他
者
と
の
関
係
性
を
測
る
機
能
を

も
つ
言
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
る
。
そ
れ
故
に
、
日
本
人
は
常
に
他
者
と
の
関
係
に
目
を
置
い
て
き
た
。
そ
の
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意
味
で
、
ギ
リ
シ
ア
的
有
機
体
論
を
基
礎
に
し
て
、
万
象
を
関
係
性
に
お
い
て
あ
り
の
ま
ま
に
捉
え
よ
う
と
す
る
ペ
イ
タ

ー
や
ワ
イ
ル
ド
は
、
日
本
的
な
物
の
見
方
に
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
。
就
中
、
ワ
イ
ル
ド
は
そ
う
で
あ
る
。
ペ
イ
タ
ー
は
、

唯
美
主
義
批
評
に
お
い
て
は
「
自
己
の
印
象
を
真
に
あ
る
が
ま
ま
に
知
る
こ
と
」（“Preface, ” Renaissance

）
だ
と
言
っ
て

は
い
る
が
、
如
実
知
見
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
物
の
見
方
に
曖
昧
さ
を
残
し
た
。
ペ
イ
タ
ー
は
批
評

藝
術
に
お
け
る
自
己
離
脱
を
言
い
な
が
ら
不
徹
底
で
あ
る
所
以
が
そ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
ペ
イ
タ
ー
の
目
論
見
が
ゲ
ル

マ
ン
的
象
徴
思
考
を
合
理
的
な
形
に
生
み
返
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
象
徴
思
考
形
態
に
は
呪
物
崇
拝
が
伴
う
の
で
、
や
む

を
得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
。
物
に
囚
わ
れ
て
い
る
限
り
、
己
を
捨
て
た
悟
り
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
ペ
イ
タ
ー
批

評
の
限
界
が
あ
る
。

目
の
前
の
自
分
を
魅
了
す
る
物
が
自
分
に
と
っ
て
何
で
あ
る
か
と
い
う
ペ
イ
タ
ー
批
評
の
根
本
義
自
体
が
、
他
者
と
の

関
係
を
測
る
こ
と
や
そ
れ
と
の
調
和
を
図
る
こ
と
は
考
慮
の
他
で
あ
る
ゲ
ル
マ
ン
人
気
質
に
胚
胎
し
て
い
る
が
故
に
、
完

全
な
自
己
離
脱
を
不
可
能
に
し
て
い
る
。

実
際
、
引
用
文
を
自
己
の
都
合
の
良
い
よ
う
に
書
き
換
え
た
の
も
、
或
い
は
又
、
ペ
イ
タ
ー
は
ギ
リ
シ
ア
学
者
で
あ
り

な
が
ら
、
そ
の
ギ
リ
シ
ア
観
が
ゲ
ル
マ
ン
的
中
世
精
神
に
よ
り
中
世
的
色
彩
を
帯
び
ギ
リ
シ
ア
本
来
の
姿
が
歪
め
ら
れ
て

い
る
の
も
、
ペ
イ
タ
ー
の
ゲ
ル
マ
ン
的
気
質
に
由
来
す
る
。
自
分
に
引
き
寄
せ
て
し
か
物
が
見
ら
れ
な
い
の
が
ゲ
ル
マ
ン

的
象
徴
思
考
の
特
徴
で
あ
る
。
仏
陀
の
存
在
論
が
相
対
依
存
の
関
係
性
で
捉
え
る
縁
起
説
に
立
っ
て
い
る
こ
と
や
、
或
い

は
『
古
事
記
』
の
中
で
、
伊
邪
那
美
命
の
「
成
り
成
り
て
成
り
合
は
ざ
る
處

と
こ
ろ

一ひ
と
と
こ
ろ

處
」
に
、
伊
邪
那
岐
命
の
「
成
り
成
り
て

成
り
餘
れ
る
處
一
處
」
を
「
刺さ

し
塞ふ
た

ぎ
て
、
國く

に土
を
生
み
成
さ
む
と
以お

も爲
ふ
」
と
い
う
表
現
の
背
景
に
あ
る
万
象
の
存
在

の
相
互
補
完
的
関
係
性
の
認
識
と
は
対
蹠
的
に
、
自
己
を
中
心
と
す
る
存
在
論
と
敵
対
的
二
項
対
立
の
観
点
に
立
つ
の
が
、
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ゲ
ル
マ
ン
気
質
で
あ
る
。

