
十
八
世
紀

に
お
け
る
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
的
芸
術
家

の
帰
趨
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ル
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馬
 

場

 

 

 

朗

 

問

題

の

所

在

 

一
七

六

三
年

フ

ラ

ン

ス

（以

下

国

名

は
、

ギ

リ

シ

ャ
と

ロ
ー

マ
以

外

に
は

、

仏

、

露

な

ど

の
略

記

を

用

い
る

）

の

パ

リ

・
ル

ー

ヴ

ル
宮

で

の

「
（官

展

）

サ

ロ
ン
」

に

一
つ

の
彫

刻

作

品

が

登

場

す

る

。
作

品

の
名

は

、
『
彫

像

が

生

動

化

し

た

瞬

間

に

そ

の

足

下

に
跪

く

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン
を

表

し

た

大

理

石

群

像

（U
n
 
g
r
o
u
p
e
 
d
e

m
a
r
b
r
e
,
 re
p
r
e
s
e
n
ta
n
t
 P
y
g
m

a
li
o
n
 a
u
x
 p
ie
d
s
 d
e
 s
a
 s
t
a
t
u
e
,
 a
 1'in
s
t
a
n
t

o
u
 e
lle
 s
'a
n
im
e
）
』
 

（以

下

『
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン
群

像

』

と

略

記

）
。

そ

し

て

そ

の
作

者

と

は
、

エ

テ

ィ

エ

ン
ヌ

＝

モ

ー

リ

ス

・
フ

ァ

ル

コ
ネ

（E
t
ie
n
n
e
-
M

a
u
r
ic
e

F
A
L
C
O
N
E
T

:
 17
1
6
-
1
7
9
1
）
に
他

な

ら

な

い
。

や

が

て
す

ぐ

に

、

こ

の
作

品

の

名

声

は

、

「
ピ

ョ
ー

ト

ル

汚
騎

馬

像

汛
の
彫

刻

家

と

な

る

こ
と

に

な

っ
た

ロ
シ

ア
滞

在

迄

、

フ

ァ

ル

コ
ネ

は
同

時

代

人

に

は

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン

の
彫

刻

家

で

あ

り

続

け

た

」

と

後

の
美

術

史

家

に
言

わ

し

め

る
程

に

な

る
。

事

実

、

フ

ァ

ル

コ
ネ

の
友

人

で
も

あ

っ
た

ド

ニ

・
デ

ィ

ド

ロ

（
D
e
n
is
 D
ID
E
R
O
T

:
 1
7
1
3
-
1
7
8
4
）

も

ま

た

、

こ

の
作

品

に
熱

烈

な

賛

辞

を

送

っ
た

一
人

で

あ

っ
た

。

『
文

芸

通

信

（
C
o
r
r
e
sp
o
n
-

d
a
n
c
e
 litte
r
a
ire
）
』
に
掲

載

さ

れ

た

そ

の
賛

辞

は

、

読

者

で
あ

る
欧

州

各

地

の

王

侯

貴

族

達

に
そ

の
傑

作

の
名

を
知

ら

し

め

た

の

で
あ

る
。

 

本

論

の
導

き

の
糸

で
も

あ

る

、

「
プ

ロ

メ

テ

ウ

ス
」

た

る

フ

ァ

ル

コ
ネ

に

よ

る

『
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン
群

像

』

と

い
う

重

要

な

観

点

は

、

ま

さ

に

こ

の
デ

ィ

ド

ロ
の

文

章

の
中

に
現

わ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

「
さ

あ
、
私

の
抱

擁

を

受

け

て

く

れ

。
し

か

し
、
恐
れ
る
が
よ
い
。
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
の
罪
を
犯
し
た
君
を
も
ま
た
禿
鷹
が
待
ち

受
け
て
い
る
こ
と
を
」
（D
P
V
, 
X
III, 
4
1
0）
。
し
か
し
、
当
時

の
最
も
注
目
す
べ

き
彫
刻
家
と
美
術
評
論
家
た
る
二
人
は
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
を
プ

ロ
メ
テ
ウ

ス
的
芸
術
家
と
し
て
捉
え
る
地
点
か
ら
共
に
発
し
つ
つ
も
、
芸
術
観
の
大
き
な
齟

齬
を
露
呈
さ
せ
て
行
く
。
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
を
巡
る
異
な
る
二

つ
の
立
場
、

芸
術
制
作
者
と
理
論
的
批
評
家

（文
人
）
と
の
間
の
、
も
し
く
は
理
論
と
実
践
と

の
間
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
史
上
お
そ
ら
く
最
初
の
直
接
の
交
錯
が
表
面
化
す

る
の
で
あ
る
。
特

に
こ
の
対
立
的
交
錯
は
、
十
八
世
紀

の
近
代
美
学
確
立
期
に
こ

れ
ら
二
つ
の
領
域

の
間
に
存
在
し
た
見
逃
し
得
ぬ
緊
張
関
係
を
考
慮
す
る
時
、
美

学
史
上
あ
る
重
大
な
問
題
圏
を
構
成
す
る
で
あ
ろ
う
。
成
る
程
、
そ
れ
を
、
フ
ァ

ル
コ
ネ
の
露
滞
在
中

の
デ
ィ
ド

ロ
に
よ
る
訪
問
を
直
接

の
契
機
と
す
る
二
人
の
友

情
の
決
裂
、
も
し
く
は
特
に
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
個
人
的
な
激
情
的
気
質
な
ど
に
帰
す

こ
と
が
で
き
な

い
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
第
に
露
呈
し
て
行
く
こ
と

と
な

っ
た
彼
ら
の
微
妙
な
対
立
は
、
そ
の
様
な
二
人
の
心
理
的
葛
藤
も
し
く
は
気

質
の
違

い
と

い
っ
た
単
純
な
図
式
を
大
き
く
超
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
む
し
ろ
本

論
が
着
目
し
て
行
く
の
は
、
彼
ら
二
人
が
依

っ
て
立

つ
も
の
の
文
化
制
度
上
の
根

本
的
相
違
が
、
そ
の
芸
術
観
の
齟
齬
の
見
逃
し
得
ぬ
背
景
を
成
し
て
い
た
と
い
う

事
実
で
あ
る
。

 
本
論
は
、プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
化
さ
れ
た
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
と
い
う
観
点
か
ら
、

デ
ィ
ド
ロ
と
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
互

い
の
芸
術
論
上

の
言
説
の
齟
齬
が
孕
む
美
学
史
上

の
興
味
深
い
論
点
を
分
析
す
る
最
初

の
試
み
で
あ
る
。
本
論

の
構
成
は
以
下
の
通



り
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
『ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ン
群
像
』
の
作
者

フ
ァ
ル
コ
ネ
が

「プ

ロ

メ
テ
ウ
ス
」
に
準
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
十

八
世
紀
仏
の
芸
術
文
化
上
の
言
説

の
中

で
担
う

べ
き
重
要
な
役
割
を
確
認
す
る

こ
と
か
ら
本
論
は
始
ま
る
。
フ
ァ
ル
コ
ネ

と

い
う
特
異
な
存
在
を
介
し
て
言
わ
ば
プ

ロ
メ
テ
ゥ
ス
化
さ
れ
た
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
が
、
如
何
に
当
時
の
英
雄
的
芸
術
家
の
言
説
と
結
び

つ
く
か
を
明
ら
か
に

す
る
。
そ
の
上
で
、
か
か
る
プ

ロ
メ
テ
ウ

ス
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
の
内

で
彫

刻
家

フ
ァ
ル
コ
ネ
を
賛
美
す
る
デ
ィ
ド

ロ
が
、
天
才
芸
術
家
の
言
説
を
更

に
超
え

る
形
で
込
め
た
興
味
深
い
思
想
的
含
意
を
検
証
す
る
。
石
か
ら
肉
体

へ
の
変
様
そ

し
て
循
環
す
る
存
在
連
鎖
を
巡

っ
て
の
彼

の
唯
物
論
思
想
の
根
本
に
関
わ
る
含
意

で
あ
る
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
は
デ

ィ
ド

ロ
が
そ
の
賛
辞
を
寄
せ
た
当
の
フ
ァ
ル

コ
ネ
は
、
む
し
ろ
自
ら
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
化

し
た
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
な
る
こ
と
で
、

逆
に
デ
ィ
ド

ロ
と
の
齟
齬
を
皮
肉
に
も
露
呈
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
検
討

の
中
で
、
我

々
は
従
来

の
美
学
史
研
究

で
殆
ど
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
フ
ァ
ル
コ

ネ
の
言
説
上
の
活
動
に
も
注
目
し
て
行
き
た

い
。
最
終
的
に
本
論
が
明
か
す
の
は
、

ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
を
巡
る
デ
ィ
ド

ロ
と
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
こ
の
齟
齬
が
、
叢
生

期
の
近
代
美
学
を
構
成
す
る
新
た
な
文
化
状
況
と
深
く
連
動
し
て
い
た
可
能
性
で

あ
る
。

 

第

一
節

 

ロ

コ

コ
的

寓

意

か

ら
解

放

さ
れ

る
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ン

 
古
代
以
来

の
そ
の
受
容
過
程
の
中
で
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
は
そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
に
固
有
な
中
心
的
論
点
を
持

っ
て

い
た
と
取
り
あ
え
ず
は
言
え
よ
う
。
十
八

世
紀
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
に
と

っ
て
、
既
に
他

の
論
考
で
も
指
摘
し
た
様

に
、

そ
の
論
点
と
は
独
創
的
な
天
才
芸
術
家
を
巡
る
言
説

に
他
な
ら
な
い
。
本
節
が
最

終
的
に
確
認
す
る
デ
ィ
ド
ロ
と
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
的
芸
術
家
と
し
て

の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
い
う
論
点
も
ま
た
、
容
易

に
推
測
で
き
る
こ
と
だ
が
、
ま

さ
に
こ
の
言
説
と
不
可
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
そ
れ
自
体

が
極
め
て
多
様
な
複
合
的
構
造
を
成
し

つ
つ
古
代
以
来
変
容
を
遂
げ

て
き
た
の
も

ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
十
八
世
紀
中
頃

の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
の

中
心
を
な
す
独
創
的
天
才
芸
術
家
を
巡
る
言
説
と
共
存
し
て
い
た
副
次
的
論
点
の

存
在
を
本
節

で
ま
ず
は
指
摘
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
点
は
、
第
三
節

で
検
討
す
る
デ
ィ
ド
ロ
の
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
化
さ
れ
た
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ

ム
の
深

い
含
意
に
も
実
は
思

い
が
け
ぬ
形

で
関
わ
っ
て
来
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
我

々
は
、

デ
ィ
ド

ロ
と
フ
ァ
ル
コ
ネ
が
そ
の
副
次
的
論
点
を
併
存
さ
せ

つ
つ
も
更

に
天
才
芸

術
家
を
巡
る
言
説
に
内
包
さ
れ
る
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
を

い

か
に
し
て
受
け
入
れ
る
に
至

っ
た
か
を
検
証
し
た
い
。
ま
た
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
に
ま

つ
わ
る
物
語
を
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
に
組
み
込
む
こ
と
が
十
八
世
紀
中
頃
の
言

説
の
中
で
は
む
し
ろ
先
駆
的
意
義
を
持

っ
て
い
た
こ
と
も
注
意
深
く
確
認
す
る
こ

と
に
な
ろ
う
。

 

で
は
今
し
が
た
述

べ
た
副
次
的
な
論
点
と
は
何
か
。
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
の

複
合
的
構
成
を
支
え
た
も
の
の
う
ち
で
古
代
か
ら
連
綿
と
続

い
て
来
た
数
少
な

い

も
の
の

一
つ
は
、
お
そ
ら
く

「愛
」
を
巡
る
論
点
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
そ
れ
は
自

ら
が
造
り
上
げ
た
彫
像

へ
の
愛
の
成
就
と
い
う
極
め
て
特
殊
な

「愛
」
を
巡
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
世
の

『薔
薇
物
語
』
第
二
部
で
は
明
確

に
ナ
ル
キ
ッ
ソ

ス
の
逸
話
と
連
関
さ
せ
ら
れ
、
十
八
世
紀
後
半
に
は
ル
ソ
ー
を
始
め
と
し
て
芸
術

家
の
自
意
識

の
問
題
圏
と
結
び

つ
く
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
特
に
十
八
世
紀
前
半
の

ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
は
、
『薔
薇
物
語
』
の
方
向
を
受
け
継
ぎ

つ
つ
、
む
し
ろ
「自

己
愛
」
の
閉
塞
的
円
環
と
弊
害
を
乗
り
越
え
た

「
理
想
の
愛
の
成
就
」
を
強
調
し

て
も
い
た
。
既
に
我
々
の
分
析
し
た
ド

・
ラ

・
モ
ッ
ト
ら
そ
し
て
ラ
モ
ー
ら
の
舞

踊
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム

（『諸
芸
術
の
勝
利
』
最
終
幕
と

『ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ン
』
）
は
そ
の
こ
と
を
確
か
に
証
し
て
い
た
。
そ
れ
は
「異
性
と
の
愛
を
退
け
た
ピ

ュ

グ

マ
リ
オ
ン
」
を
生
命
化
し
た
女
像
と
も
ど
も

「
愛
の
勝
利
」

に
よ

っ
て
現
実
の

「社
交
的
生
」

へ
と

（再
び
）
導
く
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

フ
ァ
ル

コ
ネ
の
周
辺

に
お
い
て
も
、
こ
の
様
な
ロ
コ
コ
的
理
想
た
る

「愛

の
寓
意
」
故
に
、

ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
は
好
ま
れ
た
主
題
で
あ

っ
た
。
事
実
、
デ
ィ
ド

ロ
が
酷
評

す
る
こ
と
に
な
る
ブ
ー
シ
ェ
は
逆
に
フ
ァ
ル
コ
ネ
と
は
友
好
な
関
係

に
あ

っ
た

が
、
そ
の
彼
は
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
彫
像
の
主
題
を
ロ
コ
コ
的
愛

の
文
脈
で
好
ん

で
受
け
入
れ
て
い
た
。
ブ
ー
シ
ェ
だ
け
で
は
な

い
。
十
八
世
紀

の
画
家
達
が
ピ

ュ



グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
を
受
け
い
れ
た
の
も
少
な
く
と
も
表
面
的

に
は
ま
さ
に
こ
の
文

脈
に
お
い
て
で
あ

っ
た
。
ブ
ー
シ

ェ
を
は
じ
め
、
ラ
ウ
ー
、

ル
モ
ワ
ー
ヌ
そ
し
て

ラ
グ
ル
ネ
ら
に
と
っ
て
、
ウ

ェ
ヌ
ス
そ
し

て
ク
ピ
ド
と

い
っ
た
神
的
存
在
を
介
し

て
常
に

「
愛
の
勝
利
」
が
そ
こ
で
の
中
心
主
題
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
が
露
骨
に
示

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 

フ
ァ
ル
コ
ネ
自
身
も
ま
た
、
以
上
の
様
な

ロ
コ
コ
的
文
脈

の
中

で
の
ピ

ュ
グ

マ

リ
オ

ニ
ズ
ム
受
容
と
無
縁

で
あ

っ
た
訳
で
は
な
い
。
事
実
、
今
し
方
述

べ
た
ブ
ー

シ
ェ
と
の
交
流
は
、

フ
ァ
ル
コ
ネ
が
王
立

セ
ー
ブ

ル
磁
器
製
作
所
で
極
め
て
ブ
ー

シ
ェ
的

で

ロ
コ
コ
的
な
デ

ザ
イ
ン
作
成

に
携
わ
る
中

で
生

ま
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
す
ぐ
に
見
て
行
く
様
に
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
彫
刻
活
動
は
ロ
コ
コ
的
枠
組
み
に

限
定
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ

の
枠
組
み
か
ら
の
影
響
を
彼
が
あ
る
程

度
受
け
入
れ
て
い
た
点
は
留
意
し
た
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
後
に
ダ

ル
セ
ル
そ
し
て

レ
オ
ー
ら
に
よ

っ
て
、

フ
ァ
ル
コ
ネ
の

『ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
群
像
』
に
ブ
ー
シ

ェ

か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
る
の
も
決
し
て
的
外
れ
で
は
な

い
。
そ
し
て
よ
り
注
目

す
べ
き
は
、
む
し
ろ
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
こ
の
作
品
そ
れ
自
体
が
同
時
代
に
お
い
て
「
理

想

の
愛
」

の
寓
意
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ

て
も

い
た
事
実
で
あ
ろ
う
。

一
七
六
三

年

に
フ
ァ
ル
コ
ネ
の

『ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
群
像
』
が
出
品
さ
れ
た
際
、
好
意
的
な

批
評
を
寄
せ
た
の
は
デ

ィ
ド

ロ
だ
け
で
は
な
か

っ
た
。
『
一
七
六
三
年

の
サ
ロ
ン
で

展
示
さ
れ
た
絵
画

・
彫
刻

・
版
画
に
つ
い
て
の
某
夫
人

へ
の
手
紙
』

の
著
者

（
マ

ト
ン
・
ド

・
ラ

・
ク
ー
ル
）
は
、
そ
ん
な
好
意
的
評
者
の

一
人
で
あ

っ
た
。
彼
は
、

以
下
の
様
に
述

べ
る
。
「
一
度
も
愛

の
体

験
の
無

い
者
達
で
す
ら
、
こ
の
作
品
を
見

れ
ば
、
恋
す
る
男
に
と

っ
て
つ
れ
な
い
汚感
性
な
き
心
の
硬

い
汛
（in
se
n
sib
le
）女

性
が
心
を
許
す

汚硬
さ
を
失
う
汛
（s
'att
en
d
rir
）
瞬
間
が
ど
う

い
う
も
の
か
を
、

理
解

で
き
る
。
彼
女
の
心
が
こ
の

汚愛

の
汛
感
情
に
開
か
れ
、
そ
の
当
惑
し
た
彼

女

の
両
目
が
そ
れ
を
表

に
だ
し
は
じ
め

る
、
あ
の
忘
れ
得
ぬ
瞬
間
を
」
。
こ
こ
で

は
、

フ
ァ
ル
コ
ネ
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
群

像
を
明
確
に

「愛
の
理
想
的
な
成
就
の

物
語
」
と
し
て
受
け
取

っ
て
い
る
。
こ
の
発
言
を
引
用
し
た
美
術
史
家

の
指
摘
に

依
る
な
ら
、
「
『新

エ
ロ
イ
ー
ズ
』
の

「感

じ
易
い
」
読
者
達
に
と
っ
て
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
は
完
璧
な
恋
人
で
も
あ

っ
た
。
そ
し
て
ガ
ラ
テ

は
大
理
石

の
汚冷
た
い
汛

心
の
美
女
の
典
型
と
い
う
わ
け
だ
が
、
彼
女
も
終

に
は
心
を
許
し
汚硬
さ
を
失
い
汛

（s'a
tte
n
d
rir）
、
彼
女
の
崇
拝
者
の
願

い
に
負
け
る
の
で
あ
る
」
。

 

こ
れ
に
対
し
て
、
デ
ィ
ド

ロ
に
よ
る
フ
ァ
ル
コ
ネ
作
品

へ
の
賛
辞
は
、
同
時
代

の

「愛
の
勝
利
」
の
ロ
コ
コ
的
寓
意
に
表
層
的
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
更
に
ピ

ュ

グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
を
革
新
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
成
る
程
、
デ
ィ
ド
ロ
は
こ
の
群

像

の
内
に

「愛

の
勝
利
」
を
露
骨
に
示
す
神
的
寓
意
た
る

「
ク
ピ
ド
」
の
存
在
を

見
逃
し
て
は
い
な
い
。
「小
さ
な
ク
ピ
ド
が
彫
像
の
女

の

一
方
の
手
を
捉
え
て
い
る

の
だ
が
、
そ
れ
に
彼
は
接
吻
を
し
て
い
る
で
は
な

い
。
彼
は
そ
の
手
を
貪

っ
て
い

る
の
だ
。
何
た
る
生
気
、
何
た
る
激
情
。
こ
の
ク
ピ
ド
の
頭
に
は
ど
れ
程
の
悪
意

が
あ
る
こ
と
か
。
愛

に
気
紛
れ
な

こ
の
小
さ
な
者

よ
、
お
前
な
ら
私
も
覚
え
て

い
る
。
幸
運
な
こ
と
に
も
う
お
前

に
私
が
巡
り
会
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
」

（D
P
V
,
 X
III,
 409
-
10
）
。
更
に
は
、
群
像

の
中
の
生
命
化
す
る
彫
像
を
見

つ
め

る
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
像
の
仕
上
が
り
に
つ
い
て
も
以
下

の
様
に
言
わ
れ
る
。
「君

汚
＝
フ
ァ
ル
コ
ネ
汛
は
ど
の
様

に
し
て
、
白

い
石
の
塊
の
中

に
驚
き
と
喜
び
そ
し

て
愛
を

一
つ
に
溶
合
わ
せ
て
置
く
こ
と
が
で
き
た
の
か
」
（D
P
V
,
 X
III,
 4
10
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
デ
ィ
ド
ロ
が
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
の
芸
術
表
象
の
中

で
通
常
よ
り
着
目
さ
れ
る
筈
の
女
性
の
彫
像
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彫
刻
家
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
自
身
の
彫
像
に
着
目
す
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
確
か
に
、
や
が
て

す
ぐ
に
彼
は
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
像
は

「才
能
を
も
て
ば
見

い
だ
す
こ
と
は
で
き

よ
う
が
、
天
才
が
な
け
れ
ば

汚女
性

の
汛
彫
像

の
頭
部
は
想
像
し
得
ぬ
だ
ろ
う
」

（D
P
V
,
 X
III,
 41
0）
と
付
け
加
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
そ
も
そ
も
同
時

期
の

『
メ
ル
キ
ュ
ー
ル

・
ド

・
フ
ラ
ン
ス
』
の
批
評
が
フ
ァ
ル
コ
ネ
作
品
の
女
像

を
賞
賛
す
る

一
方
で
、
彫
刻
家
を
表
す
彫
像
の
出
来
に
大
き
な
不
満
を
漏
ら
し
た

の
と
は
余
り
に
対
照
的
で
あ
る
。
む
し
ろ
デ
ィ
ド

ロ
は
、
こ
の
批
評
を
暗
黙
な
が

ら
批
判
し

つ
つ
、
意
図
的
に
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
の
焦
点
を

一
旦
女
像
の
生
命

化
か
ら
彫
刻
家
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
像

の
表
現
上
の
力
動
性

へ
と
ず
ら
そ
う
と
し

た
と
も
言
え
る
。
無
論
、
こ
の
ず
ら
さ
れ
た
焦
点
と
し
て
の
彫
刻
家
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ
ン
自
身

の
彫
像
に
は
、
こ
の
作
品
全
体
の
作
者
で
も
あ
る
彫
刻
家

フ
ァ
ル
コ
ネ

の
姿
が
当
然
な
が
ら
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。
こ
の
意
味

で
、
デ
ィ
ド
ロ
の

『
ピ
ュ
グ



マ
リ
オ
ン
群
像
』

へ
の
讃
辞
が
、
天
才
彫
刻
家
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
に
見
立

て
た
上

で
の
現
実

の
彫
刻
家

フ
ァ
ル
コ
ネ

へ
の
直
接

の
讃
辞
に
連
な
る
の
は
全
く
の
必
然

で
あ
ろ
う
。
成
る
程
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
が
古
代
か
ら
、
彫
像
の
製
作
者
ピ

ュ

グ

マ
リ
オ
ン
を
介
し
て
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
を
取
り
上
げ
る
当
の
詩
人
達

（オ

ウ
ィ
デ

ィ
ウ
ス
や
ジ
ャ
ン
・ド
・
マ
ン
）
を
暗
に
肯
定
す
る
可
能
性
は
存
在
し
た
。

し
か
し
そ
こ
で
は
彫
刻
家
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ
ン
と
重
な
る
創
造
者
は
彫
刻
家
で
は
な

く
、
詩
人
な
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
例
え
ば
十
八
世
紀
の
画
家
達
が
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ニ
ズ
ム
を
主
題
と
す
る
時
、
彼
ら
は
色
彩
の
力
に
よ
っ
て
む
し
ろ
彫
像

の
生
命

化
を
彫
刻
術
よ
り
も
絵
画
こ
そ
が
成
し
遂
げ
る
こ
と
を
示
し
て

い
た
と
も
言
え

る
。
と
す
れ
ば
、
デ

ィ
ド

ロ
の
こ
の
讃
辞

は
、
む
し
ろ
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
の

中
で
む
し
ろ
そ
れ
迄
光
の
当
て
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
現
実
の
彫
刻
家
に
明
確

に
向

け
た
も
の
で
あ

っ
た
。
事
実
、
ま
さ
に
こ
の
含
意
を
踏
ま
え
た
上
で
、
あ

の
プ

ロ

メ
テ
ウ
ス
に
準
え
る
デ

ィ
ド

ロ
の
発
言

が
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「神
々
と
競
う
君
は
汚＝
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ン
た
る
フ
ァ
ル
コ
ネ
汛
、
た
と
え
彼
ら
が

そ
の
彫
像

に
生
気
を
与
え
た
と
し
て
も
、

こ
の
彫
刻
家

汚＝
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
汛

に
生
気
を
与
え
る
こ
と
で
そ
の
奇
蹟
を
更

に
新
た
に
し
た
の
だ
。
さ
あ
、
私
の
抱

擁
を
受
け
て
く
れ
。
し
か
し
、
恐
れ
る
が

よ
い
。
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
の
罪
を
犯
し
た

君
を
も
ま
た
禿
鷹
が
待
ち
受
け
て
い
る

こ
と
を
」
（D
P
V
, 
X
III, 
4
1
0）
。

 
無
論
、
言
わ
ば
こ
の
プ

ロ
メ
テ
ゥ
ス
的
な

フ
ァ
ル
コ
ネ

・
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と

い
う
発
言

に
、
神
に
も
並
ば
ん
と
す
る
独
創
的
な
天
才
芸
術
家
と
い
う
近
代
美
学

上
の
言
説
を
確
認
す
る
の
は
そ
れ
程
困
難

で
は
あ
る
ま

い
。
そ
こ
に
は
、
人
間
の

救
世
主
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
人
間
の
創
造
を
も
司
る
神
に
匹
敵
す
る
者
と
も
見

な
さ
れ
た
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
に
ま
つ
わ
る
伝
承

の
存
在
が
関
係
し
て
来
る
。
ト
ゥ

ル
ッ
ソ
ン
に
依
れ
ば
、
そ
も
そ
も

ヘ
シ
オ
ド

ス
や
ア
イ
ス
キ

ュ
ロ
ス
等
を
介
し
て

知
ら
れ
る
こ
の
巨
人
族
の
英
雄
の
逸
話
は
、
古
代

の
あ
る
時
期
か
ら
既
に

一
つ
の

注
目
す
べ
き
進
展
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

ア
イ
ス
キ

ュ
ロ
ス
に
お
い
て
、
プ

ロ
メ

テ
ウ
ス
は
人
の

「文
明
全
体
の
創
始
者
」

で
あ
り
、
そ
の
限
り
で

「人
間
的
存
在

と
し
て
そ
れ

汚人
間
汛
を
基
礎
付
け
る
」
者

で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
「紀
元
前
四
世

紀
以
後
、

こ
の
巨
人
族
の

一
員
は
極
め

て
物
質
的
な
意
味
で
人
間
性
の
創
造
者
と

な
る
」

の
で
あ
り
、
「土
と
水

で
人
間
達
を

「
こ
し
ら
え
る
」
」
存
在

へ
と
発
展
す

る
。
事
実
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
の
重
要
な
典
拠
の

一
つ
で
あ
る
オ
ウ
ィ
デ
ィ

ウ
ス
の

『変
身
譚
』
で
も
、
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
は
人
間
の
創
造
者
の

一
人
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
。
プ

ロ
メ
テ
ゥ
ス
は
、
神

の
ご
と
く
生
き
た
人
間
を
造
り
出
す
「彫
像
」

製
作
者
と
し
て
の
創
造
主
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
伝
承
は
、
十
八
世
紀

で
も

デ
ィ
ド

ロ
と
フ
ァ
ル
コ
ネ
以
前
に
既

に
、
例
え
ば
ド

・
ラ

・
モ
ッ
ト
の
バ
レ
ー
作

品
の
中
で
生
き
続
け
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
で
は
、
プ

ロ
メ
テ

ウ
ス
は
神

の
ご
と
く
作
品
を
創
造
す
る

「
汚神
に
次
ぐ
汛
第
二
の
製
作
者
」
た
る
天

才
的
詩
人

の
比
喩
と
も
な
る
。
「か
く
の
ご
と
き
詩
人
は
第
二
の
制
作
者
で
あ
り
、

大
神

の
下
に
い
る
プ

ロ
メ
テ
ウ
で
あ
る
」
。
こ
の
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
が
示
す
立
場

の

延
長
に
、
や
が
て
ロ
マ
ン
主
義
に
結
実
す
る
独
創
的
詩
人

・
芸
術
家
の
象
徴
た
る

プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
を
巡
る
近
代
美
学
上

の
言
説

が
次
第

に
整
備
さ
れ
る
こ
と

に
な

ろ
う
。
そ
し
て
、
デ
ィ
ド

ロ
へ
の
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
の
影
響
関
係
を
考
え
る
時
、
お

そ
ら
く
は
こ
の
発
言
も
ま
た
そ
の
仏

の
哲
学
者
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
可
能
性

は
十
分

に
高

い
。
事
実
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
は
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
み
な
ら
ず
、
デ
ィ

ド

ロ
の
言
う

「
そ
の
内

に
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
の
燃
え
さ
し
が
燃
え
、
そ
れ
で
身
を
憔

悴
さ
せ
る
」
（D
P
V
,
 X
IV
,
 29
6
）
芸
術
家
た
る
古
代
画
家
ア
ペ
レ
ス
を
も
彫
刻

す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
デ
ィ
ド

ロ
の
目
に
は
、
そ
ん
な
フ
ァ
ル
コ
ネ
も
ま
た
ア

ペ
レ
ス
と
同
様
に
、
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
の
創
造
的
力
を
授
か
り
芸
術
創
造
に
英
雄
的

に
憔
悴
し
つ
つ
没
頭
す
る
天
才
芸
術
家

で
あ

っ
た
。
現
代
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
た

る
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
内
に
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
こ
の
デ
ィ
ド
ロ
の

指
摘
に
独
創
的
創
造
性

に
基
づ
く
近
代
美
学
的
言
説
の
萌
芽
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
近
代
美
学
的
言
説

は
、

一
七
九

一
年

に
ゲ
ー
テ
が
再
び

ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
を
天
才
的
な
造
型
芸
術
家

の
象
徴
と
す
る
際

に
、
疑
問

の
余
地
な
く
よ
り
確
固
た
る
も
の
と
な
ろ
う
。

 
但
し
、
デ
ィ
ド

ロ
の
場
合
、
そ
れ
は
、

ロ
コ
コ
的
枠
組
み
の
中
で
受
容
さ
れ
て

さ
え

い
た
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
作
品
を
、
新
た
な
美
学
の
到
来
を
予
感
さ
せ
る
立
場
か

