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ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
：

ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
『
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
と
ス
コ
ラ
学
』への『
あ
と
が
き
』

解
題
と
翻
訳
＊

香
田
　
芳
樹

【
解
題
】

　

本
稿
は
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
﹃
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
と
ス
コ
ラ
学
﹄︵Erw

in Panofsky: G
othic A

rchitecture and Scholasticism
 1951

︑

以
下
﹃
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
﹄
と
略
︶
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳A

rchitecture G
otique et Pensée Scolastique, Paris 1967

に
翻
訳
者Pierre Bourdieu

自
身
が

書
い
た
﹃
あ
と
が
き
﹄postface (pp.135-167)

の
邦
訳
で
あ
る
︒
途
中
他
著
作
か
ら
の
長
文
の
引
用
が
あ
る
が
紙
幅
の
都
合
上
割
愛
し
た
︒

　

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
︵
一
九
三
〇
─

二
〇
〇
二
︶
は
現
代
に
お
け
る
最
も
多
産
で
影
響
力
の
あ
る
社
会
学
者
の
一
人
で
あ
り
︑
彼
の
影
響

は
社
会
学
の
み
な
ら
ず
︑
文
学
︑
美
学
︑
哲
学
︑
人
類
学
︑
歴
史
学
︑
心
理
学
︑
教
育
学
な
ど
多
方
面
に
及
ん
で
い
る
︒
彼
の
思
想
を
特
徴
づ
け

る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
数
多
い
が
そ
の
中
で
も
﹁
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
﹂
は
と
り
わ
け
人
口
に
膾
炙
し
て
︑
科
学
の
様
々
な
分
野
で
援
用
さ
れ
て
い
る
︒
ハ
ビ

ト
ゥ
ス
の
思
想
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
た
ち
が
徳
の
完
成
と
し
て
あ
げ
た
エ
テ
ィ
ケ
ー
や
ヘ
ク
シ
ス
に
由
来
す
る
が
︑
ス
コ
ラ
学
の
泰
斗
ト

マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
こ
れ
を
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
と
翻
訳
し
て
以
来
中
世
神
学
の
重
要
な
概
念
の
一
つ
と
な
っ
た
︒
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
こ
の
歴
史
的
に
進
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化
し
て
き
た
概
念
を
現
代
社
会
の
構
造
理
解
に
寄
与
す
る
も
の
と
考
え
た
︒
す
な
わ
ち
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
は
社
会
に
お
け
る
人
間
の
実
践
を
生
み
︑
秩

序
づ
け
る
力
で
あ
り
︑
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
人
間
の
嗜
好
︵goût

︶・
気
質
︵disposition

︶
が
逆
に
社
会
を
再
構
成
し
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ

る
︒﹁
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
と
は
︑
持
続
性
を
も
ち
移
調
が
可
能
な
心
的
諸
傾
向

0

0

0

0

0

の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
︑
構
造
化
す
る
構
造
と
し
て
︑
つ
ま
り
実
践
と
表

象
の
産
出
・
組
織
の
原
理
と
し
て
機
能
す
る
素
性
を
も
っ
た
構
造
化
さ
れ
た
構
造
で
あ
る
﹂︵﹃
実
践
感
覚
﹄
八
三
頁
︑
強
調
原
著
者
︶︒
そ
し
て

こ
の
心
的
傾
向
の
シ
ス
テ
ム
が
社
会
の
様
々
な
領
域
で
︑
─
芸
術
や
科
学
は
も
ち
ろ
ん
︑
都
市
に
お
け
る
階
層
構
造
や
日
常
生
活
や
大
学
教
育

に
も
─
形
成
し
秩
序
づ
け
る
力
と
し
て
発
動
し
て
い
く
こ
と
を
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
解
明
し
て
い
く
︒
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
論
の
裾
野
は
広
く
︑
そ
の
全
容

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
他
な
い
︒
本
解
題
で
は
こ
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
論
の
出
発
点
に
あ
る
の
が
︑
美
学
美
術
史
家
ア
ー
ウ

ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
︵
一
八
九
二
─

一
九
六
八
︶
が
﹃
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
﹄
の
中
で
使
っ
た
﹁
メ
ン
タ
ル
・
ハ
ビ
ッ
ト
﹂︵
精
神
習
慣
︶
で
あ
る

点
に
焦
点
を
絞
っ
て
︑
こ
の
概
念
の
最
初
期
の
相
を
明
ら
か
に
す
る
︒ 

 

　

パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
著
作
の
中
で
︑
一
一
三
〇
─

四
〇
年
頃
か
ら
一
二
七
〇
年
頃
の
間
の
時
期
に
ゴ
シ
ッ
ク
芸
術
と
ス
コ
ラ
学
の
き
わ
め
て
強
い

つ
な
が
り
が
で
き
た
こ
と
を
認
め
た
︵
邦
訳
三
三
頁
︶︒
具
体
的
に
は
そ
れ
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
﹃
神
学
大
全
﹄
に
象
徴
さ
れ
る
︑
一
︶

全
体
性
︑
二
︶
部
分
と
部
分
の
部
分
と
の
相
同
性
︑
三
︶
明
確
性
と
い
っ
た
精
妙
な
﹁
思
想
の
構
造
﹂
が
︑
ゴ
シ
ッ
ク
の
大
聖
堂
を
つ
く
る
正
確

な
﹁
建
築
の
構
造
﹂︵
と
り
わ
け
丸
天
井
の
ボ
ー
ル
ト
構
造
や
対
角
リ
ブ
な
ど
︶
と
共
鳴
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
奇
妙
な
対
応
関

係
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
︑
建
築
家
た
ち
が
︑
た
と
え
ト
マ
ス
を
ラ
テ
ン
語
で
読
ん
だ
こ
と
が
な
く
と
も
︑
彼
ら
の
仕
事
の
性
質
上
︑

﹁
典
礼
的
で
図
像
学
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
考
案
し
た
人
び
と
と
仕
事
上
連
携
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
﹂︵
邦
訳
三
六
頁
︶
こ
と
や
︑
都
市
に
設
け
ら

れ
た
学
校
や
説
教
や
自
由
討
論
会
と
い
っ
た
開
か
れ
た
知
的
会
合
の
場
に
出
席
す
る
機
会
も
あ
っ
た
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
人
的
な

交
流
を
通
し
て
思
想
と
建
築
と
い
う
異
業
態
が
接
近
し
た
と
い
う
仮
説
を
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
立
て
る
が
︑
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
メ
ン
タ
ル
・
ハ

ビ
ッ
ト
を
説
明
す
る
た
め
に
は
十
分
で
は
な
い
と
考
え
る
︒
精
神
習
慣
は
さ
ら
に
﹁
習
慣
の
霊
﹂
と
な
っ
て
ス
コ
ラ
学
者
も
建
築
家
も
そ
し
て
一

二
─

三
世
紀
の
中
世
人
た
ち
を
あ
ま
ね
く
支
配
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
場
所
と
時
間
を
共
有
す
る
個
人
に
等
し
く
か
か
る
力
を
パ
ノ

フ
ス
キ
ー
はm

odus operandi

︑
す
な
わ
ち
︿
作
業
モ
ー
ド
﹀
と
呼
ぶ
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
思
想
も
建
築
も
人
間
関
係
も
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
さ
れ
て
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進
化
し
て
い
く
︒
若
い
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
こ
う
し
た
中
世
神
学
と
建
築
の
同
時
性
進
化
の
図
式
か
ら
︑
現
代
思
想
の
鍵
概
念
の
着
想
を
得
た
︒
そ
の

こ
と
は
彼
の
初
期
の
代
表
的
理
論
書
で
あ
る
﹃
実
践
感
覚
﹄︵
一
九
七
二
年
︶
の
多
く
の
記
述
が
︑
こ
の
﹃
あ
と
が
き
﹄
を
も
と
し
て
書
か
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
れ
る
︒
例
え
ば
先
の
︿
作
業
モ
ー
ド
﹀
は
﹃
実
践
感
覚
﹄
で
は
︑﹁
意
識
に
よ
っ
て
は
支
配
さ
れ
な
い
製
作
法
﹂︑
す
な

わ
ち
ス
コ
ラ
学
の
い
う
制
作
者
の
意
識
的
な
意
図
を
越
え
る
﹁
客
観
的
志
向
﹂
と
定
義
さ
れ
て
い
る
︒

　
﹃
あ
と
が
き
﹄
は
三
部
構
成
を
と
る
︒
第
一
部
で
は
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
﹁
実
証
主
義
﹂
的
科
学
に
批
判
の
目
を
向
け
︑
実
証
主
義
が
与
え
る
事
実

と
証
明
は
作
品
の
表
向
き
の
価
値
し
か
明
ら
か
に
せ
ず
︑﹁
意
味
の
内
的
な
第
二
の
層
﹂
に
入
っ
て
作
品
を
真
に
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
直
感
と

経
験
に
基
礎
を
お
い
た
解
釈
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
︒
例
え
ば
有
名
な
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
﹃
最
後
の
晩
餐
﹄
を
理
解
す
る
た
め
に
は
キ
リ
ス
ト
教

の
基
礎
知
識
の
み
な
ら
ず
︑
画
家
の
生
涯
や
︑
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
知
識
が
要
求
さ
れ
る
︒
そ
れ
を
も
た
な
い
異
文
化
人
に
は
こ
の
壁
画

は
た
だ
の
夕
食
の
絵
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
図
像
学
的
な
デ
ー
タ
だ
け
で
わ
た
し
た
ち
が
理
解
し
て
い
る
の
は
実
は
そ
れ
と
大
差
な
い
限

定
的
な
作
品
像
で
あ
る
︒
も
し
﹁
こ
の
作
品
を
レ
オ
ナ
ル
ド
の
人
格
の
記
録
と
し
て
︑
あ
る
い
は
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
文
化
の

記
録
と
し
て
︑
あ
る
い
は
特
殊
な
宗
教
的
態
度
の
記
録
と
し
て
﹂
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
︑
別
の
﹁
象
徴
的
価
値
﹂
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒
こ
れ
が
﹁
図
像
解
釈
学
﹂︵
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
︶
で
あ
る
︒
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
依
拠
し
つ
つ
︑
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
図
像
解
釈
学
と
図
像
学
の
相
違

点
に
何
度
も
言
及
す
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
民
族
誌
︵
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
︶
が
特
定
の
テ
ー
マ
と
特
定
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
関
係
を
伝
え
る
補
助

的
な
学
問
で
あ
る
よ
う
に
︑
図
像
学
︵
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

0

0

0

0

0

︶
も
記
述
的
で
統
計
的
な
学
問
で
あ
り
︑
制
作
年
代
や
場
所
や
典
拠
な
ど
を
正
確
に

割
り
出
し
は
す
る
が
︑
解
釈
を
自
力
で
作
り
出
す
こ
と
は
な
い
︒
こ
れ
に
対
し
て
図
像
解
釈
学
︵
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
︶
は
﹁
分
析
よ
り
は
む
し
ろ
総

合
か
ら
生
じ
る
解
釈
方
法
﹂
だ
と
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
図
像
記
述
分
類
の
客
観
性
を
越
え
た
﹁
実
際
的
経
験
﹂
に
基
礎
を
お
く
も
の
︑
つ
ま
り
移

り
ゆ
く
歴
史
的
条
件
の
も
と
で
人
間
が
生
き
た
生
の
形
式
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
︵﹃
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
﹄
四
〇
頁
以
降
参

照
︶︒
こ
の
生
の
形
式
に
よ
っ
て
新
し
い
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
︿
創
造
す
る
﹀
も
の
が
﹁
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
﹂
で
あ
る
︒

　