さ
は
れ
ペ
イ
タ
ー
の
意
図
は
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
魂
を
ギ
リ
シ
ア
精
神
の
助
け
を
借
り
て
有
機
的
構
築
性
に
保
障
さ
れ
た

形
に
生
み
返
す
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
、
中
途
半
端
な
自
己
滅
却
は
必
然
の
結
果
で
あ
る
。
こ
の
中
途
半
端
に
よ
り
そ
れ
ま

で
に
な
か
っ
た
全
く
新
し
い
藝
術
様
式
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
ペ
イ
タ
ー
の
功
績
で
あ
る
。

ゲ
ル
マ
ン
的
気
質
と
は
別
に
、
ペ
イ
タ
ー
思
想
及
び
そ
の
人
生
観
の
根
柢
に
あ
る
の
は
、
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
哲
学
で
あ
る
。

『
享
楽
主
義
者
マ
リ
ウ
ス
』
は
、
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
学
徒
マ
リ
ウ
ス
の
成
長
に
伴
う
思
想
遍
歴
を
辿
る
も
の
で
あ
る
が
、
ど

の
宗
教
に
も
共
通
す
る
本
質
的
な
も
の
を
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
も
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
、
最
終
的
に
は

キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
ふ
り
を
し
た
、
つ
ま
り
そ
の
仮
面
を
被
っ
た
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
学
徒
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
心

的
様
態
は
ダ
ン
テ
・
G
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
や
ワ
イ
ル
ド
に
も
見
ら
れ
る
偽
善
の
藝
術
的
変
容
と
し
て
の
形
状
の
す
り
替
え
で

あ
る
。
こ
の
仮
面
に
隠
れ
た
素
顔
が
語
る
も
の
は
、
自
然
主
義
、
感
覚
論
、
主
観
的
時
間
意
識
、
原
子
論
に
基
づ
く
虚
無

性
の
認
識
、
自
己
脱
却
、
懐
疑
主
義
、
有
機
体
論
的
生
命
観
で
あ
る
。

パ
ル
メ
ニ
デ
ー
ス
の
絶
対
的
一
者
論
と
、
そ
の
流
れ
の
中
で
生
ま
れ
て
く
る
原
子
論
、
殊
に
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
の
原
子
論

に
立
つ
思
想
と
が
、
ペ
イ
タ
ー
の
思
想
的
基
盤
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
原
子
論
は
そ
れ
ま
で
の
ギ
リ
シ
ア
人
一
般
に
は

な
じ
み
の
な
い
唯
物
論
で
は
あ
る
が
、
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
の
原
子
論
は
、
偏
倚
と
い
う
原
子
の
動
作
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、

近
代
科
学
の
自
然
観
が
機
械
論
的
枠
組
に
即
し
て
い
る
の
と
は
異
な
り
、
目
的
論
的
枠
組
の
中
に
あ
る
。

ペ
イ
タ
ー
が
「
コ
ウ
ル
リ
ッ
ヂ
の
著
作
」
に
お
い
て
、
絶
対
主
義
精
神
で
は
な
く
相
対
主
義
精
神
の
必
要
性
を
説
い
た

の
も
、
こ
の
よ
う
な
思
想
的
立
場
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
宇
宙
を
ひ
と
つ
の
生
命
体
と
見
る
立
場
に
お
い
て
は
、

親
密
性
或
い
は
相
互
滲
透
性
の
原
理
が
主
体
と
な
る
が
故
に
、
相
対
主
義
の
立
場
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
、
ペ
イ
タ
ー
の
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批
評
と
藝
術
を
正
当
化
し
得
な
か
っ
た
。

た
だ
、
こ
の
評
論
に
お
い
て
絶
対
主
義
精
神
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ー
ス
の
絶
対
的
一
元
論
の

「
静
の
学
説
」
或
い
は
へ
ー
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
諸
行
無
常
の
「
動
の
学
説
」
な
ど
の
よ
う
な
公
式
的
教
義
を
指
す
も
の
で

は
あ
る
。
し
か
し
恐
ら
く
は
ペ
イ
タ
ー
の
意
識
の
根
柢
に
は
、
科
学
の
領
域
に
ま
で
、
支
配
的
影
響
力
を
及
ぼ
す
キ
リ
ス

ト
教
の
絶
対
主
義
に
対
す
る
反
撥
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
あ
か
ら
さ
ま
に
言
う
の
は
憚
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
西
脇
順
三
郞
は
こ
の
よ
う
な
思
想
が
滲
透
し
た
ペ
イ
タ
ー
の
『
享
楽
主
義
者
マ
リ
ウ
ス
』
を
繰
返
し
読
み
込
ん