ら
革
新
的

に
読
み
か
え
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
も
あ

っ
た
。
こ
こ
で
、
デ

ィ
ド

ロ
に
よ
る
こ
の
発
言
そ
れ
自
体
を
、
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
を
巡
る
同
時
代
の
言
説

に
よ



り
具
体
的
に
置
く
時
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
先
駆
的
意
義
を
確
認
で
き
る
。

 

そ
も
そ
も
今
し
方
挙
げ

た
シ
ャ
フ
ツ

ベ
リ
ら
の
様
な
例
外
は
存
在
す
る
も
の

の
、
十
八
世
紀
に
お
い
て
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
を
巡
る
肯
定
的
な
言
説
は
必
ず
し
も
主

流
で
は
決
し
て
な
か

っ
た
。
そ
れ
に
は
以
下

の
二
つ
の
大
き
な
理
由
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
デ
ィ
ド
ロ
本
人
に
と

っ
て
も
極
め
て
身
近
な

も
の
で
も
あ

っ
た
。
第

一
の
理
由
は
、
十

八
世
紀
に
進
歩
的
知
識
人
達
と
の
対
立

を
特
に
激
化
さ
せ
た
キ
リ
ス
ト
教
会
の
教

え
と
の
関
係
で
あ
る
。
神
々
に
反
抗
し

た
英
雄
に
神
と
同
じ
人
間
創
造
の
能
力
を
与
え
る
こ
と
は
、
当
時
の
特
に
保
守
化

し
て
い
た
教
会
側
に
と

っ
て
決
し
て
許
容

で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
無
論
、
自
ら
の
無
神
論
的
思
想
傾
向

か
ら
キ
リ
ス
ト
教
会
側
か
ら
睨

ま
れ
て
い
た
デ
ィ
ド

ロ
に
と

っ
て
、
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
の
言
説
が
こ
の
よ
う
な
宗
教

的
に
否
定
的
な
含
意
を
持

つ
危
険
は
周
知

で
あ

っ
た
ろ
う
。も
う

一
つ
の
理
由
は
、

し
か
し
よ
り
根
本
的
な
も
の
で
も
あ
る
。
十
八
世
紀
に
お
い
て
胎
動
し
は
じ
め
る

文
明
批
判
が
重
要
と
な
る
。
こ
こ
で
も
デ

ィ
ド
ロ
は
、
自
ら
が
知
悉
し
て
い
た
あ

る
人
物
を
通
し
て
こ
の
論
点
の
存
在
を
既

に
明
確

に
意
識
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
が
、
『学
問
芸
術
論
』
を
通
し
て
、
人
間

の
習
俗
を
退
廃
さ
せ
た
文
明
の
光

を
齎
し
た
元
兇
と
し
て
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
を
批
判
的

に
呈
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

特

に
、
こ
の
場
合
は
（ル
ソ
ー
で
は
そ
の
女
性
は
登
場
し
な
い
が
）
、
プ

ロ
メ
テ
ウ

ス
自
ら
が
そ
の
彫
像
を
創
造
し
生
命
化
し
た
と
も
し
ば
し
ば
見
な
さ
れ
た
パ
ン
ド

ラ
の
逸
話
と
も
重
な

っ
て
も
行
く
こ
と
に
も
な
ろ
う

（だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
立
場

に
対
抗
し
文
明
の
進
歩
を
信
頼
す
る
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
女
性
の
名

を
次

に
触
れ
る
台
本
の
題
名

に
し
た
の
だ

っ
た
）
。

 
以
上
の
様
な
同
時
代
の
文
脈
を
念
頭

に
置
く
時
、
我

々
は
未
だ

一
七
六
〇
年
代

に
位
置
す
る
デ

ィ
ド

ロ
の
発
言
の
あ
る
種

の
大
胆
さ
を
理
解
し
え
る
。
そ
れ
も
、

シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
が
意
図
的

に
避
け
て
い
た

「神
と
の
競
争
者
」
そ
し
て
そ
れ
故
の

「神
か
ら
の
罰
」
と
い
っ
た
契
機
を
そ
の
発
言
に
明
確

に
含
め
る
だ
け
に
、
デ
ィ

ド

ロ
の
依

っ
て
立

つ
立
場
は
意
味
深
長
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
時
代
の
全
て
の

仏
人
が
彼
の
も
の
と
と
ほ
ぼ
共
通
す
る
立

場
を
表
明
し
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。

デ
ィ
ド

ロ
よ
り

一
世
代
前
に
属
し
、
当
時

の
進
歩
的
知
識
人
達
の
先
導
者
で
あ

っ

た
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
あ
る
オ
ペ
ラ
台
本
が
そ

の
貴
重
な
実
例

で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル

テ
ー
ル
が

一
七
四
〇
年

に
執
筆
し
、
彼
流
の
反
教
会
的
立
場
を
露
骨

に
表
明
し
た

『
パ
ン
ド
ラ
』
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
パ
ン
ド
ラ
の
美
し
い
彫
像
を
作
り
上
げ
た

プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
は
、
そ
の
生
命
化
を
拒
ん
だ
神
ゼ
ウ
ス
に
反
し
て
、
神
々
か
ら
火

を
盗
み
だ
し
そ
の
彫
像
を
生
命
化
さ
せ
る
。
ち
な
み
に
、
生
命
化
の
瞬
間
の
パ
ン

ド
ラ
の
最
初
の
台
詞
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
同
時
代
の
ド

・
ラ

・
モ
ッ
ト
や
デ

ラ
ン
ド
ら
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
で
の
生
命
化
し
た
女
像
の
そ
れ
と
極
め
て
類

似
す
る
点

に
は
留
意
し
た
い
。
さ
て
生
命
化
し
た
美
貌
の
パ
ン
ド
ラ
が
プ

ロ
メ
テ

ゥ
ス
に
心
を
奪
わ
れ
る
の
に
嫉
妬
し
た
神
ゼ
ウ
ス
は
パ
ン
ド
ラ
を
奪

い
去
る
。
こ

れ
に
怒

っ
た
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
は
神
ゼ
ウ
ス
に
戦

い
を
挑
み
、
結
局
パ
ン
ド
ラ
は
彼

の
許
に
戻
さ
れ
る
が
、
神
ゼ
ウ
ス
の
最
後
の
計
略

に
は
ま

っ
た
パ
ン
ド
ラ
は
あ
の

「
パ
ン
ド
ラ
の
箱
」
を
開
け
て
し
ま
う
。
成
程
こ
こ
で
は
、
人
間
世
界

の
悪
の
原

因
は
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
に
も
パ
ン
ド
ラ
に
も
な
く
、
「嫉
妬
深

い
全
能
の
暴
君
」
た
る

神
ゼ
ウ
ス
に
あ
る
。
し
か
し
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
真
意
は
単
な
る
宗
教
的
権
威
も

し
く
は

「
汚原
罪
等
の
汛
失
墜
の
神
学
的
空
想
物
語
り
」
へ
の
批
判
に
あ
る
だ
け
で

は
な
い
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
従
う
な
ら
、
そ
も
そ
も
天
上
の
生
も
し
く
は

「
地
上

の
楽
園
」
を
無
闇
に
希
求
し
て
も
無
駄
で
あ
る
。
ゼ
ウ
ス
の
言
う
通
り
、
も
は
や

「地
上
と
天
上
の
間
の
永
遠

の
離
別
」
が
決
定
的
に
な

っ
た
の
だ
か
ら
。
む
し
ろ
、

こ
の
哲
学
者
の
真
意
は
、
箱
を
開
け
た
後
人
間
に
残
さ
れ
た
「愛
」
そ
し
て
「希
望
」

だ
け
で
人
は
地
上
の
生
を
十
全
に
生
き
う
る
こ
と
を
示
す
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
、

宗
教
的
権
威
も
し
く
は
既
存

の
権
威
か
ら
の
人
間
の
解
放

の
み
な
ら
ず
、
ル
ソ
ー

的
な
悲
観
主
義
を
乗
り
越
え
人
間
の
文
明
そ
れ
自
体
の
可
能
性
と
進
歩

へ
の
道
筋

を
積
極
的
に
肯
定
す
る
立
場

で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
ヴ

ォ
ル
テ
ー
ル
自
身
が
べ
ー

ル
同
様
に
デ
ィ
ド
ロ
に
も
こ
の

「哲
学
的
オ
ペ
ラ
」
を
見
せ
た
い
と
望
ん
で
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
演
劇
通
で
あ
り
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
敬
意
を
払

っ
て
い
た

デ
ィ
ド

ロ
も
ま
た
こ
の
作
品
を
見
知

っ
て
い
た
可
能
性
は
充
分
に
あ
る

（ヴ
ォ
ル

テ
ー
ル
の
そ
の
台
本
は
彼
の

一
七
四
八
年
の
著
作
集
で
出
版
さ
れ
る
）
。
あ
る
意
味

で
、
デ

ィ
ド

ロ
が
プ

ロ
メ
テ
ゥ
ス
化
さ
れ
た
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
た
る
フ
ァ
ル
コ
ネ

の
天
才

の
内
に
見
た
の
は
、
以
上

の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
哲
学
的
オ
ペ
ラ
に
含
意
さ



れ
た
も
の
で
も
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。
十

五
部
程
し
か
発
行
さ
れ
ぬ
『文
芸
通
信
』

と
い
う
少
数
の
そ
れ
も
仏
以
外
の
読
者

に
向
け
た
特
殊
な
媒
体
を
通
じ
て
の
発
言

で
あ
る
の
も
、
デ
ィ
ド
ロ
を
ヴ
ォ
ル
テ
ー

ル
の
様

に
そ
こ
迄
大
胆
に
し
む
け
た

一

因
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
発
言
は
、
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
傑
作
を
創
造
し

う
る
地
上
の
人
間
の
汲
み
尽
し
え
ぬ
力
動
性
を
、
既
成
の
権
威

に
屈
せ
ず
恐
れ
る

こ
と
な
く
宣
言
す
る
こ
と
で
も
あ

っ
た
。

こ
れ
は
、
近
代
美
学
の
独
創
的
天
才
を

巡
る
言
説

の
含
意
す
る

一
つ
の
重
要
な
背
景
で
も
あ
る
。

 
し
か
し
、
デ
ィ
ド
ロ
の
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
化
さ
れ
た
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン

・
フ
ァ
ル

コ
ネ
と
い
う
発
言
の
真
意
に
は
、
芸
術
批
評

へ
の
彼
の
独
自
な
関
わ
り
そ
し
て
こ

の
発
言

の
よ
り
深

い
思
想
的
含
意
が
更
に
関
わ

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
は
フ
ァ

ル
コ
ネ
自
身
も
ま
た
そ
の
様
な
デ
ィ
ド

ロ
の
立
場
に
共
感
を
見
い
だ
し
て
い
た
可

能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
点
を
明
る
み

に
出
す
こ
と
が
続
く
第
二
節
と
第
三
節

の
課
題
と
な
ろ
う
。

 

第

二
節

 
「
理
想

モ
デ

ル
」

に
向

う

「技

芸
」

の
救

済

者

た

る

 
 
 
 
 
 
プ

ロ
メ

テ
ウ

ス

・
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ン

 

「美
的
な
る
も
の
」
そ
し
て

「芸
術
作
品
」

に
関
す
る
デ
ィ
ド

ロ
の
理
論
的

・

批
評
的
関
わ
り
は
、
無
論
、
『
一
七
六
三
年

の
サ

ロ
ン
評
』
が
最
初
で
は
な
い
。
『文

芸
通
信
』
を
舞
台
と
し
て
最
終
的

に

一
七

八

一
年
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る

『サ

ロ

ン
評
』
と
い
う
芸
術
批
評
自
体
に
し
て
も
、
既
に

一
七
五
九
年
か
ら
執
筆
が
始
ま

っ

て
い
る
。
そ
れ
以
前

に
も
、
ま
ず
は

一
七

四
九
年
に
『
一
般
音
響
原
理
』
、
次
に

一

七
五

一
年

に

『聾
唖
者
書
簡
』
そ
し
て

一
七
五
二
年
に

『百
科
全
書
』

の

「美
」

の
項
目
と
い
っ
た
重
要
な
論
考
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
デ
ィ
ド
ロ
が
実
際

に
そ
の
創
作
に
特

に
関
わ
っ
た
演
劇
に
つ
い
て
も
、

一
七
五
七
年
に

『私
生
児
対

話
』
そ
し
て

一
七
五
八
年
に
は

『劇
詩
論

』
が
公
刊
さ
れ
る
。
特

に
そ
の

一
七
五

二
年

の

『百
科
全
書
』
の
項
目
で
本
格
的

に
展
開
さ
れ
た
美
の

「関
係
の
知
覚
」

説
は
、
デ
ィ
ド

ロ
の
そ
の
後

の
芸
術
論
全
体
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
い
わ
ば
そ

の
通
奏
低
音

の

一
つ
を
成
し
て
も
行
こ
う
。
何
よ
り
も
、
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る

彼

の
美
学
的

・
芸
術
論
的
議
論
が
、
決
し
て
纏
ま
り
を
欠

い
た
単
な
る
場
当
た
り

的

・
状
況
的
な
も
の
で
も
な
い
こ
と
も
ま
た
、
多
く
の
研
究
者
に
よ

っ
て
指
摘
さ

れ
て
き
た
。
更
に
は
、
こ
れ
ら
の
美
学

・
芸
術
論
的
言
説
が
哲
学
者
デ

ィ
ド

ロ
の

思
索
全
体
の
根
本
に
も
深
く
関
わ
る
可
能
性
も
ま
た
、
夙

に
強
調
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
意
味
で
、

一
七
六
三
年

の

『サ
ロ
ン
評
』

の
フ
ァ
ル
コ
ネ
作

『ピ

ュ
グ

マ
リ

オ
ン
群
像
』
を
巡
る
記
述
は
、
デ
ィ
ド

ロ
美
学
も
し
く
は
彼
の
思
想

の
全
体
的
枠

組
み
か
ら
も
解
釈
さ
れ
る
べ
き
余
地
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

 
本
節
は
、
「技
芸
」
へ
の
デ
ィ
ド
ロ
に
よ
る
積
極
的
な
価
値
付
け
と
い
う
観
点
か

ら
、
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
し
て
の
フ
ァ
ル
コ
ネ
を
巡
る
言
説
を

捉
え
直
す
。
こ
の
観
点
が
、
デ

ィ
ド

ロ
の
美
学
的
言
説

の
全
体
像
と
不
可
分
な
関

係
を
成
し

つ
つ
、
『
サ
ロ
ン
評
』
を
中
心
と
す
る
彼
の
芸
術
批
評

の
独
自
性
の

一
つ

と
し
て
ま
ず
捉
え
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
観
点
が
、
「彫
刻
家
」
フ
ァ

ル
コ
ネ
自
身

の
芸
術
家
内
部
で
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
上
の
地
位

の
在
り
方
と
も
関
わ

る
か
ら
で
あ
る
。

 

そ
も
そ
も
ラ
ン
グ
ル
の
刃
物
職
人
を
父
に
持

つ
デ
ィ
ド

ロ
は
、
偏
見

に
囚
わ
れ

る
こ
と
な
く

「職
人
」
達

の

「技
芸
」
を
評
価
し
位
置
付
け
よ
う
と
も
し
て
い
た
。

彼
の
編
集
し
た

『百
科
全
書
』
に
お
け
る
職
人
達

へ
の
多
く
の
好
意
的
言
及
や
多

く
の
関
連
す
る
技
術
や
機
械
の
図
版

に
そ
れ
は
如
実
に
現
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
項
目
や
図
版
を
作
成
す
る
際
に
、
実
際
に
彼
は
進
ん
で
職
人
達
か
ら
直

接
情
報
を
収
集
し
て
い
た
。
同
様

の
事
態
は
デ

ィ
ド

ロ
が

一
連

の

『サ
ロ
ン
評
』

を
執
筆
し
た
際
に
も
確
認
で
き
る
。
特
に
彼
が

『サ

ロ
ン
評
』
で
取
り
上
げ
ね
ば

な
ら
な
か

っ
た
芸
術
作
品
が
造
型
芸
術
で
あ
る
こ
と
が
、

こ
れ
ら
の
芸
術
分
野
に

特
有
な
微
妙
で
必
須
の
技
術

に
つ
い
て
の
詳
細
な
専
門
的
情
報
を
必
要
と
し
た
の

で
あ
る
。
事
実
、
彼
は
同
時
代

の
芸
術
家
達
か
ら
具
体
的
に
貴
重
な
助
言
を
得
て

い
た
。
デ
ィ
ド
ロ
の
こ
れ
ら
の
造
型
美
術
家
達
と
の
交
流
は
、
し
か
し
単
に
必
要

に
駆
ら
れ
た
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
だ
け
で
は
な
か

っ
た
。
十
八
世
紀
に
確
立
を

始
め
る
近
代
的

「芸
術
」
観

の
中
で
の
造
型
芸
術

の

「技
芸
」
的
な
も
の
の
位
置

付
け
の
変
化

へ
の
デ
ィ
ド
ロ
の
関
心
が
そ
の
背
後

に
大
き
く
作
用
し
て
い
る
。
自

由
学
芸
の
中

に
含
ま
れ
ず
、
そ
れ
迄
詩
文
等
に
比
べ
て
精
神
性
に
欠
け
身
体
性
に



片
寄

っ
た
も
の
と
し
て
軽
視
さ
れ
て
来
た
絵
画
や
彫
刻
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
少

し
ず

つ
そ
の
地
位
を
向
上
さ
せ
て
い
た
。
仏

で
も
十
七
世
紀
に
設
立
さ
れ
た
王
立

絵
画
彫
刻
ア
カ
デ
ミ
ー
に
よ

っ
て
、
画
家

や
彫
刻
達
は
詩
文
と
同
じ
人
文
主
義
的

知
見
を
身

に
纏
う
こ
と
で
従
来

の
職
人
的
地
位

か
ら
の
脱
皮
を
は
か
り
つ
つ
あ

っ

た
。
デ

ィ
ド

ロ
は
、
そ
ん
な
彼
ら
の
地
位
向
上
の
流
れ
を
啓
蒙
的
知
識
人
と
し
て

後
押
し
す
る
立
場

に
も
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
こ
の
哲
学
者

が
彼
ら
美
術
家
達

の

「技
芸
」

の
重
要
性

を
極
め
て
意
識
し
て
い
た
か
ら
で
も
あ

る
。
最
良
の
場
合
、
彼
ら
の

「技
芸
」
は
、

一
般
の

「職
人
」
た
ち
の
そ
れ
と
同

様
に
、
細
心
の
観
察
や
実
験
と
創
意
を
介

し
辛
抱
強
く
獲
得
さ
れ
た
身
体
的

・
経

験
的
知
と
し
て
し
ば
し
ば

「自
然
」
の
核

心
に
迫
り
う
る
も
の
と
も
な
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
美
術
家

の

「技
芸
」
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
や
徒
弟
制
度
の
因
襲
か
ら
離
れ

虚
心
に
「細
心
な
注
意
を
も

っ
て
自
然
を
模
倣
す
る
」

（D
P
V
,
 X
V
,
 3
50
）
と
い

う
困
難
な
条
件
を
満
た
す
こ
と
で
、
肯
定

さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
た
と
え
デ
ィ

ド

ロ
が
、
厳
密
な
自
然
模
倣
を
超
え
た
歴
史
画
重
視
の
立
場
を
捨
て
な
か

っ
た
に

せ
よ
、
ジ
ャ
ン
ル
画

の
画
家
達
で
あ
る
グ

ル
ー
ズ
そ
し
て
特

に
ヴ

ェ
ル
ネ
と
シ
ャ

ル
ダ

ン
ら
を
高
く
評
価
し
た
所
以
で
あ
る
。
歴
史
画
家
達
が
し
ば
し
ば
軽
視
す
る

眼
前
の
あ
り
の
ま
ま
の
自
然

へ
の
鋭
い
接
近
が
彼
ら
の

「技
芸
」
の

「魔
術
」
を

支
え
る
か
ら
で
あ
る
。

 
フ
ァ
ル
コ
ネ
を
巡
る
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ン
と

い
う
言
説
も
ま

た
、
独
創
的
芸
術
家

の
観
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
美
術
家
達

の
「技
芸
」
へ
の
デ
ィ

ド

ロ
の
こ
の
独
自
な
関
心
と
い
う
観
点
か
ら
も
理
解
す

べ
き
だ
ろ
う
。

 
フ
ァ
ル
コ
ネ
は
、
デ
ィ
ド

ロ
が
美
術
批
評
を
展
開
す
る
際

に
助
言
を
数
多
く
仰

い
だ

一
人
で
あ

っ
た
。
絵
画
よ
り
も
遥
か
に
彫
刻
の
専
門
技
術
に
ま

つ
わ
る
知
識

を
欠

い
た
彼
は
、
個
人
的
に
も
親
交
の
厚

い
フ
ァ
ル
コ
ネ
を
介
し
て
得
た
情
報
を

極
め
て
信
頼
し
た
。
そ
の
フ
ァ
ル
コ
ネ
の

「技
芸
」
は
、
後
に
触
れ
る
様
に

「理

想
美
」
の
重
要
性
を
認
識
し

つ
つ
も
、
ま
ず
は
綿
密
で
細
心
の

「自
然
模
倣
」
に

根
差
し
て
い
た
。
特

に

「人
体
」
や

「動
物

の
体
」
と
い
う

「自
然
」

へ
の
繊
細

で
執
拗
な
観
察
は
、
「硬

い
石
」
で
柔
ら

か
い

「肉
の
感
じ
」
を
表
現
す
る
の
を
目

指
す
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
彫
刻
に
と

っ
て
必
須

で
あ

っ
た
。
こ
の
意
味
で
フ
ァ
ル
コ
ネ

は
、
「古
代
人

の
模
倣
」
を
特
に
強
調
す
る
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
立
場
に

一
定

の
理

解
を
示
し

つ
つ
も
、
決
し
て
そ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
は
な

い
。

 
確
か
に
、
こ
れ
に
対
し
て
デ
ィ
ド
ロ
は
、
今
し
方
述
べ
た
様

に
、
歴
史
画
復
興

を
意
図
す
る
ラ

・
フ
ォ
ン

・
ド

・
サ
ン
テ
ィ
エ
ン
ヌ
ら
当
時
の
文
人
達
の
方
向
を

共
有
し
て
お
り
、
こ
の
フ
ァ
ル
コ
ネ
と
は
別
の
立
場
に
立

つ
様
に
も
思
わ
れ
る
。

デ
ィ
ド
ロ
に
と

っ
て
、
歴
史
画
の
目
指
す
べ
き

「
理
想
の
モ
デ

ル
」
に
は
、
自
然

を
機
械
的

に
個
別
に
模
倣
す
る
こ
と
で
は
高
ま
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
美
術
家
の

「技
芸
」
は
、
模
倣
す

べ
き

「自
然
」
と

「古
代
人

（
の
作

品
）
」
を
注
意
深
く
読
み
取
り
な
が
ら
、
眼
前

に
は
現
わ
れ
ぬ
自
然
の

「必
然
性
」

の
連
関
を
試
行
錯
誤
の
中
で
産
出
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
も
あ
り
う
る
。
そ

れ
は
、
更
に
は
「
理
想

の
モ
デ

ル
」
に
肉
迫
し
う
る
身
体
化
さ
れ
た
創
造
的
な
「知
」

と
も
な
り
得
よ
う
。
む
し
ろ
、
デ
ィ
ド
ロ
に
と

っ
て
盟
友
で
も
あ
る
彫
刻
家

フ
ァ

ル
コ
ネ
の

「技
芸
」
は
そ
の
様
な
能
動
的
な

「実
践
知
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

た
と
言
う

べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
フ
ァ
ル
コ
ネ
自
身
、
肖
像
彫
刻
に
手

を
染
め
る
こ
と
は
少
な
く
、
聖
書
的

・
神
話
的
主
題

に
よ
る
作
品
や
偉
人
の
記
念

碑

に
そ
の
精
力
を
よ
り
多
く
傾
け
た
彫
刻
家
な
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
様
式
に
つ

い
て
も
繊
細
な
人
体
表
現
の
み
な
ら
ず

ベ
ル
ニ
ー
ニ
ら
の
劇
的
な
バ

ロ
ッ
ク
彫
刻

様
式
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
た
。
彼
は
素
朴
な

「自
然
模
倣
」
に
の
み
没
頭
し

た
彫
刻
家
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
『
一
七
六
七
年
の
サ
ロ
ン
評
』
で
デ
ィ

ド

ロ
は
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
や
プ
ッ
サ
ン
そ
し
て
ピ

ュ
ジ

ェ
や
ピ
ガ
ー
ル
と
並
ん
で

フ
ァ
ル
コ
ネ
の
作
品
の
内

に

「美
的
理
想

モ
デ
ル
た
る
真
実
の
線
」
を
認
め
る
の

で
あ
る

（D
P
V
,
 X
V
I,
 70
）。

 
し
か
し
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
デ
ィ
ド

ロ
に
と

っ
て
、
美
術
家

の
「技
芸
」

の
中
で
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
そ
れ
が
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
化
さ
れ
た
彫
刻
家
と
い
う
言
説
に

極
め
て
特
権
的
な
ま
で
に
結
び

つ
く
理
由
で
あ
る
。
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
神
話
は
、
そ

も
そ
も
虐
げ
ら
れ
蔑
ろ
に
さ
れ
て
来
た
者
達
を
救
済
す
る
英
雄
の
物
語
で
あ
る
。

芸
術
批
評
の
文
脈
で
、
今
迄

の
手
工
芸
的
な
蔑
視
さ
れ
た
地
位

か
ら
の
救
済

・
解

放
を
求
め
て
い
た
造
型
芸
術
家

に
と

っ
て
、
神
話
上
の
こ
の
巨
人
族
の
英
雄
の
も

つ
第

一
の
象
徴
的
含
意
が
そ
こ
に
あ
る
。
こ
の
英
雄
が
、
従
来
軽
視
さ
れ
て
来
た



手
仕
事
職
人
的
な
美
術
家
達

の
地
位
を
、
詩
文
の
天
才
作
家
達
と
同
じ
迄

に
高
め

救
済
す
る

「技
芸
」
を
持

つ
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
な
が
ら
、
で
は
何
故
、
こ
こ
は
デ

ィ
ド
ロ
は
、
画
家

の
ヴ

ェ
ル
ネ
や
シ
ャ
ル

ダ

ン
で
な
く
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
と
い
う
彫
刻
家

の

「技
芸
」

に
特
に
こ
だ
わ
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
の
か
。

 
ま
ず
は
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
第

一
の
も
の
は
、
既
に
触
れ
た
様

に
、

プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
が
伝
承
で
は
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
同
じ
く
し
ば
し
ば
彫
像

の
作
り

手
と
さ
れ
、
美
術
家
の
中
で
も
彫
刻
家

と
結
び

つ
き
易
か

っ
た
と
い
う
極
め
て
尤

も
な
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
デ
ィ
ド
ロ
に
と

っ
て
更
に
決
定
的
で
あ

っ
た
の
は
、

次

の
理
由
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第

二
の
理
由

と
は
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
関
わ
る
彫
刻
術

が
、
特
に
絵
画
と
の
関
係
に
お
い
て
、

よ
り
物
質
的
で
あ
り
肉
体
労
働
を
必
要
と

す
る
よ
り
職
人
的
契
機
が
強
く
、
そ
の
地
位
向
上
が
遅
れ
て
い
た
現
状
に
あ
る
。

フ
ァ
ル
コ
ネ
自
身
が
嘆
く
様
に
、
彫
刻
作
品

の
デ
ザ
イ
ン
を
し
ば
し
ば
画
家
が
担

当
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
の
も
そ
の
状
況

に
拍
車
を
か
け
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
絵

画
と
彫
刻
の
比
較
論
争
が
フ
ァ
ル
コ
ネ
と
同
時
代
の
仏
で
生
じ
た
時
、
遠
近
法
等

の
高
度
な
技
術
を
そ
れ
程
必
要
と
し
な

い
等

の
理
由
で
彫
刻

の
絵
画

へ
の
劣
位
が

主
張
さ
れ
た
程
で
あ

っ
た
。
何
よ
り
も
、

ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
を
巡
る
図
像
表

現

に
お
い
て
、
画
家
達
が
ま
る
で
自
分
達

の
優
位
を
証
明
す
る
か
の
様
に
、
見
事

な
彫
刻
術
を
巡
る
筈
の
こ
の
主
題
を
好
ん

で
取
り
上
げ
て
い
た
。
彫
刻
家
で
は
な

く
、
画
家
の
み
が
自
在
に
操
れ
る
色
彩

の
力
に
よ
り
、
こ
の
優
れ
て
彫
刻
的
な
主

題
を
最
も
完
全
に
表
現
し
う
る
と
で
も
言

わ
ん
ば

か
り
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、

フ
ァ
ル
コ
ネ
は
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ

ム
を
主
題
と
し
て
彫
刻
し
た
殆
ど
例
外

的
な
彫
刻
家
で
あ
る
。
他
の
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ
ニ
ズ
ム
の
彫
刻
と
し
て
、
少
な
く
と

も
同
時
代

の
仏
で
は
ア
ダ
ン
の
現
存
せ

ぬ
彫
刻

の
例

（
一
七
四
三
年
の
サ
ロ
ン
に

出
展
）
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。
更
に
フ
ァ
ル
コ
ネ
は
、
デ
ィ
ド

ロ
の
完
全
な
称

讃
は
受
け
な
か
っ
た
も
の
の
、
優
れ
て
絵
画
的
な
主
題
た
る
ア
ペ
レ
ス
と
カ
ン
パ

ス
パ
の
逸
話
を
遠
近
法
的
な
浮
彫
り
で
彫
刻
し
、
絵
画
と
彫
刻

の
あ
る
種

の
融
合

を
試
み
た
。
彼
が
こ
れ
ら
二
つ
の
主
題
を
扱
う
際
に
彫
刻
の

「技
芸
」
そ
れ
自
体

の
絵
画

の
「技
芸
」
に
対
す
る
地
位
向
上
を
意
識
し
た
の
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
フ
ァ
ル
コ
ネ
に
は
、
自
ら
の
彫
刻
の

「技
芸
」

へ
の
こ
の
誇
り
と
自
負

に

よ

っ
て
、
既
成

の
権
威
の
介
入
に
容
易
に
は
同
意
し
な
い
職
人
気
質
が
あ

っ
た
。

彼
の
盟
友
で
も
あ
る
デ
ィ
ド

ロ
は
、
彫
刻
と
い
う

「技
芸
」
を
生
業
と
し
、
そ
の

「技
芸
」
を
絵
画
に
匹
敵
す
る
地
位

に
迄
押
し
上
げ
ん
と
す
る
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
誇

り
と
自
負
を
身
近
に
感
じ
た
筈
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
デ

ィ
ド

ロ
に
と

っ
て
、

フ
ァ
ル
コ
ネ
は
、
生
命
化
の
栄
誉
を
与
え
ら
れ
た
石
像
の
製
作
者
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ン
で
あ
る
だ
け
で
は
な
か