第
二
部
で
﹁
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
力
﹂
が
中
世
に
形
成
さ
れ
た
有
力
な
場
所
を
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
﹁
学
校
﹂
と
し
︑
そ
こ
で
無
意
識
の
文
化
的
図
式
が

形
成
・
伝
授
さ
れ
た
と
す
る
︒
教
育
は
一
二
世
紀
に
は
そ
の
中
心
を
田
舎
の
修
道
院
か
ら
都
市
の
大
学
に
移
し
︑
そ
の
方
法
論
を
瞑
想
か
ら
﹁
討
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論
﹂
へ
と
変
化
さ
せ
て
い
た
︒
都
市
と
討
論
は
ま
っ
た
く
対
極
的
な
も
の
︵
価
値
観
︶
を
和
解
さ
せ
る
た
め
の
重
要
な
場
所
と
手
段
だ
っ
た
の
で

あ
る
︒

　

第
三
部
で
は
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
﹃
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
﹄
や
そ
の
他
の
著
作
に
依
拠
し
つ
つ
も
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
を
論
じ
る
た
め
の
独
自

の
視
点
も
導
入
し
て
い
る
︒
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
を
︑
仮
想
的
な
文
を
無
限
に
作
る
可
能
性
を
有
す
る
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
﹁
生
成
変
形
文
法
﹂
に
喩
え
︑

文
化
的
影
響
の
偶
然
性
を
強
調
す
る
点
︑
後
の
彼
の
教
育
シ
ス
テ
ム
へ
の
関
心
と
も
関
連
す
る
が
︑
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
改
革
者
で
あ
る
ブ
ラ
バ
ン
の

シ
ゲ
ル
ス
の
個
人
的
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
︵
育
っ
た
環
境
︑
受
け
た
教
育
︑
容
姿
︶
が
後
期
ス
コ
ラ
学
の
特
質
に
現
れ
て
い
る
と
す
る
点
な
ど
で
あ
る
︒

　
﹁
宗
教
は
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
著
作
の
中
で
は
﹃
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
対
象
﹄
で
あ
る
﹂
と
Ｅ
・
デ
ィ
ア
ン
テ
イ
ル
は
言
っ
た

( D
ianteill, 2003)

︒
文
化
や
教
育
や
社
会
権
力
の
分
析
で
画
期
的
な
業
績
を
残
し
た
社
会
学
者
は
︑
た
し
か
に
宗
教
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
な
発
言

し
か
残
し
て
い
な
い
︒
し
か
し
こ
の
こ
と
は
彼
の
宗
教
的
関
心
の
薄
さ
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
の
社
会
学
の
画
期
的

概
念
─
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
︑
信
仰
︑
フ
ィ
ー
ル
ド
─
は
初
期
の
宗
教
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
︑
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
︑
マ
ル
ク
ス
同
様
︑
ブ
ル
デ
ュ
ー
も
宗
教
社
会
学
か
ら
出
発
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒
こ
の
﹃
あ
と
が
き
﹄
も
そ
う
し
た
宗
教
的

関
心
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
最
初
期
の
著
作
を
社
会
学
︑
神
学
︑
建
築
学
視
点
か
ら
批
判
す
る
研
究
者
も
多
い
が
︑

嗜
好
︵
趣
味
︶
や
︑
階
級
や
︑
教
育
と
い
っ
た
後
の
彼
の
主
要
テ
ー
マ
の
原
型
が
こ
の
中
に
す
で
に
認
め
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
︑
こ
れ
を
さ
ら
に
詳

細
に
考
察
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
ろ
う
︒

　

ブ
ル
デ
ュ
ー
が
個
人
的
に
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
知
遇
を
得
て
い
て
︑
執
筆
に
際
し
教
え
を
乞
う
た
こ
と
は
︑
翻
訳
書
の
扉
に
あ
る
謝
辞
か
ら
窺
い

知
れ
る
︒
老
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
す
で
に
現
役
を
引
退
し
て
い
た
が
︑
若
い
フ
ラ
ン
ス
人
社
会
学
者
が
自
著
に
熱
烈
に
興
味
を
示
し
た
の
が
嬉
し
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
多
く
の
教
示
と
示
唆
を
ブ
ル
デ
ュ
ー
に
送
っ
て
い
た
︒
翻
訳
は
一
九
六
七
年
に
出
版
さ
れ
る
と
大
西
洋
を
渡
っ
て
原
著
者
の

住
む
プ
リ
ン
ス
ト
ン
に
届
け
ら
れ
た
は
ず
だ
が
︑
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
こ
の
難
解
な
﹃
あ
と
が
き
﹄
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
だ
の
か
は
わ
か
ら
な
い
︒

彼
は
そ
の
翌
年
に
他
界
し
て
い
る
︒

﹃
あ
と
が
き
﹄
に
は
英
語
訳
と
ド
イ
ツ
語
訳
が
あ
る
︒
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Laurence Petit (transl.), Postface to Erw
in Panofsky, G

othic A
rchitecture and Scholasticism

, in: B
ruce H

olsinger, The Prem
odern C

ondi-

tion. M
edievalism

 and the M
aking of Theory, C

hicago 2005, pp. 221-242.

W
olfgang Fietkau (transl.), D

er H
abitus als Verm

ittlung zw
ischen Struktur und Praxis, in: Pierre B

ourdieu. Zur Soziologie der sym
boli-

schen Form
en, Frankfurt a.M

. 1974, pp.125-158.

　

た
だ
しFietkau
の
独
訳
は
正
確
な
翻
訳
を
諦
め
て
︑
自
由
に
解
釈
を
施
し
た
翻
案
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
︑
学
術
的
信
頼
度
は
低
い
︒

Petit

の
英
訳
も
︑
難
解
な
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
言
葉
遣
い
に
苦
労
し
た
結
果
︑
原
語
の
意
味
を
損
な
わ
な
い
程
度
に
︑
多
く
の
箇
所
で
改
変
が
行
わ

れ
て
お
り
︑
翻
訳
の
難
し
さ
を
示
し
て
い
る
︒

　
﹃
あ
と
が
き
﹄
に
は
い
く
つ
か
の
研
究
が
あ
る
︒

一
條
和
彦
﹃
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
﹁
メ
ン
タ
ル
・
ハ
ビ
ッ
ト
﹂
と
P
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
﹁
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
﹂
─
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
の
限
界
に
つ
い
て
﹄︑

﹃
美
学
﹄︵
美
学
会
編
︶
第
四
七
巻
︵
一
九
九
六
︶
収
録
︑
一
─

一
一
頁
︒

三
浦
直
子
﹃
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
受
容
と
社
会
学
的
展
開　

美
術
史
研
究
を
反
省
的
社
会
学
に
継
承
す
る
﹁
手
法
﹂﹄︑﹃
法
学
研
究　

法
律
・
政
治
・
社
会
﹄︵
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
︶
第
九
〇
巻
︵
二
〇
一
七
︶
収
録
︑
四
三
一
─

四
五
四
頁
︒

Erw
an D

ianteill, Pierre B
ourdieu and the Sociology of R

eligion: A
 C

entral and Peripheral C
oncern. In: Theory and Society 32 (2003), 

529-549.

B
ruce H

olsinger, Indigeneity: Panofsky, B
ourdieu, and the A

rcheology of the H
abitus. In: H

olsinger, The Prem
odern C

ondition. 

M
edievalism

 and the M
aking of Theory, C

hicago 2005, 94-113.

　

原
註
は
本
論
と
関
係
な
い
と
判
断
し
た
も
の
は
省
略
し
︑
理
解
に
必
要
と
考
え
た
訳
注
は
挿
入
し
た
︒
ま
た
難
解
な
論
述
な
の
で
︑
読
者
の
便

を
考
え
原
書
の
頁
を
括
弧
と
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
し
た
︒
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【
翻
訳
】

　
︵135
︶﹃
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
と
ス
コ
ラ
学
﹄
は
疑
い
も
な
く
こ
れ
ま
で
実
証
主
義
に
対
し
て
な
さ
れ
た
最
大
の
挑
戦
の
一
つ
で
あ
る
︒﹃
神
学
大

全
﹄
と
大
聖
堂
が
同
じ
方
法
論
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
た
︑
可
視
的
要
素
に
お
い
て
比
較
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
と
︑
ま
た
別
の

観
点
で
は
︑
部
分
と
部
分
の
間
に
で
き
る
厳
密
な
区
別
と
も
︑
形
式
の
位ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

階
構
造
の
明
確
で
精
妙
な
明
晰
さ
と
も
︑
対
立
す
る
も
の
の
調
和
的
和

解
と
も
比
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︑
と
い
う
主
張
は
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
︑﹁
た
い
し
た
心
眼
を
お
も
ち
だ
﹂
と
い
っ
た
︑
敬
し
て
遠
ざ
く
賛
辞

で
片
づ
け
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
︒

　
 

歴
史
的
総
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
に
お
い
て
︑
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
流
に
言
え
ば
︑︿
親
和
力
﹀︵W

ahlverw
andtschaft

︶
と
か
︑
言
語

学
者
の
い
う
構
造
学
的
親
近
性
と
か
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
考
え
は
新
し
い
も
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
あ
る
社
会
や
あ
る
時
代
に
特
徴
的
な

象
徴
の
す
べ
て
の
表
現
形
式
の
軌
跡
を
探
す
こ
と
は
︑
純
粋
科
学
的
な
意
図
と
い
う
よ
り
も
︑
む
し
ろ
形
而
上
学
的
で
神
秘
的
な
霊
感
に
よ
る
も

の
な
の
で
あ
る
︒
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
が
な
が
ら
く
直
観
主
義
が
熱
心
に
好
ん
で
探
求
し
よ
う
と
し
た
分
野
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
も
な
く
偶

然
で
は
な
い
︒︵136

︶
そ
う
し
た
ゴ
シ
ッ
ク
の
大
聖
堂
の
﹁
精
神
的
構
造
﹂
に
つ
い
て
の
数
多
く
の
問
題
提
起
の
中
か
ら
た
っ
た
一
つ
だ
け
例

を
挙
げ
れ
ば
︑
ハ
ン
ス
・
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
ー
の
﹁
理
念
的
大
聖
堂
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
彼
は
そ
う
し
た
も
の
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
魅

せ
ら
れ
て
︑
建
築
要
素
の
総
合
的
研
究
に
反
対
し
︑
大
聖
堂
の
技
術
的
特
徴
と
視
覚
的
形
質
を
方
法
論
的
に
究
明
す
る
こ
と
に
異
を
唱
え
︑
形
態

の
具
体
的
な
特
徴
を
そ
の
下
に
あ
る
﹁
意
味
﹂
機
能
へ
と
解
釈
し
直
す
﹁
現
象
学
﹂
を
提
唱
し
た
︒
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
ー
は
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
と
そ

れ
に
付
随
す
る
芸
術
品
の
中
に
あ
る
種
の
典
礼
が
︑
い
や
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
︑
伝
統
的
典
礼
の
本
来
の
﹁
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
派
﹂
的
な

把
握
様
式
が
形
象
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る（

（
（

︒
も
し
﹁
意
味
﹂
を
解
明
す
る
こ
と
が
常
に
あ
る
種
の
﹁
投
射
テ
ス
ト
﹂
の

域
を
出
ず
︑
ハ
ン
ス
・
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
ー
の
よ
う
な
分
析
が
怪
し
げ
な
圏
に
落
ち
が
ち
で
あ
る
こ
と
を
︑
批
評
家
が
正
し
く
看
破
し
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
︑
つ
ま
り
解
釈
さ
れ
た
現
象
は
︑
そ
れ
が
﹁
天
蓋
の
原
理
﹂
で
あ
れ
︑
壁
の
﹁
透
明
性
﹂
で
あ
れ
︑
あ
る
い
は
﹁
形
態
の
保
留
﹂︵das 