だ
詩
人
で
あ
っ
た
。
西
脇
藝
術
を
語
る
場
合
、
こ
の
点
は
見
逃
し
難
い
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

ギ
リ
シ
ア
哲
学
は
イ
ン
ド
哲
学
と
多
分
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
。
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
哲
学
は
殊
に
そ
の
傾
向
が
強
い
。
そ

の
自
然
主
義
、
感
覚
論
、
判
断
中
止
の
懐
疑
論
、
心
の
平
静
即
ち
ア
タ
ラ
ク
シ
ア
、
感
覚
的
受
容
性
の
重
要
性
な
ど
は
、

双
方
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
殊
に
懐
疑
論
や
泰
然
自
若
た
る
態
度
を
保
つ
こ
と
を
理
想
と
す
る
ア
タ
ラ
ク
シ
ア
は

明
ら
か
に
仏
教
哲
学
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
イ
ン
ド
哲
学
か
ら
の
影
響
を
見
せ
て
い
る
。
感
覚
的
経
験
を
超
え
て
臆

見
を
語
る
こ
と
を
戒
め
る
懐
疑
主
義
は
、
感
覚
第
一
に
し
て
自
然
観
察
を
す
る
如
実
知
見
の
科
学
的
立
場
に
お
い
て
は
基

本
的
姿
勢
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
相
容
れ
な
い
。
仏
教
も
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
哲
学
も
こ
の
臆
見
を
厳
し

く
戒
め
た
。
ダ
ン
テ
・
G
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｍ
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
（W

illiam
 M

ichael Rossetti

一
八
二
九
〜
一

九
一
九
）
兄
弟
も
こ
の
姿
勢
を
貫
き
、
ペ
イ
タ
ー
自
身
も
虚
言
或
い
は
偽
善
に
通
じ
る
臆
見
を
排
除
す
る
立
場
に
身
を
置

い
た
。

浄
土
宗
を
宗
旨
と
す
る
家
に
育
っ
た
順
三
郞
に
と
っ
て
、『
マ
リ
ウ
ス
』
に
展
開
さ
れ
た
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
的
な
思
想
は

受
け
容
れ
易
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
詩
人
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
、「
人
間
と
い
う
も
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の
は
、
一
つ
信
じ
て
い
て
、
も
う
一
つ
に
も
反
対
で
な
け
れ
ば
、
両
方
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
」
で
あ
る
と
言
い
、

物
欲
を
捨
て
る
と
い
う
「
一
つ
の
見
地
か
ら
み
れ
ば
、
お
な
じ
」
で
あ
る
と
見
な
し
、
キ
リ
ス
ト
教
を
否
定
す
る
こ
と
は

な
い
が
、「
私
は
仏
教
の
ほ
う
が
遥
か
に
進
ん
で
い
る
と
思
う
」（「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
現
代
文
学
の
背
景
と
日
本
」、『
言
語
文
学
芸
術
』

二
十
六
頁
）
と
、
仏
教
に
本
来
的
な
親
近
感
を
寄
せ
て
い
る
。

順
三
郞
は
ペ
イ
タ
ー
の
語
る
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
的
な
思
想
を
巡
り
歩
き
、
更
に
は
己
の
成
長
過
程
に
あ
っ
た
家
庭
環
境
と

し
て
の
仏
教
の
世
界
へ
と
、
年
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
回
帰
を
深
め
て
い
っ
た
。
永
遠
と
い
う
ア
タ
ラ
ク
シ
ア
を
求
め
、
大

空
三
昧
を
言
挙
げ
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
仏
教
思
想
を
藝
術
理
論
に
応
用
し
よ
う
と
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も

自
己
に
し
っ
く
り
と
な
じ
む
思
想
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

先
に
西
脇
家
は
浄
土
宗
を
宗
旨
と
し
た
と
書
い
た
が
、
順
三
郞
自
身
は
宗
派
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
仏
教
の
根
本
義
に
目
が

向
い
て
い
た
。
因
み
に
、
大
修
館
の
編
輯
者
で
あ
っ
た
詩
人
川
口
昌
男
が
、
昭
和
三
十
六
年
七
月
に
出
た
順
三
郞
の
『
あ