っ
た
。
こ
の
十
八
世
紀
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
は
、
文
字

ど
お
り
、
貶
め
ら
れ
て
い
た
彫
刻
術

の
惨
め
な
状
態
を
救
済
す
る
た
め
に
現
わ
れ

既
成
の
権
威

に
反
抗
す
る
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
な
が
ら
、
デ
ィ
ド

ロ
に
と

っ
て
フ
ァ
ル
コ
ネ
に
よ
る

『
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ

ン
群
像
』

に
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
が
介
在
す
る
こ
と
に
は
、
明
示
的
で
は
な
い
に
し
ろ

よ
り
根
本
的
な
理
由
が
更
に
存
在
す
る
。
そ
れ
は
彼
の
哲
学
的
立
場
の
核
心
に
結

び

つ
く
も
の
で
あ

っ
た
。デ

ィ
ド

ロ
に
と

っ
て
の
唯
物
論
と
い
う
根
本
的
立
場
が
、

彫
刻
家

フ
ァ
ル
コ
ネ
を
も
間
接
的

に
巻
き
込
む
形
で
、
深
く
関
係
す
る
か
ら
で
あ

る
。

 
第

三
節

唯
物

論

的
創

造
者

た

る

 
 
 
 
 

プ

ロ
メ
テ

ウ

ス

・
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン

 
デ
ィ
ド
ロ
は
、
ヴ

ォ
ル
テ
ー
ル
と
並
ん
で
、
当
時
の
最
も
進
歩
的
思
想
傾
向
の

一
つ
の
中
心
を
主
導
し
た
哲
学
者
で
あ

っ
た
。
そ
の
彼
は
、
彫
刻
家
フ
ァ
ル
コ
ネ

も
ま
た
自
ら
が
先
導
す
る
進
歩
的
知
識
人
の
側

に
明
確
な
意
図
を
持

っ
て
位
置
付

け
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
言
う
迄
も
な
く
、
デ

ィ
ド

ロ
が
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
と
と
も

に
編
纂
し
た

『百
科
全
書
』
に
結
集
し
た
知
識
人
達
は
、
当
時
の
政
治
的

・
宗
教

的
な
既
成
権
威
に
抵
抗
す
る
自
由
思
想
に
大
き
く
傾
い
て
い
た
。
当
の
デ

ィ
ド

ロ

も
ま
た
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
と
同
様

の
理
神
論
か
ら
始
ま
り
、
更
に
は
無
神
論
的
な

唯
物
論

へ
と
突
き
進
ん
で
行
く
。
そ
ん
な
彼
に
と

っ
て
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
の

『ピ

ュ

グ

マ
リ
オ
ン
群
像
』
は
ま
さ
に
自
ら
の
唯
物
論
思
想
に
深
く
交
錯
す
る
も
の
を
含

意
し
て
い
た
。



 
ま
ず
は
唯
物
論
が
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ

ム
に
結
び

つ
く
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
十

八
世
紀
の
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
は
や
驚

く
べ
き
こ
と
で
な
い
状
況
が
生
ま
れ
つ

つ
あ

っ
た
。

一
七
四

一
年
出
版
の
ブ

ロ
ー

＝
デ
ラ
ン
ド
の

『ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
あ

る
い
は
生
動
化
さ
れ
た
彫
像
』
と
い
う
前
例
が
そ
れ
で
あ
る
。
デ
ィ
ド

ロ
は
デ
ラ

ン
ド
の
著
作
に
あ
る
程
度
通
じ
て
お
り
、

こ
の

一
七
四

一
年
の
著
作
も
お
そ
ら
く

は
実
際
に
知

っ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
ま
ず

は
、
デ
ィ
ド
ロ
的
唯
物
論
が
ピ

ュ
グ

マ

リ
オ

ニ
ズ
ム
に
関
わ
る
際
の
デ
ラ
ン
ド

の
唯
物
論
と
の
最
大
の
共
通
点
を
確
認
し

て
お
こ
う
。
そ
れ
は
物
質
か
ら
生
命
体

へ
の
移
行
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
実
際
、

デ
ィ
ド

ロ
と
同
様

に
デ
ラ
ン
ド
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
影
響
が
伺
え
る

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
と
は
、
こ
こ
で
大
き
な
差
異
が
出
て
く
る
。

コ
ン
デ
ィ
ヤ

ッ
ク

は
、
感
覚
か
ら
知
性

へ
の
漸
次
的
で

一
元
的
な
進
展
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
非
感

覚
的
な
物
質
が
感
覚
的
な
生
命
体

へ
と
自

発
的
に
移
行
す
る
と
い
う
発
想
を
決
し

て
採
択
し
な
か

っ
た
。
あ
く
ま
で
も
彼
に
と

っ
て
、
神

の
介
在
こ
そ
が
物
質
か
ら

生
命

の
創
造
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
デ
ィ
ド
ロ
で
は
、

デ
ラ
ン
ド
と
同
様

に
こ
の
移
行
が
内
発
的

な
自
然
的
過
程
と
し
て
ま
ず
は
唯
物
論

的
に
肯
定
さ
れ
ね
ば
ら
な

い
。
神
と

い
う
超
越
的
外
部
を
介
在
さ
せ
ず
、
物
質
的

「分
子
」
同
士

の
相
互
の
作
用
に
よ
る
生
命
そ
し
て
精
神

へ
の
自
発
的
生
成
と
い

う

「
世
界
」
の
厳
密
な
内
在
性
の
全
体
が
確
保
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
成

る
程
、
『
一
七
六
三
年

の
サ

ロ
ン
評
』
で
の

フ
ァ
ル
コ
ネ
作
品
を
巡
る
記
述

に
、
明

示
的
に
以
上
の
唯
物
論
的
立
場
が
語
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
し
か

し
、
後

の

『ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
夢

（ダ
ラ

ン
ベ
ー
ル
と
の
対
話
の
続
き
）』
で
は
、

フ
ァ
ル
コ
ネ
の
こ
の
作
品
を
明
ら
か
に
念
頭

に
起
き
つ
つ
、
自
ら
の
唯
物
論
的
世

界
観
を
語
る
こ
と
に
な
る
。
「人
間
と
彫
像
の
問
、
大
理
石
と
肉
と
の
間
」
の

「差

異
」
に

つ
い
て
問

い
質
す
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
に
対
し
て
、
デ

ィ
ド

ロ
は
そ
れ
ら
の
間

に
殆
ど
差
異
が
な
い
と
答
え
そ
の
理
由
を
次

の
様
に
言
う
。
「肉
体
で
大
理
石
が
で

き
る
し
、
大
理
石
で
肉
体
が
作
れ
る
の
さ
」
（D
P
V
,
 X
V
II,
 90
-1
）。
既
に
ダ

ラ

ン
ベ
ー
ル
の
質
問

の
中

で
何
度
も
繰
返
さ
れ
る

「彫
像

（sta
tu
e）
」
の
語
が
、

コ

ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の

「
彫
像
」
の
仮
説
を
介

し
て
、
デ
ラ
ン
ド
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ

ズ
ム
の

「彫
像
」
を
既
に
予
告
す
る
。
事
実
、
デ
ィ
ド

ロ
は

「大
理
石
」
も
し
く

は
そ
れ
で
で
き
た

「彫
像
」
の
実
例
と
し
て
、
「
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
傑
作
」
を
登
場
さ

せ
る
。
そ
れ
は
粉
々
に
砕
か
れ
た

「大
理
石
」
が
土
も
し
く
は
肥
料
と
成
り
植
物

に
摂
取
さ
れ
生
体

の
生
命
連
鎖
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
と
い
う
、
物
質
か
ら
生
命

体

へ
の
移
行
を
説
明
す
る
実
例
と
し
て
で
あ
る
。
「
汚デ
ィ
ド
ロ
汛
ほ
ら
そ
こ
に
あ

る
そ
の
立
像
を
と
り
上
げ

て
、
臼
の
中
に
い
れ
る
、
そ
れ
か
ら
力
任
せ
に
杵

の
数

檄
を
、
、
、

汚ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
汛
お

っ
と
、
お
手
柔
ら
か
に
。

フ
ァ
ル
コ
ネ
の
傑
作

じ
ゃ
な
い
か
。
ユ
エ
か
誰
か
の
作
だ

っ
た
ら
ま
だ
し
も
…
」
（D
P
V
,
 X
V
II,
 93
）。

た
と
え
詳
述
さ
れ
ぬ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
デ
ィ
ド
ロ
が
デ
ラ
ン
ド
と
同
様
に
、
ピ

ュ

グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
に
お
け
る
彫
像
か
ら
生
命
体

へ
の
移
行
を
唯
物
論
的
な
立
場
か

ら
念
頭

に
お
い
て
い
る
の
は
確
実

で
あ
る
。
デ
ィ
ド

ロ
が
最
も
評
価
し
て

い
た

「
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
傑
作
」
た
る
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
群
像
は
、
確
か
に
彼
の
唯
物
論

思
想
と
深
く
交
錯
す
る
余
地
を
も

つ
も
の
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
様
な
デ
ラ
ン
ド
と
共
通
す
る
立
場
の
基
本
線
を
示
す

た
め
だ
け
な
ら
ば
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
彫
刻
作
品
を
わ
ざ
わ
ざ
特
権
的
に
取
り
上
げ

る
必
然
性
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
む
し
ろ
、
自
ら

の
思
想
の
根
幹
と
も
深
く
連
関

さ
せ
つ
つ
芸
術
批
評
を
展
開
し
た
デ
ィ
ド

ロ
に
と

っ
て
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
作
品

へ
の

『
サ
ロ
ン
評
』
で
の
発
言
そ
れ
自
体
も
ま
た
あ
る
思
想
的
意
義
を
表
明
す
る
も
の

で
あ
り
え
た
。
事
実
、
デ
ラ
ン
ド
と
ほ
ぼ
同
じ
唯
物
論
的
な
基
本
線
か
ら
出
発
し

な
が
ら
も
、
デ
ィ
ド

ロ
は
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
作
品
に
即
し
て
よ
り
独
自
な
唯
物
論
的

観
点
を
潜
ま
せ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
可
能
性
の
導
き
の
糸
と
な
る
の
が
、

「触
覚
」
性
を
介
し
て
の
デ
ィ
ド

ロ
の

『サ

ロ
ン
評
』

の
こ
の
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
彫

像
作
品

へ
の
関
わ
り
で
あ
る
。
こ
の
触
覚
的
次
元
こ
そ
が
、
デ
ィ
ド
ロ
の
眼
前

の

フ
ァ
ル
コ
ネ
の
彫
刻
作
品
か
ら
最
も
雄
弁

に
導
き
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
そ
も
そ
も
、彫
像

の
生
命
化
を
色
彩
の
変
化
に
よ

っ
て
表
現
し
う
る
点
で
、
ピ

ュ

グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
に
と

っ
て
、
画
家
は
、
た
と
え
彫
刻
家
よ
り
優
位

に
あ
る
と
は

言
え
、
実
は
安
易
な
表
現
者

で
あ
る
。
む
し
ろ
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
は
、
彫
像
術
の
技

術
的
容
易
さ
か
ら
絵
画
の
優
位
を
唱
え
る
同
時
代
の
無
理
解

に
対
し
て
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
と
い
う
主
題
を
積
極
的
に
選
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
。
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ニ
ズ
ム
が
、
彫
刻
の
技
術
的
困
難
と
そ
の
超
克
を
証
明
す
る
格
好
の
主
題
だ

っ



た
か
ら
で
あ
る
。
彫
刻
家
は
、
単
色
の
硬

い
石
の
表
面
そ
れ
自
体
か
ら
柔
ら
か
い

肉

の
表
面

へ
の
移
行
を
鑑
賞
者
に
感
じ
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
、

グ
リ
ム
の
稀
な
例
外
は
あ

っ
た
も
の
の
、

同
時
代
人
達

の
多
く
そ
し
て
特
に
デ
ィ

ド

ロ
に
と
っ
て
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
作
品
は
そ
れ
に
成
功
し
た
も
の
と
看
做
さ
れ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
『変
身
譚
』
の
中
の

一
節
を
デ
ィ
ド

ロ
は
フ
ァ

ル
コ
ネ
作
品
に
即
し
て
繰
返
す
こ
と
に
な
る
。
「肉
の
な
ん
と
柔
ら
か
な
こ
と
か
。

い
や
、
大
理
石
な
の
で
は
な
い
。
指
を

そ
こ
に
押
し
あ
て
る
が
よ
い
。
そ
の
物
質

は
、
硬
さ
を
な
く
し
、
押
し
あ
て
た
と
こ
ろ
で
へ
こ
む
だ
ろ
う
」
（D
P
V
,
 X
III,

4
0
9）
。
い
や
、
む
し
ろ
フ
ァ
ル
コ
ネ
自
身

が
彫
刻
に
よ
る
肉
体
表
現

の
感
覚
性
に

極
め
て
敏
感
で
あ

っ
た
。
そ
も
そ
も
ヴ

ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
的
な
古
代
崇
拝

に

一
定
の

理
解
を
示
し
な
が
ら
も
、
こ
の
彫
刻
家

は
彫
刻
術
に
お
け
る
近
代
人

の
優
位
を
執

拗

に
主
張
し
て
い
た
。
彼
に
と

っ
て
自
ら

の
属
す
る
近
代
人
の
彫
刻
術
の
優
位
は
、

ま
ず
は
襞
表
現
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
硬
い
石
の
表
面
を
柔
ら
か
い
感
覚
的

な
織
目

へ
と
変
貌
さ
せ
る
表
現
で
あ
り
、
単
な
る
衣
装
表
現
に
の
み
限
定
さ
れ
る

も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
石
の
表
面
を
し
て
そ
の
下
に
血
の
通
う
肉
を
潜
ま
せ
る
「皮

膚
と
い
う
襞
の
感
情
」
を
呼
び
起
こ
す

こ
と
で
、
身
体
そ
の
も
の
の
表
面
と
い
う

「襞
」
の
感
覚
表
現
に
ま
で
及
ぶ
可
能
性
を
持

つ
。
「
こ
の
高
名
な
近
代
人
汚＝
『
ク

ロ
ト
ン
の
ミ
ロ
ン
』
の
彫
刻
家
ピ

ュ
ジ

ェ
汛

の
産
み
出
し
た
も
の
た
ち
に
お
け
る

ほ
ど
に
優
れ
て
表
現
さ
れ
た
、
皮
膚
の
襞
、
肉

の
柔
ら
か
さ
、
そ
し
て
血

の

汚体

を
汛
流
れ
る
さ
ま
の
感
情
が
、
ど
ん
な
ギ

リ
シ
ャ
彫
刻
に
お
い
て
見
出
せ
る
と
言

う
の
か
」
（F
O
C
,
 I,
 29
）。
そ
し
て
、
古
代
彫
刻
で
は
実
現
さ
れ
得
な
か

っ
た
こ

の

「皮
膚

の
襞
」
の
感
覚
は
、
何
よ
り
も
彫
刻

の
表
面
を
な
ぞ
る

「触
覚
」

（も
し

く
は

「触
覚
」
化
し
た

「視
線
」
）
に
よ

っ
て
ま
ず
は
把
握
さ
れ
る
も
の
に
他
な
る

ま

い
。
し
ば
し
ば
デ
ッ
サ
ン
も
し
く
は
輪
郭

の
知
覚
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
も
あ

っ

た

「触
覚
性
」
は
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
作
品

で
は
、
む
し
ろ
皮
膚

の
襞
と

い
う
独
自
の

表
面
的
な
感
覚
性

へ
と
向
う
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
先
の
デ
ィ
ド

ロ
の
発
言
は
、

ま
さ
に
こ
の
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
彫
刻
術
の
こ
の
必
然
的
な
独
自
な
感
覚
性
が
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
表
現
の
中
に
立
ち
現
わ
れ

る
こ
と
を
明
確
に
示
す
も
の
だ

っ
た
の

で
あ
る
。

 
し
か
し
、デ

ィ
ド

ロ
の
指
摘
は
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
の
伝
統
を
反
復
し

つ
つ
、

そ
の

「
触
覚
」
的
な
皮
膚
の
襞
を
巡
る
表
面
的
感
覚
性
が
、
実
は
官
能
性

に
深
く

結
び

つ
く
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
成
る
程
、
そ
の
限
り
で
デ
ィ
ド

ロ
の
指
摘

は
フ
ァ
ル
コ
ネ
作
品
の
あ
る
種

の
ロ
コ
コ
性
を
露
呈
化
さ
せ
た
の
だ
と
い
う
言
い

方
も
で
き
よ
う
。
デ

ィ
ド

ロ
が
、
既
に
第

一
節
で
指
摘
し
た
様
に
、
当
時

の
ロ
コ

コ
風

の
絵
画
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
わ
さ
れ
た
ク

ピ
ド
の
存
在
に
、
そ
の
過
激
な
触
覚
性
を
指
摘
し

つ
つ
着
目
す
る
の
も
そ
の
観
点

か
ら
理
解

で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
一
人
の
小
さ
な
ク
ピ
ド
が
、
女
像
の

一

方
の
手

に
触
れ
て
い
る
が
、
彼
は
そ
の
手

に
接
吻
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

手
を
貪

っ
て
い
る
の
だ
」
（D
P
V
,
 X
III,
 4
09
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
デ

ィ
ド

ロ
は

む
し
ろ
そ
の
触
覚
的
な
官
能
性

に
よ
り
重
要
な
思
想
的
な
拡
が
り
を
与
え
て
も

い

る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
論
点
は
、
特
に
デ
ィ
ド

ロ
が
フ
ァ
ル
コ
ネ
作
品
に
対
し

て
自
ら
呈
示
す
る
新
た
な
提
案

に
よ

っ
て
浮
上
す
る
。
デ
ィ
ド

ロ
に
よ
る
新
た
な

構
図
上
の
提
案
は
、
ま
ず
は
全
体

の
左
右
を
逆
向
き
に
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
よ
り
重
要
な
変
更
は
、
鑑
賞
者
か
ら
見
て
右
か
ら
左
に
移

っ
た
ピ

ュ
グ

マ

リ
オ
ン
が
、
左
手

の
甲
で
女
像

の
心
臓
の
あ
る
胸
に
触
れ
る
ポ
ー
ズ
を
取
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
「彼
は
、
汚女
像
の
汛
そ
の
心
臓

の
位
置
に
ま
で
達
す
る
ほ
ど
の
と
こ

ろ
ま
で
、
汚し
ゃ
が
ん
だ
状
態
か
ら
汛
ゆ
っ
く
り
と
体
を
起
こ
す
。
彼
は
そ
こ
に
左

手
の
甲
で
軽
く
触
れ
る
。
心
臓
が
脈
打

っ
て
い
る
か
知
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

一
方
、
彼

の
目
は
女
像
の
目
に
釘
付
け
に
な
っ
て
い
て
、
彼
女
の
両
目
が
開
く
の

を
待

っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
小
さ
な
ク
ピ
ド
が
貪

っ
て
い
る
の
は
も
は
や

汚彼

女
の
汛
右
手
で
は
な
く
左
手
と
な
る
。
私
の
着
想
の
方
が
、

フ
ァ
ル
コ
ネ
の
も
の

よ
り
も
新
し
く
力
強

い
よ
う
に
私

に
は
思
わ
れ
る
。
私
の
着
想
に
よ
る
人
物
像
達

の
方
が
、
さ
ら
に
よ
り
よ
く
群
像
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら

が
互

い
に
互
い
を
触
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
」
（D
P
V
,
 X
III,
 4
11
）。

一
般

化
し
て
言
え
ば
、
「触
れ
る
・触
れ
ら
れ
る
」
と
い
う
行
為
は
、
あ
る

「固
体
」
が

「他
の
固
体
」

へ
と
自
ら
を
開
き
交
流
す
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
で
、

そ
も
そ
も

『変
身
譚
』
以
来
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
が
異
性

の
愛
を
拒
否
し
た

者
た
ち
が
そ
の
愛
を
受
け
入
れ
そ
の
感
情
を

「感
じ
う
る
」
存
在

へ
と
変
身
す
る



物
語
で
あ

っ
た
こ
と
が
こ
こ
で
大
き
な
意
味
を
持

っ
て
来
る
。
こ
の

「他
者
」
と

の
感
性
的
な
交
感
を
実
現
す
る
最
初
の
契
機
が
、
「触
れ
る
・触
れ
ら
れ
る
」
こ
と

に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
の

「触
覚
」
を
端
緒
と
す
る
官
能
的
交

感
作
用
は
ま
た
、
デ
ィ
ド
ロ
的
唯
物
論

に
お
け
る

「固
体
」
と

「他
の
固
体
」
と

を
繋
げ
る

「存
在
の
連
鎖
」
の
前
提
を
成
す

「感
受
性
」
の
交
流
で
も
あ
る
こ
と

を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
個

々
の
固
体
同
士
の
連
携
と
合
体
か
ら
、

よ
り
大
き
な
集
団

（そ
こ
に
は
人
間
集
団

と
し
て
の

「社
会
」
も
含
ま
れ
よ
う
）

の
編
成
を
介
し
て

「全
体
」
の

「
大
い
な

る
連
鎖
」

へ
の
共
感
的
統
合
を
も
示
唆

す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
事
実
、
デ
ィ
ド

ロ
は
、
こ
の

「感
受
性
」
の
議
論
を
、

「触
覚
性
」
を
介
し
て
フ
ァ
ル
コ
ネ
作
品

を
巡
る
言
説

の
中
に
密
か
に
導
入
し
て

も

い
た
。
先
に
挙
げ
た
『ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
夢
』
で
、
「感
受
性
」
は
、
ま
さ
に
フ
ァ

ル
コ
ネ
の
彫
像
が
生
命
化
し
更

に
精
神
的
存
在
に
な
る
た
め
の
根
本
原
理
で
あ

っ

た
か
ら
で
あ
る
。
十
八
世
紀
に
お
い
て
他
者

の
愛
に
感
応
す
る
官
能
的
能
力
た
る

「感
受
性
」
は
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
彫
刻
作

品
が
力
動
的
に
開
示
し
た
触
覚
的
交
感

を
通
し
て
、
デ

ィ
ド

ロ
の
唯
物
論
的
な
芸

術
批
評
に

一
つ
の
結
実
を
見
た
の
で
あ

る
。

 

と
す
れ
ば
、
デ
ィ
ド

ロ
は
、
ま
さ
に
自

ら
の
唯
物
論
を
芸
術
批
評
に
お
い
て
独

自

に
展
開
す
る

一
つ
の
特
権
的
な
場
を
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
の

『ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
群

像
』
に
認
め
た
こ
と
に
な
る
。
フ
ァ
ル
コ
ネ
が
、
彼
に
と

っ
て
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
と

し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
最
も
重
要
な
理
由
の

一
つ
が
こ
こ
に
あ

る
。
フ
ァ
ル
コ
ネ
は
、
無
神
論
的
な
唯
物
論
哲
学
を
そ
の
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ
ン
群
像

を
介
し
て
開
示
す
る
場
を
与
え
て
く
れ

る
点
で
も
、
神
の
権
威

に
反
抗
す
る
プ

ロ

メ
テ
ウ
ス
に
確
か
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。
何
よ
り
も
フ
ァ
ル
コ
ネ
自
身
が
、
百
科

全
書
派
の
哲
学
者
と
の
深
い
同
盟
関
係
を
意
図
的
に
選
択
し
た
造
型
芸
術
家
で
あ

り
、
百
科
全
書
派
の
多
数
と
同
様
に

「理
性
」
の
導

き
を
何
よ
り
も
重
視

し
て

い
た
。
ま
た
、後

に
ロ
シ
ア
の
エ
カ
チ

ェ
リ
ー
ナ
が
彼
を
招
い
た
の
も
、彼

の
ピ

ュ

グ

マ
リ
オ
ン
群
像
を
彼
女
が
気
に
入

っ
た
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
『百
科
全
書
』
第

一
四
巻

（
一
七
六
五
年
刊
）
の
項
目

「
彫
刻
」
と
し
て
自
ら
の
彫
刻
論
を
掲
載
さ

れ
る
程

に
、
デ
ィ
ド
ロ
ら
啓
蒙
的
知
識
人
と
の
繋
が
り
を
フ
ァ
ル
コ
ネ
が
持

っ
て

い
た
か
ら
で
も
あ

っ
た
。
こ
の
繋
が
り
は
、
し
か
し
単
に
デ
ィ
ド
ロ
と
の
親
密
な

交
友
関
係

に
汲
み
尽
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
フ
ァ
ル
コ
ネ
本
人
が
、
完
全
な
独

学
者
で
あ
り
な
が
ら
、
造
型
芸
術
家
達

の
な
か
で
哲
学
者
デ
ィ
ド

ロ
と
堂
々
と
芸

術
論
上
の
議
論
を
戦
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
知
性
と
学
識
を
持

っ
た
殆
ど
唯

一
の

存
在
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
彼
自
身
が
、
唯
物
論
者
デ
ィ
ド

ロ
と
同
様
に
、
神

へ
の

盲
目
的
従
属
に
懐
疑
的
な
無
神
論

に
極
め
て
共
感

し
て

い
た
と
言
わ
れ
る
。
既

に
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
は
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
作
品
以
前
に

一
七
四
〇
年
代
に
デ
ラ
ン

ド
に
よ

っ
て
唯
物
論
的
な
啓
蒙
教
育
者
・指
導
者
と
し
て
既
に
呈
示
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
意
味

で
、
デ
ィ
ド

ロ
と
の
知
的
連
帯
の
内

に
あ

っ
た
フ
ァ
ル
コ
ネ
自
身
が
、

こ
の
デ
ラ
ン
ド
か
ら
の
新
た
な
知
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
を
引
き
継
ぐ
可
能
性

が
十
分
に
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ァ
ル
コ
ネ
自
身
が
意
図
的

に
プ

ロ
メ

テ
ウ
ス
的
な
彫
刻
の
進
歩
的
先
導
者
で
あ
り
、
文
字
通
り
神
に
反
抗
す
る
プ

ロ
メ

テ
ウ
ス
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
で
も
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。

 
デ

ィ
ド

ロ
は
、
権
威
に
屈
せ
ぬ
彫
刻
術
の
革
新
者
で
あ
り
自
ら
の
唯
物
論
思
想

を
芸
術
表
現
上
で
開
示
す
る
英
雄
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
を
、
同
時
代
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ン
た
る
フ
ァ
ル
コ
ネ
に
確
か
に
見
出
し
た
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ァ

ル
コ
ネ
と
デ
ィ
ド
ロ
と
の
間
に
は

一
七
六
三
年
の
そ
の

『サ

ロ
ン
評
』
執
筆
以
後

に
、
実
は
決
定
的
な
齟
齬
が
生
じ
て
来
る
。
確
か
に
、
そ
こ
に
彼
ら
二
人
そ
れ
ぞ

れ
の
個
性
の
違

い
そ
し
て
彼
ら
を
取
り
囲
む
状
況
に
起
因
す
る
不
幸
な
確
執
が
関

係
し
て
は
来
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
論
が
着
目
し
た
い
の
は
、
む
し
ろ
彼
ら

が
そ
の
生
成
の

一
端
を
担

っ
て
い
た
芸
術
論
的
な
以
上
の
新
た
な
動
向

こ
そ
が
そ

の
確
執
を

一
層
必
然
化
し
た
可
能
性
で
あ
る
。
事
実
、
次
節
で
確
認
し
て
行
く
様

に
、
デ
ィ
ド
ロ
と
の
齟
齬
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
言
わ
ば
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
化
さ
れ
た

ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
立
場
を
フ
ァ
ル
コ
ネ
が
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
大
き
く

表
面
化
し
た
の
で
も
あ
る
。



 
第

四
節

改

編

さ

れ

る
新

旧
論
争

、

も

し
く

は

 
 
 
 
 
 
文

人
デ

ィ
ド

ロ
と
対
峙

す

る
プ

ロ
メ

テ
ウ

ス
的

芸
術
家

 
既
に
確
認
し
た
様

に
、
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
的
芸
術
家
と
し
て
、
十
八
世
紀
の
ピ

ュ

グ

マ
リ
オ
ン
た
る
フ
ァ
ル
コ
ネ
は
神
的
創
造
に
順
ず
る
独
創
的
天
才
と
し
て
立
ち

現
わ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。特

に
デ
ィ
ド

ロ
の
芸
術
批
評
と
の
深
い
交
錯

の
中
で
、

造
形
芸
術
の
中
で
も
蔑
ろ
に
さ
れ
て
い
た
彫
刻
と
い
う

「技
芸
」
の
救
済
者
で
あ

り
、
既
成

の
権
威
に
対
抗
す
る
啓
蒙
的
知
識
人
達
と
同
盟
関
係

に
あ
る
知
的
先
導

者
で
も
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
、

フ
ァ
ル

コ
ネ
自
身
が
意
識
的
に
こ
の

「技
芸
」

の
救
済
者
そ
し
て
知
的
先
導
者
を
過
激
な

ま
で
に
演
じ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
確

か
に
、

フ
ァ
ル
コ
ネ
は
、
彫
刻
術
の
誇
り
と
地
位
を
自
ら
の
手
で
擁
護
す
る
た
め

に
、
既
成
の
権
威

に
簡
単
に
な
び
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
裕
福

で
身
分
の
高

い
注
文
主
の
無
理
解
な
芸
術

上
の
知
識
を
、
痛
烈
に
批
判
す
る
こ
と

に
終
わ
る
で
は
な
い
。
こ
の

「彫
刻
の
ジ

ャ
ン
＝
ジ

ャ
ッ
ク
」
は
、
芸
術
批
評
も

し
く
は
美
学
的
言
説
を
担

っ
て
い
た
当
時

の
知
識
人
た
る
「文
人

（litter
a
te
u
r）
」

達

に
正
面
か
ら
立
ち
向
か
う
の
で
あ
る
。

 
こ
の
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
殆
ど
孤
立
無
援

の
闘
い
は
、
あ
る
意
味
で
新
旧
論
争
の
近

代
人
派
か
ら
の
古
代
批
判

に
近
接
し
つ
つ
も
、
他
方
で
従
来
の
こ
の
論
争
の
根
底

的
な
枠
組
み
そ
れ
自
体
を
揺
る
が
す
も
の
で
も
あ

っ
た
。

 
十
七
世
紀
後
半
か
ら
始
ま

っ
た
仏

の
新
旧
論
争
は
、
同
時
代
の
近
代
の
学
芸
と

そ
れ
迄
模
範
と
さ
れ
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や

ロ
ー
マ
の
学
問
芸
術
の
い
ず
れ
が
優
位

で
あ
る
か
を
巡

っ
て
戦
わ
さ
れ
た
論
争
で
あ
る
。
古
典
古
代

へ
の
従
来
の
盲
従
を

反
省
し
、
仏

の
同
時
代

の
学
問
芸
術
が
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や

ロ
ー
マ
の
そ
れ
と
並
び

う
る
あ
る
い
は
越
え
う
る
も
の
だ
、
と
主
張
す
る
の
が
近
代
人
派
で
あ

っ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
古
典
古
代
の
文
化
的
遺
産

の
重
要
性
を
主
張

・
擁
護
し
た
の
が
古

代
人
派

で
あ

っ
た
。

一
六
九
四
年

の
両
派

の
代
表
者
た
る
ペ
ロ
ー
と
ボ
ワ
ロ
ー
と

の
公
的
な
和
解
後
も
、
こ
の
論
争
は
形
を
変
え

つ
つ
何
度
も
繰
返
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

 
そ
し
て
、
十
八
世
紀
後
半
と
い
う
時
期
に
フ
ァ
ル
コ
ネ
も
ま
た
、
し
ば
し
ば
近

代
人
派
的
な
立
場
か
ら
古
代
芸
術
を
批
判
し
て
行
く
。
彼
の
そ
の
批
判
は
、
古
代

絵
画

・
彫
刻

へ
の
従
来
の
盲
目
な
迄

の
礼
讃
を
巡
る
よ
り
冷
静
な

「技
芸
」
上
の

観
点
か
ら
の
再
検
討
を
介
し
て
の
、
近
代
の
絵
画
や
彫
刻

の
業
績
の
正
当
な
評
価

の
要
求
と
し
て
ま
ず
は
あ
ら
わ
れ
る
。
先
節

で
触
れ
た
彼

の
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
ら

同
時
代
の
新
古
典
主
義
的
な
古
代
回
帰

へ
の
彼
の
慎
重
な
対
応
も
ま
た
、
こ
の
要

求

に
直
接
由
来
す
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

 
そ
の
フ
ァ
ル
コ
ネ
が
古
代
と
近
代
の
造
形
芸
術
を
比
較
す
る
際

に
取
り
上
げ
る

「技
芸
」
上
の
話
題
と
し
て
は
例
え
ば
以
下

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
「浮
き
彫
り

に
お
け
る
遠
近
法
」
「衣
服
の
み
な
ら
ず
肉
体

の
皮
膚
に
も
関
わ
る
襞
表
現
」
「騎

馬
像

（特

に
マ
ル
ク
ス

・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
の
騎
馬
像
が
批
判
の
中
心
と
な
る
）
」