Schw
eben

︶
で
あ
れ
︑
著
者
が
発
見
し
た
意
味
と
の
み
一
致
し
得
る
の
は
︑
そ
れ
が
そ
の
意
味
に
応
じ
て
構
成
さ
れ
︑
命
名
さ
れ
た
か
ら
で
あ
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る
か
ら
だ
と
わ
か
っ
て
い
れ
ば（

（
（

︑
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
我
々
は
科
学
的
事
実
と
証
拠
の
実
証
主
義
的
定
義
の
名
に
お
い
て
現
象
の
表
向
き
の
価
値

に
固
執
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
解
釈
の
試
み
を
す
べ
て
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

　

実
際
も
し
ど
の
よ
う
な
条
件
下
で
比
較
が
可
能
で
正
当
に
な
る
か
を
同
時
に
定
義
し
な
い
う
ち
に
︑
当
た
り
前
の
よ
う
に
社
会
的
リ
ア
リ
テ
ィ

ー
の
異
な
る
秩
序
を
比
較
す
る
の
を
よ
し
と
す
る
な
ら
︑
そ
れ
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
︒︵137

︶﹁
単
純
で
古
典
的
な
ス
コ
ラ
学
に
よ
っ
て
作
ら

れ
た
メ
ン
タ
ル
・
ハ
ビ
ッ
ト
︵
精
神
習
慣
︶
が
単
純
で
古
典
的
な
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
を
確
証
し
よ
う
と
す
る
な
ら
︑
教
義

の
概
念
内
容
は
括
弧
に
入
れ
︑︿
作
業
モ
ー
ド
﹀︵m

odus operandi

︶
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒﹂
こ
の
よ
う
に
︑
直
観
主
義
の
特

徴
で
あ
る
︑
教
義
主
義
と
経
験
主
義
の
︑
ま
た
神
秘
主
義
と
実
証
主
義
の
奇
妙
な
混
用
を
避
け
て
比
較
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
︑
直
観
の

与
件
の
中
に
そ
れ
ら
を
実
際
に
統
合
で
き
る
原
理
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
の
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し（

（
（

︑
比
較
さ
れ
る
現
実
を
︑
比
較
の

た
め
に
同
定
で
き
る
よ
う
に
す
る
操
作
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
比
較
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
対
象
が
︑
現
実
の
経
験
的
で
直

観
的
な
理
解
に
た
だ
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
︑
直
接
的
知
覚
に
抗
し
て
獲
得
さ
れ
︑
系
統
的
分
析
と
抽
象
化
作
業
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
表
面
的
で
ま
っ
た
く
形
式
的
で
時
と
し
て
偶
然
に
す
ぎ
な
い
類
似
に
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
な
ら
ば
︑
ど
こ
に
そ

れ
が
表
現
さ
れ
て
い
た
り
隠
れ
て
い
た
り
し
よ
う
と
も
具
体
的
な
現
実
物
か
ら
︑
共
通
の
特
性
の
発
見
を
目
的
と
す
る
比
較
が
で
き
る
諸
構
造
を

取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
︒

　

ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
他
に
も
︑
芸
術
作
品
が
そ
れ
に
解
釈
の
網
の
目
を
当
て
は
め
る
こ
と
で
︑
異
な
っ
た
水
準
の
意
味
を
届
け

ら
れ
る
こ
と
や
︑
よ
り
低
い
水
準
の
︑
つ
ま
り
最
も
表
面
的
な
意
味
は
部
分
的
で
切
断
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
ゆ
え
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
︒

そ
こ
で
は
そ
れ
を
包
含
し
変
形
す
る
も
っ
と
高
次
な
意
味
が
見
え
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
最
も
素
朴
な
経
験
は
ま
ず
﹁
我
々
が
存
在
的
な
経

験
の
奥
底
で
浸
透
で
き
る
意
味
の
主
要
な
層
﹂
に
出
会
う
︒︵138

︶
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
︑﹁
事
物
の
意
味
︑
表
現
の
意
味
へ
と
再
配
分
さ
れ

う
る
現
象
の
意
味
﹂
に
︑
─
最
近
の
著
作
で
は
︑﹁
事
実
的
意
味
﹂
と
か
﹁
表
現
的
意
味
﹂
と
か
︑
形
式
の
﹁
第
一
段
階
の
自
然
な
意
味
﹂
と

い
っ
た
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
が（

（
（

─
︑
に
出
会
う
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
知
覚
は
﹁
表
示
概
念
﹂
に
よ
っ
て
武
装
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
ア

ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
が
見
る
よ
う
に
︑
作
品
の
感
覚
的
特
徴
し
か
指
し
示
さ
な
い
し
︑
捉
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
︒︵
例
え
ば
桃
を
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ビ
ロ
ー
ド
の
よ
う
だ
と
い
っ
た
り
︑
レ
ー
ス
編
み
を
透
け
て
み
え
る
よ
う
だ
と
い
っ
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒︶
そ
れ
が
捉
え
て
い
る
の

は
︑︵
渋
い
色
と
か
愉
快
な
色
と
い
う
と
き
の
よ
う
に
︶︑
こ
う
し
た
特
性
が
観
客
に
引
き
起
こ
し
た
感
性
的
経
験
に
す
ぎ
な
い（

（
（

︒﹁
文
学
手
法
に

よ
っ
て
得
た
知
識
か
ら
し
か
解
読
す
る
す
べ
が
な
く
﹂︑﹁
記
号
内
容
の
意
味
の
領
域（

（
（

﹂
と
呼
ば
れ
る
﹁
意
味
の
第
二
の
層
﹂
に
到
達
す
る
た
め
に

は
︑
感
覚
に
訴
え
る
も
の
の
名
称
を
越
え
︑
芸
術
作
品
の
文
体
論
的
特
徴
を
つ
か
み
な
が
ら
︑
作
品
の
本
当
の
﹁
解
釈
﹂
を
作
る
︑
本
来
の
特
徴

を
示
す
概
念
︵concepts proprem

ent caractérisants

︶
を
自
由
に
使
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

（
（

︒
こ
の
二
次
的
な
層
の
内
部
で
︑
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ

ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
二
つ
の
も
の
を
区
別
す
る
︒
一
つ
は
︑
解
読
に
図
像
学
︵
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
︶
の
助
け
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹁
二
次̀

的
︑
あ
る
い

`

`

`

`

は
因
習
的
主
題
﹂︑
つ
ま
り
﹁
イ
メ
ー
ジ
や
物
語
や
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
中
に
現
れ
る
テ
ー
マ
や
概
念
﹂
で
あ
る
︒︵
例
え
ば
食
卓
を
囲
ん

で
座
る
一
団
の
人
々
は
並
び
方
次
第
で
は
最
後
の
晩
餐
の
よ
う
に
み
え
る
︒︶
も
う
一
つ
は
︑
例
え
ば
あ
る
国
家
や
時
代
や
階
級
の
文
化
の
表
現

で
あ
る
﹁
文
化
的
シ
ン
ボ
ル
﹂
の
よ
う
に
︑︵139

︶
図
像
解
釈
的
な
意
味
や
構
図
構
成
法
を
扱
う
条
件
で
の
み
再
確
認
で
き
る
﹁
内
在
的
意
味
︑

あ
る
い
は
内
容
﹂
で
あ
る
︒︵
こ
こ
で
の
図
像
解
釈
学
︵
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
︶
に
よ
る
解
釈
と
図
像
学
︵
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
︶
の
関
係
は
︑
民
俗

学
︵
エ
ス
ノ
ロ
ジ
ー
︶
と
民
族
誌
︵
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
︶
と
の
関
係
と
同
じ
で
あ
る
︒︶
こ
れ
は
ま
た
︑﹁
イ
メ
ー
ジ
や
物
語
や
ア
レ
ゴ
リ
ー
の

創
作
と
解
釈
同
様
︑
モ
テ
ィ
ー
フ
の
選
択
と
提
示
を
支
え
︑
形
の
組
み
合
わ
せ
や
技
法
に
意
味
を
与
え
る
根
本
原
理
を
見
つ
け
出
す
努
力
﹂
な
し

に
は
把
握
で
き
な
い
し
︑﹁
作
品
の
内
在
的
意
味
を
︑
こ
の
作
品
や
作
品
群
に
歴
史
的
に
結
び
つ
い
た
文
明
の
で
き
る
か
ぎ
り
多
く
の
ド
キ
ュ
メ

ン
ト
﹂
に
関
連
づ
け
る
こ
と
な
し
に
は
把
握
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
分
析
の
詳
細
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
︑
芸
術
作
品
の
表
現
的
で
い
わ
ば
﹁
人

相
学
的
な
﹂
質
に
基
礎
を
お
く
理
解
は
︑
美
的
経
験
の
あ
る
種
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
表
現
が
作
品
理
解
の
す
べ
て
で
あ
る
の
で
︑
そ
れ
が
様
式
史

や
形
態
史
や
﹁
文
化
的
兆
候
﹂
の
歴
史
に
よ
っ
て
下
支
え
ら
れ
も
モ
デ
ル
化
も
修
正
も
さ
れ
な
い
以
上
︑
美
的
経
験
の
た
だ
の
劣
っ
た
︑
破
損
し

た
形
に
す
ぎ
な
い
︒
こ
の
低
次
の
解
読
行
為
は
︑
ま
っ
た
く
美
的
体
験
に
す
ぎ
な
い
か
︑
あ
る
い
は
単
一
な
理
解
︵
こ
れ
を
分
析
は
人
為
的
に
破

壊
す
る
の
で
あ
る
が
︶
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
︑
本
質
的
に
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
っ
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は
︑
よ
り
適
切
で
よ

り
特
殊
な
解
釈
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
包
括
し
越
え
て
い
る
︑
よ
り
レ
ヴ
ェ
ル
の
高
い
行
為
に
満
た
さ
れ
て
意
味
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
︒
形
式
上
の

配
置
や
技
術
的
手
順
や
︑
そ
れ
ら
を
貫
い
て
い
る
形
式
的
で
表
現
的
な
特
性
が
﹁
意
味
﹂
を
得
︑
同
時
に
図
像
学
や
図
像
解
釈
学
以
前
の
解
釈
の
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欠
陥
が
露
呈
す
る
の
は
︑
図
像
解
釈
学
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
︒︵140

︶﹁
例
え
ば
降
誕
図
の
伝
統
的
タ
イ
プ
で
は
︑
聖
母
マ
リ
ア
は

ベ
ッ
ド
に
横
に
な
っ
て
い
た
が
︑
一
四
世
紀
や
一
五
世
紀
に
は
︑
そ
れ
が
御
子
へ
の
愛
か
ら
ひ
ざ
ま
ず
く
聖
母
を
描
い
た
新
し
い
タ
イ
プ
に
取
っ

て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
︒
構
成
の
観
点
か
ら
こ
の
変
化
は
︑
三
角
形
の
構
図
を
長
方
形
の
構
図
に
取
り
替
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ

た
︒
図
像
解
釈
学
の
視
点
で
は
︑
偽
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
や
聖
ブ
リ
ギ
ッ
タ
と
い
っ
た
著
者
た
ち
が
述
べ
た
新
し
い
主
題
を
導
入
し
た
も
の
で
あ

る
︒
し
か
し
同
時
に
︑
こ
の
変
化
は
中
世
末
期
に
ふ
さ
わ
し
い
感
性
の
新
し
い
タ
イ
プ
の
登
場
を
示
し
て
い
る
︒
内
的
意
味
︵
も
し
く
は
内
容
︶