ざ
み
の
衣
』
の
編
輯
に
携
わ
っ
て
い
た
頃
、
用
件
が
あ
っ
て
港
区
白
金
に
あ
っ
た
順
三
郞
の
家
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
折
、
順
三
郞
は
、「
今
日
は
こ
れ
か
ら
高
野
山
に
行
き
ま
す
」
と
語
っ
て
い
た
と
い
う
。
日
本
人
は
宗
旨
に
拘
わ
ら
ず
、

様
々
な
宗
派
の
寺
に
詣
で
る
こ
と
は
一
般
的
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
川
口
が
筆
者
に
語
っ
た
こ
の
逸
話
に
見
ら
れ
る
何
気

な
い
言
葉
は
、
順
三
郞
も
殊
更
に
仏
教
の
宗
派
に
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

西
暦
一
〇
〇
年
頃
に
始
ま
っ
た
浄
土
教
は
イ
ン
ド
で
広
く
展
開
し
た
後
、
中
国
に
伝
わ
り
、
九
世
紀
に
円
仁
（
延
暦
十

三
年
﹇
七
九
四
﹈
〜
貞
観
六
年
﹇
八
六
四
﹈）
が
比
叡
山
に
移
植
し
、
や
が
て
そ
れ
を
基
に
し
て
法
然
（
長
承
二
年
﹇
一
一
三
三
﹈

〜
建
暦
二
年
﹇
一
二
一
二
﹈）
が
開
創
し
た
浄
土
宗
、
イ
ン
ド
僧
菩
提
達
摩
（
生
年
不
明
〜
五
三
〇
年
頃
）
を
初
祖
と
す
る
禅
宗
、

即
ち
曹
洞
宗
、
臨
済
宗
、
黄
檗
宗
、
或
い
は
又
、
五
〜
六
世
紀
に
イ
ン
ド
に
出
現
し
た
密
教
は
八
世
紀
初
に
体
系
的
に
整
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備
さ
れ
て
中
国
に
移
植
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
九
世
紀
初
に
空
海
（
寶
亀
五
年
﹇
七
七
四
﹈
〜
承
和
二
年
﹇
八
三
五
﹈）
が
招
来
し

大
成
し
た
高
野
山
の
真
言
宗
、
順
三
郞
は
、
こ
う
し
た
宗
派
の
違
い
は
あ
ま
り
厳
密
に
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。ペ

イ
タ
ー
が
社
会
か
ら
の
批
難
防
御
の
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
ふ
り
を
し
た
こ
と
は
別
に
し
て
、
宗
教
の
本
質
を
求

め
た
点
で
は
順
三
郞
と
ペ
イ
タ
ー
は
通
い
合
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
宗
派
を
超
え
た
仏
教
の
根
本
義
を
尋
ね
た
の
が
順
三
郞

で
あ
っ
た
。
詩
人
は
『
斜
塔
の
迷
信
』
の
中
で
、「
私
の
や
り
た
い
方
法
は
、
特
定
の
思
想
も
感
情
も
感
覚
も
な
い
白
紙
と

な
っ
て
（
も
の
）
に
あ
た
る
」（「
詩
美
の
問
題
」）
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
達
摩
の
説

い
た
〈
壁
観
〉
に
そ
の
濫
觴
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
壁
観
と
は
、「
心
の
壁
の
よ
う
に
静
か
に
な
っ
て
、
外
界
と
内
心
、

自
己
と
他
者
、
凡
夫
と
聖
人
な
ど
、
一
切
の
対
立
を
超
え
、
空
を
悟
る
こ
と
」（『
仏
教
辞
典
』）。
こ
れ
は
ペ
イ
タ
ー
の
言

う
「
パ
ル
メ
ニ
デ
ー
ス
的
タ
ブ
ラ
・
ラ
ー
サ
」
や
ア
タ
ラ
ク
シ
ア
思
想
に
通
じ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。

畢
竟
、
ペ
イ
タ
ー
そ
し
て
順
三
郞
が
求
め
た
も
の
は
飛ひ

こ去
し
つ
つ
飛
去
せ
ざ
る
時
で
あ
る
。
そ
の
意
想
の
核
心
を
な
す

も
の
は
、
ペ
イ
タ
ー
に
あ
っ
て
は
不
生
不
滅
の
絶
対
的
一
者
と
い
う
パ
ル
メ
ニ
デ
ー
ス
的
永
遠
で
あ
り
、
片
や
順
三
郞
に

お
い
て
は
自
己
を
忘
れ
万
象
を
以
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
、
五ご