と
い

っ
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ァ
ル
コ
ネ
は
、
こ
れ
ら
の
分
野
の
殆
ど
に
お
い
て
既

に
近
代
人
は
古
代
人
を
凌
駕
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
際

に
彼
は
、

十
七
世
紀
後
半
の
新
旧
論
争
の
近
代
人
派

の
代
表
的
論
客

シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
の

議
論
を
た
び
た
び
参
照
し
て
い
る
。
そ
の
点

で
は
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
は
明
ら
か
に
意

識
的

に
新
旧
論
争
を
近
代
人
派
の
立
場
か
ら
反
復
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

フ
ァ
ル
コ
ネ
の
言
説
は
、
ペ
ロ
ー
ら
の
以
前

の
新
旧
論
争
の
枠
組
み
に
単
純
に
そ

の
ま
ま
還
元
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
彼
自
身
が
、
ペ
ロ
ー
の
近
代
人

派
の
立
場
に
全
面
的
に
依
拠
す
る
訳
で
は
な
い
こ
と
を
明
言
す
る
。
「
私
は
古
代
人

達
を
批
判
す
る
シ
ャ
ル
ル

・
ペ
ロ
ー
の
度
を
越
し
た
学
説
を
採
用

は
し
な

い
」

（F
O
C
,
 II,
 15
）
。
確
か
に
、
あ
る
研
究
者
が
指
摘
す
る
様

に
、
こ
の
意
味

で
「
フ
ァ

ル
コ
ネ
は
新
旧
論
争
の
観
点
か
ら
の
古
代
人
派
で
も
近
代
人
派

の
い
ず
れ
で
も
な

か

っ
た
。
」
と
さ
え
言
え
る
。
し
か
し
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
む
し
ろ
こ
の
フ
ァ

ル
コ
ネ
の
微
妙
だ
が
あ
る
種
決
然
と
し
た
立
場
は
、
造
形
芸
術

の
実
践
者
と
し
て

彼
が
体
感
せ
ざ
る
え
な
か

っ
た
も

の
に
根
差
し
て
い
る
。
古
代

の
傑
作
を
良
く
学

び
な
が
ら
、
そ
れ
を
凌
駕
す

べ
き
同
時
代
の
造
形
芸
術
を
創
造
す
べ
き
と
い
う
、

余
り
に
も
当
然
な
こ
と
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ペ
ロ
ー
ら
の

世
代

の
新
旧
論
争
が

（詩
人
も
含
め
た
）
文
人
達
の
間
で
専
ら
展
開
さ
れ
て
い
た

と

い
う
基
本
的
枠
組
み
を
、
造
形
芸
術
家
の
側
か
ら
積
極
的

に
全
く
相
対
化
す
る



側
面
を
持

っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時

の
文
化
的
主
導
権
を
独
占
し
て
い
た
文

人
達
に
対
し
て
、
こ
の
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
的

ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
は
造
形
芸
術

の
側
か

ら
自
ら
の
権
利
要
求
を
主
張
す
る
の
で
あ

る
。

 
興
味
深

い
の
は
、
ま
さ
に
そ
こ
で
、
フ

ァ
ル
コ
ネ
と
デ
ィ
ド

ロ
と
の
決
定
的
な

齟
齬
が
露
呈
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
と
デ
ィ
ド

ロ
と

の
問
で
交
わ
さ
れ
る
、
「後
世

（に
よ
る
讃
辞
）」
を
巡
る
論
争
に
触
れ
て
み
た
い
。

検
討
す
べ
き
中
心
テ
キ
ス
ト
は
、

一
七
六

五
年

の
十
二
月
か
ら

一
七
六
七
年

の
二

月

（
つ
ま
り
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
渡
露
直
後
）
迄
に
二
人
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
簡

で

あ
る
。
そ
こ
で
は
、
二
人
の
間
で
議
論
の
対
象
と
な

っ
た

「後
世

（p
o
ste
rite
）」

と
い
う
主
題
が
、
確
か
に

「新
旧
論
争
」

に
お
け
る
フ
ァ
ル
コ
ネ
独
自
の
問
題
意

識
に
結
び
付
く
の
で
あ
る
。

 
ま
ず
は
議
論
の
発
端
の
概
要
を
押
さ
え

て
お
こ
う
。
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
盟
友
デ

ィ

ド

ロ
の
立
場
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
人
は
自
ら
の
業
績

に
対
し
て
同
時

代
か
ら
だ
け
で
な
く
自
ら
の
死
後

の
「後

世
」
の
讃
辞
を
切
望
す
る
筈
で
あ
る
し
、

そ
れ
を
切
望
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「我
ら
を
取
り
囲
み
、
我
々
が
賞
賛
さ
れ
て
い
る

こ
の
世
界
、
我
ら
が
存
在
し
、
そ
の
讃
嘆

の
声
を
聞
い
て
い
る
時
、
我
ら
が
値
す

る
称
讃
を
直
接
我
々
に
向
け
る
人
々
の
数
、
こ
れ
ら
全
て
を
も

っ
て
し
て
も
我
ら

の
大
望
あ
る
魂

の
能
力
に
比
し
て
は
余
り

に
小
さ
い
の
だ
」
（D
P
V
,
 X
V
,
 4
）
。

何
故
な
ら
、
「
そ
の
飛
翔
が
常
に
無
限

へ
と
向
う
様
な
才
気
あ
る
者
を
満
足
さ
せ
う

る
の
は
、
限
り
な
く
無
数

の
こ
れ
ら
の

汚後
世
の
汛
礼
讃
者
達
の
存
在
な
の
だ
」

（D
P
V
,
 X
V
,
 4
）
か
ら
で
あ
る
。

 
こ
の
デ
ィ
ド
ロ
の
立
場
に
対
し
て
、

フ
ァ
ル
コ
ネ
は
現
実
主
義
者
の
立
場
か
ら

辛
辣
な
冷
水
を
浴
び
せ
か
け
る
。
「我
ら
が
自
由

に
で
き
る
も
の
で
は
な

い
」
「
こ

の
後
世
」
の
評
価
は
、
そ
れ
に
利
害
が
関
係
す
る
も
の
に
と

っ
て

「非
常

に
分
の

悪

い
籤

（u
n
e
 lo
tte
rie
 asse
z
 m
a
u
ssa
d
e
）
」
の
よ
う
な
余
り
に
非
現
実
的
な
も

の
で
し
か
な

い
（D
P
V
,
 X
V
, 
7
）
。
む
し
ろ
、
傑
出
し
た
仕
事
を
成
す
に
は
、

「後
に
人
が
言
う
で
あ
ろ
う
こ
と
」
よ
り
も
、
同
時
代
的
情
況
の
内
部
で

「軽
蔑

や
不
名
誉
そ
し
て
評
判
の
低
下
を
恐
れ
」
、
「競
争
心

（e
m
u
la
tio
n
）
」
に
突
き
動

か
さ
れ
る
こ
と
で
充
分
な
の
で
あ
る

（D
P
V
,
 X
V
, 
7
）
。

 

こ
の
フ
ァ
ル
コ
ネ
か
ら
の
反
論

に
対
し
て
、
デ
ィ
ド

ロ
は
、
執
拗
に

「
後
世
」

の
讃
辞
を
意
識
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
主
張
す
る
。
「非
難
さ
れ
た
く
な

い
と
思
う

だ
け
で
は
、
困
難
な
物
事
の
多
く
を
成
す
に
は
不
十
分
な
の
で
あ
る
」

（D
P
V
,

X
V
,
 10
）。
つ
ま
り
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
言
う
「小
さ
な
動
機

（d
e
 pe
tits
 m
otifs）」

で
は
、
「下
手
な
こ
と
を
成
す
の
を
妨
げ
」
は
し
て
も
、
「魂
を
高
め
え
な
い
が
故

に
、
偉
大
な
る
物
事
を
試

み
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
な
い
」
（D
P
V
,
 X
V
,

10
）
。
む
し
ろ
、
「賞
賛
さ
れ
る
の
を
望
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
現
に
い
る
同
胞
達
、

そ
し
て
未
来

の
同
胞
達
の
こ
と
を
限
り
無
く
尊
重
し
、
彼
ら
の
称
讃
を
飽
く
こ
と

無
く
渇
望
す
る
気
持
ち
で
身
を
焦
が
す
べ
き
な
の
で
あ
る
」
（D
P
V
,
 X
V
,
 10
）。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
デ
ィ
ド

ロ
に
と

っ
て

「後
世
」

の
讃
辞
は
、
同
時
代
の

一

時
的
な
嫉
妬
や
情
況
的
な
利
害
関
心
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
純
粋
な
も
の
で
あ
り
、

永
遠
的
な
規
範
た
る

「良
き
趣
味

（le
 b
o
n
 go
u
t）
」
に
支
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「我
ら
の
同
時
代
人
達
に
よ
る
称
讃
は
決
し
て
純
粋

（p
u
re
）
で
は
な
い
。
今
現

在

の
私
に
語
り
か
け
、
そ
し
て
君
が
語
る
こ
と
と
同
じ
程

に
明
瞭
に
聞
き
取
れ
る
、

そ
う
い
う
も
の

汚
＝
純
粋
な
も
の
汛
は
後
世
の
声
だ
け
な
の
だ
。
」

（D
P
V
,
X
V
,

8
）
;
「我
ら
を
賞
賛
す
る
の
は
、
私
で
も
ピ
エ
ー
ル
で
も
ポ
ー
ル
で
も
ジ

ャ
ン
で

も
な
い
。
良
き
趣
味

こ
そ
が
そ
れ
を
行
う
の
で
あ

っ
て
、
良
き
趣
味
と
は
決
し
て

滅
び
る
こ
と
の
な
い
抽
象
的
な
存
在
な
の
で
あ
る
」
（D
P
V
,
 X
V
, 
5
）。

 

「後
世
」
の
称
讃

へ
の
デ
ィ
ド
ロ
の
関
心
は
、
単
に
デ
ィ
ド
ロ
と
フ
ァ
ル
コ
ネ

が
生
き
て
い
る

「
現
在
」
と
彼
ら
の
死
後
の

「未
来
」
と
の
間
に
限
定
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
ま
た
、
「古
代
」
と

「後
世
」
と
の
間
の

「連
続
性
」
が

厳
密
に
前
提
と
さ
れ
、

か
つ
ま
た
古
代
か
ら
見
た

「
現
在
」
と
い
う

「後
世
」
が

「古
代
」
の
業
績
を
正
当
に
評
価
し
う
る
と

い
う
確
信
が
存
在
し
よ
う
。
何
故
な

ら
、
「精
神
の
光
は
気
候
で
変
化
す
る
こ
と
が
あ

っ
て
も
、
太
陽
の
光
と
同
じ
様

に

不
滅
で
あ
り
」
（D
P
V
,
 X
V
, 
9
）、
そ
れ
が
永
遠
の
「良
き
趣
味
」
を
支
え
る
か

ら
で
あ
る
。

 

と
こ
ろ
が
、
既
に
見
た
様

に
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
は
、
「古
代
」
を
そ
の

「後
世
」
た

る
同
時
代
の
仏
人
の
多
く
が
正
当
な
客
観
的
評
価
を
下
す
こ
と
さ
え
せ
ず
、
更
に

過
剰
な
迄

に
古
代
を
礼
讃
す
る
姿
を
批
判
し
た
の
で
あ

っ
た
。
フ
ァ
ル
コ
ネ
に



と

っ
て
、
同
時
代

の
無
闇
な
古
代
礼
讃

と
ま
さ
に
同
じ
く

「後
世
」
の
讃
辞
は
信

頼
す
る
に
足
り
ぬ

「籤
」
で
あ
る
点
で
、
彼
の
独
自
な
古
代
批
判
に
完
全
に
連
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
実

は
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
に
よ
れ
ば
、
盲
目
的
古
代

崇
拝
を
な
ほ
救

い
難
い
も
の
に
し
て
い
る
の
が
、
芸
術
家
で
は
な
い
文
人
達
に
よ

る
芸
術

へ
の
無
思
慮
な
言
説
な
の
で
あ

る
。

 
事
実
、
こ
の
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
新
旧
論

争

へ
の
独
自
な
関
わ
り
と
ま
さ
に
関
連
し

つ
つ
、
こ
の

「後
世
」
の
評
価
を
巡
る
論
争
に
文
人
デ
ィ
ド

ロ
の
根
底
的
在
り
方

そ
れ
自
体
を
問
題
化
す
る
方
向
が
露
呈
す
る
。
そ
の
直
接
の
き

っ
か
け
は
、
書
簡

の
中
で
の
デ
ィ
ド

ロ
の

一
つ
の
発
言
で
あ

っ
た
。
「そ
し
て
君
は
、
大
理
石
の
破
片

の
内
に
、
あ
る
い
は
よ
り
確
実
に
は
我

ら
の
文
章
の
幾

つ
か
の
内
に
も
、
生
き
続

け
る
こ
と
に
な
る
の
だ
」

（D
P
V
,
 X
V
, 
9
）
。
こ
の
「我
々
の
文
章
」
と
い
う
言

葉
に
対
し
て
フ
ァ
ル
コ
ネ
は
、
殆
ど
過
剰

な
迄
に
反
発
す
る
。
成
る
程
、
デ
ィ
ド

ロ
そ
し
て
彼

の
擁
護
す
る
プ
リ

ニ
ウ
ス
そ
し
て
パ
ウ
サ

ニ
ア
ス
ら
古
代

の
文
人
達

の

「
文
章
」
が
、
「後
世
」
に
現
在
も
し

く
は
過
去
の
業
績
を
伝
え
、
か
つ
そ
の
讃

辞
を
形
成
す
る
の
に
重
要
で
あ
る
の
は
否
定

で
き
ま
い
。
し
か
し
、
そ
ん
な
古
代

の
権
威
に
飾
ら
れ
た
彼
ら
の

「文
章
」

で
示
さ
れ
る
作
品

へ
の
讃
辞
は
本
当
に
信

用
で
き
る
も
の
な
の
か
。
フ
ァ
ル
コ
ネ
は
言
う
。
「も
し
も
フ
ィ
デ
ィ
ア
ス
と
ア
ペ

レ
ス
の
出
来
の
悪
い
作
品
を
我
ら
が
見

る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
パ
ウ
サ

ニ

ア
ス
や
プ
リ

ニ
ウ
ス
の
文
章
中

の
称
讃
を
確
か
な
も
の
と
し
て
我
ら
は
果
し
て
信

じ
る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
完
全
に
打
ち
崩

さ
れ
な
い
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
我
ら

の
信
頼
は
よ
り
小
さ
な
も
の
と
な
る
だ

ろ
う
。
君
の
文
章
の
た
め
に
こ
の
こ
と
を

私
は
残
念
だ
と
思
う
の
だ
。
も
し
も
我

々
の
時
代

の
良
き
作
品
が
消
滅
し
、
悪
い

作
品
が
残

る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
ん
な
文
章
を
信
ず
る
者
は

汚今
し
方
述

べ
た
場
合
と
汛
全
く
同
じ
く
ら

い
僅
か

に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
だ
。
そ
れ
で
も
君
は

後
世
に
伝
え
ら
れ
る
文
章
を
信
用
す
る

の
だ
ろ
う
か
」
（D
P
V
,
 X
V
,
 15）
。
事
実
、

彼
ら
の

「
文
章
」
は
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
に
と

っ
て
真

に
称
讃
に
値
す
る
古
代
の
ア
ガ

シ
ウ
ス
で
は
な
く
、
神
殿
の
天
上
に
触
れ
ん
ば
か
り
の
ゼ
ウ
ス
像
を
造

っ
た
と
言

う
だ
け
で
フ
ィ
デ
ィ
ア
ス
を
賞
賛
す
る
で
は
な

い
か

（D
P
V
,
 X
V
,
 1
6
）。
従

っ

て
、
プ
リ

ニ
ウ
ス
の
様
な

「戯
言
ば
か
り
言
う
小
者

（p
etit
 ra
d
o
teu
r
）」
の

「
子

供
じ
み
た
愚
か
な
こ
と
」
に
満
ち
た
讃
辞

（D
P
V
,
 X
V
 ,
1
5）
が
、
実
は
「後
世
」

の
称
讃
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
が
現
状
な
の
だ
。
だ
か
ら
フ
ァ
ル
コ
ネ

は
断
言
す
る
。
「た
と
え
私
が
後
世
の

汚評
価
を
気
に
か
け
る
汛
病
を
患

っ
た
と
し

て
も
、
プ
リ

ニ
ウ
ス
の
書
い
た
文
章

の
こ
と
を
考
え
た
だ
け
で
私
の
病
は
治

っ
て

し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
」
（D
P
V
,
 X
V
,
 16
）。
実
際
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
は
、
デ
ィ
ド

ロ

を
含
め
彼
の
同
時
代

の
文
人
達
が
常

に
参
照
し
た
古
代
の
典
拠

へ
の
執
拗
な
攻
撃

へ
と
向
う
。
更
に
、
書
簡
で
の
批
判
に
飽
き
足
ら
ず
、
失
わ
れ
た
古
代
芸
術

に
つ

い
て
の
典
拠
と
さ
れ
た
こ
の
プ
リ

ニ
ウ
ス
の

『博
物
誌
』
の
芸
術
関
係
を
中
心
と

す
る
部
分
を
仏
訳
し
、
そ
の
記
述

の
不
正
確
さ
を
容
赦
な
く
批
判
す
る
。

フ
ァ
ル

コ
ネ
が
新
旧
論
争

に
造
形
芸
術
家

の
立
場
か
ら
積
極
的
に
介
入
し

つ
つ
そ
の
古
代

芸
術
批
判
及
び
古
代
の
文
人
批
判
を
先
鋭
化
さ
せ
る
大
き
な
兆
し
が
、
こ
の
デ
ィ

ド

ロ
と
の
書
簡
に
お
い
て
既
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
見
逃
す
べ
き
で
な
い
の
は
、
デ

ィ
ド

ロ
自
身
が
依

っ
て
立

つ
べ
き
立
場

に
と

っ

て
極
め
て
深
刻
な
事
態
が
こ
の
フ
ァ
ル
コ
ネ
に
よ
る
批
判
の
中
で
生
じ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
簡
の
中

で
、
デ
ィ
ド
ロ
の
言
う

「我
々
の
文
章
」

に
答

え
る
形

で
フ
ァ
ル
コ
ネ
が

「君
達

の
文
章
」
と
言

っ
て
い
る
通
り
、
後
者

の
批
判

の
鉾
先
は
プ
リ

ニ
ウ
ス
ら
過
去
の
文
人
達
に
の
み
向
け
ら
れ
る
の
で
は
な

い
。
そ

れ
は
、
造
形
芸
術
家
を
さ
し
お
い
て
作
品
の
評
価
を
決
定
す
る
ば
か
り
か
、
し
ば

し
ば
作
品
不
在
の
中
で

「後
世
」
の
讃
辞
を
も
や
が
て
は
主
導
し
よ
う
と
す
る
、

文
人
達
の
芸
術
批
評
の
枠
組
み
そ
の
も
の
へ
の
反
発
で
も
あ
る
。
芸
術
制
作
そ
れ

自
体
に
、
注
文
主
の
無
理
解
な
貴
人
達
だ
け
で
な
く
教
養
あ
る
文
人
達
が
、
積
極

的
に
助
言
し
介
入
す
る
と
い
う
事
態
は
当
時
珍
し
い
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
製
作

者
達
で
さ
え
も
そ
れ
を
む
し
ろ
容
認
し
て
い
た
程
で
あ

っ
た
。

ベ
ル
ニ
ー
ニ
は
、

一
六
六
五
年

の
王
立
絵
画
彫
刻
ア
カ
デ
ミ
ー
の
講
演

で
カ
ス
テ
ィ
リ
オ
ー
ネ
ら
の

知
識
と
天
才
が
ラ
フ
ァ
エ
ル
の
創
作
を
助
け
た
こ
と
を
指
摘
し
た
と
言
わ
れ
る
。

ま
た
、
画
家
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ

・
コ
ワ
ペ
ル
は
、
学
者
や
文
人
達
に

「偉
大
な
画
家

は
し
ぼ
し
ば
相
談
を
仰
ぎ
そ
し
て
常
に
敬
意
を
払
う

べ
き
で
あ
る
」
と
述

べ
た
程

で
あ

っ
た
。
事
実
、芸
術
制
作
で
は
素
人
の
文
人
達
が
そ
こ
に
介
入
す
る
事
態
は
、

フ
ァ
ル
コ
ネ
の
同
時
代
に
お
い
て
も
ケ
リ

ュ
ス
伯
爵
の
例
を
は
じ
め
跡
を
断

つ
こ



と
は
な
か

っ
た
。
無
論
、
フ
ァ
ル
コ
ネ

に
と
っ
て
か
か
る
介
入
は
、
断
じ
て
許
し

難
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
不
満
と
憤
り
が

こ
の
デ

ィ
ド

ロ
と
の
六
〇
年
代
後
半

の

書
簡
で
既

に
明
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
今
し
方
触
れ
た
プ
リ

ニ
ウ
ス
の
批

判
的
仏
訳
と
同
様
に
、
最
も
知
ら
れ
た

フ
ァ
ル
コ
ネ
の
古
代
批
判
た
る

『
マ
ル
ク

ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス

汚騎
馬
汛
像

の
観
察
』

（
一
七
七

一
年
）
は
、
彼
の
こ
の
態
度

を
明
確
に
す
る
。
こ
の
著
作
で
の
古
代
芸

術
批
判
は
こ
の
古
代
の
著
明
な
騎
馬
像

そ
れ
自
体
に
向
う
だ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
古
代
崇
拝
者

へ
の
単
純
な
批
判
で
も

な
い
。
む
し
ろ
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
が
こ
れ
ら
以
上
に
仮
借
な
き
批
判
を
浴
び
せ
た
の

は
、
文
人
達

一
般

の
芸
術
批
評
家
と
し
て

の
能
力
の
不
可
避
的
な
欠
除

で
あ
る
。

そ
し
て
書
簡
で
の
フ
ァ
ル
コ
ネ
に
よ
る
文

人
批
判
は
、
当
時
の
啓
蒙
的
知
識
人
達

の
最
大
の
権
威
た
る
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル

（D
P
V
,
 X
V
,
 83
-8
8
）
、
そ
し
て
す
ぐ
に

見
る
様

に
デ
ィ
ド
ロ
本
人
に
ま
で
及
ぶ
。
成
る
程
、
彼
は
文
人
達
が
美
や
芸
術
の

一
般
的
原
理
の
域
を
出
な
い
限
り
で
、
彼

ら
の
判
断
を
許
容
し
て
は
い
る
。
し
か

し
、
制
作
過
程
と
不
可
分
な
最
も
具
体
的

な
領
域
で
は
、
参
照
さ
れ
る
べ
き
は
決

し
て
彼
ら
で
は
な
く
、
絶
対
的
に
造
形
芸
術
家
自
身
の
判
断
で
し
か
な

い
。
そ
し

て
、
最
終
的
な
判
断

の
主
導
権
も
ま
た
常

に
製
作
者
達
に
あ
る
の
が
理
想
な
の
で

あ
る
。
事
実
、
こ
の
プ

ロ
メ
テ
ゥ
ス
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
は
、
彼

の
仲
間
達
に
外

部
の
助
言
か
ら
の
解
放
と
独
立
を
呼
び
掛
け
る
。
「画
家
よ
、
彫
刻
家
よ
。
君
達

の

作
品
の
魂
で
あ
り
た
ま
え
。
思
索
し
構
想
す
る
こ
と
を
知
り
た
ま
え
。
少
な
く
と

も
、
君
達
に

汚他
人
か
ら
汛
与
え
ら
れ
た
想
や
意
見
を
正
し
く
判
断
す
る
者
と
な

り
た
ま
え
。

汚中
略
汛だ
か
ら
、
結
論
を
言
え
ば
、
芸
術
家
は
み
ず
か
ら
自
分
の
作

品

の
主
題
を
考
え
る

べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
も
し
も
自
分
よ
り
も
知
識

の
あ
る
者

達
か
ら
構
想
を
受
け
取
る
場
合

に
も
、
全

く
持

っ
て
そ
の
構
想
の
主
人
と
な
り
、

そ
れ
を
自
ら
の
技
芸
に
適
合
し
そ
の
必
要

に
従
わ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
」
（F
O
C
,

I
I
,
 
1
5
6
-
1
5
7
）
。

 
だ
か
ら
こ
そ
、

フ
ァ
ル
コ
ネ
は
、
デ
ィ
ド
ロ
が
敬
愛
し
て
い
た
古
代
の
プ
リ

ニ

ウ
ス
そ
し
て
十
八
世
紀
初
め
の
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ら
文
人
達
に
よ
る
芸
術
批
評
や
芸

術
制
作

へ
の
不
当
な
介
入
を
批
判
す
る
だ

け
で
は
な
い
。
デ
ィ
ド

ロ
の
類

い
稀
な

る
芸
術
批
評

へ
の
優
れ
た
関
与
と
そ
の
才
能
を
認
め

つ
つ
も
、
決
し
て
こ
の
文
人

哲
学
者
か
ら
の
制
作
上
の
具
体
的
助
言

で
さ
え
も
無
批
判
に
従
う
こ
と
は
な
か

っ

た
。
『ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
群
像
』
を
巡
る
デ
ィ
ド

ロ
の
あ
の
興
味
深

い
助
言
に
つ
い

て
も
、
改
作

の
機
会
が
万

一
あ

っ
た
に
せ
よ
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
が
真
剣

に
そ
れ
に
耳

を
傾
け
た
か
は
か
な
り
疑
問
な
の
で
あ
る
。
事
実
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
最
後

の
傑
作

『ピ

ョ
ー
ト
ル
騎
馬
像
』

へ
の
、
デ
ィ
ド
ロ
か
ら
の
制
作
上
の
複
数
の
モ
チ
ー
フ

や
象
徴
の
提
案

（D
P
V
,
 X
V
,
 1
94
-
19
5）
を
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
は
明
確

に
拒
否
し

て
い
る
。
こ
の
文
人

・
哲
学
者

の
提
案
も
ま
た
、
徒
に

「
作
品
」
に

「詩
情
」
を

齎
す
点

で
、
過
剰
な
寓
意
を
嫌

い
単
純
な
構
成
を
旨
と
す
る
こ
の
彫
刻
家

に
と

っ

て
は
余
り
に
現
実
離
れ
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
「私
が
こ
こ
で
汚
＝
ペ
テ
ル
ス
ブ
ル

グ
で
汛
仕
事
と
し
て
携
わ

っ
て
い
る
記
念
碑
の
制
作
は
単
純
な
も
の
と
な
ろ
う
。

蛮
族
の
女
、
諸
民
族
の
愛

の
寓
意
像
、
国
を
象
徴
す
る
像
は
、
そ
こ
に
は
全
く
存

在
し
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
像
は
お
そ
ら
く
は
作
品
に
よ
り
多
く
の
詩
情
を
与

え
は
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
の
生
業
と
す
る
も
の

汚
＝
彫
刻
汛
に
お
い
て
は

汚中
略
汛
作
品
を
単
純

に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
」
（D
P
V
,
 XV
,
 13
9
;
 19
5
-1
96
）。

そ
も
そ
も
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
群
像

へ
の
提
案
の
み
な
ら
ず
、
グ

ル
ー
ズ
の

『小

鳥

の
死
』
や
フ
ラ
ゴ
ナ
ー
ル
の

『
コ
レ
シ

ュ
ス
と
カ
ロ
リ

エ
』
等
に
対
す
る
デ
ィ

ド
ロ
の
芸
術
批
評
の
在
り
方
そ
の
も
の
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
「想
像
力
」
を

介
し
た

「詩
情
」

に
よ

っ
て
し
ば
し
ば
眼
前

の
造
形
作
品
か
ら
飛
躍
し
つ
つ
論
を

豊
か
に
展
開
す
る
と
こ
ろ
に
、
最
大
の
魅
力

の

一
つ
が
あ

っ
た
。
こ
の
意
味
で
、

む
し
ろ
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
批
判
は
デ

ィ
ド

ロ
の
芸
術
批
評
そ
れ
自
体
に
と
っ
て
も
極

め
て
辛
辣
な
も
の
で
あ

っ
た
。
実
際
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
は
、
「後
世
」
を
巡
る
書
簡