を
本
当
に
網
羅
的
に
解
釈
し
て
み
る
こ
と
で
わ
か
る
よ
う
に
な
る
の
は
︑
あ
る
特
定
の
国
や
時
代
や
芸
術
家
に
特
徴
的
な
技
術
的
手
法
─
例
え

ば
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
ブ
ロ
ン
ズ
よ
り
も
石
像
を
好
ん
だ
と
か
︑
デ
ッ
サ
ン
で
特
殊
な
線
影
を
使
っ
て
い
る
と
か
い
う
技
術
的
手
法
が
︑
そ
の
他

何
で
あ
れ
︑
彼
の
ス
タ
イ
ル
の
あ
ら
ゆ
る
特
質
に
共
通
す
る
︑
同
じ
基
本
的
態
度
が
現
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

（
（

︒﹂
し
た
が
っ
て
様
々

な
レ
ヴ
ェ
ル
の
意
味
機
能
は
︑
言
語
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
よ
う
に
︑
序
列
化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
へ
と
︿
調
音
さ
れ
る
﹀0︒
そ
こ
で
は
含
む
も
の
が
今
度

は
含
ま
れ
︑
意
味
さ
れ
た
も
の
が
今
度
は
意
味
す
る
の
で
あ
り
︑
分
析
は
上
昇
と
下
降
を
繰
り
返
す
︒

　

作
品
が
様
々
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
意
味
機
能
を
︑
そ
れ
に
つ
け
ら
れ
た
記
号
通
り
に
受
け
渡
す
と
い
う
の
が
事
実
な
ら
︑
記
号
の
ば
ら
ば
ら
の
再
現

は
分
裂
的
解
読
に
な
る
だ
ろ
う
︒
エ
ミ
ー
ル
・
マ
ル
の
よ
う
に
︑﹁
中
世
の
芸
術
は
き
わ
め
て
象
徴
的
で
あ
る
﹂
と
い
う
だ
け
で
は
︑
中
世
の
象

徴
主
義
の
真
実
を
完
全
に
解
明
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
︒
エ
ミ
ー
ル
・
マ
ル
は
こ
う
書
い
て
い
る
︒﹁
芸
術
家
は
神
学
者
同
様
︑
素
材
を
精
神

化
す
る
こ
と
に
長
け
て
い
た
︒︵141

︶
例
え
ば
彼
ら
は
エ
ク
ス
・
ラ
・
シ
ャ
ペ
ル
の
大
き
な
吊
り
燭
台
に
︑
塔
に
守
ら
れ
た
都
市
の
形
を
与
え

た
︒
光
に
照
ら
さ
れ
た
こ
の
町
は
何
を
表
す
の
か
？　

答
え
は
銘
文
に
あ
る
︒
そ
れ
は
天
空
の
城
エ
ル
サ
レ
ム
な
の
で
あ
る
︒
神
に
選
ば
れ
た
者

た
ち
に
約
束
さ
れ
た
魂
の
至
福
は
︑
聖
都
を
護
る
使
徒
と
予
言
者
の
す
ぐ
そ
ば
の
鋸
壁
に
表
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
こ
そ
︑
聖
ヨ
ハ
ネ
の
幻
視
を
実

現
す
る
最
も
優
れ
た
方
法
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
炎
に
焼
か
れ
る
三
人
の
若
い
ヘ
ブ
ラ
イ
人
︵
ダ
ニ
エ
ル
三:

八
以
下
︶
の
姿
を
吊
り
香
炉
に
刻

ん
だ
芸
術
家
は
︑
正
統
教
理
を
可
視
化
す
る
術
を
心
得
て
い
た
︒
炎
か
ら
あ
が
る
香
は
殉
教
者
た
ち
の
祈
り
な
の
で
あ
っ
た
︒
信
心
深
い
職
人
は

自
分
の
作
品
に
自
分
の
魂
の
愛
の
す
べ
て
を
注
い
だ
の
で
あ
る（
（1
（

︒﹂
も
し
芸
術
的
創
造
の
哲
学
を
受
け
入
れ
︑
図
像
学
的
考
察
に
客
観
的
に
携
わ

る
文
化
的
対
象
の
科
学
の
知
を
認
め
な
け
れ
ば
︑
何
か
別
の
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
の
な
ら
い
ざ
し
ら
ず
︑
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
の
図
像
学
的
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意
味
を
発
見
し
て
も
︑
自
在
に
意
味
す
る
も
の
に
変
化
す
る
意
味
内
容
を
つ
き
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
作
品
が
象
徴
で
は
な
く
︑
た
だ
の
ア

レ
ゴ
リ
ー
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
︑
概
念
や
﹁
図
像
学
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
を
わ
か
る
よ
う
に
翻
訳
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
作

品
の
意
図
と
は
制
作
者
の
意
識
的
意
図
と
な
っ
て
し
ま
う
︒
作
品
は
︑
自
分
の
作
者
が
言
お
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
や
︑
言
わ
せ
よ
う
と
し
な
か

っ
た
こ
と
を
一
言
も
言
う
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
︒
福
者
の
黙
示
録
の
細
密
画
か
東
洋
の
布
地
の
よ
う
な
図
像
学
の
見
本
も
そ
う
だ
し
︑
ボ

ヴ
ェ
の
ヴ
ァ
ン
サ
ン
の
﹃
大
鑑
﹄
や
シ
ゲ
ル
ス
の
よ
う
な
重
要
な
人
物
の
哲
学
的
・
美
学
的
理
念
の
文
学
記
録
も
そ
う
だ
が
︑
霊
感
が
わ
く
や
い

な
や
︑
意
味
づ
け
は
し
尽
く
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
芸
術
作
品
や
そ
の
創
作
物
の
こ
う
し
た
表
現
は
時
と
し
て
こ
う
し
た
ア
レ
ゴ

リ
ー
へ
の
賛
美
や
︑
創
造
的
個
性
へ
の
賞
揚
の
中
に
現
れ
る
︒︵142

︶﹁
わ
れ
わ
れ
は
︑
中
世
の
偉
大
な
芸
術
は
集
合
的
芸
術
だ
と
考
え
が
ち
で

あ
る
︒
芸
術
が
教
会
の
思
考
を
表
現
す
る
以
上
︑
こ
の
考
え
に
は
大
き
な
真
理
が
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
思
考

は
そ
れ
自
体
︑
卓
越
し
た
人
間
た
ち
の
中
に
現
れ
る
︒
創
造
す
る
の
は
大
衆
で
は
な
く
︑
個
人
で
あ
る（
（（
（

︒﹂　

創
造
的
個
人
の
権
利
と
︑
独
創
的
創

造
の
秘
儀
を
守
る
た
め
に
個
人
と
集
団
を
対
立
さ
せ
る
こ
と
は
︑
文
化
の
形
式
下
に
い
れ
ば
︑
個
人
の
心
の
中
に
さ
え
─
﹁
文
明
化
﹂
と
か

﹁
教
養
﹂︵B

ildung

︶
と
い
っ
た
主
観
的
な
意
味
で
─
集
合
的
な
も
の
が
あ
る
の
を
見
つ
け
出
す
の
を
禁
じ
る
︒
し
か
し
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ

フ
ス
キ
ー
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑﹁
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
﹂
を
通
し
て
︑
制
作
者
は
彼
の
集
合
的
な
も
の
や
彼
の
時
代
か
ら
影
響
を
受
け
て
お
り
︑
そ

ん
な
こ
と
と
は
つ
ゆ
知
ら
ず
制
作
す
る
が
︑
そ
の
制
作
行
為
は
見
か
け
は
ま
っ
た
く
独
創
的
な
の
で
あ
る
︒

　

史
料
編
纂
的
実
証
主
義
は
﹁
芸
術
的
綱
領
﹂
の
痕
跡
を
探
し
て
き
た
が
無
駄
だ
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
綱
領
と
は
︑
制
作
者
や
同
じ
文
化
に
属
し
て

い
る
す
べ
て
の
人
々
の
意
識
に
は
本
質
的
に
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
し
︑﹁
自
己
表
現
﹂
の
た
め
に
誰
か
に
意
図
的
に
表
現
さ
れ
る
必
要
も

な
い
し
︑︵
一
部
の
心
理
学
者
の
解
釈
が
﹁
芸
術
意
欲
﹂︵K

unstw
ollen

︶
と
い
っ
た
曖
昧
な
言
い
回
し
で
暗
示
す
る
の
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
︶︑

個
人
的
で
意
識
的
な
表
現
意
志
を
表
現
す
る
こ
と
な
く
︑
表
現
さ
れ
う
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒﹁
わ
れ
わ
れ
が
イ
メ
ー
ジ
や
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
作

っ
た
り
︑
解
釈
し
た
り
︑
ま
た
モ
テ
ィ
ー
フ
を
選
ん
だ
り
表
現
の
基
盤
と
な
る
基
本
原
則
︑
さ
ら
に
は
使
わ
れ
た
形
式
配
置
や
技
法
に
意
味
を
与

え
る
基
本
原
則
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
︑
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
︵
一
三
章
二
一
節
以
下
︶
が
最
後
の
晩
餐
の
図
像
学
に
ぴ
っ
た
り
と
合
う
よ
う

に
︑
こ
れ
ら
の
基
本
原
則
に
適
合
す
る
特
殊
な
テ
ク
ス
ト
を
見
つ
け
る
必
要
は
な
い
︒︵143
︶
こ
の
原
則
を
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
わ
れ
わ
れ
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は
あ
る
精
神
活
動
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
は
診
断
に
も
比
す
る
も
の
で
あ
り
︑
よ
い
表
現
が
な
い
が
︑
非
難
を
覚
悟
で
い
え
ば
︑

﹃
総
合
的
直
観
﹄︵l'intuition synthétique

︶
と
も
い
う
も
の
で
あ
る（
（1
（

︒﹂
し
た
が
っ
て
︑
科
学
的
図
像
解
釈
学
に
基
礎
を
お
く
直
観
は
︑
方
法
を

模
索
し
た
帰
結
な
の
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
直
観
主
義
の
い
う
未
熟
で
無
軌
道
な
直
観
と
は
何
ら
共
通
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
︒
ま
た
こ
の
科
学
は
︑

そ
れ
が
発
見
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
詳
細
で
明
確
な
証
明
を
見
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
希
望
を
あ
き
ら
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
図
像
学
は
そ
ん
な

こ
と
な
ど
意
に
介
せ
ず
︑
実
証
主
義
の
方
法
論
的
理
想
を
実
現
す
る
︒
エ
ク
ス
・
ラ
・
シ
ャ
ペ
ル
の
吊
り
燭
台
の
よ
う
に
︑
事
物
は
解
読
し
て
も

ら
う
た
め
の
記
号
を
提
供
し
て
い
る
の
で
︑
図
像
解
釈
学
は
い
と
も
簡
単
に
悪
循
環
に
陥
る
﹁
方
法
論
的
循
環
﹂
に
本
質
的
に
運
命
づ
け
ら
れ
て

い
る
︒
同
じ
ク
ラ
ス
の
対
象
と
の
関
係
で
特
定
の
対
象
を
理
解
し
︑
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
が
い
う
よ
う
に
︑
特
定
の
作
品
を
︑
特
定

の
作
品
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
し
か
確
立
で
き
な
い
﹁
様
式
史
﹂
に
よ
っ
て
﹁
修
正
﹂
す
る
こ
と
が
強
制
さ
れ
る
︒
あ
ら
ゆ
る
構
造
学
同
様
︑
図
像

解
釈
学
的
分
析
も
そ
の
発
見
を
可
能
に
す
る
真
実
以
外
に
︑
そ
の
発
見
の
真
実
の
証
拠
を
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
︒﹁
歴
史
的
現
象
で
あ
れ
︑
自