蘊う
ん

皆か
い

空く
う

を
照
見
し
て
無
相
三
昧
の
境
地
に
至
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
の
究
極
目
的
に
限
れ
ば
、
両
者
に
ど
れ
ほ
ど
の
逕
庭
が
あ
ろ
う
か
。

平
成
三
十
一
年
己
亥
二
月
四
日
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第
一
章
　
西
脇
的
ア
タ
ラ
ク
シ
ア

—
—

永
遠
、
そ
の
思
想
的
背
景

一　

生
命
の
根
源
の
探
求

加
藤
郁
乎
（
昭
和
四
年
﹇
一
九
二
九
﹈
〜
平
成
二
十
四
年
﹇
二
〇
一
二
﹈）
は
平
成
四
年
六
月
六
日
に
開
か
れ
た
「
西
脇
順
三
郎

を
偲
ぶ
会
」
の
記
念
講
演
で
、「『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
と
い
う
最
高
の
詩
集
」
と
称
揚
し
て
こ
の
詩
集
に
最
高
の
評
価
を
与

え
た
（『
幻
影
』
第
十
号
参
照
）。
そ
し
て
又
、
平
成
十
一
年
十
月
三
日
、「
西
脇
順
三
郎
を
語
る
会
」
主
催
の
講
演
会
「
西

脇
順
三
郎
先
生
と
私
」（『
幻
影
』
第
十
七
号
参
照
）
に
お
い
て
も
、
郁
乎
は
「
私
は
西
脇
先
生
の
詩
集
の
中
で
ど
れ
か
を
挙

げ
よ
と
言
わ
れ
た
ら
、『
旅
人
か
へ
ら
ず
』」
を
真
っ
先
に
挙
げ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
適
切
な
指
摘
だ
と

思
わ
れ
る
。
と
言
う
の
も
、
西
洋
の
詩
を
母
胎
に
し
て
生
ま
れ
た
新
体
詩
が
発
展
し
て
今
日
の
現
代
詩
に
至
っ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
集
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
詩
に
日
本
の
伝
統
的
な
俳
諧
の
精
神
を
取
り
込
ん
で
劃
期
的
な
文
体
を
生

み
出
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
思
想
哲
学
を
背
景
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
昭
和
二
十
二
年
八
月
に
刊
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行
さ
れ
た
こ
の
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
と
、
そ
の
翌
年
四
月
に
出
た
『
古
代
文
學
序
說
』
と
は
、
西
脇
藝
術
の
何
た
る
か
を
考

え
る
上
で
、
そ
の
根
源
的
な
意
味
と
価
値
を
示
す
も
の
を
持
っ
た
一
対
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
ふ
た
つ
の
著
作
は
西
脇
藝
術
の
中
心
的
理
念
で
あ
る
永
遠
や
幻
影
の
意
味
を
考
え
る
時
の
出
発
点
と
な
る
。『
古

代
文
學
序
說
』
は
中
世
文
学
者
と
し
て
の
西
脇
順
三
郞
が
、
ゲ
ル
マ
ン
人
の
中
世
文
学
に
入
り
込
ん
で
い
る
キ
リ
ス
ト
教

的
要
素
、
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
文
化
の
要
素
、
或
い
は
ま
た
ケ
ル
ト
的
要
素
を
取
り
除
い
て
、
ゲ
ル
マ
ン
人
本
来
の
本
質

を
取
り
出
そ
う
と
す
る
目
論
見
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ゲ
ル
マ
ン
人
本
来
の
属
性
は
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
様
々
な
外
来

の
偶
然
的
要
素
が
絡
み
つ
き
な
が
ら
も
、
そ
の
偶
然
的
要
素
の
あ
わ
い
に
時
折
ち
ら
り
と
そ
の
姿
を
閃
か
す
。
偶
然
的
な

附
着
物
の
隙
間
か
ら
亡
霊
の
よ
う
に
ひ
と
時
、
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
ゲ
ル
マ
ン
人
本
来
の
属
性
が
こ
の
本
に
お
い
て
引
き

出
さ
れ
て
き
て
い
る
。
ま
さ
に
う
っ
か
り
読
み
過
ご
さ
れ
か
ね
な
い
そ
の
捉
え
難
い
民
族
の
本
質
は
幻
影
と
呼
ぶ
に
ふ
さ

わ
し
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
、『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
に
お
い
て
も
同
様
に
人
間
性
の
本
質
の
探
求
、
即
ち
人
間
の
本
来
的
な
絶
対
的
一
者
を
探