の

中
で
も
、
古
代
画
家
ポ
リ

ュ
グ
ノ
ト
ス
の
現
存
せ
ぬ
作
品
を
パ
ウ
サ

ニ
ア
ス
に
依

り

つ
つ
弁
護
す
る
デ
ィ
ド

ロ
の

「詩
情
」
と

「想
像
力
」
の
過
剰

に
警
鐘
を
鳴
ら

す
の
を
忘
れ
な
い
（D
P
V
,
 X
V
,
 21
1-
2
12
）。
無
論
、
こ
の
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
批
判

の
深
刻
な
帰
結
は
、
同
じ
く
こ
の
書
簡

で
の
議
論
の
中
で
、
デ
ィ
ド
ロ
自
身
が
明

確
に
認
識
し
て
い
た
事
態
で
あ

っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス

的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
し
て

「後
世
」
か
ら
も
称
讃
さ
る
べ
き
天
才
芸
術
家
フ
ァ

ル
コ
ネ
を
自
ら
の

「文
章
」

に
書
き
記
し
た
彼
に
は
、
余
り
に
酷
な
も
の
だ

っ
た

に
違

い
な

い
。
実
際
、
デ
ィ
ド

ロ
は
自
ら

の
こ
と
を

「
君
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と



君
の
作
品
の
多
く
が
時
間
の
手
に
か
か

っ
て
決
し
て
侵
さ
れ
な
い
様
に
す
る
た
め

に
」
（D
P
V
,
 X
V
,
 19
）何
も
惜
し
ま
ぬ

の
だ
と
言
う
。
そ
し
て
そ
の
後
で
、
デ
ィ

ド

ロ
は
フ
ァ
ル
コ
ネ
に
こ
う
問
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
何
故
君
は
自
ら
が

生
み
の
親
で
あ
る

『
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
』
群
像
を
は
じ
め
と
す
る
作
品
の
未
来

つ

ま
り
後
世
か
ら
の
評
価
を
望
ま
な

い
と
言

い
う
る
の
か
。
「
君
は
汚ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ン
群
像
な
ど
の
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
作
品
の
汛
父
親
で
は
な

い
の
か
。
汚そ
れ
ら
の
作
品

と
い
う
汛
君
の
子
供
達
は
血
と
肉
を
持

っ
た
存
在
で
は
な
い
の
か
。
精
根
尽
き
果

し
て

一
つ
の
作
品
を
作
り
、
そ
れ
が
君
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
し
よ
う
。

汚そ
の
作
品

へ
の
自
ら
の
汛
称
讃
の
微

笑
の
後
に
、
君
の
口
許
に
は
後
悔
の
た
め

息
が
忍
び
込
ん
で
来
は
し
ま
い
か
。
こ

の
日
の

一
時
的
な
現
に
あ
る
讃
辞
が
過
ぎ

て
し
ま
え
ば
、
明
日
に
は
造
り
手
と
そ

の
作
品
に
と

っ
て
全
て
が
終
わ

っ
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
後
悔
の
た
め
息
が
」

（D
P
V
,
 X
V
,
 1
9）
。

 
し
か
し
、

フ
ァ
ル
コ
ネ
の
立
場
は
揺

る
が
な

い
。
こ
こ
で
彼
が
反
論
の
根
拠
と

し
て
持
ち
出
す
も
の
の

一
つ
は
、
「伝
統
」
と
い
う
過
去
と
の

「連
続
性
」
の
軛
か

ら
解
放
さ
れ
た
あ
る
種
の
先
天
性
の
齎

す
も
の
で
あ
る
。
「後
世
」
か
ら
の
称
讃
そ

し
て
そ
の

「後
世
」
に
伝
わ
る
べ
き
造

形
作
品
を
巡
る
文
人
達

の

「文
章
」
を
も

完
全
に
無
効

に
す
る
、
「自
然

の
賜
物
」
の
非
連
続
性
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
歴

史
的
連
続
性
の
意
識
と
は
全
く
無
関
係

に
顕
在
化
す
る

「天
才
」
と
い
う
現
象
で

あ
る
。
成
る
程
、
デ
ィ
ド

ロ
と
同
様

に
過
激
な
独
創
性
の
概
念

に
警
鐘
を
鳴
ら
し

た
レ
イ
ノ
ル
ズ
と
厚

い
親
交
の
あ

っ
た

フ
ァ
ル
コ
ネ
に
は
、
過
去
の
傑
作
か
ら
の

学
習
の
そ
し
て
技
術
的
修
練
の
積
み
重
ね
は
必
須
の
も
の
で
あ
り
得
よ
う
。
し
か

し
、
「先
行
す
る
時
代
」
の
天
才
ラ
フ
ァ

エ
ロ
の
傑
作
を

「後
世
」
の
フ
ァ
ル
コ
ネ

が
理
想
の
模
範
と
す
る
に
せ
よ

（D
P
V
,
 X
V
,
 2
1）
、
当
の
ラ
フ
ァ
エ
ロ
が
そ
の

様
な
自
ら
の
子
供
と
し
て
の
作
品

の
輝

か
し
い
未
来
を
意
図
的

に
予
想
し
た
が
故

に
斯
様
な
作
品
を
創
り
え
た
の
で
は
な

い
。
「天
才
、
つ
ま
り
自
然
の
あ
の
純
粋
な

贈
物
が
、
偉
大
な
る
製
作
の
唯

一
の
原
因
で
あ
る
。
汚中
略
汛
そ
れ

汚
＝
天
才
汛
が

よ
り
多
く
の
事
物
を
捉
え
そ
し
て
生
き
生
き
と
そ
れ
ら
を
感
じ
る
だ
け
、
そ
れ
は

自
ら
の
力
と
そ
の
高
ま
り
と
を
証
す
の
で
あ
る
。
も
し
も
自
然
か
ら
私

に
こ
の
贈

ら
れ
た
物
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
以
外

の
う
ち

へ
と
情
感
的
な
も
の
、
崇
高
な
も

の
、
偉
大
な
も
の
を
捜
し
に
行
く
等
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
賜
物
が
な

け
れ
ば
、
ど
ん
な
に
無
数
の
未
来
の
礼
讃
者
達
が
称
讃
を
準
備
し
て
い
る
の
を
見

た
と
こ
ろ
で
無
駄
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
光
景
で
は
、
私
に
作
品
を
産
み
出
す
力
は

与
え
ら
れ
な
い
の
だ
。
幸
福
な
血
脈
を
持
ち
た
い
と
い
う
ど
ん
な
気
持
ち
を
も

つ

た
と
こ
ろ
で
、

つ
ま
り
愛
す
る
父
親
を
愛
撫
し
て
く
れ
る
何
人
も
の
可
愛

い
子
供

達

汚と
い
う
自
分
の
作
品
汛
を
ど
ん
な
に
強
く
思
い
描
い
た
と
こ
ろ
で
、
生
む
能

力
の
無

い
者
が
汚作
品
と
い
う
汛
子
供
を
生
め
る
様
に
な
る
訳
で
は
な

い
」
（D
P
V
,

X
V
,
 21
-2
2）
。
後

の
カ
ン
ト
的
な
天
才
論
を
予
見
す
る
か
の
如
き
こ
の
フ
ァ
ル
コ

ネ
の
立
場
に
は
、
文
人
達
の

「
文
章
」
が
介
在
す
る
必
然
性
は
極
端
な
迄

に
還
元

さ
れ
よ
う
。
あ
る
意
味
で
、
デ

ィ
ー
ク
マ
ン
が
指
摘
す
る
様
に
、
こ
こ
で
フ
ァ
ル

コ
ネ
が
示
す
の
は
、
天
才
芸
術
家
を
巡
る
極
め
て
近
代
的
な
言
説
と
言

っ
て
も
良

い
か
も
知
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
過
去
の
伝
統
に
対
す
る
無
闇
な
礼
讃
を
控
え
る
も

の
の
そ
れ
に
よ
り
寛
容
な
態
度
を
取
る
文
人
デ
ィ
ド

ロ
に
対
し
て
、
フ
ァ
ル
コ
ネ

は
天
才
芸
術
家
の
絶
対
性
を
遥
か
に
押
し
進
め
る
。
造
形
芸
術
家
自
身
の
立
場
か

ら
、
同
時
代
人
達
そ
し
て
デ
ィ
ド
ロ
よ
り
も
、
遥
か
に
創
造
的
芸
術
家
の
個
性
と

独
立
を
強
調
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
、
デ
ィ
ド
ロ
自
身
が
フ
ァ
ル
コ
ネ
に
見
い
出
し
た
プ

ロ
メ

テ
ウ
ス
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
意
図
せ
ぬ
形
で
の
具
現
で
も
あ

っ
た
ろ
う
。
あ
ら

ゆ
る
権
威

に
反
抗
す
る
、
神
に
も
並
ぶ
こ
の
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
的
芸
術
家
は
、
そ
の

名
付
け
親

の
依

っ
て
立

つ
基
盤
を
も
批
判
し
始
め
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ァ

ル
コ
ネ
は
、
デ
ィ
ド
ロ
と
出
会
う
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
、
こ
の
方
向

へ
と
意

識
的
に
進

み
え
た
。
そ
れ
は
、
デ
ィ
ド

ロ
が
予
見
し
た
新
た
な
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ

ズ
ム
を
、
こ
の
彫
刻
家
自
身
が
過
激
な
迄
に
押
し
進
め
た
末

の
皮
肉
な
結
果
で
も

あ

っ
た
の
で
あ
る
。

 

結

語

 

「
公
衆

」

そ

し

て

「全

体

」

へ
と

 
 
 
 
 
「
反
復

」

さ

れ

る
プ

ロ
メ
テ
ウ

ス

・
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン

 

ま
ず
は
本
論
で
の
分
析
を
簡
単
に
概
観
し
て
お
き
た
い
。

一
七
六
三
年
の
サ
ロ



ン
に
登
場
し
た

『ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
群
像
』

に
よ

っ
て
彫
刻
家
フ
ァ
ル
コ
ネ
は
、

欧
州
随

一
の
彫
刻
家

の

一
人
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
。
そ
し
て
女
帝

エ
カ

チ

ェ
リ
ー
ナ
に
よ
る
彼
の
露
招
聘
の
結
実

た
る

『ピ

ョ
ー
ト
ル
騎
馬
像
』
に
よ

っ

て
、
彼

の
名
声
は
ほ
ぼ
不
動
の
も
の
と
な

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
エ
カ
チ

ェ
リ
ー

ナ
に
よ
る
招
聘
が
、
プ

ロ
メ
テ
ゥ
ス
化
さ
れ
た
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
し
て
フ
ァ
ル

コ
ネ
を
讃
辞
し
た
デ
ィ
ド

ロ
の

『サ

ロ
ン
評
』
を
最
大

の
契
機
と
し
て
い
た
事
実

を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
、
デ

ィ
ド

ロ
に
と

っ
て
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
こ

の
作
品
は
正
当
な
そ
の
称
讃

に
値
す
る
単

な
る
造
形
上

の
傑
作
で
あ
る
だ
け
に
終

わ
ら
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
、
「技
芸
」
の
地
位
向
上

へ
の
デ
ィ
ド

ロ
の
独
自
な
関
心

の
み
な
ら
ず
、
特

に
唯
物
論
思
想
に
基
づ
く
彼
の
行
動
原
理
と
思
索

の
根
本
方
向

に
も
結
び
付
く
余
地
の
あ
る
極
め
て
重
要

な
作
品
で
も
あ

っ
た
。
フ
ァ
ル
コ
ネ
の

プ

ロ
メ
テ
ウ
ス

・
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と

い
う
位
置
付
け
は
、
そ
の
必
然
的
帰
結
に

も
他
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
自
身
が
、
デ
ィ
ド

ロ
の

盟
友
と
し
て
こ
の
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
的
芸
術
家
と

い
う
役
割
を
意
識
的

に
演
じ
た
と

い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
最
終
的
に
確
認
し
た
様
に
、

フ
ァ
ル
コ
ネ
は

そ
の
役
割
を
造
形
芸
術
家

の
立
場
か
ら
過

激
に
演
じ
る
こ
と
で
、
デ

ィ
ド

ロ
ら
文

人
・哲
学
者
達
と
埋
め
難
い
亀
裂
を
生
じ

さ
せ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、

芸
術
的
言
説
の
主
導
権
を
、
そ
の
言
説

の
本
来
の
担

い
手
た
る
文
人
か
ら
、
少
な

く
と
も
自
ら
が
関
わ
る
造
形
分
野
に
お

い
て
芸
術
制
作
者
が
正
当
に
も
奪
取
す
る

あ
る
意
味
で
の
権
利
闘
争
で
も
あ

っ
た
。
以
上
が
、本
論

の
分
析
で
明
ら
か
に
な

っ

た
こ
と
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
こ
の
近
代
美
学
上
の
権
利
闘
争
に
は
、
か
か
る
闘
争
を
潜
在
的
に
か

つ
不
可
避
的

に
構
成
す
る

「場
」
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
見
逃
す

べ
き
で

は
な
い
。

 
そ
も
そ
も
近
代
美
学
は
、
傑
出
し
た

「芸
術
家
」

の

「独
創
」
的
創
造
性
を
そ

の
中
心
概
念
と
し

つ
つ
も
、
む
し
ろ
伝
統
的
な

「制
作
術
」
（「詩
学
」
）
か
ら
意
識

的
に
距
離
を
と
る
こ
と
で
成
立
し
た
。
従
来
の

「修
辞
学
」
的
伝
統
を
引
き
継
ぎ

つ
つ
も
、
作
品
が
鑑
賞
者

に
及
ぼ
す
影
響
力
を
巡
る
議
論
が
極
め
て
枢
要
な
位
置

を
担
う
こ
と
に
な

っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
何
故
こ
れ
程
迄
に
こ
の
時

期
に
生
成
し

つ
つ
あ

っ
た
美
学
的

・
芸
術
論
的
言
説
に
お
い
て

「享
受
者
」
に
大

き
な
役
割
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
か
。
確
か
に
、
こ
の
間
に
対
す
る
決

定
的
な
解
答
の
た
め
に
は
更
な
る
厳
密
な
考
証
が
必
要
だ
ろ
う
が
、
少
く
と
も
以

下
の
こ
と
は
確
実

に
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
十
八
世
紀
に
芸
術
を
享
受
す
る
層
が

大
き
く
拡
大
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
特
に
造
型
美
術
の
地
位
を
極

め
て
向
上
さ
せ
る
結
果
に
も
な

っ
た
で
あ
ろ
う
。
実
際
、

一
七

一
九
年

の
著
作
で

絵
画
と
詩
文
を
主

に
念
頭
に
起
き
な
が
ら
同
時
代
の
こ
れ
ら
の
鑑
賞
者

の
飛
躍
的

増
大
を
指
摘
し
た
デ

ュ
ボ
ス
は
、詩
文

に
対
す
る
絵
画

の
優
位
を
主
張
し
て
行
く
。

デ

ュ
ボ
ス
に
と

っ
て
、
大
衆
化
し
た
こ
れ
ら
の
鑑
賞
者
す
な
わ
ち

「公
衆

（le

p
u
b
lic
）」
は
、
理
性
や
技
術
上
の
細
か
な
知
識
で
は
な
く
、
「
感
情
（se
n
tim
en
t）
」

に
よ

っ
て
感
性
的

に
作
品
を
評
価
す
る
。
そ
ん
な
デ

ュ
ボ

ス
的
鑑
賞
者
た
る

「公

衆
」
に
と

っ
て
、
「自
然
記
号
」
を
用
い
る
造
型
芸
術
と
さ
れ
た
絵
画
が
、
詩
文
よ

り
も
容
易

に
感
動
さ
れ
易

い
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
は
全
く
当
然

で
あ
ろ

う
。
あ
る
研
究
者
が
言
う
と
こ
ろ
の

「絵
画
の
時
代
」
と
し
て
の
十
八
世
紀
は
、

実
は
ま
さ
に
こ
れ
ら
新
た
な
大
衆
化
し

つ
つ
あ
る
鑑
賞
者
の
存
在
を
前
提
と
す
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
近
代
美
学

に
お
け
る

「芸
術
家
」
の
そ
れ
も
特
に
造
型
芸

術
家

の

「主
導
的
地
位
」
を
巡
る
意
外
な
結
び
付
き
が
生
じ
て
来
よ
う
。
十
八
世

紀
の
近
代
美
学
上

の
言
説
は
、
確
か
に
従
来
の

「制
作
術
」
か
ら
の
距
離
を
取
り

つ
つ
も
、
作
品
の
創
造
者

へ
の
関
心
を
全
く
抱
か
な
か
っ
た
訳
で
は
な

い
。
む
し

ろ
事
態
は
全
く
違
う
方
向
に
む
か
う
。
既
に
デ

ュ
ボ
ス
で
も
、
「
公
衆
」
と
い
う
新

た
な
享
受
者
の
側
か
ら
美
学
的
言
説
を
構
築
す
る

一
方
で
、
芸
術
上
の
天
才
が
極

め
て
重
要
な
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
特
に
十
八
世
紀
後
半
以
後
は
独
創
性
を
中

心
に
こ
の
天
才
論
が
大
き
く
発
展
す
る
時
期
で
あ
り
、
既
に
本
論
第

一
節
で
見
た

様

に
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
的
芸
術
家
の
概
念
は
ま
ず
は
こ
の
議
論
か
ら
派
生
し
た
も
の

で
も
あ

っ
た
。
事
態
を
整
理
す
れ
ば
、
大
衆
化
さ
れ

つ
つ
あ
る
近
代
的
鑑
賞
者
と
、

独
創
性
の
名
の
下

に
神
格
化
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
芸
術
制
作
者
と
は
、
意
識
的
に
し

ろ
無
意
識
的
に
し
ろ
奇
妙
な
連
携
を
取
り
結
ぶ
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
画
家
や
彫

刻
家
等
の
造
型
芸
術
家
に
と
っ
て
、
彼
ら
の
芸
術
が
こ
の
新
た
な
鑑
賞
者
達
を
介

し
て
更
な
る
地
位
向
上
を
実
現
し
え
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
連
携



は
よ
り
重
要
な
も
の
と
な

っ
た
筈
で
あ
ろ
う
。

 
と
す
る
と
、
彫
刻
家

フ
ァ
ル
コ
ネ
も
ま
た
、
時
代
を
代
表
す
る
天
才
造
形
芸
術

家
と
し
て
当
然
な
が
ら
こ
の
奇
妙
な
連
携

の
中
に
確
実

に
巻
き
込
ま
れ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
事
実
、
デ

ィ
ド

ロ
の
示
唆
し
た
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
化
の
方
向
を
フ
ァ
ル

コ
ネ
自
身
が
押
し
進
め
た
時
に
、
二
人
の
齟
齬
が
こ
の
連
携
を

一
つ
の
潜
在
的
な

消
失
点
と
し

つ
つ
露
呈
し
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
的
な
鑑
賞

者

つ
ま
り

「公
衆
」
を
、
ど
の
様
に
作
品
鑑
賞
も
し
く
は
芸
術
批
評
の
内
に
そ
れ

ぞ
れ
組
み
入
れ
う
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
デ
ィ
ド
ロ
と
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
対
立
を

捉
え
直
す
余
地
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
実
際
、
二
人
は
共

に
今
し
方
そ
の

名
を
挙
げ
た
デ

ュ
ボ

ス
の
著
作
に
つ
い
て
は
通
じ
て
い
た
筈
で
あ
り
、
特
に
フ
ァ

ル
コ
ネ
は
デ

ュ
ボ

ス

「公
衆
」
の
判
断
を
巡
る
デ

ュ
ボ
ス
の
言
説

に
明
確
に
言
及

し
て
も
い
る

（F
O
C
,
 IV
,
 1
20
-
6）
。
無
論
、
彼
ら
二
人
が
新
た
な
大
衆
化
さ
れ

た
鑑
賞
者
達
に
、
無
条
件
な
好
意
を
持

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
実
際
、

む
し
ろ
彼
ら
が
共
に
し
ば
し
ば
正
当
な
鑑
賞
眼
を
欠
い
た
こ
れ
ら

「公
衆
」

に
極

め
て
冷
淡
で
あ

っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
デ
ィ
ド

ロ
に
と

っ
て
、
彼
ら
は
「全

て
を
見
る
が
何
も
理
解
せ
ぬ
」
存
在

（D
P
V
,
 X
III,
 35
3
）
で
あ
り
、
か
つ
彼
が

「後
世
」
の
評
価
に
こ
だ
わ

っ
た
の
も
ま

た
、
同
時
代
の

「公
衆
」
の
不
当
な
評

価
を
実
感
し
て
の
こ
と
で
も
あ

っ
た
。
ま

た
、

フ
ァ
ル
コ
ネ
に
と

っ
て
も
、
デ

ュ

ボ
ス
の
様

に
彼
ら
の

「感
情
」
に
よ
る
判
断
を

一
定
に
評
価
す
る
方
向
は
あ

っ
て

も

（F
O
C
,
 I,
 3
1）、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
極
め
て
僅
か
な
も
の
で
あ

っ
た
。
彼

に
は
、
公
衆
が
作
品

の
制
作
的
な
評
価
を
な
し
う
る
の
は
、
彼
が
痛
烈
に
批
判
し

た
教
養
人
た
る
文
人
さ
え
よ
り
も
遥
か
に
想
像
し
得
な

い
事
態
で
あ

っ
た
筈
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
詳
細
に
彼
ら
の
齟
齬
を
中
心
に
彼
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
や

議
論
そ
し
て
行
動
を
見
る
時
、
む
し
ろ

「公
衆
」
と
の
彼
ら
の
潜
在
的
な
連
携
が

浮
か
び
上
が
る
。

 
こ
の
連
携
が
ま
ず
よ
り
明
示
的

に
あ
ら

わ
れ
る
の
は
、
デ

ィ
ド

ロ
で
あ
る
。
あ

る
研
究
者
が
指
摘
す
る
様
に
、
た
と
え
彼

が
同
時
代
の
仏

の

「公
衆
」
に
批
判
的

で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
彼
ら
が

「堕
落
」
し
た
状
態

に
あ

っ
た
か
ら
で
も

あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
「恐
る
べ
き
判
定
者

」
で
あ

っ
た
古
代
の

「民
衆
」
（D
V
P
,

X
III,
 34
0
）
と
同
様
に
、
彼
ら
が
啓
蒙
さ
れ
る
未
来
の
可
能
性
が
完
全
に
断
た
れ

た
訳
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
フ
ァ
ル
コ
ネ
が
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
群
像
を
出
品
し
た

サ

ロ
ン
の
創
設
者
達
の
、
「国
民
を
よ
り
教
化
さ
れ
た
も
の
」
に
す
る
と
い
う
主
旨

に
、
彼
自
身
讃
辞
を
送

っ
て
い
た

（D
V
P
, 
X
III, 
34
0
）。
こ
の

「後
世
」
の
進

歩
と
そ
れ
に
よ
り
次
第
に
顕
在
化
す
る
筈

の

「変
る
こ
と
な
き
存
在
」
た
る

「
良

き
趣
味
」
（D
V
P
,
 X
V
,
 5
）
へ
の
信
頼
こ
そ
が
、
デ
ィ
ド

ロ
を

フ
ァ
ル
コ
ネ
と
の

執
拗
な
論
争
に
駆
り
立
て
た
も
の
で
も
あ

っ
た
。
見
逃
す
べ
き
で
な

い
の
は
、
デ
ィ

ド

ロ
に
と

っ
て
の

「公
衆
」
が

「現
在
」
か
ら

「未
来

（後
世
）」
に
本
質
的

に
繋

が
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
は
共
時
的

・
通
時
的
な
連
続
体
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
「
公
衆
の
声
」
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ

「
目
に
は
見
え
ぬ
教
会
で
あ
り
、

じ

っ
と
聴
き
、
見
つ
め
、
小
さ
な
声
で
し
か
話
さ
ぬ
が
、
そ
の
声
は
や
が
て
は

一

般

の
意
見
を
支
配
し
形
作
る
」
（D
V
P
,
 X
V
,
 16
5
）も

の
に
他
な
ら
な
い
。
既
に

彼

の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
群
像

へ
の
提
案
が
、
三
体
の
像

の
孤
立
で
は
な
く
、
女
像

と
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
そ
し
て
ク
ピ
ド
と
の
連
続
体

へ
と
向
う
も
の
で
あ

っ
た
こ
と

は
、
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
「存
在
の
連
鎖
」
を
唯
物
論
的

に
確
保
す
る
こ
と
で
、

個
的
な
も
の
か
ら
よ
り
大
き
な

「全
体
」

へ
の

「連
続
性
」
を
目
指
す
デ
ィ
ド

ロ

的
思
想
の
根
幹
に
お
い
て
、
「公
衆
」
も
ま
た

「全
体
」
へ
の

一
つ
の
通
路
で
も
あ

り
え
た
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス

・
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
た
る
フ
ァ
ル

コ
ネ
と
の
論
争
の
中
で
、
デ
ィ
ド
ロ
は
こ
の

「連
続
性
」
に

「文
人
」
と
し
て
介

入
し
う
る
特
権
が
同
時
代

に
お
い
て
遥
か
に
拡
大
し
た
こ
と
に
も
極
め
て
敏
感
で

あ

っ
た
。
近
代
が
飛
躍
的
に
拡
大
し
た
二
つ
の
偉
大
な
業
績
と
し
て
彼
は
フ
ァ
ル

コ
ネ
に
二

つ
の
も
の
を
語
る
。
「郵
便
」
そ
し
て
も
う

一
つ
は

「
印
刷
術
」
と

い
う

「反
復
」
の
近
代
的
形
式
で
あ
る
。
「
二
つ
の
偉
大
な
発
明
が
あ
る
。
赤
道

の
発
見

を
六
週
間

で
北
極
に
齎
し
う
る
郵
便
と
そ

の
発
見
を
永
遠

に
す
る
印
刷
術
で
あ

る
」

（D
P
V
,
 X
V
,
 9
）。
「印
刷
」
と
い
う
こ
の
「
反
復
」
の
恩
恵
を
被

っ
た
の
は
、

彼
の
編
纂
し
た

『百
科
全
書
』
だ
け
で
は
無
論
な
い
。
『サ

ロ
ン
評
』
は

『文
芸
通

信
』
に
よ

っ
て
少
数
な
が
ら
も
仏
よ
り
遥
か
彼
方
の
北
方

の
国
々

へ
と
伝
え
ら
れ

た
。
そ
し
て
ま
た
、
彼

の
芸
術
批
評
と
理
論
も
や
が
て

（彼
の
死
後
で
あ
る
に
せ

よ
）
「印
刷
」
を
介
し
未
来

の
遥
か
に
よ
り
多
数
の

「公
衆
」
そ
し
て

「全
体
」

へ



と
連
続
す
る
だ
ろ
う
。
何
よ
り
も
、
こ
れ
ら
の
近
代
的
形
式
た
る

「反
復
」
可
能

な
媒
体
を
介
し
て
文
字
を
操
る

「文
人
」
た
る
哲
学
者
こ
そ
が
、
造
形
芸
術
家
達

と
の
闘
争
に
最
終
的
に
打
ち
勝
ち
彼
ら
を
指
導
す
る
者

で
あ
り
続
け
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際

の
と
こ
ろ
、

公
衆
が
精
神
的
に
連
携
せ
ん
と
す
る
神

的
天
才
芸
術
家
と
い
う
言
説
を
産
出
し
た

の
も
ま
た
、彼
ら
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

 
確
か
に
、
こ
の
デ
ィ
ド

ロ
の
方
向
性

に
対
し
て
彫
刻
家
フ
ァ
ル
コ
ネ
は
、
新
た

な

「公
衆
」
へ
の
自
ら
の
作
品
の

「反
復
」
に
よ
る
連
携

に
遥
か
に
否
定
的
で
あ

っ

た
、
と
取
り
あ
え
ず
は
言
え
よ
う
。
こ
の
プ

ロ
メ
テ
ゥ
ス
的
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ
ン
に

と
っ
て
は
、
啓
蒙
す
べ
き
は

「公
衆
」
で
は
な
く
、
ま
ず
も

っ
て
長

い
間
虐
げ
ら

れ
て
来
た
同
業
の
彫
刻
家
達
で
あ

っ
た

。
し
か
し
、
特

に
彫
刻
家
た
る
彼
を
含
め

た
造
形
芸
術
家
達

の
地
位
向
上
は
、
既
に
述

べ
た
様
に
、
新
た
な

「
公
衆
」
の
出

現
と
無
関
係
に
成
さ
れ
た
の
で
は
な

い
。

む
し
ろ
彼
ら
が
望
む
と
望
ま
ざ
る
と
に

関
わ
ら
ず
、
「
公
衆
」
と
の
潜
在
的
連
携
こ
そ
が
、
文
字
と
言
葉
の
芸
術
以
上
に
よ

り
感
性
的
で
あ
る
造
形
芸
術
の

「解
放

」
を
大
き
く
前
進

さ
せ
る
も
の
で
も
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
果
し
て
フ
ァ
ル
コ
ネ
は
、
こ
の
よ
り
大
き
な

「全
体
」

と
の
連
携

に
全
く
理
解
も
関
心
を
示
さ
な
か

っ
た
と
言
え
る
の
か
。
成
る
程
、
こ

の
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
的
芸
術
家
が
執
拗
に
抱

く
悲
観
的
現
実
主
義
が
、
か
か
る
連
携

を
巡
る

い
か
な
る
明
示
的
発
言
を
も
最
終
的
に
彼
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
っ
て
い

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

フ
ァ
ル
コ
ネ
自
身
、

『ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
群
像
』
の
行
く
末
に

つ
い
て
、
繰
返
し
デ
ィ
ド

ロ
に
対
し

て
最
終
的
な
無
関

心
を
表
明
し
も
し
た

（D
P
V
,
 X
V
,
 2
1-
22
;
9
1
;
92
;
18
4
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
当
の
フ
ァ
ル

コ
ネ
が
、
自
ら
の
そ
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
群
像
が
、
デ
ィ
ド
ロ
の

『
サ
ロ
ン
評
』

と
同
様
、
高
価
な
セ
ー
ヴ
ル
磁
器
と
し
て
少
数
な
が
ら
も
富
裕
な
顧
客
達
の
た
め

に
再
生
産
さ
れ

「反
復
」
そ
し
て

「流
通
」
さ
れ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
筈
は

無
い
。
だ
が
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
造
形
芸
術
家
た
る
フ
ァ
ル

コ
ネ
自
身
が

「鑿
」
で
は
な
く

「文
字
」
を
武
器
に
、
デ
ィ
ド
ロ
と
の
激
し
い
論
争
を
闘

い
抜

き
、
そ
し
て
そ
れ
を
著
作
の
形
で
意
図
的

に

「
反
復
」
さ
せ
た
事
実
で
あ
る
。
あ

る
研
究
者
が
指
摘
す
る
様

に
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
著
作
活
動
は
、
従
来
の
芸
術
制
作

者
も
し
く
は
ア
カ
デ
ミ
ー
関
係
者
達

に
よ

る
若
手
芸
術
家
達

へ
の
指
南
書
的
な
も

の
で
は
な
く
、
多
数
の
読
者
を
念
頭
に
置
く
芸
術
批
評
的
か
つ
論
争
的
な
も
の
で

あ

っ
た
。
明
ら
か
に
フ
ァ
ル
コ
ネ
は
、
デ

ィ
ド

ロ
と
の
記
念
碑
的
な
批
評
的
対
話

を
、
同
時
代

の
よ
り
多
く
の

「公
衆
」

に
知
ら
し
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。
無

論
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
が
実
は

「後
世
」
の
評
価
ま
で
を
も
こ
れ
に
よ

っ
て
明
確
に
意

図
し
て
い
た
の
だ
と
速
断
し
た
い
の
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
確
か
に
フ
ァ
ル
コ

ネ
は
、
「
文
字
」
を
中
心
と
す
る

「反
復
」
を
独
占
し

「
公
衆
」
そ
し
て
よ
り
大
き

な

「全
体
」
と
連
携
す
る
デ

ィ
ド

ロ
ら

「文
人
」
達
か
ら
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
の
ご
と

く
そ
の
特
権
を
奪
取
す
る
道
を
切
り
開

い
て
い
た
の
で
も
あ

っ
た
。
そ
れ
は
従
来

の
詩
画
論
で
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
画
家
の
代
表
す
る
造
形
芸

術
家
と
詩
人

・
文
人
と
の
対
立

の
あ
る
意
味

で
の
変
奏
と
い
う
枠
組
み
に
汲
み
尽

さ
れ
る
も
の
で
は
無

い
。
フ
ァ
ル
コ
ネ
が
先
鋭
化
さ
せ
た
造
形
芸
術
家
と
文
人

・

批
評
家
と
の
齟
齬

・
闘
争
は
ま
た
、
確
か
に
造
形
芸
術
を
巡
る
近
代
的
鑑
賞
者
と

作
品
受
容

の
新

た
な
関
係

に
ま

つ
わ
る
重
要
な
問

い
を
提
起

し
て
い
た

の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
新
た
な
問

い
の
提
起
の
た
め
に
十
八
世
紀
と
い
う
時
代
も

ま
た
、
言
説
を
介
し
て
さ
え
文
人
に
対
峙
し
う
る
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス

・
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ
ン
た
る
天
才
彫
刻
家

フ
ァ
ル
コ
ネ
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

註（
1
）
 

以

下

、

本

論

で
た

び

た

び

参

照

す

る

こ

と

に

な

る
デ

ィ

ド

ロ
と

フ

ァ

ル

コ

ネ

 

 

の

テ

ク

ス

ト

に
関

し

て

は

主

に

以

下

の

二

つ

の

批

評

版

全

集

と

著

作

集

を

そ

 

 

れ

ぞ

れ

用

い
る

。

D
P
V

:
 D
.