然
現
象
で
あ
れ
︑
特
殊
な
観
察
が
﹃
事
実
﹄
の
性
格
を
も
つ
の
は
︑
そ
れ
が
別
の
似
か
よ
っ
た
観
察
と
関
連
さ
せ
ら
れ
︑
そ
の
結
果
︑
そ
れ
ら
が

ま
と
ま
っ
て
﹃
意
味
を
な
す
﹄
と
き
に
限
ら
れ
る
︒
こ
の
﹃
意
味
﹄
と
は
そ
れ
ゆ
え
︑
同
じ
種
類
の
現
象
の
内
部
で
︑
新
し
い
特
殊
な
観
察
を
解

釈
す
る
際
に
︑
制
御
の
名
目
で
正
当
に
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
も
し
そ
の
新
し
い
特
殊
な
観
察
が
︑
そ
の
一
連
の
﹁
意
味
﹂
に

合
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
断
固
拒
否
し
︑︵144
︶
そ
こ
に
ど
ん
な
誤
り
も
な
い
と
証
明
さ
れ
る
場
合
︑
一
連
の
﹁
意
味
﹂
は
︑
そ
の
新

し
い
特
殊
な
観
察
を
含
む
新
た
な
形
態
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
方
法
論
的
循
環
︵
キ
ル
ク
ス
・
メ
ト
デ
ィ
ク
ス
︶

は
明
ら
か
に
モ
テ
ィ
ー
フ
の
解
釈
と
様
式
の
歴
史
の
関
係
に
だ
け
で
は
な
く
︑
イ
メ
ー
ジ
・
物
語
・
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
解
釈
と
型
の
歴
史
と
の
関
係

や
︑
ま
た
内
在
す
る
意
味
の
解
釈
と
文
化
一
般
の
徴
候
の
歴
史
と
の
関
係
に
も
当
て
は
ま
る（
（1
（

︒﹂
実
証
主
義
が
厳
密
さ
に
欠
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を

軽
率
で
不
遜
と
し
か
見
な
さ
な
い
の
に
対
し
て
︑
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
こ
れ
へ
の
需
要
が
ま
す
ま
す
高
ま
り
︑
需
要
が
増
す
こ
と

を
見
せ
て
く
れ
る
︒
実
証
主
義
的
な
解
釈
の
よ
う
に
些
末
な
事
実
の
無
限
の
積
み
重
ね
の
背
後
に
身
を
隠
す
こ
と
を
よ
し
と
せ
ず
︑
構
造
解
釈
は

真
理
の
一
つ
一
つ
か
ら
導
き
出
し
た
手
に
入
る
す
べ
て
の
真
理
を
使
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑
あ
ら
ゆ
る
真
理
は
全
体
の
真
理
の
ど
こ
に
で
も
宿
っ
て
い

る
か
ら
だ
︒
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方
法
を
定
め
る
こ
と
で
た
だ
の
現
象
的
な
意
味
理
解
と
縁
を
切
り
︑
実
証
主
義
者
た
ち
─
こ
の
﹁
大
地
の
友
た
ち
﹂
─
が
満
足
す
る
︑
手

に
触
れ
て
見
る
こ
と
の
で
き
る
証
明
に
頼
り
す
ぎ
る
の
を
た
だ
ち
に
や
め
よ
う
と
い
う
大
胆
な
研
究
が
あ
る
の
は
有
り
難
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
資
料

が
解
釈
の
正
し
さ
を
証
明
で
き
る
の
は
︑
資
料
が
証
言
し
て
い
る
も
の
と
同
じ
解
釈
原
理
に
従
っ
て
資
料
が
解
釈
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
だ
か
ら

で
あ
る
︒
こ
う
し
た
研
究
は
︑
実
証
主
義
の
誤
っ
た
厳
密
さ
か
ら
く
る
部
分
的
で
特
殊
な
問
い
か
け
に
い
つ
も
真
っ
向
か
ら
さ
ら
さ
れ
る
︒
パ
ノ

フ
ス
キ
ー
氏
が
﹁
証
明
因
﹂
と
名
づ
け
た
も
の
︑
つ
ま
り
ヴ
ィ
ラ
ー
ル
・
ド
・
オ
ヌ
ク
ー
ル
﹇
一
三
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
建
築
家
﹈
が
﹃
画
帖
﹄
で
言

う
﹁
内
部
で
論
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
︵
イ
ン
テ
ル
・
セ
・
デ
ィ
ス
プ
タ
ン
ド
︶﹂
を
持
ち
出
す
の
は
︑
謙
虚
さ
か
ら
で
あ
り
︑
こ
れ
は
実
証
主
義

者
た
ち
の
言
う
﹁
自
明
さ
︵
セ
ル
テ
ィ
ト
ゥ
ー
ド
・
ス
イ
︶﹂
と
は
対
極
を
な
し
て
い
る
︒︵145

︶
実
際
に
︑
図
像
学
的
な
歴
史
記
述
と
い
う
実

証
主
義
の
理
想
と
完
全
に
一
致
す
る
証
明
が
本
当
に
満
足
い
く
も
の
で
あ
る
の
は
︑
そ
れ
自
体
が
唯
一
の
本
来
の
真
実
の
証
明
で
あ
る
体
系
と

し
て
の
構
造
解
釈
を
行
う
こ
と
を
認
め
る
場
合
だ
け
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
よ
い
方
法
に
そ
え
ば
︑
い
か
な
る
も
の
も
こ
の
特
殊
な
証
明
を
︑
長

き
に
わ
た
っ
て
書
物
に
書
か
れ
て
き
て
︑
そ
の
一
貫
性
を
保
証
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
証
明
の
体
系
か
ら
区
別
す
る
理
由
は
な
い
︒
し
か
し
な
が

ら
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
が
こ
の
特
殊
な
証
明
に
特
別
の
地
位
を
与
え
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
理
解
し
て
い
る
︒
実
際
そ
の
際
︑﹁
連

続
の
感
覚
﹂
は
﹁
新
し
い
観
察
を
挿
入
す
る
﹂
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
れ
を
作
る
た
め
に
︑
そ
れ
に
先
ん
じ
て
︑
実
証
主
義
が
目
を
つ
む
っ
て
い
た

新
し
い
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
文
字
通
り
︿
創
造
す
る
﹀
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る（
（1
（

︒
し
か
し
証
明
体
系
の
一
貫
性
に
負
っ
て
い
る
こ
の
証
明
を
実
証

主
義
は
︑
ま
る
で
孤
立
し
た
質
問
に
然ウ

ィり
か
否ノ
ン

で
答
え
る
と
き
の
よ
う
に
︑
経
験
の
定
義
で
片
づ
け
る
の
で
︑
事
実
の
体
系
的
構
築
の
中
に
事

実
改
竄
の
結
果
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
︒
実
証
主
義
の
い
う
事
実
と
は
体
系
の
霊
に
霊
感
を
得
た
︑
畢
竟
︑
論
点
先
取
の
虚
偽
︵une pétition 

de principe

︶
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
な
の
だ
︒
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
だ
︒
実
証
主
義
の
事
実
概
念
や
証
明
と
手
を
切
っ
た
科
学
者
は
ま

た
︑
先
人
が
残
し
た
議
論
や
資
料
が
推
論
や
著
作
で
の
解
釈
の
正
し
さ
を
証
明
す
る
と
い
う
実
証
主
義
的
な
希
望
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
ら
だ
︒︵146

︶
彼
ら
の
著
作
は
常
に
彼
ら
に
は
意
識
で
き
ず
︑
彼
ら
が
無
意
識
に
仮
説
を
立
て
た
と
き
だ
け
︑
直
接
手
に
入
る
の
で
あ
る
︒

　

ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
が
注
意
喚
起
す
る
よ
う
に
︑
彼
が
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
刷
新
す
る
の
は
︑
す
で
に
自
分
以
前
に
提
起
さ
れ
て
い
た
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問
題
の
︿
定
式
化
﹀
で
あ
る
︒
す
で
に
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ゼ
ン
パ
ー
が
ゴ
ッ
チ
ク
様
式
の
中
に
ス
コ
ラ
哲
学
の
小
石
が
シ
ン
プ
ル
に
埋
め
こ
ま

れ
て
い
る
の
を
見（
（1
（

︑
ま
た
デ
ヒ
オ
が
﹁
ゴ
シ
ッ
ク
は
石
化
し
た
ス
コ
ラ
学
で
あ
る
﹂
と
言
う
よ
う
に
︑
造
形
芸
術
と
神
学
の
間
に
は
関
係
が
存
在

す
る
と
い
う
直
観
は
︑
専
門
家
た
ち
に
直
接
の
﹁
影
響
﹂
を
調
べ
さ
せ
た
︒
そ
の
影
響
は
︑
言
っ
て
み
れ
ば
︑
Ｅ
・
マ
ル
の
言
う
図
像
学
的
綱
領

や
Ｊ
・
ザ
ウ
ア
ー
の
言
う
象
徴
化
に
よ
っ
て
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
と
ス
コ
ラ
学
的
思
考
の
発
展
に
見
ら
れ
る
平
行
関
係
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た（
（1
（

︒
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
が
︵
第
一
章
で
︶
こ
の
符
合
を
︑
後
に
検
証
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
原
始
時
代
と
後
代
で
も
意

味
あ
る
統
一
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
︑
思
い
だ
さ
せ
る
と
き
︑
彼
は
ま
っ
た
く
独
創
的
な
問
い
を
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
︒
す
な
わ

ち
年
代
順
の
符
合
は
︑
そ
れ
が
論
理
的
︑
あ
る
い
は
図
像
学
的
な
符
合
の
指
標
で
あ
り
︑
そ
の
理
由
が
意
味
体
系
で
説
明
で
き
︑
そ
の
原
因
が
実

証
で
き
る
場
合
に
の
み
意
味
が
あ
り
重
要
に
な
る
︒
こ
の
意
味
で
ゴ
シ
ッ
ク
芸
術
と
ス
コ
ラ
学
的
思
考
の
発
展
の
最
中
の
時
代
は
特
権
的
事
例
で

あ
り
︑︵147

︶
こ
れ
に
著
作
の
中
で
も
特
別
な
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
二
つ
の
時
代
が
構
造
的
相
同
性
の
光
の
下
に
考
察
で
き
る
か

ら
で
あ
る
︒
そ
れ
は
こ
の
種
の
直
訳
︑
つ
ま
り
神
学
の
用
語
を
マ
ル
や
ザ
ウ
ア
ー
が
捉
え
た
建
築
用
語
へ
︵
意
図
的
に
︶
翻
訳
す
る
こ
と
に
は
決

し
て
還
元
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
︑﹁
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
形
成
力
﹂
と
し
て
科
学
部
門
に
お
け
る
決
定
的
な
原
理
を
見
つ
け
出
す
も
の
で
あ
る
︒
そ

れ
ゆ
え
そ
れ
は
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
が
定
式
化
し
た
特
殊
な
︑
し
か
し
特
に
重
要
な
事
例
を
は
る
か
に
越
え
た
問
題
提
起
と
解
決
策

な
の
だ
︒
構
造
学
的
方
法
は
概
し
て
︑
社
会
と
時
代
の
多
様
な
象
徴
的
構
造
の
中
に
で
き
た
相
同
性
を
見
つ
け
︑
一
方
が
も
う
一
方
に
移
行
す
る

こ
と
を
許
す
形
態
変
換
の
原
理
を
見
つ
け
る
こ
と
で
満
足
す
る
︒
二
つ
の
ど
ち
ら
も
相
対
的
に
独
立
し
て
い
る
の
で
︑
即
自
か
つ
対
自
と
考
え
ら

れ
る
︒
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
こ
の
相
同
性
の
論
理
と
存
在
を
完
全
に
そ
し
て
具
体
的
に
考
察
す
る
﹁
具
体
的
な
︵
︙
︶
接
続
﹂
を