求
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
藝
術
化
さ
れ
て
い
る
。『
古
代
文
學
序
說
』
は
主
と
し
て
ゲ
ル
マ
ン
人
文
化
と
い
う
特
殊
な
事

例
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
で
は
、
日
本
人
の
本
来
的
な
土
俗
的
な
姿
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
超

え
て
人
類
或
い
は
そ
れ
を
超
え
た
生
命
体
と
し
て
の
宇
宙
と
い
う
普
遍
的
な
事
柄
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
詩
集
の

「
は
し
が
き
」
の
中
で
、「
自
分
の
中
に
も
う
一
人
の
人
間
が
ひ
そ
む
。
こ
れ
は
生
命
の
神
祕
、
宇
宙
永
劫
の
神
祕
に
屬
す

る
も
の
」
と
言
っ
て
い
る
。
宇
宙
と
い
う
有
機
的
生
命
の
極
微
の
一
部
位
を
構
成
し
て
い
る
己
の
目
を
通
し
て
、
絶
対
的

一
者
た
る
宇
宙
の
根
源
的
生
命
の
一
端
を
垣
間
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
生
命
体
と
し
て
の
宇
宙
の
本
質
の
一
端

は
ま
さ
に
ふ
と
し
た
一
瞬
に
姿
を
覗
か
せ
た
か
と
思
う
間
も
な
く
、
忽
ち
に
消
え
去
る
「
幻
影
の
人
」
で
あ
り
、「
永
劫
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の
旅
人
」
と
詩
人
の
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
順
三
郞
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
こ
の
よ
う
な
世
界
観
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二　

エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
哲
学
と
の
出
会
い

か
つ
て
、
昭
和
四
十
八
年
度
の
明
治
学
院
大
学
大
学
院
の
「
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
文
学
」
の
講
義
中
、
順
三
郞
は
若
い
頃
ペ
イ

タ
ー
の
長
篇
小
説
『
享
楽
主
義
者
マ
リ
ウ
ス
』（M

arius the Epicurean

一
八
八
五
年
）
を
幾
度
も
読
み
返
し
「
全
部
暗
記
し
て

し
ま
っ
た
」
と
言
っ
た
。「
暗
記
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
言
葉
に
は
筆
者
は
い
さ
さ
か
驚
い
た
が
、
繰
返
し
読
み
込
む

こ
と
で
そ
の
思
想
を
己
の
血
肉
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
理
解
し
た
。
事
実
、
順
三
郞
の
藝
術
思

想
の
根
幹
を
辿
る
と
、
そ
の
こ
と
が
自
づ
と
理
解
さ
れ
る
。
ペ
イ
タ
ー
に
つ
い
て
は
順
三
郞
は
様
々
な
エ
セ
ー
の
中
で
折

に
触
れ
語
っ
て
い
る
が
、
例
え
ば
「
脳
髄
の
日
記
」
の
中
で
も
、「
ペ
イ
タ
ー
を
読
む
こ
と
に
よ
つ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
、

文
学
、
美
術
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
た
」（『
西
脇
順
三
郎
全
詩
集
』
一
二
四
二
頁
）
と
言
っ
て
い
る
。

順
三
郞
は
青
年
時
代
に
『
マ
リ
ウ
ス
』
だ
け
で
は
な
く
、
マ
ク
ミ
ラ
ン
版
の
ペ
イ
タ
ー
著
作
集
全
十
巻
を
す
べ
て
読
破

し
て
い
る
。
と
り
わ
け
『
ル
ネ
サ
ン
ス
』（The Renaissance: Studies in A

rt and Poetry

一
八
七
七
年
刊
第
二
版
に
お
い
て
こ
の
題
名

に
変
更
）
と
『
享
楽
主
義
者
マ
リ
ウ
ス
』（M

arius the Epicurean 
日
本
語
の
題
名
と
し
て
は
一
般
的
に
こ
の
題
名
で
通
用
し
て
い
る
が
、

原
題
に
即
し
て
言
え
ば
『
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
学
徒
マ
リ
ウ
ス
』
で
あ
る
）
は
最
も
重
要
な
作
品
で
あ
る
。
一
八
七
三
年
に
初
版
が
出
た

『
ル
ネ
サ
ン
ス
』（Studies in the H

istory of the Renaissance

）
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
関
係
者
と
宗
教
界
か
ら
手
厳
し
い
批
難