D
ID
E
R
O
T

,
 （E
u
v
r
es
 
c
o
m
p
le
tes
,
 P
a
r
is
,

 

 

H
e
r
m
a
n
n
,
 19
7
5
s
q
.
;
 F
O
C

:
 E
.-
M

.
 F
A
L
C
O
N
E
T
,
（E
u
v
re
s
,
 L
a
u
s
a
n
-

 

 

n
e
,
 c
h
e
z
 L
a
 S
o
c
ie
te
 T
y
p
o
g
r
a
p
h
iq
u
e
,
 19
8
1
,
 v
o
l.
 6.
尚

、

参

照

に

際

し

 

 

て

は

そ

れ

ぞ

れ

の

冒

頭

に

付

し

た

省

略

記

号

の
後

に

ロ
ー

マ
数

字

で
巻

数

を

、

 

 

ア

ラ

ビ

ア

数

字

で

該

当

す

る

頁

数

を

示

す

。

（2

） 

こ

の

サ

ロ

ン
出

品

時

に

お

け

る

仏

語

原

題

は

、

デ

ィ

ド

ロ
を

巡

る

次

の

展

覧

 

 

会

カ

タ

ロ
グ

の
記

述

に

従

っ
た

。

D
id
e
ro
t
 et
 l'a
r
t
 d
e
 B
o
u
c
h
e
r
 a
 D
a
v
id

:

 

 

L
e
s
 S
a
lo
n
s
:
 1
7
5
9
-
1
78
1
,
 E
x
p
o
s
it
io
n
 
d
u
 
5
 o
c
to
b
re
 
1
9
8
4
 
a
u
 
6

 

 

ja
n
v
ie
r
 1
9
8
5
,
 E
d
itio
n
s
 d
e
 la
 R
e
u
n
io
n
 d
e
s
 M

u
s
e
e
s
 n
a
tio
n
a
u
x
,
 P
a
r
is
,

 

 

1
9
8
4
,
 p
.4
5
3
.



（3

） 

L
.
R
E
A
D
,
 E
tie
n
n
e
-
M
a
u
r
ice
 F
a
lc
o
n
e
t
,
 Pa
r
is
,
 D
e
m
o
tt
e
,
 19
2
2
,
 t.
I
,

 
 
p
.2
0
0
.

（
4
） 

一
七

六
三
年

の

『
サ

ロ
ン
評

』
は
、

八
月

に
開

催

さ
れ

た
サ

ロ
ン
の
後

、

同

 
 
年

の

『
文
芸

通

信
』

の
十

月

一
日

か
ら

十

二

月
十

五

日

に
発

表

さ

れ

る

（Y
.

 
 
B
E
N
O
T
,
 In
tr
o
d
u
c
tio
n
 p
o
u
r
 s
o
n
 e
d
it
io
n
 d
e
 L
e
 P
o
u
r
 e
t
 le
 C
o
n
tr
e

 
 
d
e
 D
id
e
r
o
t
 e
t
 d
e
 F
a
lc
o
n
e
t,
 P
a
r
is
,
 le
s
 E
d
ite
u
r
s
 F
r
a
n
c
a
is
 R
e
u
n
is
,

 
 
1
9
5
8
,
 p.3
5
）
。
但

し

、

『文

芸
通

信
』
は
手
書

き

で
十
数

部
程

ず

つ

つ
十

五

日
お

 
 

き

に

（
一
七

七

二
年

ま

で
、

そ
れ

以
後

は

一
ヵ
月

お
き

に
）
発
行

さ

れ

て

い
た

 
 
極

め

て
特

殊

な

形
態

の
刊

行

物

で
あ

り
、

そ

の
読

者

達

は

（
ロ

シ
ア

の

エ
カ

 
 

チ

ェ
リ
ー

ナ
や

プ

ロ
イ

セ

ン

の

フ

リ
ー

ド

リ

ッ
ヒ

そ

し

て

ス

ウ

ェ
ー
デ

ン

の

 
 
グ

ス
タ

フ
三
世
等

を
含

む
）
北

方

の
貴

族

や
王

侯

で
あ

っ
た
。

デ

ィ
ド

ロ
と
関

 
 
連

し

た
形

で

の
『
文
芸

通
信

』
の
簡

便

な
情
報

と

し

て
は
、
以
下

の
辞

典

の

シ

ュ

 
 

ロ
ー

バ

ッ

ハ
の
記
述

を
参

照
。
J
.
S
C
H
L
O
B
A
C
H
,
 art
.
《
C
o
r
re
sp
o
n
d
a
n
c
e

 
 
litte
r
a
ir
e
》
,
 D
ic
tio
n
n
a
ir
e
 d
e
 D
id
e
ro
t,
 ed
.
 pa
r
 M

.
M
o
r
tie
r
 etc
.,
 Pa
r
is
,

 
 

H
o
n
o
r
e
 C
h
a
m
p
io
n
,
 19
9
9
.

（
5
）
 

但

し
、

「
プ

ロ
メ
テ
ウ

ス
」
と

い
う
言

葉

そ
れ
自
体

が

、

『
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ン

 
 

群
像

』
を
巡

る
デ

ィ
ド

ロ
と

フ
ァ

ル

コ
ネ

の
言

説

の
中

に
登

場
す

る

の
は
、

こ

 
 

の
記

述
以

外

に
は
私

見

で
は
極

め

て
間
接

的

に

『
ア

レ
ク

サ

ン
ド

ル
、

ア

ペ

レ

 
 

ス
、

カ

ン
パ

ス
プ
』

を
巡

る
記
述

の
中

で

（そ

こ
で
彫
刻

さ
れ

て

い
る
古

代
画

 
 

家

ア

ペ

レ
ス
の
姿

に

つ

い
て
）
登

場

す
る
だ

け

で
あ

る

（D
P
V
,
 X
IV
,
 2
9
6
）
。

 
 

こ

の
点

で
本
論

が

展
開

す
る

「プ

ロ
メ

テ
ウ

ス
」
と

し

て
の
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン

 
 

ま

た
は

フ

ァ

ル

コ
ネ
と

い
う
論

点

は
、

こ
の
記
述

の
み
か
ら

発
展

さ

せ
た
我

々

 
 

の
分
析

方

法
上

の
性
格

が

強

い
も

の

で
あ

る

と

い
う

こ
と

は

お
断

り
し

て
お

 
 

き

た

い
。

そ

の
上

で
、

し

か
し
な

が
ら

こ

の

「
プ

ロ
メ

テ
ウ

ス
」

か
ら

の
論

点

 
 

を
介

す

る

こ
と

で
、
デ

ィ
ド

ロ
と

フ
ァ

ル

コ
ネ

の
議
論

の
対

立

の
本
質

的
方

向

 
 

が

よ
り

明
ら

か

に
な

る
、

と
我

々
は
考

え

る
。

（
6
） 

特

に
、
デ

ィ
ド

ロ
と

フ

ァ
ル

コ
ネ

の
場

合
、

「
後
世

」
の
評

価

を
巡

る
高
名

な

 
 

論

争

に
お

い

て
、

し
ば

し
ば

『
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン
群

像
』

に
直
接

言
及

し

な
が

 
 

ら

二
人
が

直

接

に
議

論

を
交

わ
し

て

い
る

こ

と

は
指

摘

し

て

お

き
た

い
。

無

 
 

論

、
本
論

で
は
そ

の
よ

う
な
言

及
箇

所

以
外

に

お

い
て
む
し

ろ
、
プ

ロ
メ
テ

ウ

 
 

ス
的

芸
術

家

と

し

て

の
近
代

の
天

才

的

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ニ
ズ

ム
と

い
う
大

き

 
 

な
枠
組

み
に

お
け
る

二
人

の
応
答

と
対

立

を
捉

え
た

い
。

（
7
） 

こ
れ

は

フ

ァ
ル

コ
ネ

と
デ

ィ
ド

ロ
の
交

流

に
ま

つ
わ

る
研
究

で
は
、
た
び

た

 

 
び
指

摘

さ
れ

る
話
題

だ

が
、
デ

ィ
ド

ロ
と

フ

ァ
ル

コ
ネ
周
辺

の
仏

側
ば

か
り

で

 

 
な

く
露

側

の
資

料

を

も

か
な

り
読

み
込

ん

だ
次

の
近

年

の
研
究

が

極

め

て
参

 

 
考

に
な

る
。
A
.
M

.
S
C
H
E
N
K
E
R
,
 T
h
e
 B
r
o
n
z
e
 H
o
rse
m
a
n
:
 F
a
lc
o
n
e
t
's

 

 
m
o
n
u
m
en
t
 to
 P
e
te
r
 th
e
 g
re
a
t
,
 N
e
w
 
H
a
v
e
n
 a
n
d
 L
o
n
d
o
n
,
 Y
a
le

 

 
U
n
iv
.
 P
r
.,
 20
0
3
（in
 p
a
r
t
ic
u
la
r
 c
h
.
 5
 G
a
th
e
rin
g
 C
lo
u
d
s）.

（
8
） 

馬
場
朗

、

「
近

世
前

の
二

つ
の
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン
に
お
け

る

「技

」
と

「
愛

」
」
、

 

 

『
紀
要

』
、
群

馬
県

立
女

子
大

学
文

学

部
、

二
五
号

、

二
〇
〇

三
年

；
「
舞

踊
的

 

 
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ニ
ズ

ム

に
お
け

る

「生

と

し

て

の
芸

術
」

―
ド

・
ラ

・
モ

ッ
ト

 

 
ら

に
よ
る
十

八
世

紀
音

楽
舞

踊
劇

の
あ

る
系

譜

を
巡

っ
て
―
」
、
『紀

要

』
、
早
稲

 

 
田
大
学

第

一
文
学

部
感

性
文

化
研

究
所

、

二
〇

〇

四

（印
刷

中
）
;

「
「彫

像
」

 

 
の

「
人
間

」

へ
の
生
成

に
お

け
る

「
自
己

」
と

「
他

者
」
：
唯
物

論
者

ブ

ロ
ー
＝

 

 
デ

ラ

ン
ド

の
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ニ
ズ

ム
」
、
『紀

要
』
、
前

掲
書

、
二
十

七
号

、
二
〇

 

 
〇
六
年

。

（
9
） 

西

洋

に
お
け

る
プ

ロ
メ
テ

ゥ

ス
逸

話

の
文
化
史

的

射
程

に

つ
い
て

は
、

ま
ず

 

 
は
文

学
史

に
焦

点
を

絞

っ
た

も

の
だ

が
、
以

下

の
も

の
を
参

照
。
R
.
T
R
O
U
S
-

 

 
S
O
N
,
 L
e
 th
esm
e
 d
e
 P
y
o
m
eth
ee
 d
a
n
s
 la
 litte
ra
tu
re
 eu
r
op
e
e
n
n
e
（1
e
r
e

 

 
e
d
.,
 19
6
4
）,
 D
r
o
z
,
 G
e
n
e
v
e
,
 20
0
1
.
ま
た
、

ル
ネ

サ

ン

ス
か
ら

バ

ロ

ッ
ク
期

迄

 

 

に
限

定

さ
れ

る
が
、
美

術

上

の
プ

ロ
メ

テ
ウ

ス

に

つ
い
て
は
、

フ

ァ

ル

コ
ネ

の

 

 

『
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ン
群
像

』
と
同

じ

サ

ロ
ン

に
出

品

さ
れ

た
ア
ダ

ン
の
プ

ロ
メ

 

 

テ
ウ

ス
像

の
バ

ロ
ッ
ク
的

性
格

に

つ
い
て
そ

の
論
文

の
最

後

（p
p
.6
1
-6
2
.）

で

 

 
触

れ

て

い
る
以
下

の
研
究

を
参

照

の

こ
と
。
O
.
R
A
G
G
IO
,
 ≪T
h
e
 m
y
th
 o
f

 

 
P
r
o
m
e
th
e
u
s
:
 its
 s
u
rv
iv
a
l
 a
n
d
 m
e
ta
m
o
r
p
h
o
s
e
s
 u
p
 to
 t
h
e
 e
ig
h
-

 

 
te
e
n
th
 c
e
n
tu
ry
》
,
 Jo
u
rn
a
l
 of
 
th
e
 W
a
rb
u
rg
 
a
n
d
 
C
o
u
r
ta
u
ld
 I
n
s
ti-

 

 

tu
tes
,
 21
,
 19
5
8
.

（
10
） 

こ

の
様

に
本
論

者

は
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ

ム
を

時
代

ご

と

に
複

合
的

構
成

 

 
契

機

（
こ
れ
ら

の
契
機

の
内

に
は
時
代

が

推
移

す

る
内

に
新

た

に
付

け
加

わ

っ

 

 

た
も

の
が
あ

る
）

の
中

で
そ

の
中

心

が
様

々

に
推
移

し

て
行

っ
た
文

化
的

複
合

 

 
的

構
成

物

で
あ

る
と

い
う

理
解

を
す

る
。

こ

の

「愛

」

以
外

の
同
様

の
論

点

と

 

 

し

て
は
、

「
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン
の
技

」
、

「
近
親

相
姦

」

「
ウ

ェ
ヌ

ス
崇

拝

に
基

づ

 

 

く
豊
穣

多
産

信
仰

」

「
芸
術

的
天

才
」

「
人
形

性
」

「
魔
術

」

「
シ

ュ
ミ

ュ
ラ

ー
ク

 

 

ル
」

な
ど

と
言

っ
た

も

の
が
挙
げ

ら

れ
よ

う
。



（11

） 

『薔

薇

物

語

』

第

二

部

に

お

け

る

ピ

ュ
グ

マ

リ

オ

ニ
ズ

ム

の

「愛

」

の

位

相

 

 

と

、

そ

れ

の

ル

ソ

ー

的

ピ

ュ
グ

マ

リ

オ

ニ
ズ

ム

と

の

関

連

に

つ

い

て

は

既

に
挙

 

 

げ

た

拙

論

で

詳

細

に
検

討

し

た

。
馬

場

朗

、
「
近

世

前

の

二

つ

の

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

 

 

ン

に

お

け

る

「
技

」

と

「
愛

」
」
、

『紀

要

』
、

群

馬

県

立

女

子

大

学

文

学

部

、

25

 

 

号

、

二

〇

〇

三

年

、

第

二
章

第

二

節

と

結

語

。

（
12

） 

こ

れ

に

つ

い

て

も

既

に

挙

げ

た

拙

論

を

参

照

の

こ

と

。

「
舞

踊

的

ピ

ュ
グ

マ

 

 

リ

オ

ニ
ズ

ム

に

お

け

る

「
生

と

し

て

の

芸

術

」

―

ド

・
ラ

・
モ

ッ

ト

ら

に

よ

る

 

 

十

八

世

紀

音

楽

舞

踊

劇

の
あ

る

系

譜

を

巡

っ

て
―

」
、
『紀

要

』
、
早

稲

田

大

学

第

 

 

一
文

学

部

感

性

文

化

研

究

所

、

二

〇

〇

四

年

（印

刷

中

）
。

（
13

） 

フ

ァ

ル

コ
ネ

と

ブ

ー

シ

ェ
と

の
関

係

に

つ

い

て

は

、

以

下

を

参

照

（特

に

最

 

 

後

の

も

の
が

詳

し

い
）
。

R
E
A
D
,
 o
u
v
r
.
 c
it
.,
 t
.
 I,
 p
.2
0
1
;
 A
.
B
L
U
H

M

,

 

 

P
y
g
m
a
lio
n
 d
ie
 I
k
o
n
o
g
ra
p
h
ie
 e
in
e
s
 K
u
n
s
tle
r
m
y
th
o
s
 z
w
isc
h
en
 1
5
0
0

 

 

a
n
d
 1
9
0
0
,
 F
r
a
n
k
fu
rt
 a
m
 
M

a
in
 e
tc
.,
 P
e
t
e
r
 L
a
n
g
,
 19
8
8
,
 p
p
.9
4
-
9
5
;

 

 

M

.-
N
.
P
I
N
O
T
 D
E
 V
IL
L
E
C
H
E
N
O
N
,
《
U
n
 s
c
u
lp
te
u
r
 a
u
 r
o
y
a
u
m

e

 

 

d
e
 la
 p
o
r
c
e
la
in
e
》
,
 F
a
lc
o
n
e
t
 a
 S
e
v
y
es
 o
u
 l
'a
r
t
 d
e
 p
la
iye
,
 E
d
itio
n
s
 d
e

 

 

la
 
R
e
u
n
io
n
 
d
e
s
 m

u
s

e
s
 n
a
tio
n
a
u
x
,
 P
a
r
is
,
 2
0
0
1
,
 p
p
.2
2
-
2
4
;
 F
.

 

 

J
O
U

L
IE
 e
t
 S
.
S
C
H
W

A

R
T
Z
,
 《F
a
lc
o
n
e
t
 d
a
p
s
 1'o
r
b
it
e
 d
e
 B
o
u
c
h
e
r

 

 

o
u
 u
n
e
 a
m

ic
a
le
 a
d
m
ir
a
t
io
n
》
,
 F
a
lco
n
e
t
 a
 S
e
v
re
s
 o
u
 l'a
r
t
 d
e
 p
la
ir
e,

 

 

ib
id
..

（
14

） 

ブ

ー

シ

ェ

の

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン

を

主

題

と

す

る

絵

画

に

つ

い

て

は

、

直

前

 

 

の
註

と

同

じ

ブ

リ

ュ
ー

ム

の

指

摘

を

参

照

。

B
L
U
H
M

,
 ib
id
.,
 pp
.9
4
-
9
5
.

（
15

） 

こ

れ

ら

の

ブ

ー

シ

ェ
以

外

の

十

八

世

紀

仏

の
画

家

達

の

ピ

ュ
グ

マ

リ

オ

ニ

 

 

ズ

ム

に

つ

い

て

は

、

以

下

を

参

照

の

こ

と

。

J
.
L
.
C
A

R
R
,
《
P
y
g
m

a
lio
n
 a
n
d

 

 
th
e
 
p
h
ilo
s
o
p
h
e
s
,
 th
e
 
a
n
im
a
te
d
 
S
ta
t
u
e
 
in
 
e
ig
h
t
e
e
n
th
-
c
e
n
tu
r
y

 

 

F
r
a
n
c
e
》
,
 Jo
u
rn
a
l
 of
 th
e
 W
a
r
b
u
rg
 a
n
d
 th
e
 C
o
u
ta
u
ld
 I
n
s
titu
tes
,
 23
,

 

 

1
9
6
0
,
 pp
.2
4
4
-
2
4
7
;
 B
L
U
H
M

,
 o
u
v
r
.
 c
it.,
 p
p
.7
7
-
8
1
.

（
16

）
 

フ

ァ

ル

コ

ネ

の

セ

ー
ブ

ル

で

の

活

動

の

全

体

像

に

つ

い

て

は
、

初

期

の

 

 
ブ

ー

シ

ェ
的

作

風

の
強

い

影

響

と

そ

こ

か

ら

の

脱

却

に

つ

い

て

も

示

唆

に

富

 

 

む

、

既

に
挙

げ

た

以

下

の

も

の

を

ま

ず

参

照

の

こ

と

。

P
IN
O
T
 D
E
 V
IL
L
E
-

 

 
C
H
E
N
O
N
,
 ar
t.
.
 cit.
.
ま

た

、

次

の

フ

ァ

ル

コ

ネ

研

究

の
中

の
指

摘

も

参

照

 

 

の

こ

と

。

G
.
.
L
E
V
IT
IN

E
,
 T
h
e
 S
c
u
lp
tu
re
 of
 F
a
lc
o
n
e
t
,
 G
re
e
n
w
itc
h
,

 

 
N

e
w
 
Y
o
r
k
 G
r
a
p
h
ic
 S
o
c
ie
ty
 L
T
D
.
,
 19
7
2

（c
h
.
 IV
）.

（17
）
 

A
 
D
A

R
C
E
L
,
 L
'exp
o
s
itio
n
 
r
e
tr
o
sp
e
c
tiv
e
 d
e
 R
o
u
e
n
,
 p
.2
4

（c
it
e

 

 

p
a
r
 R
E
A
U
,
 o
u
v
r
.
 c
it
.,
 p
.2
0
8
）
;
 R
E
A
U
,
 ib
id
.,
 p
.2
0
8
.

（18

） 

こ

の
発

言

は

直

接

に
参

照

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ
た

。
M

A
T
H
O
N
 D
E

 

 

L
A
 
C
O
U
R
,
 L
e
ttre
 a
 M

a
d
a
m

e.
.
.
.
 su
r
 le
s
 p
e
in
tu
re
s,
 les
 s
cu
lp
tu
re
s

 

 

e
t
 le
s
 g
ra
v
u
r
es
 exp
o
s
e
es
 d
a
n
s
 le
 S
a
lo
n
 d
u
 L
o
u
v
re
 e
n
 1
7
6
3
,
 cite
e

 

 

p
a
r
 R
E
A
U
,
 ib
id
.,
 p.2
0
4
.
ほ

ぼ

同

じ

箇

所

を

引

用

し

た

ブ

リ

ュ
ー

ム

に

よ

る

 

 

と

、

引

用

頁

は

お

そ

ら

く

七

十

八

頁

（B
L
U
H
M

,
 o
u
v
r
.
 cit
.,
 pp
.8
6
-
8
7
）
。

（19

）
 

無

論

、

フ

ァ

ル

コ
ネ

に

と

っ
て

も

デ

ィ

ド

ロ

に

と

っ

て

も

女

像

は

「
ガ

ラ

 

 

テ

」

の
名

で

呼

ば

れ

て

い

た

訳

で

は

な

い

。

ガ

ラ

テ

と

い

う

彫

像

の
名

前

の

出

 

 

所

に

つ

い

て

は

、

既

に
発

表

し

た

論

考

で

簡

単

に
触

れ

て

お

い
た

。

馬

場

朗

、

 

 

「
近

世

前

の

二

つ

の

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン

に

お

け

る

「
技

」

と

「愛

」
」
、

前

掲

論

 

 

文

、

二

十

五

頁

（
註

二

十

四

）
。

（
20

）
 

R
E
A
U
,
 o
u
v
r
.
 c
it
.,
 t.
 I,
 p
.2
0
4
.

（
21

） 

デ

ィ

ド

ロ
自

身

の

若

き

日

の
追

憶

が

重

な

っ

て

い

る

と
解

釈

す

る

の

が

普

 

 

通

な

の

だ

ろ

う

が

、

フ

ァ

ル

コ
ネ

に

は

一
七

六

三

年

の

サ

ロ

ン
以

前

に

発

表

さ

 

 

れ

た

有

名

な

ク

ピ

ド

像

（石

膏

像

が

一
七

五

五

年

だ

が

、

評

判

を

呼

ん

だ

の

は

 

 

大

理

石

像

の

も

の

で

一
七

五

七

年

の

サ

ロ

ン

に

出

品

）
が

存

在

す

る

。
大

理

石

、

 

 

ブ

ロ

ン
ズ

、

そ

し

て

セ

ー

ヴ

ル
磁

器

と

し

て
多

く

の

複

製

が

作

ら

れ

た

と

言

わ

 

 

れ

、

奇

妙

な

こ

と

に

美

術

史

家

達

と

デ

ィ

ド

ロ
研

究

者

達

が

全

く

指

摘

し

て

こ

 

 

な

か

っ
た

こ

と

だ

が

、
デ

ィ

ド

ロ
が

こ

の

ク

ピ

ド

像

の

こ

と

を

念

頭

に

お

い

て

 

 

い

る

こ

と

は

十

分

に

あ

り

得

る

。

こ

の

フ

ァ

ル

コ

ネ

の

ク

ピ

ド

像

に

つ

い

て

 

 

は

、

ま
ず

は

以

下

の
詳

細

な

記

述

を

参

照

。

R
E
A
U
,
 ib
id
.,
 t.
 I,
 pp
.1
8
3
-
1
9
1
.

 

 

ま

た

こ

の
像

の

あ

る
種

の

革

新

的

側

面

に

つ

い

て

は

、
以

下

を

参

照

の

こ

と

。

 

 

L
E
V
IT
IN

E
,
 o
u
v
r.
 cit
.,
 p
p
.3
0
-
3
1
.

（
22
）
 

こ

の

発

言

も

直

接

に

参

照

で

き

な

か

っ
た

。

M

e
rc
u
r
e
 

d
e
 
F
ra
n
ce
,

 

 
n
o
v
e
m
b
r
e
 1
7
6
3
,
 p
.2
0
8
,
 c
it
e
e
 p
a
r
 R
E
A
U
,
 ib
id
.,
 p
.2
0
3
.

（
23
） 

こ

の
点

に

つ

い

て

は

既

に

挙

げ

た

拙

論

を

参

照

の

こ

と

。
馬

場

朗

、
「
近

世

前

 

 

の

二

つ

の

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン

に

お

け

る

「技

」

と

「愛

」
」
、

前

掲

論

文

。

（24
）
 

T
R
O
U
S
S
O
N

,
 o
u
v
r
.
 c
it
.,
 p
.7
8
.

（25
）
 

O
V
ID

（O
V
ID
I
U
S
）,
 M

e
ta
m

o
rp
h
os
e
s
,
 re
v
.
 pa
r
 G
.P
.
G
o
o
ld
,
 2n
d
 e
d
.,

 

 
L
o
e
b
 
C
la
s
s
ic
a
l
 L
ib
r
a
r
y
,
 C
a
m
b
r
id
g
e

（M

a
s
s
a
c
h
u
se
t
ts
）

／
L
o
n
d
r
e
,

 

 
H

a
r
v
a
r
d
 U
n
iv
.
 P
r
.／
W

.
 H
e
in
e
m
a
n
n
 L
T
D
,
 19
8
4
,
 2
 v
o
l.,
 t.
 I,
 liv
.
 I,
 p.



 

 

8
（v
.8
2
-
8
3
）.ま

た

、

こ

の

古

代

の

プ

ロ
メ

テ

ウ

ス

の

人

間

創

造

の
逸

話

に

ピ

ュ

 

 

グ

マ
リ

オ

ニ
ズ

ム

の

観

点

か

ら

注

目

し

た
例

と

し

て

は

、

十

九

世

紀

仏

の

ピ

ュ

 

 

グ

マ
リ

オ

ニ
ズ

ム

の

研

究

だ

が

、

以

下

の
指

摘

を

参

照

の

こ

と

。

G
E
IS
L
E
R

 

 

-
S
Z
M

U
L
E
W

IC
Z
,
 L
e
 m
y
th
e
 d
e
 P
yg
m
a
lio
n
 a
u
 X
X

e
 sie
c
le
,
 P
a
r
is
,

 

 

H
o
n
o
r
e
 C
h
a
m
p
io
n
,
 1
9
9
9
,
 p
p
.3
5
-
3
6.

（
26

）
 

H

o
u
d
a
rt
 D
E
 
L
A
 
M

O
T
T
E
,
（E
u
v
r
es
,
 P
a
r
is
,
 c
h
e
z
 P
r
a
u
lt
 1'a
in
e
,

 

 

1
7
5
4
,
 10
 v
o
l.,
 t.
 V
II,
 p
p
.2
5
3
-
2
5
4
.

（
27

） 

S
H
A
F
T
E
S
B
U
R
Y
,
 S
o
lilo
q
u
y

:
 o
r
 a
d
v
ic
e
 to
 a
n
 A

u
th
o
r

（1
st
 e
d
.,

 

 

1
7
1
0
）,
 C
h
a
ra
c
te
r
is
tics
,
 1
7
1
1
,
 t
.
 I,
 p
a
r
t.
 I.
 s
e
c
 
3
,
 p
.2
0
7
.

こ
の

 

 

「
P
r
o
m

e
th
e
u
s
 u
n
d
e
r
 J
o
v
e

と

い

う

表

現

に

つ

い

て

は

、

後

の
註

（註

35

）

 

 

で

短

い
が

そ

の

理

由

を

示

唆

し

て

お

い

た

。

（
28

） 

こ

れ

に

つ

い

て

も

、

ト

ゥ

ル

ッ

ソ

ン

の

指

摘

を

参

照

の

こ

と
。

T
R
O
U
S
-

 

 

S
O
N

,
 o
u
v
r.
 c
it
.,
 p
p
.2
9
1
-
2
9
9
 e
t
 c
h
.
 V
I.