発
見
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
︒
そ
の
際
彼
は
﹁
単
一
の
世
界
観
﹂
や
﹁
時
代
精
神
﹂
を
引
き
合
い
に
出
し
た
り
︑
あ
る
い
は
説
明
の
た
め
に

個
々
の
具
体
的
な
個
人
─
あ
れ
こ
れ
の
建
築
家
─
を
あ
げ
た
り
し
て
満
足
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い（
（1
（

︒
そ
う
し
た
場
合
に
し
ば
し
ば
無
知
の

避
難
所
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
な
︑
構
造
の
一
致
点
や
共
存
点
の
よ
う
な
も
の
は
持
ち
だ
さ
な
い
の
だ
︒
彼
は
見
か
け
が
最
も
単
純
な
説
明
を
す

る
︒︵
も
し
か
す
る
と
そ
れ
が
意
思
疎
通
の
際
に
神
秘
的
な
要
素
を
減
じ
て
く
れ
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
︒︶
文
化
の
伝
達
が
一
つ
の
学
校
に
独
占

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
社
会
で
は
︑
人
間
の
作
品
を
︵
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
行
動
や
思
考
様
式
を
︶
つ
な
ぐ
強
い
相
関
性
は
そ
の
原
理
を
︑︵148

︶
無
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意
識
な
も
の
を
意
識
的
に
︑
あ
る
い
は
部
分
的
に
無
意
志
の
ま
ま
伝
達
す
る
機
能
を
も
っ
た
教
育
機
関
︑
あ
る
い
は
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
︑
彼

ら
の
文
化
や
︑
よ
り
よ
く
言
え
ば
彼
ら
の
︿
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
﹀
を
形
成
す
る
無
意
識
の
︵
あ
る
い
は
深
く
埋
も
れ
た
︶
図
式
の
シ
ス
テ
ム
を
も
っ
た

個
人
を
作
る
機
能
を
も
っ
た
教
育
機
関
︑
も
っ
と
手
短
に
言
え
ば
︑
集
合
的
遺
産
を
個
人
的
で
共
通
の
意
識
に
変
化
さ
せ
る
教
育
機
関
に
置
い
て

い
る
︒
あ
る
時
代
の
作
品
を
学
校
の
実
践
と
関
連
付
け
る
こ
と
は
︑
そ
れ
ゆ
え
あ
る
時
代
と
あ
る
社
会
の
象
徴
主
義
に
関
わ
っ
て
い
る
作
品
が
何

を
︿
宣
言
し
て
い
る
﹀
の
か
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
れ
が
何
を
︿
裏
切
っ
て
い
る
﹀
の
か
を
説
明
す
る
手
段
の
一
つ
を
手
に
入
れ
る
こ
と
な
の
だ
︒

 

　
 

学
校
は
王
国
の
中
の
王
国
だ
と
か
︑
学
校
に
よ
っ
て
文
化
は
絶
対
的
に
始
ま
っ
た
と
か
い
う
こ
と
で
︑
説
明
の
た
め
の
研
究
を
や
め
て
し
ま
え

ば
︑
そ
れ
は
疑
い
も
な
く
ま
っ
た
く
ナ
イ
ー
ヴ
だ
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
な
い
︒
し
か
し
︑
学
校
は
そ
の
機
能
の
論
理
に
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
伝
達

す
る
文
化
の
内
容
と
精
神
を
変
形
さ
せ
︑
定
義
す
る
と
い
う
事
実
を
無
視
す
る
の
は
も
っ
と
ナ
イ
ー
ヴ
で
あ
る
︒
ス
コ
ラ
学
的
思
想
の
場
合
ほ

ど
こ
の
こ
と
が
真
実
で
あ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
︒
あ
る
学
校
の
思
想
と
い
う
の
は
そ
の
最
も
核
心
的
な
主
張
を
︑
そ
れ
が
置
か
れ
て

い
た
思
想
の
諸
学
校
に
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る（
（1
（

︒
確
か
に
マ
ル
テ
ィ
ン
・
グ
ラ
ー
プ
マ
ン
が
言
う
よ
う
に
︑
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
著
作
は
学

校
か
ら
学
校
の
中
で
直
接
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
︑
し
か
し
な
が
ら
﹃
神
学
大
全
﹄
は
﹁
学
校
の
た
め
に
お
お
む
ね
書
か
れ
て
い

る（
（1
（

︒﹂
そ
れ
は
つ
ま
り
︑﹃
神
学
大
全
﹄
で
見
事
に
示
さ
れ
て
い
る
解
釈
と
思
考
の
方
法
論
は
一
三
世
紀
の
パ
リ
大
学
の
組
織
と
教
育
伝
統
に
負
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
教
育
機
能
を
ト
マ
ス
は
は
っ
き
り
と
自
著
作
に
託
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒︵149

︶
そ
れ
ゆ
え
例
え
ば
﹁
権

威
﹂
の
中
に
秘
め
ら
れ
た
意
味
を
︿
見
え
る
よ
う
に
す
る
﹀
こ
と
を
特
に
厳
し
く
命
じ
ら
れ
て
い
る
何
よ
り
教
育
的
な
命
令
の
実
行
を
︑
明
晰
さ

の
原
理
に
あ
る
も
の
が
無
視
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
︒
ギ
ョ
ー
ム
・
ド
・
ト
ッ
コ
が
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
口
述
教
授
法
を
名
づ

け
た
表
現
︑﹁
効
率
的
で
自
由
で
簡
明
な
話
し
方
﹂︵m

odus dicendi com
pendiosus, apertus et facilis

︶
は（
11
（

︑
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
も
﹃
神
学

大
全
﹄
の
序
文
で
言
う
よ
う
に
︑﹁
初
学
者
の
教
育
の
た
め
に
適
し
て
い
る
﹂︵congruit ad eruditionem

 incipientum

︶
の
で
あ
る
︒
実
際
ト
マ

ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
問
題
と
命
題
と
不
必
要
な
コ
メ
ン
ト
の
増
加
と
秩
序
と
脈
絡
の
欠
如
は
︑
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
の
議
論
に
委
ね
ら
れ
た
説

明
に
特
徴
的
だ
と
捉
え
︑
不
断
に
簡
略
化
す
る
こ
と
で
︑
そ
れ
ら
を
科
目
編
成
と
一
致
し
た
計
画
的
明
晰
さ
に
差
し
替
え
よ
う
と
し
て
い
る
︒
そ

の
計
画
は
著
作
で
姿
を
現
し
︑﹁
聴
衆
の
心
に
退
屈
さ
と
混
乱
を
生
む
﹂
的
外
れ
で
長
す
ぎ
る
一
節
や
︑
う
ま
い
言
い
回
し
で
あ
る
が
不
必
要
な
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繰
り
返
し
を
削
除
し
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
計
画
に
払
わ
れ
た
配
慮
が
そ
れ
を
は
っ
き
り
目
に
見
え
る
も
の
に
し
た
い
と
い
う
欲
望
に
変
わ

る
反
面
︑
釈
義
の
構
造
が
学
習
訓
練
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
思
考
様
式
に
よ
っ
て
教
育
機
関
を
裏
切
り
︑︿
問
題
﹀
を
︿
討
議
﹀
の
﹁
調
書
﹂
の
よ

う
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
︒
こ
の
思
考
様
式
は
同
時
に
教
育
技
術
で
も
あ
る
の
だ
が
︑
そ
の
中
に
︵
都
市
の
生
活
様
式
と
緊
密
に
連
動
し
︶
聖
堂

学
校
と
大
学
の
発
展
と
結
び
つ
い
た
﹁
創
意
工
夫
﹂
が
あ
る
の
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
︒

　

一
〇
世
紀
か
ら
一
二
世
紀
の
間
に
知
の
在
処
が
移
動
し
︑
そ
の
結
果
学
校
も
シ
フ
ト
し
た
の
で
︑
知
識
人
の
関
心
や
生
活
ス
タ
イ
ル
が
根
本
的

に
変
化
し
た
︒
文
化
は
田
舎
で
隔
絶
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
修
道
院
を
去
り
︑︵150

︶
新
し
い
学
校
が
司
教
座
や
都
市
の
中
心
部
に
建
て
ら

れ
︑
そ
れ
ら
は
新
し
い
欲
求
に
答
え
︑
新
し
い
議
論
に
加
わ
っ
た
の
で
︑
組
織
や
活
動
に
は
共
同
体
の
特
徴
が
反
映
さ
れ
た（
1（
（

︒
時
期
的
に
近
接
し

て
い
る
が
︑
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
ベ
ッ
ク
大
学
校
と
ア
ベ
ラ
ー
ル
の
い
た
聖
ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ヴ
校
は
別
世
界
だ
っ
た
︒
一
方
の
大
修
道
院
の
修
道

院
学
校
は
厳
し
い
教
育
シ
ス
テ
ム
を
有
し
︑
一
つ
の
規
則
に
従
い
︑
慈
愛
の
価
値
に
支
配
さ
れ
て
い
た
が
︑
中
心
に
は
︿
レ
ク
チ
オ
﹀︑
す
な
わ

ち
読
み
︑
コ
メ
ン
ト
し
︑
聖
句
に
集
中
し
て
瞑
想
す
る
こ
と
を
す
え
て
い
た
︒
も
う
一
方
の
パ
リ
大
学
の
初
期
形
態
で
は
︑
競
合
す
る
専
門
校
の

ラ
イ
バ
ル
た
ち
が
︿
デ
ィ
ス
プ
タ
チ
オ
﹀︑
す
な
わ
ち
討
論
を
行
っ
た
が
︑
こ
れ
は
重
要
な
機
能
を
帯
び
て
い
た
︒
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ほ
ど
に
も
違

っ
た
環
境
で
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
タ
イ
プ
の
知
的
関
心
や
思
考
方
法
や
心
の
修
養
が
通
じ
合
う
の
は
驚
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
修
道
士
の
仕

事
は
教
え
る
こ
と
で
は
な
い
︑
憐
れ
む
こ
と
だ
︒︵M

onachi non est docere, sed lugere.