を
受
け
た
。
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
思
想
が
キ
リ
ス
ト
教
的
見
地
か
ら
す
る
と
許
し
難
い
ほ
ど
に
異
端
的
だ
っ
た
か
ら
で
あ
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る
。
そ
れ
で
ペ
イ
タ
ー
は
特
に
批
難
が
集
中
し
た
「
結
語
」
を
、
そ
の
四
年
後
、
一
八
七
七
年
に
『
ル
ネ
サ
ン
ス
』
第
二
版

を
出
す
時
に
は
取
り
下
げ
た
が
、
自
分
の
思
想
信
条
を
取
り
下
げ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
実
際
、
そ
の
思
想
の
辯
明
と

し
て
新
た
に
一
八
八
五
年
に
『
マ
リ
ウ
ス
』
を
公
に
し
て
、
自
分
の
思
想
の
何
た
る
か
を
縷
々
詳
細
に
語
っ
て
見
せ
た
の

で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
『
マ
リ
ウ
ス
』
を
暗
記
し
て
し
ま
う
ほ
ど
に
そ
の
思
想
を
吸
収
し
た
の
が
詩
人
西
脇
順
三
郞
だ
っ
た
。
キ

リ
ス
ト
教
徒
か
ら
す
る
と
許
し
難
い
異
端
的
な
そ
の
思
想
と
は
一
体
何
だ
っ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
哲

学
で
あ
る
。
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
（Epikouros

）
は
前
三
四
一
年
に
エ
ー
ゲ
海
の
サ
モ
ス
島
で
生
ま
れ
、
ア
テ
ネ
に
「
庭
園
学

校
」
と
呼
ば
れ
る
学
舎
を
開
い
て
心
の
平
静
即
ち
ア
タ
ラ
ク
シ
ア
（ataraxia

）
を
旨
と
す
る
哲
学
の
研
究
と
教
育
を
し
て

前
二
七
〇
年
に
亡
く
な
っ
た
。
原
子
論
を
説
く
こ
の
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
哲
学
を
十
七
世
紀
前
半
に
フ
ラ
ン
ス
の
ピ
ェ
ー
ル
・

ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
（Pierre G

assendi
一
五
九
二
〜
一
六
五
五
）
が
掘
り
起
こ
し
て
復
活
さ
せ
た
。
更
に
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ニ
ュ
ー

ト
ン
（Isaac N

ew
ton

一
六
四
二
〜
一
七
二
七
）
が
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
を
通
し
て
そ
の
原
子
論
を
引
き
継
ぎ
近
代
物
理
学
の
基
礎

を
築
い
て
ゆ
く
わ
け
で
、
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
の
名
は
、
一
般
に
は
プ
ラ
ト
ー
ン
（Platō n

前
四
二
八
／
四
二
七
〜
前
三
四
八
／
三

四
七
）
ほ
ど
に
は
知
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
現
代
の
私
達
に
と
っ
て
そ
の
哲
学
は
極
め
て
身
近
で
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
は
科
学
の
た
め
に
科
学
を
研
究
し
た
の
で
は
な
く
、
人
が
生
活
し
て
ゆ
く
上
で
、
自
然
現
象
に
恐
れ
お

の
の
く
こ
と
な
く
、
そ
の
原
因
を
知
っ
て
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
科
学
研
究
を
し
た
哲
学
者
で
あ
る
。
心
が
安
ら
か

な
こ
と
即
ち
ア
タ
ラ
ク
シ
ア
、
或
い
は
こ
の
観
念
が
繫
が
り
を
持
つ
仏
教
の
言
葉
で
言
え
ば
安
祥
三
昧
を
追
求
し
た
哲
学

者
で
あ
る
。
十
七
世
紀
の
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
が
科
学
の
方
面
に
お
い
て
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
を
掘
り
起
こ
し
た
の
に
対
し
て
、
ペ

イ
タ
ー
は
藝
術
の
方
面
で
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
哲
学
を
藝
術
思
想
と
し
て
復
活
さ
せ
た
と
言
え
る
。
尤
も
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
的
人
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生
観
と
し
て
は
、
順
三
郞
も
『
古
代
文
學
序
說
』
の
中
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
早
く
に
十
六
世
紀
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

（M
ichel Eyquem

 de M
ontaigne 

一
五
三
三
〜
九
二
）
の
『
随
想
録
』（Essais

）
に
お
い
て
確
立
さ
れ
て
は
い
る
（『
古
代
文
學
序

說
』
二
三
七
頁
参
照
）。
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
思
想
の
滲
透
し
た
『
マ
リ
ウ
ス
』
を
幾
度
も
読
み
返
し
て
『
マ
リ
ウ
ス
』
を
「
暗
記