（
29

）

実

際

、

一
七

六

五

年

の

『
サ

ロ

ン

評

』

で

の

「
ア

レ

ク

サ

ン
ド

ル
、

ア

ペ

レ

 

 

ス
、

カ

ン

パ

ス

パ

」

の

浮

き

彫

り

へ
の

発

言

と

一
七

六

三

年

の

『
サ

ロ

ン
評

』

 

 

で

の

ヴ

ェ

ル

ネ

評

の

中

で

の
発

言

に

お

け

る

プ

ロ

メ

テ

ウ

ス
を

巡

っ

て

は

、

と

 

 

も

に

シ

ャ

フ

ツ

ベ

リ

か
ら

の
影

響

が

指

摘

さ

れ

て

い
る

（D
P
V
,
 X

III,
 3
8
8
（n
.

 

 

7
2
）

;
 X
IV
,
 2
9
6

（n
.7
5
7
）
）
。

（
30

） 

興

味

深

い

こ

と

に

、

フ

ァ

ル

コ

ネ

の

『
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン
群

像

』

の

セ

ー

ヴ

 

 

ル

で

の
複

製

の

中

に

は

、

後

に

エ
カ

チ

ェ
リ

ー

ナ

か

ら

の
注

文

で

、

セ

ー

ヴ

ル

 

 

で

ボ

ワ
ゾ

ら

の

原

作

に
基

づ

い
た

プ

ロ
メ

テ

ゥ

ス
像

（
一
七

七

四

年

）

と

ペ

ア

 

 

を

成

す

形

で
制

作

さ

れ

た

も

の

も

あ

っ
た

。

こ

れ

に

つ

い

て

は

、

以

下

を

参

照

 

 

の

こ

と

。

時

代

は

、

天

才

的

芸

術

家

の

言

説

を

一
つ

の

中

心

に

し

つ

つ
、

明

ら

 

 

か

に

ピ

ュ
グ

マ

リ

オ

ン

と

プ

ロ

メ

テ

ウ

ス

を

結

び

付

け

よ

う

と

し

て

行

く

。

 

 

B
L
U
H
M

,
 o
u
v
r.
 c
it
.,
 p
.1
2
1
;
 D
E
 
V
IL
L
E
C
H
E
N
O
N
,
 Illu
s
tr
a
tio
n
s

 

 

a
v
e
c
 le
 c
o
m
m

e
n
ta
ir
e
 d
u
 m

e
m
e
 a
u
te
u
r
,
 F
a
lc
o
n
e
t
 a
 S
e
v
r
es
 o
u
 l
'a
r
t

 

 

d
e
 p
la
ire
,
 o
u
v
r.
 c
it
.,
 p
.1
7
2
.

（
31

） 

G
O
E
T
H
E
,
 A
u
s
 
d
e
m

 
N
a
c
h
la
B

汚R
e
d
e
 
b
e
i
 
E
r
off
n
u
n
g
 
d
e
r

 

 

F
r
eita
g
sg
es
e
lls
h
af
t
汛
,
 W

e
r
k
e
,
 W

e
im

a
re
r
 A
u
s
g
a
b
e
,
 19
0
7
,
 t.
 X
L
II-
2
,

 

 

p
.1
3
.
ま

た

ヘ

ル
ダ

ー

も

ゲ

ー

テ

に

先

立

つ
形

で
、

『彫

塑

』

に

お

い

て

そ

の

よ

 

 

う

な

同

一
化

を

行

っ

て

い
る

。

H
E
R
D
E
R
,
 P
la
s
tik
,
 D
r
e
s
d
e
n
,
 V
E
B
 
V
e
r
-

 

 

la
g
 d
e
r
 K
u
n
s
t,
 1
9
5
5
,
 p
.6
9

（D
ritte
r
 a
b
s
c
h
n
itt
）.
十

八

世

紀

後

半

か

ら

19

 

 

世

紀

初

め

の

こ

の
同

一
視

に

つ

い

て

は

、

短

い
が

以

下

の
指

摘

を

参

照

の

こ

 

 

と

。

B
L
U
H
M

,
 ib
id
.
 p
p
.1
2
1
-
1
2
2
.
い
ず

れ

に

せ

よ

、

デ

ィ
ド

ロ

の

一
七

六

 

 

三

年

の
指

摘

よ

り

は

後

に

位

置

す

る

。

（
32

）

例

え

ば

、

あ

る

美

術

史

家

は
、

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン
群

像

の

特

に

ピ

ュ
グ

マ
リ

 

 

オ

ン

と

ク

ピ

ド

の
内

に

ロ

コ

コ
的

な

も

の

を

読

み

取

り

、

こ

の

群

像

内

部

に

 

 

は

、

十

八

世

紀

後

半

に
本

格

化

す

る

よ

り

（新

）

古

典

主

義

的

な

方

向

に
あ

る

 

 

女

像

と

の

コ

ン

ト

ラ

ス

ト

が

存

在

す

る

と

指

摘

す

る

。

L
E
V
IT
IN
E
, 

o
u
v
r
.

 

 

c
it.,
 p
.3
5
.

（
33

） 

T
R
O
U
S
S
O
N
,
 o
u
v
r.
 c
i
t.,
 ch
.
 V
.

（
34

） 

J
.-
J
.
R
O
U
S
S
E
A
U
,
 D
is
c
o
u
rs
 s
u
r
 le
s
 sc
ie
n
ce
s
 e
t
 les
 a
r
ts,
 （E
u
v
r
es

 

 

c
o
m

le
tes
,
 P
a
r
is
,
 G
a
llim
a
r
d
,
 5
 v
o
l.,
 t.
 II
I,.
 p
.1
7
.
こ

の

ル

ソ

ー

の

プ

ロ

メ

 

 

テ

ウ

ス
批

判

の

射

程

の
重

要

性

に

つ

い

て

も

、

ト

ゥ

ル

ッ

ソ

ン

の

指

摘

を

参

照

 

 

の

こ

と

。

T
R
O
U
S
S
O
N
,
 i
b
id
.,
 p
p
.2
7
6
-
2
7
9
 e
t
 p
p
.2
8
5
5
-
2
8
6
.

（
35

） 

シ

ャ

フ

ツ

ベ
リ

は

、

プ

ロ

メ

テ

ウ

ス

を

創

造

的

詩

人

と

し

て
積

極

的

に
持

ち

 

 

上

げ

る

一
方

で

、

一
種

の
最

善

説

の
立

場

か

ら

「
プ

ロ

メ

テ

ゥ

ス

が

人

間

に

齎

 

 

し

た

罪

や

悪

の

根

」

と

い

っ
た

主

張

を

も

退

け

よ

う

と

す

る

。

こ

れ

に

つ

い

て

 

 

も

、

ト

ゥ

ル

ッ

ソ

ン

の
指

摘

を

参

照

の

こ

と

。

T
R
O
U
S
S
O
N
,
 ib
id
.,
 p
.2
8
1
.

 

 

尚

、

既

に

本

文

で
引

用

し

た

発

言

で

シ

ャ

フ

ツ

ベ

リ

が

「大

神

の

下

の

プ

ロ

メ

 

 

テ

ウ

ス
」

と

い
う

表

現

を

し

て

い

た

の

も

、

こ

の

こ

と

と

関

わ

っ
て

い

る

。

（
36

） 

V
O
L
T
A
IR
E
,
 P
a
n
d
o
re

（o
p
e
r
a

（
＝
tr
a
g
e
d
ie
 
ly
riq
u
e
）

e
n
 
c
in
q

 

 

a
c
te
s
）,
（E
u
v
r
es
 c
o
m
p
le
tes
,
 ed
.
 p
a
r
 L
.
M

o
la
n
d
,
 18
7
7
,
 t.
 III
（T
h
e
a
tr
e

 

 

-
2
）,
 pp
.5
7
1
-
6
0
0
.
 B
e
u
c
h
o
t
の

緒

言

に

よ

る

と

、
ヴ

ォ

ル

テ

ー

ル

の
願

い

に

も

 

 

拘

ら

ず

、

こ

の

オ

ペ

ラ

は

一
度

も

上

演

さ

れ

て

い
な

い
。

ま

た

、

同

じ

緒

言

に

 

 

よ

れ

ば

、

ヴ

ォ

ル

テ

ー

ル
は

幾

つ
も

の
書

簡

で

こ

の

オ

ペ

ラ

を

『
プ

ロ
メ

テ

ウ

 

 

ス
』

と

も

呼

ん

で

い
た

（ib
i
d
.,
 p
.5
7
3
）
。

（
37

） 

一
応

、

三

者

の

も

の

を

列

挙

し

て

お

く

。

≪
O
u
 s
u
is
-je
?
 et
 q
u
'e
s
t
-
c
e
 q
u
e

 

 
je
 v
o
is
?
 J
e
 n
'a
i
 j
a
m

a
is
 e
te
;
 q
u
e
l
 p
o
u
v
o
ir
 m

'a
 f
a
it
 n
a
itre
?
 J
'a
i

 

 
p
a
s
s
e
 d
u
 n
e
a
n
t
 a
 1'e
tr
e
》
（V
O
L
T
A
IR
E
,
 ib
id
.,
 p
.5
8
0
）
;
《
Q
u
e
 v
o
is
-
je
?

 

 

o
u
 
s
u
is-
je
?
 e
t
 q
u
'e
s
t-
c
e
 q
u
e
 je
 p
e
n
s
e
?
 D
'o
u
 m

e
 v
ie
n
n
e
n
t
 c
e
s

 

 
m

o
u
v
e
m
e
n
ts
?
.
.
.》
（D
e
 la
 M

o
tt
e
,
 ou
v
r
.
 cit
.,
 t.
 V
I
,
 p.1
9
1
）
;
 《
Q
u
e
 s
u
is

 

 

-je
,
 e
t
 q
u
'e
ta
is
-
je
 it
 n
'y
 a
 q
u
'u
n
 in
s
ta
n
t
?
.
.
.
 P
o
u
r
q
u
o
i
 m

'a
-
t
-
o
n

 

 

tir
e
e
 
d
u
 
n
e
a
n
t
?》

（D
e
s
la
n
d
e
s
,
 P
yg
m
a
lio
n
 
o
u
 
la
 
sta
tu
e
 a
n
im
e
e
,



 

 

P
yg
m

a
lio
n
 d
e
s
 L
u
m
ier
es
,
 p
r
o
s
.
 p
a
r
 H
.
C
O
U
L
E
T
,
 P
a
r
is
,
 D
e
sj
o
n
-

 

 

q
u
i
r
e
s
,
 19
9
8
,
 p
.6
0
）.

（
38

） 

V
O
L
T
A
I
R
E
,
 ib
id
.,
 p
.5
8
8
.

（
39

） 

T
R
O
U
S
S
O
N

,
 ou
v
r.
 c
it.,
 p
.2
8
4
.

（
40

） 

V
O
L
T
A
I
R
E
,
 o
u
v
r
.
 c
it
.,
 p
.5
9
2
.

（
41

） 

I
b
id
.,
 p
p
.5
9
8
-
5
9
9
.

（
42

） 

V
O
L
T
A
I
R
E
,
 L
e
ttr
e
 a
 J
e
a
n
 B
e
n
ja
m
in
 d
e
 L
a
b
o
rd
e
（le
 4
,
 oc
t
o
b
r
e

 

 

1
7
6
5
 a
 F
e
rn
e
y
）,
 C
o
r
re
sp
o
n
d
a
n
c
e
 d
e
 V
o
lta
ire
,
 ed
.
 p
a
r
 T
h
.
 B
e
r
s
te
r
-

 

 

m
a
n
,
 t.
 L
IX
,
 In
s
titu
t
 e
t
 m

u
se
e
 V
o
lt
a
ir
e
,
 G
e
n
e
v
e
,
 19
6
0
,
 le
tt
re
 1
2
1
0
1
,

 

 

p
.1
6
4
.

（
43

） 

ヴ

ォ

ル

テ

ー

ル

に

対

す

る

、
デ

ィ

ド

ロ

の

敬

意

に
満

ち

た

し

か

し

か

な

り

慎

 

 

重

な

応

対

に

つ

い

て

は

、

ポ

モ

ー

の
記

述

を

参

照

の

こ

と

。

R
.

P
O
M

E
A
U
,

 

 

a
r
t
.
 “V
o
lt
a
ir
e
”
,
 D
ic
tio
n
n
a
ir
e
 d
e
 D
id
e
ro
t,
 o
u
v
r
.
 c
it
.

（
44

） 

デ

ィ

ド

ロ

の
美

学

的

・
芸

術

論

的

議

論

の

全

体

像

に

つ

い

て

は

、

様

々

な

研

 

 

究

の
中

で

の
最

も

代

表

的

な

も

の

と

し

て

、

詳

し

い
形

で

は

シ

ュ
イ

エ
を

、

最

 

 

も

簡

潔

な

も

の

で

は

ベ

ッ

ク

の
指

摘

を

参

照

の

こ

と

。
J
.
C
H
O
U
I
L
L
E
T
,
 L
a

 

 
f
o
r
m
a
tio
n
 d
e
s
 id
e
es
 es
th
e
tiq
u
e
s
 d
e
 D
id
e
ro
t
,
 P
a
ris
,
 A
rm

a
n
d
 C
o
lin
,

 

 

1
9
7
3
;
 A

.
B
E
C
Q
,
 ar
t
.
《
E
s
th
e
tiq
u
e
》,
 D
ic
tio
n
n
a
ire
 d
e
 D
id
er
o
t,
 o
u
v
r
.

 

 

c
it
.

（
45

） 

P
.
Q
U
IN

T
I
L
I
,
 ar
t.
《
A
rt
is
a
n
t,
 O
u
v
r
ie
r》
,
 D
ic
tio
n
n
a
ire
 d
e
 D
id
e
r
o
t,

 

 

ib
id
.

（
46

） 

C
h
.
M

IC
H
E
L
,
 a
rt
.
《L
e
s
 c
o
n
s
e
ille
r
s
 a
rt
is
tiq
u
e
s
 d
e
 D
id
e
r
o
t》
,

 

 

R
e
v
u
e
 d
e
 l
'a
rt
,
 66
,
 19
8
4
.

（
47

） 

デ

ィ

ド

ロ
美

学

に

お

け

る

「
自

然

模

倣

」

と

「
理

想

モ
デ

ル

に

よ

る

制

作

」

 

 

と

の
間

の

対

立

と

連

続

性

を

巡

っ
て

は

、

以

下

の
論

考

を

参

照

。

冨

田

和

男

、

 

 

「デ

ィ

ド

ロ

に

お

け

る

「
自

然

の
模

倣

」
と

そ

の
芸

術

的

効

果

に

つ

い

て
」
、

『
早

 

 

稲

田

大

学

高

等

学

院

研

究

年

誌

』
、

四

五

号

、

二
〇

〇

一
年

。

（
48

） 

だ

か

ら

こ

そ

、

デ

ィ

ド

ロ
は

フ

ァ

ル

コ
ネ

が

渡

露

し

た

後

の

『
一
七

六

七

年

 

 

の

サ

ロ
ン

評

』
の
冒

頭

で

「
私

は

フ

ァ

ル

コ
ネ

を

失

っ
た

」

（D
P
V
,
 X
V
I,
 5
5
）

 

 

と

ま

で
言

う

の

で

あ

る
。

デ

ィ

ド

ロ
の

芸

術

批

評

に

と

っ
て

の

フ

ァ

ル

コ
ネ

の

 

 

役

割

に

つ

い

て

は

、

以

下

を

参

照

。

B
E
N
O
T
,
 In
t
ro
d
u
c
tio
n
 
p
o
u
r
 
s
o
n

 

 

e
d
it
io
n
 d
e
 L
e
 P
o
u
r
 e
t
 le
 C
o
n
tre
,
 o
u
v
r.
 c
it
.,
 p
.3
5
;
 M

IC
H
E
L
,
 a
r
t.

 

 

c
it.,
 pp
.1
3
-
1
4
.
尚

、

ミ

シ

ェ
ル

に
依

れ

ば

、

フ

ァ

ル

コ
ネ

は

ま

た

、
グ

ル

ー

ズ

 

 

と

と

も

に

、

美

術

ア

カ

デ

ミ

ー

や

仏

の

美

術

制

作

等

の

内

部

的

な

ス

キ

ャ

ン

ダ

 

 

ル

を

外

部

の
デ

ィ

ド

ロ
に

伝

え

る
役

目

も

果

し

て

い
た

。

（
49

） 

フ

ァ

ル

コ
ネ

に

お

け

る

、

「
美

し

い
自

然

の
模

倣

」
と

「
自

然

模

倣

」
と

の

関

 

 

連

と

、

後

者

の
前

者

に
も

劣

ら

ぬ

重

要

性

に

つ

い

て

は

以

下

の
指

摘

が

、

同

時

 

 

代

の

美

術

や

芸

術

思

想

の

動

向

と

も

合

わ

せ

て

、

参

考

に

な

る

。

W

E
I
N
-

 

 

S
H
E
N
K
E
R
,
 o
u
v
r
.
 c
it.,
 p
p
.3
7
-
4
5
.

（
50

） 

R
E
A
U

,
 o
u
v
r
.
 c
it.,
 t.
 II
,
 p
.4
6
2
.
以

下

も

参

照

の

こ

と

。

F
.
H
.
D
O
W

-

 

 

L
E
Y
,
《
F
a
lc
o
n
e
t
's
 a
tt
itu
d
e
 t
o
w
a
rd
s
 a
n
tiq
u
ity
 a
n
d
 h
is
 th
e
o
r
y
 o
f

 

 

re
lie
fs
》
,
 T
h
e
 A

rt
 Q
u
a
r
te
r
ly
,
 3
1
-
2
,
 19
6
8
,
 p
.1
9
9
.

（
51

） 

W

E
IN

S
H
E
N

K
E
R
,
 
o
u
v
r
.
 
c
it.,
 p
.4
4
;
 M

.

B
E
A
U
L
IE
U
,

《
L
e
s

 

 

“
e
c
r
its
”
d
e
 F
a
lc
o
n
e
t
 su
r
 la
 s
c
u
lp
tu
r
e
》
,
 B
u
lle
tin
 d
e
 la
 so
c
ie
te
 d
e
 l'

 

 

h
is
to
ire
 d
e
 l'a
r
t
 f
ra
n
ca
is
,
 1
9
9
2

（a
n
n
e
e
 1
9
9
1
）,
 p
p
.1
7
5
-
1
7
6
.

（
52

） 

デ

ィ

ド

ロ
美

学

に

と

っ
て

、

芸

術

の
表

現

原

理

の

根

本

に
関

わ

る

「自

然

」

 

 

概

念

は

現

象

の

部

分

的

表

面

性

の
上

に
現

わ

れ

て

い

る

も

の

で

は

な

く

、

そ

の

 

 

背

後

に
あ

る

「
存

在

の

連

鎖

」

に

よ

っ
て

構

成

さ

れ

る

潜

在

的

な

全

体

性

に

貫

 

 

か

れ

て

い

る

。

こ

の
点

は

、

例

え

ば

「
自

然

は

間

違

っ
た

こ

と

は

何

も

し

で

か

 

 

さ

な

い
。
」

（D
P
V
,
 X
I
V
,
 3
4
3
）
と

い
う

語

で
始

ま

る

、

彼

の

『絵

画

論

』
第

 

 

一
章

に

お

い

て

顕

著

で

あ

る

。

尚

、

デ

ィ

ド

ロ
美

学

に

お

け

る

「
自

然

模

倣

」

 

 

に

つ

い

て

も

冨

田

論

文

（冨

田

和

男

、

「
デ

ィ

ド

ロ

に

お

け

る

「
自

然

の
模

倣

」

 

 

と

そ

の
芸

術

的

効

果

に

つ

い

て

」
、

前

掲

論

文

）

を

参

照

の

こ

と

。

（
53
）
 

R
E
A
U
,
 o
u
v
r
.
 c
it.,
 t.
 I,
 p
.13
7
.

（
54
） 

更

に

は

、

デ

ィ

ド

ロ
自

身

が

フ

ァ

ル

コ
ネ

の

馬

の

彫

像

（
ピ

ョ

ー

ト

ル

騎

馬

 

 

像

の

馬

の

部

分

）
に

つ

い

て

、

こ

の

彫

刻

家

の

「
天

才

」
が

「
自

然

の
真

実

（la

 

 
v
e
rite
 d
e
 la
 N
a
tu
r
e
）
」

に

「詩

情

の
魔

力

（le
 p
r
e
s
tig
e
 d
e
 la
 P
o
e
s
ie
）
」

 

 

を

融

合

さ

せ

た

と

、

述

べ
る

。

D
ID
E
R
O
T
,
 L
e
ttr
e
 
a
 
F
a
lc
o
n
e
t

（le
 
6

 

 

d
e
c
e
m
b
r
e
 1
7
7
3
）,
 C
o
r
re
sp
o
n
a
d
a
n
c
e
 d
e
 D
id
e
ro
t,
 e
d
.
 p
a
r
 G
.
 R
o
th
,

 

 

P
a
r
is
,
 M

in
u
it,
 1
9
6
6
,
 t.
 X
I
I
I,
 p
.1
1
6
.

（
55

）

十

八

世

紀

の
造

形

芸

術

家

達

一
般

の

低

い

教

養

の

状

況

と

そ

れ

に
対

す

る

 

 

文

人

達

の

非

難

お

よ

び

フ

ァ

ル

コ

ネ

の

反

応

に

つ

い

て

は

、

以

下

を

参

照

。

 

 
W

E
IN
S
H
E
N
K
E
R
,
 o
u
v
r
.
 c
it.,
 p
p
.4
8
-
5
0
.

（
56

） 

I
b
id
.,
 p
p
.1
1
4
-
1
1
5
.

フ

ァ

ル

コ
ネ

自

身

の

発

言

と

し

て

は

以

下

を

参

照

。



 

 

F
O
C
,
 IV
,
 4
4
2
-
3
;
　D
P
V
,
　X
V
,
　9
3
-
9
4
.

（
57

） 

事

実

、

デ

ィ

ド

ロ
は

『
一
七

六

五

年

の

サ

ロ

ン

評

』

で

、

以

下

の
様

に

『
ア

 

 

レ

ク

サ

ン

ド

ル
、

ア

ペ

レ

ス
、

カ

ン

パ

ス
プ

』

に

つ

い

て

の

ヴ

ィ

ア

ン

の
批

評

 

 

に
言

及

し

な

が

ら

指

摘

す

る

（但

し

デ

ィ

ド

ロ
の

場

合

は

、

純

粋

な

彫

刻

作

品

 

 

の

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン

群

像

の

方

が

こ

の

よ

り

絵

画

的

彫

刻

よ

り

も

出

来

が

良

 

 

い

と

皮

肉

を

言

っ
て

い

る

の

で

も

あ

る

）
。

《
.
.
.
;
 e
t
 lo
r
s
q
u
e
 
V
ie
n
 
d
iso
it

 

 

q
u
e
 p
o
u
r
 le
 c
o
u
p
 v
o
u
s
 a
v
ie
z
 p
r
o
u
v
e
 q
u
e
 la
 s
c
u
lp
t
u
r
e
 1'e
m

p
o
r
to
it

 

 

su
r
 la
 p
e
in
tu
r
e
,
 il
 n'a
v
o
it
 p
a
s
 to
u
t
-
a
-
fa
it
 to
rt
》
（D
P
V
,
 X
IV
,
 2
9
6
）
.

（
58

） 

デ

ラ

ン

ド

の

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ニ
ズ

ム

と

デ

ィ
ド

ロ

の

そ

れ

と

の
、

唯

物

論

を

 

 

中

心

と

す

る

連

続

性

に

つ

い

て

は

、

既

に
挙

げ

た

拙

論

で
あ

る

程

度

触

れ

て

お

 

 

い

た

。

馬

場

朗

、

「
「
彫

像

」

の

「
人

間

」

へ
の

生

成

に

お

け

る

「
自

己

」

と

「他

 

 

者

」

：
唯

物

論

者

ブ

ロ
ー

＝
デ

ラ

ン

ド

の

ピ

ュ
グ

マ

リ

オ

ニ
ズ

ム

」
、

前

掲

論

 

 

文

、

四

十

五

〜

四

十

六

頁

。

（
59

） 

同

上

論

文

、

四

十

五

頁

。

（
60

） 

フ

ァ

ル

コ
ネ

の
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン
群

像

制

作

に

ま

つ

わ

る
、

絵

画

・
彫

刻

論

 

 

争

と

の
関

わ

り

に

つ

い

て

は

、

ル
ネ

サ

ン

ス
期

に

お

け

る

論

争

の
前

史

と

の
絡

 

 

み

も

踏

ま

え

た

以

下

の

指

摘

を

参

照

の

こ

と
。

B
L
U
H
M

,
 o
u
v
r
.
 cit
.,
 pp
.8
8

 

 

-
9
2
.

（
61

） 

R
E
A
U
,
 ou
v
r
.
 cit.,
 t.
 I,
 p.2
0
2.
グ

リ

ム

の
原

文

に

つ

い

て

は

エ

ル

マ

ン
版

 

 

全

集

で

は
削

除

さ

れ

て

い

る

が

、

次

の

デ

ィ

ド

ロ
全

集

版

の

『
一
七

六

五

年

の

 

 

サ

ロ
ン

評

』

で
確

認

で

き

る

。

D
ID
E
R
O
T
,
 （E
u
v
re
s
 c
o
m
p
le
tes
,
 P
a
r
is
,
 le

 

 
C
lu
b
 fr
a
n
 
a
is
 d
u
 liv
r
e
,
 1
9
7
0
,
 t.
 V
I,
 p
p
.2
2
6
-
2
2
7
.

（62

）
 

R
E
A
U
,
 ib
id
.,
 t.
I
,
 p
p
.2
0
2
-
2
0
8
.

（63

）
 

O
V
ID
,
 o
u
v
r.
 cit
.,
 t.
 II,
 p
.8
4

（v
.2
8
3
-
2
8
4
）
:
《t
e
m
p
ta
tu
m
 
m
o
lle
sc
it

 

 
e
b
u
r
 p
o
s
it
o
q
u
e
 r
ig
o
r
e
 s
u
b
sid
it
 d
ig
ito
s
 c
e
d
it
q
u
e
.
.
.》
.

（
64

） 

襞

表

現

を

巡

る

こ

の
立

場

は

、

同

時

代

の

ヴ

ィ

ン
ケ

ル

マ
ン

の
古

代

崇

拝

へ

 

 

の

フ

ァ

ル

コ
ネ

留

保

、

そ

し

て

次

節

で
触

れ

る

フ

ァ

ル

コ
ネ

の

全

体

的

な

古

代

 

 
批

判

に

緊

密

に

結

び

付

く

も

の

で
あ

る

（B
E
A
U
L
IE
U
,
 a
r
t.
 cit
.,
 p
p
.1
7
9

 

 
-
1
8
0
）
。
実

際

、
襞

表

現

を

巡

っ

て
古

代

人

を

擁

護

す

る

こ

と

が

、
ヴ

ィ

ン

ケ

ル

 

 

マ
ン

の

『古

代

美

術

史

』

で

の

フ

ァ

ル

コ
ネ

へ

の
言

及

の

理

由

で
も

あ

っ
た

。

 

 
J
.
J
.
W

IN
C
K
E
L
M

A
N

N
,
 G
es
ch
ich
te
 d
e
r
 K
u
n
s
t
 d
e
s
 A
lte
r
tu
m
s
,

 

 
h
r
s
g
.
 vo
n
 F
le
isc
h
e
r
,
 B
e
r
lin
 u
n
d
 W

ie
n
,
 19
1
3
,
 p
.2
1
O
.
フ

ァ

ル

コ
ネ

自

身

 

 
に
よ

る
ヴ

ィ

ン
ケ

ル

マ
ン
の

こ

の
批

判

へ
の
言

及

は
本

論

の
第

三

節

で
触

れ

 

 
る

「
後
世

」

を
巡

る
デ

ィ
ド

ロ
と

の
書

簡

の
中

で
登
場

す

る

（D
P
V
,

X
V
,

 

 
2
3
3
-
2
3
4
）
。
ヴ

ィ
ン
ケ

ル

マ
ン
が
念

頭

に
お

い
て

い
る

フ

ァ
ル

コ
ネ

の

『
ニ
オ

 

 
ベ
の
女
達

』
の
襞

表

現

に

つ
い

て
の
指
摘

は
以
下

の
箇

所

で
あ

る
。
F
O
C
,
 I,
 p.

 

 
5
1
.
尚
、
ヴ

ィ
ン
ケ

ル

マ
ン

に
注

目

し

て

い
た

デ

ィ
ド

ロ
に
も
、
同
様

の
古

代

の

 

 
素
朴

な
襞

表
現

へ
の
肯
定

的
解

釈

（D
P
V
,
 X
IV
,
 3
9
5
-
3
9
6
）
が

あ
り
、

フ

ァ

 

 
ル

コ
ネ

と

の
差

異

を
考

え

る
上

で
興
味

深

い
。

（
65
） 

フ

ァ
ル

コ
ネ

に
と

っ
て
、
古

代

ギ
リ

シ

ャ
人

が
衣

服

の

「
襞
」
表

現

の

み
な

 

 
ら
ず

、
「
皮
膚

の
髪
」
の
表

現

に
対

し

て
も

関
心

を
格

別

に
寄

せ
な

か

っ
た
点

に

 

 
つ

い
て
は
更

に
以

下

の
引

用

も
参

照

の
こ

と
。
《
Ils
 et
o
ie
n
t
 si
 pe
u
 a
ffe
c
te
s

 

 
d
e
s
 d
e
ta
ils
,
 qu
e
 s
o
u
v
e
n
t
 ils
 n
e
g
lig
e
o
ie
n
t
 le
s
 p
lis
 et
 le
s
 m
o
u
v
e
m
e
n
s

 

 
d
e
 la
 p
e
a
u
 d
a
n
s
 le
s
 e
n
d
r
o
its
 o
u
 e
lle
 s
'e
te
n
d
 e
t
 se
 re
p
lie
 s
e
lo
n
 le

 

 
m
o
u
v
e
m
e
n
t
 d
e
s
 m
e
m
b
r
e
s
.
 Ce
tt
e
 p
a
rt
ie
 d
e
 la
 sc
u
lp
tu
r
e
 a
 p
e
u
t-
e
tr
e

 

 
e
te
 p
o
r
te
 d
e
 n
o
s
 jo
u
r
s
 a
 u
n
 p
lu
s
 h
a
u
t
 d
e
g
re
 d
e
 p
e
r
fe
c
tio
n
》
（F
O
C
,

 

 
I,
 2
8
-
2
9
）.