︶﹂
修
道
院
の
神
秘
的
で
非
討
論
的
な
伝
統
と
は
︑

信
仰
の
合
理
化
へ
の
ス
コ
ラ
学
の
関
心
は
対
照
を
な
し
て
い
る
が
︑
と
は
い
え
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
か
つ
て
示
し
た
よ
う
に
︑
そ
れ
は
伝

統
的
知
と
そ
の
知
の
伝
達
方
法
の
習
慣
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
ス
コ
ラ
学
的
思
考
は
多
く
の
特
質
を
︑
ス
コ
ラ
学
の
機
関
の
機
能

に
特
有
な
論
理
か
ら
導
き
出
し
て
い
る
︒
そ
の
機
関
を
通
し
て
︑
そ
の
機
関
の
た
め
に
︑
つ
ま
り
ス
コ
ラ
学
の
機
関
が
普
遍
的
に
機
能
す
る
よ
う

に
そ
れ
は
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
ス
コ
ラ
学
的
思
考
の
起
源
が
ピ
エ
ー
ル
・
ア
ベ
ラ
ー
ル
が
教
会
法
学
者
に
な
ら
っ
て
大
学
で
の

演
習
に
導
入
し
た
﹃
然
り
と
否
﹄︵Sic et N

on

︶
の
技
法
で
あ
ろ
う
と
︑︵151
︶
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
︑
と
り
わ
け
﹃
ト
ピ
カ
﹄
で
あ
ろ
う

と（
11
（

︑︿
討
論
﹀
は
対
極
の
も
の
を
和
解
さ
せ
る
た
め
の
方
法
論
と
し
て
疑
い
も
な
く
教
育
機
関
に
は
最
も
典
型
的
な
産
物
で
あ
る
︒
そ
れ
は
導
入

さ
れ
る
や
否
や
︑
特
別
な
機
能
と
教
師
に
よ
っ
て
専
門
化
さ
れ
た
形
姿
を
つ
か
っ
て
一
貫
し
た
学
理
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
そ
れ
は
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典
型
的
な
哲
学
教
師
然
と
し
た
哲
学
と
︿
永
遠
の
哲
学
﹀
で
あ
る
哲
学
史
の
場
合
の
よ
う
に
︑
た
と
え
架
空
の
和
解
に
よ
っ
て
で
も
で
あ
る
︒

　

こ
の
分
析
に
広
い
活
動
の
場
を
与
え
る
た
め
に
︑︵
そ
し
て
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
︑
ス
コ
ラ
学
者
と
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
場
合
同

様
︑
す
べ
て
の
文
明
に
﹁
メ
ン
タ
ル
・
ハ
ビ
ッ
ト
﹂
と
呼
べ
る
も
の
が
働
い
て
い
る
と
指
摘
す
る
こ
と
で
︑
こ
の
拡
張
に
道
を
拓
い
た
の
で
あ
る

が
︶︑
教
育
機
関
の
あ
る
社
会
で
生
き
て
き
た
文
化
人
の
思
考
を
形
成
す
る
図
式
が
︑︵
そ
れ
は
例
え
ば
修
辞
法
の
教
科
書
で
は
言
語
像
︑
思
考
像

と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
な
発
言
の
構
成
原
理
の
よ
う
な
も
の
だ
が
︶︑
民
俗
学
者
が
︑
こ
う
し
た
制
度
を
も
た
な
い
社
会
に
生
き
る
個
人
の
儀
式

や
神
話
の
よ
う
な
創
造
物
の
分
析
か
ら
見
つ
け
出
し
た
無
意
識
の
図
式
と
同
じ
機
能
を
果
た
す
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
デ

ュ
ル
ケ
ー
ム
や
モ
ー
ス
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑﹁
個
別
化
の
原
始
的
形
態
﹂
と
同
じ
機
能
を
も
つ
も
の
は
意
識
に
よ
る
把
握
対
象
に
も
な
ら
な
い

し
︑
明
示
的
方
法
論
的
な
伝
達
対
象
で
も
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
に
加
え
て
︑
学
校
に
よ
っ
て
教
え
込
ま
れ
た
文
化
を
呼
ぶ
の
に
ハ
ビ
ト
ゥ

ス
と
い
う
ス
コ
ラ
学
の
概
念
を
使
う
こ
と
で
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
︑
文
化
が
共
通
コ
ー
ド
で
も
︑
共
通
の
問
題
解
決
の
共
通
の
切

り
札
で
も
︑
特
殊
で
特
殊
化
さ
れ
た
思
考
形
態
で
も
な
い
と
言
っ
て
い
る
︒︵152

︶
そ
れ
は
む
し
ろ
︑
以
前
に
同
化
さ
れ
︑
特
殊
な
状
況
に
直

接
当
て
は
め
れ
ば
︑︵
作
曲
と
似
て
い
る
が
︶
創
意
次
第
で
そ
こ
か
ら
特
殊
な
図
式
が
無
限
に
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
な
︑
一
連
の
基
礎
図
式
な
の

で
あ
る
︒
こ
の
︿
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
﹀
は
︑
ノ
ア
ム
・
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
氏
の
﹁
生
成
文
法
﹂
か
ら
の
類
推
で
︑
あ
る
文
化
に
特
徴
的
な
あ
ら
ゆ
る
思
考

と
知
覚
と
行
動
を
生
み
出
す
こ
と
を
許
す
内
部
図
式
の
シ
ス
テ
ム
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
が
こ
の
ゴ
シ

ッ
ク
建
築
と
神
学
大
全
と
い
う
具
体
的
で
特
殊
な
議
論
か
ら
引
き
出
そ
う
と
試
み
た
の
は
も
し
か
す
る
と
︑
つ
ま
る
と
こ
ろ
﹁
内
的
形
相
﹂︑
ヴ

ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑﹁
作
業
モ
ー
ド
﹂
と
い
わ
れ
る
も
の
で
︑
神
学
者
の
思
考
も
建
築
家
の
図
面
も
生

み
出
し
︑
一
三
世
紀
の
文
明
を
統
括
し
て
い
た
も
の
だ
︒

　

そ
れ
ゆ
え
︑
現
象
面
で
は
異
な
っ
て
い
る
世
界
の
領
域
で
︑
思
考
と
行
動
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
適
用
で
き
る
特
殊
な
図
式
を
生
み
出
そ
う
と

い
う
こ
の
一
般
的
な
態
度
表
明
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
︒
ロ
ベ
ー
ル
・
マ
リ
シ
ャ
ル
氏
は
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏

の
示
し
た
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
解
釈
を
明
ら
か
に
参
照
し
な
が
ら
︑
ゴ
シ
ッ
ク
の
書
体
と
建
築
の
間
の
驚
く
べ
き
相
同
性
の
い
く
つ
か
と
そ
の
明
確
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な
進
化
を
主
張
し
て
い
る
︒﹁
オ
ジ
ー
ヴ
︵
丸
天
井
の
対
角
線
リ
ブ
︶
の
変
化
は
す
で
に
か
な
り
早
く
一
一
世
紀
に
始
ま
っ
た
︒
オ
ジ
ー
ヴ
は
西

欧
で
は
一
〇
七
五
年
頃
に
現
れ
た
︒
建
築
学
者
が
最
初
の
リ
ブ
の
交
差
形
に
出
会
う
の
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
公
国
で
あ
り
︑
イ

ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
は
﹁
決
定
的
ス
タ
イ
ル
﹂
に
な
っ
た
︒
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
公
国
で
こ
の
変
化
が
最
初
に
始
ま
っ
た
︒

︵･･･

︶︵154
︶
イ
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
と
ピ
カ
ル
デ
ィ
ー
で
は
ゴ
シ
ッ
ク
の
書
体
が
正
規
化
さ
れ
て
い
た（
11
（

︒﹂
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏

が
ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂
で
働
い
て
い
る
と
す
る
︿
作
業
モ
ー
ド
﹀
は
︑
ま
た
ゴ
シ
ッ
ク
の
写
本
の
書
体
の
中
に
も
現
れ
て
い
る（
11
（

︒︵
︙
︶︵157

︶
ま

っ
た
く
異
な
っ
た
分
野
と
表
現
の
体
系
が
︑
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
が
提
示
し
た
解
釈
の
体
系
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に

R
・
マ
リ
シ
ャ
ル
氏
の
分
析
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
︑
明
証
性
の
原
理
と
対
極
和
解
の
原
理
を
内
面
化
し
た
も
の
と
定
義
さ
れ
て
い
る
︿
ハ
ビ
ト

ゥ
ス
﹀
が
写
字
生
の
日
々
の
仕
事
の
中
で
形
成
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
︑︿
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
﹀
が
特
殊
な
実
践
の
特

別
な
論
理
の
中
で
具
体
的
に
発
動
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る（
11
（

︒︵･･･

︶︵159

︶
こ
の
よ
う
に
︑
神
学
的
思
考
法
と
建
築
学
的
空
間
の
構
成
を

決
定
す
る
原
理
に
従
う
と
︑
独
創
的
で
︑
よ
り
一
般
的
な
図
式
に
還
元
可
能
な
結
論
と
成
果
に
達
す
る
︒
加
え
て
文
化
的
作
品
の
す
べ
て
の
制
作

を
支
配
し
て
い
る
原
理
を
書
字
に
応
用
す
る
こ
と
は
︑
他
の
原
理
と
は
異
な
り
ス
コ
ラ
学
者
た
ち
が
名
づ
け
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
原
理
に
従

う
こ
と
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
︑
原
理
に
従
う
方
法
を
定
義
す
る
原
理
だ
か
ら
で
あ
る
︒
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
を
構
成
す
る
操
作
は
ゴ

シ
ッ
ク
建
築
の
例
に
も
あ
る
よ
う
に
︑
一
種
の
無
限
の
複
製
に
よ
っ
て
極
限
ま
で
推
し
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
︒
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
を
文
法
を
生
成

す
る
操
作
と
捉
え
れ
ば
︑
そ
れ
は
仮
想
性
を
有
す
る
す
べ
て
の
具
体
的
な
文
を
生
成
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
特
に
外
部
か
ら
課
さ
れ

た
意
識
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
は
完
全
に
予
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

　

ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
ス
コ
ラ
学
的
︿
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
﹀
の
中
に
︑
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
様
式
の
説
明
だ
け
で
は
な
く
︑﹁
見
た
目
は

不
規
則
だ
が
︑
実
際
は
執
拗
に
一
貫
し
た
﹂
進
化
が
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
原
理
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
︒
そ
れ
は
さ
ら
に
三
つ
の
建
築
学

の
︿
問
題
﹀
解
決
の
た
め
の
詳
細
な
分
析
を
見
せ
て
い
る
︒
身
廊
の
壁
の
造
り
の
進
化
に
関
し
て
ハ
リ
ー
・
ボ
ー
バ
ー
氏
が
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
の

提
示
し
た
﹁
弁
証
法
的
﹂
図
式
の
正
当
性
を
疑
問
視
し
︑
こ
の
進
化
の
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
で
は
﹁
一
連
の
個
人
的
解
決
は
あ
り
︑
そ
れ
は
独
創
的
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で
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
が
︑
相
互
に
関
連
し
て
い
な
い（
11
（

﹂
こ
と
が
わ
か
る
と
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
単
に
彼
が
︑︿
作
業
モ
ー
ド
﹀
の
起
動
す
る
論
理

を
誤
解
し
て
い
る
か
ら
だ
︒︵160

︶
そ
れ
に
対
し
て
︑
疑
い
も
な
く
ピ
エ
ー
ル
・
モ
ン
ト
ロ
や
ユ
ー
グ
・
リ
ベ
ル
ジ
エ
ル
の
解
決
は
創
意
工
夫

や
創
作
行
為
を
主
張
し
て
お
り
︑
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
言
う
意
味
で
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
独
創
的
な
も
の
だ
︒
し
か
し
予
測
不
可
能
な
斬
新
さ
を
作

り
出
す
も
の
が
何
か
に
つ
い
て
説
明
す
る
原
理
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
︒
こ
の
た
め
に
︑
こ
の
︿
問
題
﹀
一
つ
一
つ
か
︑
あ
る

い
は
よ
り
よ
く
言̀
え
ば
︑
歴
史
の
発
展
の
中
で
そ
れ
が
と
る
こ
と
の
で
き
る
継
続
的
形
姿
の
一
つ
一
つ
か
が
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
︑
た

だ
あ
る
種
の
問
題
を
か
か
え
た
︑
す
な
わ
ち
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
求
め
る
あ
る
種
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
的
な
手
段
で
武
装
し
た
精
神
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
最
終
解
決
に
向
か
う
継
続
的
解
決
は
基
盤
に
あ
る
思
想
の
図
式
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解

さ
れ
る
が
︑
そ
の
思
考
は
同
時
に
︑
図
式
に
還
元
で
き
な
い
予
測
不
可
能
な
解
決
が
あ
る
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
︒
別
の
分
野
で
は
︑
ほ
ん
の

些
細
な
言
語
行
為
で
あ
っ
て
も
︑
文
法
規
則
に
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
一
致
し
て
い
る
の
が
そ
れ
に
当
た
る
︒
こ
こ
か
ら
︿
作
業
モ
ー
ド
﹀
は
︿
作