し
て
し
ま
っ
た
」
順
三
郞
は
、
青
年
時
代
に
ペ
イ
タ
ー
を
通
し
て
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
哲
学
に
基
本
的
な
藝
術
思
想
の
拠
り
所

を
得
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

三　

眼
の
宗
教
の
基
盤

ラ
フ
ァ
エ
ロ
前
派
を
立
ち
上
げ
英
国
唯
美
主
義
の
魁
と
な
っ
た
ダ
ン
テ
・
ゲ
イ
ブ
リ
エ
ル
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
は
藝
術
を

謂
わ
ば
宗
教
化
し
た
藝
術
家
で
あ
っ
た
。
同
じ
時
代
を
生
き
た
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
に
し
て
古
典
学
者
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・

マ
イ
ヤ
ー
ズ
（Frederic M

yers 

一
八
四
三
〜
一
九
〇
一
）
は
ロ
セ
ッ
テ
ィ
藝
術
を
「
美
の
宗
教
」
と
呼
ん
だ
（Rossetti and the 

Religion of Beauty 

参
照
）。
そ
れ
は
実
に
肯
綮
に
中
っ
た
言
葉
と
言
え
る
。
そ
れ
と
同
じ
く
順
三
郞
は
藝
術
を
眼
の
宗
教
に

仕
立
て
上
げ
た
趣
を
見
せ
て
い
る
。
詩
人
は
評
論
「
詩
と
眼
の
世
界
」
の
中
で
、「
純
粋
に
視
覚
か
ら
来
る
美
」
を
求
め
、

「
純
粋
に
眼
の
宗
教
を
求
め
る
」
と
言
っ
て
い
る
（『
梨
の
女
』
二
〜
三
頁
）。
そ
し
て
、「
思
想
と
感
情
と
の
思
考
を
去
つ
て
、

純
粋
に
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
世
界
に
は
い
り
た
い
」（
同
上
七
頁
）
と
い
う
の
が
、
順
三
郞
の
窮
極
的
な
理
想
だ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
執
拗
な
感
覚
へ
の
こ
だ
わ
り
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ペ
イ
タ
ー
は
『
マ
リ
ウ
ス
』
の
中
で
こ
う
言

っ
て
い
る
、「
感
覚
で
捉
え
ら
れ
る
現
象
だ
け
に
頼
ろ
う
と
い
う
決
意
は
い
か
に
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
感
覚
は
感

覚
そ
れ
自
体
に
関
し
て
絶
対
に
私
達
を
欺
く
こ
と
は
な
い
し
、
感
覚
だ
け
に
関
し
て
は
私
達
は
決
し
て
自
分
を
欺
く
こ
と



著
者
略
歴

昭
和
二
十
四
年
岐
阜
県
生
ま
れ

愛
知
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
経
済
学
部
教
授

日
本
文
藝
家
協
会
・
日
本
現
代
詩
人
会
各
会
員

詩
誌
『
未
開
』
同
人

日
本
ペ
イ
タ
ー
協
会
元
会
長
・
理
事

平
成
十
七
年
〜
十
八
年
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ヂ
大
学
英
語
学
部
及
び
ダ
ー
ウ
ィ
ン
・
コ
リ
ッ
ヂ
客
員
研
究
員

著
作

『
ペ
イ
タ
ア—

—

美
の
探
求—

—
』
永
田
書
房
、
昭
和
六
十
一
年

『
ペ
イ
タ
リ
ア
ン
西
脇
順
三
郎
』
小
沢
書
店
、
平
成
十
一
年

『
加
藤
郁
乎
新
論
』
沖
積
舎
、
平
成
二
十
一
年
、
第
十
一
回
加
藤
郁
乎
賞
受
賞
作

『
英
国
唯
美
主
義
と
日
本
』
論
創
社
、
平
成
二
十
九
年

訳
著
ア
ー
サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
『
ワ
イ
ル
ド
と
ペ
イ
タ
ー
』
沖
積
舎
、
平
成
十
三
年

翻
訳
Ａ
・
Ｃ
・
ベ
ン
ソ
ン
『
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ペ
イ
タ
ー
』
沖
積
舎
、
平
成
十
五
年

翻
訳
ダ
ン
テ
・
ゲ
イ
ブ
リ
エ
ル
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
『
い
の
ち
の
家
』
書
肆
山
田
、
平
成
二
十
四
年

編
訳
著100 Selected H
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