（
66
） 

R
o
g
e
r
 d
e
 P
IL
E
S
,
 C
o
u
ys
 d
e
 p
e
in
tu
re
 p
a
r
 p
rin
c
ip
es
,
 Pa
r
is
,
 Es
tie
n
-

 

 
n
e
,
 17
0
8
,
 p.2
6
3
.
但

し
、

ド

・
ピ
ー

ル

の
主

張

の
意

図

は
、
デ

ッ
サ

ン
重

視

の

 

 
絵

画
観

は

結
局

は
触
覚

し

か

も

た

ぬ
盲

人

の
た

め

の
芸

術

に
絵

画

を

還

元

す

 

 
る
も

の
で
あ

り
、

む
し

ろ
、
絵

画

の
独

自
性

は
盲

人

の
知
覚

で
き

ぬ
色
彩

に
基

 

 
づ

く

べ
き
だ

と

い
う
も

の

で
あ

る
。

尚

、
ド

・
ピ
ー

ル
に
お
け

る
色

彩
論

争
的

 

 
観

点

か

ら

の
絵

画

と

彫

刻

の
比

較

に
関

し

て

は

以

下

の

分

析

を

参

照

。
J
.

 

 
L
I
C
H
T
E
N
S
T
E
I
N
,
 L
a
 
c
o
u
le
u
r
 
e
lo
q
u
en
te
,
 P
a
r
is
,
 F
la
m
m
a
r
io
n
,

 

 
1
9
8
9
,
 pp
.1
7
0
-
1
7
3
.

（
67
）
 

デ

ィ
ド

ロ
の
以
下

の
こ

の
指

摘

に
関

し

て
、
美

術
史

家

の

ス
ト

イ
キ

ツ

ァ
は

 

 

「
作

用

と
反
作

用

の
連

続

」

に
特

徴
付

け

ら

れ
る
デ

ィ
ド

ロ
の

（
そ
し

て

こ
の

 

 
啓
蒙

の
世

紀
特

有

の
）

「
網

の
目
」

的
世

界
観

と

の
深

い
連

関

を

示
唆

し

て

い

 

 
る
。

ス
ト
イ

キ
ツ

ァ
、

『
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ン
効

果
』
、

松
原

訳
、

東
京

、
あ

り

な

 

書

房

、

二
〇

〇

六
年
、

二
三
〇
頁

〜

二

四
六
頁

。
但

し
、

既

に
我

々
も

ま
た

こ

 

 
の
指
摘

が

デ

ィ
ド

ロ
的
唯

物
論

の

「全

体

性
」

へ
と
連

関

し

て
行
く

可
能

性

に

 

 
つ
い
て

は
、

ス
ト

イ
キ

ツ

ァ
に
先

立

つ
形

で
デ

ラ

ン
ド

の
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ニ
ズ

 

 
ム
を

巡

る
論

文

の
中

で
触

れ

て
お

い
た
。

馬
場

朗
、

「
「
彫
像

」

の

「
人
間

」

へ

 

 
の
生

成

に

お
け

る

「自

己

」

と

「他

者

」
：
唯

物

論

者
ブ

ロ
ー

＝
デ

ラ

ン

ド

の



 

 

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ニ
ズ

ム

」
、

前

掲

論

文

、

四

六

頁

。

（
68

） 

『ダ

ラ

ン

ベ

ー

ル

の
夢

』

の

デ

ィ

ド

ロ
的

唯

物

論

に

お

け

る

「
感

受

性

」

の

 

 

位

置

に

つ

い

て

は

、

以

下

の

冨

田

氏

の
指

摘

を

参

照

の

こ

と

。

冨

田

和

男

、

 

 

「デ

ィ

ド

ロ

の

「
予

見

の
精

神

」

と

〈
ダ

ラ

ン

ベ

ー

ル

の

夢

〉
」
、

『
早

稲

田

大

学

 

 

高

等

学

院

研

究

年

誌

』
、

三

八

号

、

一
九

九

四
年

、

五

四

頁

〜

五

六

頁

。

（
69

） 

フ

ァ

ル

コ

ネ

的

な

「
理

性

（r
a
is
o
n
）
」
概

念

に

つ

い

て

は
、

百

科

全

書

派

と

 

 

の
関

連

も

含

め

て
、

以

下

を

参

照

の

こ

と

。
W

E
IN

S
H
E
N

K
E
R
,
 ou
v
r.
 cit
.,

 

 

p
.1
1
9
 e
t
 p
p
.1
2
2
-
1
2
3
.
無

論

、

デ

カ

ル

ト

派

と
違

い
、

百

科

全

書

派

の
全

て

が

 

 

「
理

性

」

へ

の
全

的

信

頼

を

置

い

て

い

た

訳

で

は

な

い

し

、

デ

ィ

ド

ロ

に

至

っ

 

 

て

は

む

し

ろ
繊

細

な

「
予

見

の

精

神

」

に
代

表

さ

れ

る

よ

う

な

、

計

算

的

で

冷

 

 

た

い
分

析

的

理

性

以

外

の

も

の

の

重

要

性

が

大

き

い

の

は

周

知

の

こ

と

で

あ

 

 

る
。

但

し

、

フ

ァ

ル

コ
ネ

が

「
理

性

」

的

な

も

の

を

重

視

す

る

際

に

百

科

全

書

 

 

派

ら

と

の

あ

る

種

の
知

的

連

携

を

想

定

し

て

い

た

の

は

ほ

ぼ

確

実

で

あ

ろ

う

。

（
70

） 

F
A
L
C
O
N
E
T
,
 a
r
t.
《
S
c
u
lp
tu
r
e

（B
e
a
u
x
-
a
r
ts
）》
,
 E
n
cy
c
lo
p
e
d
ie
,
 t.

 

 

X
IV

（1
7
6
5
）,
 pp
.
8
3
4
-
8
3
7
.

（
71

） 

S
C
H
E
N
K
E
R
,
 ou
v
r.
 c
it.,
 ch
.
《
S
c
u
lp
t
o
r
 o
f
 th
e
 E
m

p
re
s
s
》
.

（
72

） 

W

E
I
N
S
H
E
N
K
E
R
,
 o
u
v
y
.
 c
it.,
 p
p
.1
1
9
-
1
2
0
.

（
73

） 

フ

ァ

ル

コ

ネ

の
古

代

人

批

判

と

新

旧

論

争

と

の
関

わ

り

に

つ

い

て

は

、

以

下

 

 

を

参

照

の

こ

と

（特

に

W

E
IN

S
H
E
N
K
E
R

の

も

の
が

詳

し

い
）
。

B
E
N
O
T
,

 

 

In
tr
o
d
u
c
t
io
n
 p
o
u
r
 s
o
n
 e
d
itio
n
 d
e
 L
e
 P
o
u
r
 e
t
 le
 C
o
n
tre,
 o
u
v
r.
 c
it.,

 

 

p
p
.2
5
-
3
3
;
 H
.
D
I
E
C
K
M

A
N
N
 
a
n
d
 
J
.
S
E
Z
N
E
C
,
 《T
h
e
 
h
o
r
se
 
o
f

 

 

M

a
r
c
u
s
 A
u
r
e
liu
s
》
,
 Jo
u
r
n
a
l
 of
 
th
e
 W
a
r
b
u
rg
 a
n
d
 
C
o
u
rta
u
ld
 I
n
sti-

 

 

tu
te
s
,
 1
5
,
 1
9
6
5
;
 W

E
IN
S
H
E
N
K
E
R
,
 o
u
v
r
.
 cit
.,
 c
h
.
 IV

:
 《
T
h
e
 ty
r
-

 

 

a
n
n
y
 o
f
 a
n
tiq
u
ity
》
;
 B
E
A
U
L
IE
U
,
 a
r
t.
 c
it.,
 p
p
.1
7
5
-
1
7
9
.

（
74

） 

C
h
.
P
E
R
R
A
U
L
T
,
 P
a
ra
lle
le
 d
e
 s
a
n
c
ien
s
 e
t
 d
es
 m

o
d
e
rn
e
s
,
 P
a
r
is
,

 

 

J
.-
B
.
C
o
ig
n
a
rd
,
 16
8
8
-
1
6
9
7
,
 4.
 V
O
l.

（
75

） 

W

E
I
N
S
H
E
N
K
E
R
,
 o
u
v
r
.
 c
it
.,
 p
.9
0
.

（
76

） 

I
b
id
.,
 p
.7
5
.

（
77

） 

I
b
id
.,
 p
p
.7
4
-
7
9
.

（
78

） 

こ

の
古

代

騎

馬

像

に
関

し

て

は

以

下

を

参

照

の

こ

と

。
F
.
H
A
S
K
E
L
L
 a
n
d

 

 

N
.
P
E
N

N
Y
,
 T
a
s
te
 a
n
d
 th
e
 a
n
tiq
u
e
,
 Y
a
le
 U
n
iv
.
 P
r
.,
 1
9
8
1
,
 pp
.2
5
2

 

 

-
2
5
5.

こ

の
騎

馬

像

へ
の

フ

ァ

ル

コ
ネ

の
批

判

を

巡

っ
て

は

、

以

下

を

参

照

の

 
 

こ
と
。

D
IE
C
K
M
A
N
N
 a
n
d
 S
E
Z
N
E
C
,
《
T
h
e
 h
o
r
s
e
 o
f
 M
a
rc
u
s
 A
u
r
-

 
 
e
liu
s》
,
 ar
t.
 cit
.
;
 B
E
A
U
L
IE
U
,
 ar
t.
 cit.,
 pp
.1
7
8
-
1
7
9
.

（79
） 

デ

ィ
ド

ロ
と

の
書
簡

以
外

で

の
、

フ

ァ
ル

コ
ネ

の
ヴ

ォ
ル
テ

ー

ル
批

判
と

こ

 
 

れ

に
関

す

る

フ

ァ
ル

コ
ネ
と

ヴ

ォ

ル
テ
ー

ル
と

の
書

簡

に

つ
い
て

は
、
以
下

の

 
 

セ
ズ

ネ

ッ
ク

の
論

考
を
参

照

の

こ
と
。
S
E
Z
N
E
C
,
《
F
a
lc
o
n
e
t
,
 V
o
lta
ir
e
 e
t

 
 
D
id
e
r
o
t》
,
 Stu
d
ies
 o
n
 V
o
lta
ire
 a
n
d
 th
e
 1
8
th
 ce
n
tu
ry
,
 2,
 19
5
6
.

（80
）
 

但

し
、

こ

の
指

摘

は
デ

ィ
ド

ロ
の
書
簡

（L
e
ttr
e
 X
V
）

へ
の
フ

ァ
ル

コ
ネ

 
 

の
書

き
込

み

で
あ

る
。

（81
） 

デ

ィ
ド

ロ
に
お
け

る

「詩

情

（p
o
e
s
ie
）
」
概

念

に

つ

い
て
は
、

ま
ず

は
以
下

 
 

を
参
照

の
こ
と
。
佐

々
木
健

一
、
『
フ

ラ

ン
ス
を
中

心
と

す
る
十

八
世

紀
美

学
史

 
 

の
研
究

』
、
岩

波
、

東
京

、

一
九
九

九
年
、

二
七

三
頁

〜

二
八
六

頁
。

（
82
） 

但
し

、

こ
れ
も
デ

ィ
ド

ロ
の
書
簡

（L
e
ttr
e
 X
V
I
）

へ
の
フ

ァ
ル

コ
ネ

の
書

 
 

き
込

み
で
あ

る
。
尚

、
「
後

世
」
の
評
価

を
巡

る

こ

の
書
簡

の
中

で
の
、

こ

の
古

 
 
代

画
家

の
作

品

と

パ
ウ

サ

ニ
ア

ス

の
記

述

を
巡

る
デ

ィ
ド

ロ
と

フ

ァ
ル

コ
ネ

 
 

の
議

論

に

つ
い
て
は
、
以

下

の
研

究

を
参

照
。
M

.

H
IL
S
U
M

,
《
S
u
r
 u
n
e

 
 
r
e
p
r
e
s
e
n
ta
tio
n
 a
b
s
e
n
te
:
 le
 p
h
ilo
s
o
p
h
e
 e
t
 la
 p
ra
tiq
u
e
 a
 1'e
p
r
e
u
v
e

 
 
d
u
 la
n
g
a
g
e
》
,
 R
e
v
u
e
 d
es
 sc
ien
ce
s
 h
u
m
a
in
e
s
,
 18
2
,
 19
8
1
-
2
.
た

と
え
デ

イ

 
 
ド

ロ
が

パ
ウ

サ

ニ
ア

ス
を

通
し

て
語

っ
て
い
る

と
言

っ
て

い
て
も
、

こ

の
研

究

 
 
者

が
指

摘

す

る

様

に
、
デ

ィ
ド

ロ
の
語

る
ポ

リ

ュ
グ

ノ
ト

ス
の
絵

画

の
記

述

 
 

は
、

「
詩
情

」
と

「
想
像

力

」
に
よ
る
再
解

釈

で
あ

り

（
ib
id
.,
 p.8
3
）
、

デ

ィ
ド

 
 

ロ
と

い
う

「
熱
狂
者

と

な

っ
た
パ

ウ
サ

ニ
ア

ス
」

の
生

み
出

し
た

も

の
で
あ

る

 
 

（
ib
id
.,
 pp
.8
6
-
7
）
.
無

論
、

更

に
は

こ

こ
に
は
、

「
技
術

」
よ

り
も

「
理
念

的

 
 
な

る
も

の
」

を
し

ば

し

ば
重

視

す

る
デ

ィ
ド

ロ
の
立

場

と

の
関

連

が

あ

ろ

う

 
 

（
ib
id
.
 pp
.8
5
-
6
）
.

（
83
） 

レ
イ

ノ

ル
ズ

の
美
学

史

上

の
こ

の
興

味
深

い
位

置

に

つ
い
て
は
、
以

下
を
参

 
 
照
。

小

田
部
胤

久
、

『芸

術

の
逆
説

』
、
東

京
、
東

京
大

学
出

版
会

、

二
〇
〇

一

 
 
年
、

八

一
頁
〜

八

八
頁

。

（
84
） 

フ

ァ
ル

コ
ネ

は
、
息

子
を

レ
イ

ノ

ル
ズ

の
許

で
修
行

さ

せ

て
も

い
た
。

フ

ァ

 
 

ル

コ
ネ

と

レ
イ

ノ

ル
ズ

と

の
関
係

に

つ
い
て
は
、
例

え
ば

短

い
が

以
下

の
指
摘

 
 
を
参

照
。

S
C
H
E
N
K
E
R
,
 ou
v
r
.
 cit
.,
 p.4
6
.

（
85
） 

無

論
、

こ

の

「先

行

す

る
時

代
」

を

フ

ァ
ル

コ
ネ
が
強

調

す
る

の
は
、

デ

ィ

 
 
ド

ロ
が

「
後

世
」
を

強
調

す
る

の
を
強

く
意

識
し

て

の
事

で
あ

る
。

た
だ

そ

の



 
 

フ
ァ

ル

コ
ネ

の
指
摘

の
主

眼

が
、

「
天
才

」
と

い
う

「
非
連

続
性

」
に
結
び

付

く

 
 
こ

と

に
な
る

の
は

見
逃

す

べ
き

で
な

い
。

（
86
） 

こ

こ

で
カ

ン
ト

の
議

論

と

の
あ

る
種

の
共
通

性

と

し

て
直

接

に
念

頭

に
お

 
 

い
て

い
る

の
は
、
「
天
才

は
自

然

の
賜
物

」
と

い
う

フ
ァ

ル

コ
ネ

の
発
言

で

は
な

 
 

い
。

む
し

ろ
、

フ
ァ

ル

コ
ネ
以

上

に
よ
り

明
確

に
、

カ

ン
ト
が
天

才

の
系

譜

の

 
 
非
歴

史
的

発
生

を

主
張

し

て

い
る
点

で
あ

る
。

こ

の
点

で
は
、

カ

ン
ト

天
才
論

 
 

の
非

歴
史

性

の
問

題
圏

に

つ
い
て
言

及

し
た

以
下

の
論
考

を
参

照

の

こ
と
。
小

 
 
田
部

胤
久

、

『
芸
術

の
条

件
』
、

東
京

、
東
京

大

学
出
版

、

二
〇
〇

五
年

、
百

一

 
 

二
頁

〜

百
七

八
頁

。

（
87
） 

D
IE
C
K
M

A
N
N
,
 In
tr
o
d
u
c
tio
n
 d
e
 s
o
n
 e
d
itio
n
 a
v
e
c
 S
e
z
n
e
c
 p
o
u
r

 
 
D
id
e
r
o
t
 e
t
 F
a
lc
o
n
e
t
,
 Fr
a
n
k
fu
r
t
 a
m
 M

a
in
,
 V
itt
o
rio
 K
lo
s
te
r
m
a
n
n
,

 
 
1
9
5
9
,
 p.1
4
.

（
88
） 

こ

の
点

は

、
こ

の
女

帝

が

フ

ァ
ル

コ
ネ

の
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン
群
像

の
オ
リ

ジ

 
 
ナ

ル
を
、

フ

ァ
ル

コ
ネ

の
友

人

で
あ
り

『
サ

ロ
ン
評
』

の
著

者
デ

ィ
ド

ロ
を
介

 
 
し

て
、
何

と
か
手

に
入
れ

よ
う

と
し

た
事
実

（例

え
ば

こ

の
事

実

に

つ

い
て
は
、

 
 
B
L
U
H
M

,
 ou
v
r
.
 cit
.,
 p.8
6
）

こ
と

か
ら

も
明

ら

か
で
あ

ろ
う
。

（
89
） 

そ

の

一
つ
の
現

わ

れ

は
、
十

八
世

紀

初
頭

の
伊

仏

音

楽
論

争

に

お
け

る

ル

 
 

セ
ー

ル
の
議
論

の
内

に
垣

間

見

る
こ
と

が

で
き
る
。
但

し
、

ル
セ
ー

ル
の
議
論

 
 
は

先
行

す

る
新

旧
論

争

で

の
ポ

ワ

ロ
ー

の
議

論

を

踏

ま

え

て

い
る
節

が

あ

る

 
 

（更

に
は
新

旧
論
争

以
前

に
は
、
ド

ビ

ニ
ャ
ッ
ク

の
議

論
が

あ

る
）
。
我

々

は
既

 
 

に
、

新

旧
論

争

と

の
関

連

を

含

め

た

上

で

の

ル

セ
ー

ル
に

よ

る

よ
り

一
般

の

 
 

「
鑑

賞
者

」

（彼

の
言
葉

で

は

「p
e
u
p
le
」
）
概

念

の
重
要

性

を
、
デ

ュ
ボ

ス
的

 
 

「
公

衆
」
概

念

の
重
要

な

先
駆
者

と

し

て
以
下

の
論
考

で
検

証

し
た
。
馬

場
朗

、

 
 

「
芸

術
享

受

に

お
け
る
公

衆
的

「
自
然

」
の
生

成
」
、

『紀

要
』
、
群

馬
県

立
女

子

 
 
大
学

文
学

部
、

二
四
号
、

二
〇

〇

三
年
。

（
90
） 

J
.-
B
.
D
U
B
O
S
,
 R
ef
lex
io
n
s
 c
r
itiq
u
es
 s
u
r
 la
 p
o
es
ie
 e
t
 la
 p
e
in
tu
re
,

 
 
P
a
r
is
,
 ch
e
z
 P
is
s
o
t,
 17
7
0
（l
i
re
 e
d
.,
 17
1
9
）,
 pa
rt
.
 I,
 se
c
.
 40
（t.
I）.
参
照

 
 
す

る

の
は

一
七
七
〇

年

の
版

だ
が
、
少

な
く

と
も

こ

の
節

に

つ
い
て
は

一
七

一

 
 
九
年

の
初

版

の
も

の
と
同

じ

で
あ

る
。

（
91
）
 

I
b
id
.,
 p
a
r
t
.
 II,
 se
c
.
 22
（t
.
 II）.

（
92
） 

佐

々
木

健

一
、
前

掲
書

（第

二
章

（
「絵

画

の
時
代

と

し

て
の
十

八
世
紀

」
）
）
。

（
93
） 

D
U
B
O
S
,
 ou
v
r.
 cit
.,
 pa
r
t
.
 II,
 se
c
.
 1-
2
1
（t
.
II）.

（
94
） 

フ

ァ
ル

コ
ネ

に

つ
い

て
は

す

ぐ

に
述

べ
る

明
確

な
デ

ュ
ボ

ス

へ
の
言

及

が

 
 
あ

る
が
、
デ

ィ
ド

ロ
に

つ
い
て
も
彼

の
友

人

の

コ
ン
デ

ィ
ヤ

ッ
ク
や

ル
ソ
ー

の

 
 
著

作

に
デ

ュ
ボ

ス

の
名

が

頻
繁

に
登

場

す

る

だ

け

に
勿

論

デ

ュ
ボ

ス
を
読

ん

 
 
で

い
た
。
実

際

に
、

『大

学
案

』
で
、
デ

ュ
ボ

ス

の
著

作
を

バ

ト

ゥ
ー

の
そ
れ

と

 
 
並
ん

で
デ

ィ
ド

ロ
は
言

及

す

る

（D
ID
E
R
O
T
,
 P
la
n
 d
'u
n
e
 u
n
iv
e
rsite
 o
u

 
 
d
'u
n
e
 e
d
u
c
a
tio
n
 p
u
b
liq
u
e
 d
a
n
s
 to
u
tes
 les
 sc
ien
ce
s,
（E
u
v
re
s
 co
m
-

 
 
p
le
te
s
,
 Pa
r
is
,
 L
e
 C
lu
b
 F
r
a
n
c
a
is
 d
u
 L
iv
re
,
 t.
 X
I
,
 19
7
1
,
 p.8
O
）
。

ま
た
、

 
 
よ
り

芸
術
論

的

な

レ

ベ
ル
で
、

エ
ル

マ
ン
版

全
集

の

『聾

唖
者

書
簡

』

の
あ

る

 
 
箇

所

に
付

け

た
註

で
そ

の
編

者

シ

ュ
イ

エ
は
デ

ュ
ボ

ス

の
議

論

と

の
関

連

を

 
 
示
唆

し

て

い
る
し

（D
P
V
, 
IV
, 
1
8
5
）
、

同

じ
く

こ

の
デ

ィ
ド

ロ
の
著
作

の
詩

 
 
と
絵

画

の
違

い

の
箇

所

に

つ
い
て
、

シ

ュ
イ

エ
は

ま
た
デ

ュ
ボ

ス
の
議
論

と

の

 
 
連

関

と
差

異
を

更

に
詳

し

く
指
摘

し

て

い
る
。
C
H
O
U
IL
L
E
T
,
 o
u
v
r.
 c
it
.,

 
 
p
p
.2
3
8
-
2
4
0
.

（
95
） 

こ

の
点

に

つ
い
て
は
、

特

に

W

E
I
N
S
H
E
N
K
E
R

の
優

れ
た

研
究

の
第

三

 
 
章
を

参
照

の
こ
と
。
W

E
I
N
S
H
E
N
K
E
R
,
 F
a
lc
o
n
e
t
:
 h
is
 w
ritin
g
s
 a
n
d

 
 
h
is
 f
rien
d
 D
id
e
ro
t,
 G
e
n
e
v
e
,
 D
r
o
z
,
 19
6
6
,
 ch
.
 II
I
《
T
h
e
 r
ig
h
ts
 o
f
 th
e

 
 
a
r
tist
》
.
特

に
デ

ュ
ボ

ス
の
公
衆
重

視

の
立

場

に
対

す

る

フ

ァ
ル

コ
ネ

の
反
論

 
 

に

つ
い
て
は
同

じ
章

の
以

下
を
参

照

。

Ib
id
.
 p
.6
9
 s
q
.

（
96
） 

ブ

ノ

は
、
彼

の
編

纂
し

た
デ

ィ
ド

ロ
と

フ
ァ

ル
コ
ネ

の

「後

世
」

を
巡

る
書

 
 
簡

集

の
序

文

の
中

で
、
た
び

た
び

二
人

の
論
争

に
お
け

る
政
治
論

的

含
意

を
示

 
 
唆
し

て

い
る
。

B
E
N
O
T
,
 ou
v
r
.
 cit
..
但

し
、

そ

の
政
治
論

的
含

意

の
十

分
な

 
 
解

明

の
た

め

に
は
、

や

は
り

こ
の

「
公
衆

」

の
存
在

と

の
厳
密

な
関
連

付

け
が

 
 
必
要

と
な

ろ
う

。

（
97
）
 

H
I
L
S
U
M
,
 ar
t.
 cit
.,
 p.9
6
.

（
98
）
 

或

い
は
以
下

の
発
言

も
参

照

の

こ
と
。
《
L
e
 p
e
u
p
le
,
 m
o
n
 a
m
i,
 n
'e
st
 a

 
 
la
 lo
n
g
u
e
 q
u
e
 1'e
c
h
o
 d
e
 q
u
e
lq
u
e
s
 h
o
m
m
e
s
 d
e
 g
o
u
t,
 et
 la
 p
o
s
te
r
ite

 
 
q
u
e
 1'e
c
h
o
 d
u
 p
re
se
n
t
 re
c
tifie
 p
a
r
 1'e
x
p
e
rie
n
c
e
》

（D
P
V
,
 X
V
,
 4
8
）
。

（
99
） 

無
論

、
「
印
刷

術

」
が
十

八
世

紀
以
前

に
既

に
西
洋

で
現

わ
れ

た

こ
と
は
今

更

 
 
言
う

ま

で
も
な

い
こ
と
だ

が
、
デ

ィ
ド

ロ
は
、
自

ら

の
属

す

る
十

八
世
紀

が

か

 
 
か

る

「
印
刷

術
」

に
よ

る

「書

物
」

の
普

及
が

更
な

る
拡

大
を
遂

げ

た
時
代

で

 
 
あ

る
こ
と

を
強

く
意
識

し

て

い
る
。
こ
の
点

に

つ
い

て
は
、
更

に
デ

ィ
ド

ロ
が
、

 
 
同
時

代

人

で
あ

り

そ

の

ス
チ

ー

ル
印

刷

で
名

声

を

博

し

て

い
た

テ

ィ
ポ

グ

ラ



 
 

フ

の

ピ

エ

ー

ル

・
シ

モ

ン

・
フ

ル

ニ

エ

の
名

を

挙

げ

て

、

彼

の
印

刷

術

上

の

貢

 
 

献

に

言

及

し

て

い

る

こ

と

か

ら

も

十

分

に
伺

え

よ

う

（D
P
V
, 
X
V
, 
3
7
-
3
8
）
。

（
100

） 

こ

の
意

味

で

、

デ

ィ

ド

ロ
が

『
百

科

全

書

』

の

「趣

意

書

」

で

哲

学

者

の

以

 
 

下

の

様

な

自

負

を

職

人

達

に
語

っ
た

事

実

は

重

要

で

あ

ろ

う

。

《A
u
 re
ste
,
 c
'

 
 

e
s
t
 la
 m

a
in
-
d
'o
eu
v
r
e
 q
u
i
 f
a
it
 1'a
r
tist
e
,
 e
t
 c
e
 n
'e
st
 p
o
in
t
 d
a
n
s
 le
s

 
 

liv
r
e
s
 q
u
'o
n
 p
e
u
t
 a
p
p
r
e
n
d
r
e
 a
 m

a
n
oe
u
v
r
e
r
.
 L
'a
r
tis
te
 r
e
n
c
o
n
tr
e
r
a

 
 

se
u
le
m

e
n
t
 d
a
n
s
 n
o
tr
e
 o
u
v
r
a
g
e
 
d
e
s
 v
u
e
s
 q
u
'il
 n
'e
u
t
 p
e
u
t
-
e
tr
e

 
 

ja
m

a
is
 
e
u
e
s
,
 e
t
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
io
n
s
 
q
u
'il
 n
'e
u
t
 f
a
ite
s
 
q
u
'a
p
r
e
s

 
 

p
lu
s
ie
u
r
s
 a
n
n
e
e
s
 d
e
 tr
a
v
a
il.
 N

o
u
s
 o
ffr
ir
o
n
s
 a
u
 le
c
te
u
r
 s
tu
d
ie
u
x
 c
e

 
 

q
u
'il
 e
u
t
 a
p
p
r
is
 d
'u
n
 a
rt
is
te
 e
n
 le
 v
o
y
a
n
t
 o
p
e
r
e
r
 p
o
u
r
 s
a
tis
fa
ir
e
 sa

 
 

c
u
r
io
s
ite
;
 e
t
 a
 1'a
r
tis
te
,
 ce
 q
u
'il
 s
e
r
a
it
 a
 s
o
u
h
a
ite
r
 q
u
'il
 a
p
p
r
it
 d
u

 
 

p
h
ilo
s
o
p
h
e
 p
o
u
r
 s
'a
v
a
n
c
e
r
 a
 la
 p
e
r
fe
c
tio
n
》
（D
P
V
,
 V
,
 5
）.

（
101

） 

W

E
I
N
S
H
E
N
K
E
R
,
 o
u
v
r.
 c
it.,
 ch
.
 III
.

（201

） 

但

し

、

こ

の
最

後

の

指

摘

は

デ

ィ

ド

ロ

の

書

簡

（L
e
ttr
e
 X
V
）

へ
の

フ

ァ

 
 

ル

コ

ネ

の
書

き

込

み

で

あ

る

。

（103

）
 

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン
群

像

の

セ

ー

ヴ

ル

磁

器

工

場

で

の
複

製

に

つ

い

て

は

、

以

 
 

下

を

参

照

の

こ

と

。

B
L
U
H
M

,
 
o
u
v
y
.
 
c
it.,
 
p
p
.8
5
-
8
6
;
 D
E
 
V
I
L
L
E
-

 
 

C
H
E
N

O
N

,
《
U
n
 sc
u
lp
te
u
r
 a
u
 r
o
y
a
u
m
e
 d
e
 la
 p
o
r
c
e
la
in
e
》
,
 ar
t.
 c
it
.,

 
 

p
.1
8
;
 Illu
s
tr
a
tio
n
s
 a
v
e
c
 le
 c
o
m
m
e
n
t
a
ir
e
 d
u
 m
e
m

e
 a
u
t
e
u
r,
 ib
id
.,

 
 

p
p
.1
7
0
0
-
17
2
.

（104
） 

W

E
IN
S
H
E
N
K
E
R
,
 ou
v
r
.
 cit
.,
 p.5
6
.

（105
） 

し

か
し
、

十

八
世
紀

後
半

に
提
起

さ
れ
た

こ

の
問

い
は
、
芸
術

家

と
公
衆

と

 
 

の
間

に
言
説

や

文
字

そ
し

て
更

に
は
新

た

な

（現
代

的
情

報
媒

体

に
よ

る
）
多

 
 

層

的

な

「
反

復
」

と
こ

れ
ら

の
操
作

手
達

が
介

在
す

る

こ
と

で
、

そ

の
様
相

を

 
 

ま
た
大

き

く
変
貌

さ

せ

つ
つ
も
、
現

在

に
お

い
て
も

受
け
継

が

れ
る

も

の
で
も

 
 

あ

ろ

う
。