業
品
﹀
だ
け
に
姿
を
現
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
︿
機
能
主
義
者
﹀
の
テ
ー
ゼ
と
︿
幻
想
主
義
者
﹀
の
テ
ー
ゼ
の
対
立
を
越
え
る
試
み
が
必
要
な
の
は
︑
疑
い
も
な
く
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
︒
オ

ジ
ー
ヴ
の
対
角
線
リ
ブ
と
ゴ
シ
ッ
ク
書
体
の
出
現
の
相
同
が
そ
の
一
例
で
あ
る
︒
こ
の
二
つ
の
技
術
的
創
意
の
間
に
は
何
の
関
連
も
な
い
し
︑
そ

の
二
つ
と
も
が
丸
天
井
よ
り
尖
頭
ア
ー
チ
を
優
勢
に
し
た
の
は
ま
っ
た
く
の
偶
然
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒﹁
確
か
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
写
字
生
が
ペ

ン
を
斜
め
に
切
っ
た
の
も
︑
左
官
が
交
差
リ
ブ
で
ボ
ー
ル
ト
を
作
っ
た
の
も
偶
然
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
︑
こ
の
二
つ
の
行
為
が
一
般
的
に
な
り
︑

様
式
の
誕
生
と
な
っ
た
こ
と
は
偶
然
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
︒︵161
︶
そ
の
二
つ
は
あ
る
種
の
イ
ギ
リ
ス
様
式
の
趣
味
へ
の
応
答
で
あ
っ
た
の

で
︑
高
み
へ
の
せ
り
上
が
り
や
︑
絵
画
的
な
遠
近
法
効
果
や
︑
光
と
影
の
遊
び
と
い
っ
た
も
の
が
教
会
の
身
廊
や
大
聖
堂
の
側
廊
に
も
︑
写
本
の

ペ
ー
ジ
に
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る（
11
（

︒﹂
あ
る
様
式
の
最
終
的
な
真
実
は
最
初
の
霊
感
の
芽
生
え
に
は
書
き
込
ま
れ
て
い
な
い
︒
そ

れ
は
生
成
す
る
う
ち
に
徐
々
に
意
味
を
な
し
︑
さ
ら
に
意
味
を
更
新
し
︑
自
分
自
身
と
一
致
し
︑
自
分
に
反
発
し
な
が
ら
︑
自
分
を
形
成
し
て
い

く
︒
そ
れ
は
︑
図
式
に
規
定
さ
れ
た
タ
イ
プ
と
︑
多
か
れ
少
な
か
れ
革
新
的
解
決
で
武
装
さ
れ
た
精
神
の
た
め
に
精
神
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
問
題

と
の
間
を
絶
え
間
な
く
行
き
来
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
同
じ
図
式
を
適
用
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
が
︑
最
初
の
図
式
を
変
形
す
る
こ
と
が
で
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き
る
︒
様
式
と
意
味
の
一
致
が
構
成
さ
れ
︑
そ
れ
は
後
に
な
っ
て
か
ら
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
最
終
的
に
成
功
を
収
め
る
作
品
に
最
初
か
ら
備

わ
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
︑
時
系
列
の
さ
ま
ざ
ま
な
瞬
間
を
簡
単
な
準
備
的
ス
ケ
ッ
チ
に
事
後
的
に
作
り
か
え
る
︒
も
し
様
式
の
進
化
が
予
測
不

可
能
な
斬
新
さ
の
継
続
的
創
造
と
し
て
で
は
な
く
︑
前
へ
の
跳
躍
も
後
ろ
へ
の
跳
躍
も
排
除
し
な
い
進
歩
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
は

芸
術
家
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
が
図
式
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
常
に
選
択
を
志
向
し
て
い
る
た
め
だ
︒
そ
れ
は
熟
考
の
産
物
で
は
な
い
が
︑
少
な
か
ら
ず
体

系
的
で
あ
り
︑
ま
た
整
理
さ
れ
て
お
ら
ず
最
終
目
的
に
し
っ
か
り
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
し
か
し
後
で
よ
う
や
く
明
ら
か
に
な
る
あ
る

種
の
最
終
版
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
︒
諸
作
品
を
一
連
の
重
要
な
関
係
に
よ
っ
て
一
つ
に
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
は
︑
偶
然
性

と
︑
絶
え
ざ
る
自
己
生
成
と
自
己
破
壊
と
自
己
再
生
を
繰
り
か
え
す
意
味
の
連
合
の
中
で
︑
そ
し
て
そ
の
連
合
に
よ
っ
て
自
動
で
自
己
構
成
を
達

成
す
る
︒
そ
の
原
理
は
無
意
識
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
定
着
し
︑︵162

︶
技
術
史
上
の
偶
然
を
意
味
連
関
に
導
く
こ
と
で
様
式
史
に
永
続
的
に
変

換
す
る
︒
解
決
の
原
理
の
名
の
も
と
に
障
害
と
困
難
が
作
り
出
さ
れ
る
の
で
︑
解
決
が
示
す
当
座
の
最
終
版
は
よ
り
高
次
の
最
終
版
を
内
に
秘
め

て
い
る
こ
と
も
あ
る
︒

　

そ
れ
は
︑
最
終
的
な
意
味
に
向
か
っ
て
進
む
プ
ロ
セ
ス
の
起
点
に
な
る
よ
う
な
重
要
な
偶
発
事
か
ら
意
味
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

る
︒
そ
れ
は
思
考
と
知
覚
と
行
為
の
図
式
の
シ
ス
テ
ム
論
理
に
そ
っ
て
知
覚
さ
れ
︑
問
わ
れ
︑
扱
わ
れ
る
︒
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏

が
︑
カ
ー
ン
と
ダ
ラ
ム
の
オ
ジ
ー
ヴ
の
丸
天
井
が
働
く
よ
り
先
に
語
り
始
め
た
の
を
見
た
と
き
︑
そ
の
反
対
に
飛
び
梁
が
語
る
よ
り
先
に
働
く
の

を
見
た
と
き
︑
そ
し
て
そ
の
他
の
建
築
物
が
同
時
に
話
し
︑
働
く
の
を
や
め
な
い
の
を
見
た
と
き
︑
彼
は
そ
れ
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
︒
リ
ブ
・

ボ
ー
ル
ト
で
あ
れ
︑
ゴ
シ
ッ
ク
書
体
の
文
綴
で
あ
れ
︑
飛
び
梁
で
あ
れ
人
間
の
作
品
は
︑
ス
コ
ラ
学
の
用
語
を
使
え
ば
︑︿
意
図
﹀︵intention

︶

を
も
っ
て
い
る
が（
11
（

︑
そ
れ
が
曖
昧
な
の
は
︑
作
品
が
純
粋
に
技
術
的
な
機
能
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
賞
賛
さ
れ
る
の
か
︑
あ
る
い
は
﹁
見
た
目
﹂
か

ら
な
の
か
が
判
然
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
客
観
的
意
図
は
制
作
者
の
意
図
に
は
決
し
て
還
元
で
き
な
い（
11
（

﹁
形
を
優
先
し
た
関
心（
11
（

﹂
で
あ

り
︑
彼
が
社
会
と
時
代
と
階
級
に
属
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
思
考
と
知
覚
と
行
為
の
図
式
の
機
能
で
あ
る（
1（
（

︒
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
は
︑
対

象
を
定
義
す
る
重
要
な
関
係
の
具
体
的
な
シ
ス
テ
ム
か
ら
︑
対
象
の
解
釈
の
範
疇
を
導
き
出
す
必
要
が
あ
り
︑︵163

︶
そ
の
妥
当
性
は
発
見
教

授
的
な
多
産
性
と
解
釈
シ
ス
テ
ム
の
一
貫
性
に
従
っ
て
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
様
式
を
完
成
の
基
準
で
測
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
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し
た
ら
︑
私
た
ち
は
結
果
的
に
不
毛
な
質
問
や
架
空
の
議
論
に
陥
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
良
い
例
が
﹁
機
能
主
義
者
﹂
と
﹁
技
巧
主
義
者
﹂
の
間

の
対
立
で
あ
る
︒
も
う
少
し
詳
細
に
言
え
ば
︑
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
の
﹁
古
典
ゴ
シ
ッ
ク
﹂
と
い
う
言
葉
で
ゴ
シ

ッ
ク
盛
期
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
が
︑
ゴ
シ
ッ
ク
の
﹁
古
典
性
﹂
の
特
殊
な
規
範
を
定
義
し
よ
う
と
す
る
代
わ
り
に
︑
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
の
造

形
規
範
を
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
に
当
て
は
め
る
解
釈
に
し
ば
し
ば
陥
っ
て
い
る
︒﹁
合
理
主
義
﹂
の
概
念
に
も
同
様
の
分
析
が
疑
い
も
な
く
な
さ
れ
て

い
る
︒
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
の
い
う
﹁
中
世
合
理
主
義
﹂
は
ヴ
ィ
オ
レ
・
ル
・
デ
ュ
ク
﹇
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
建
築
学
者
︒
構
造
主

`

`

`

義

的
建
築
学
を
提
唱
し
た
﹈
の
理
解
し
た
も
の
だ
と
同
じ
だ
し
︑
ポ
ル
・
ア
ブ
ラ
ハ
ム
﹇
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
建
築
家
﹈
の
い
う
﹁
幻
想
主
義
﹂
に
も
同
じ

こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
完
成
と
い
う
指
標
で
定
義
さ
れ
て
い
る
ゴ
シ
ッ
ク
の
﹁
古
典
性
﹂
は
︑
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
に
せ
よ
︑
超
歴

史
的
な
有
効
性
で
保
証
さ
れ
た
﹁
古
典
﹂
と
い
う
概
念
な
の
で
あ
る
︒
同
質
の
要
素
が
同
数
の
階
層
に
分
割
さ
れ
て
い
る
大
聖
堂
の
建
築
を
考
察

す
る
た
め
に
︑
ヴ
ィ
オ
レ
・
ル
・
デ
ュ
ク
氏
は
つ
と
め
て
技
術
的
な
説
明
を
提
案
す
る
︒
同
じ
形
を
繰
り
返
し
︑
同
じ
母
線
を
採
用
す
る
の
は
描

線
︵
す
な
わ
ち
設
計
図
︶
の
数
の
節
約
の
た
め
だ
︑
と
︒﹁
な
ぜ
な
ら
感
覚
も
ま
た
一
種
の
理
性
で
あ
る
﹂︵nam

 et sensum
 ratio quaedam

 est

︶

と
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
言
っ
た
が
︑
こ
れ
は
﹁
視
覚
が
論
理
を
も
つ
﹂
こ
と
を
最
も
的
確
に
説
明
し
て
い
る
︒︵164

︶
一
二
︑
一
三
世
紀

の
す
べ
て
の
文
化
財
の
中
に
客
観
的
意
図
に
内
在
す
る
曖
昧
さ
が
住
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒

　

し
か
し
な
が
ら
︑
生
成
文
法
と
し
て
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
概
念
に
含
意
さ
れ
て
い
る
美
術
史
の
哲
学
は
︑
あ
る
様
式
が
完
成
の
域
に
達
し
た
時
代

に
あ
ま
り
に
も
う
ま
く
︑
そ
し
て
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
だ
け
に
適
用
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

厳
密
に
言
え
ば
︑
新
し
い
発
見
術

を
発
見
す
る
の
で
は
な
く
︑
こ
れ
ま
で
受
け
継
い
で
き
た
発
見
術
の
能
力
を
使
い
つ
く
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

実
際
︑
あ

た
か
も
時
系
列
が
論
理
系
列
か
ら
演
繹
さ
れ
う
る
と
か
︑
歴
史
と
は
︑
論
理
的
に
可
能
な
も
の
︑
つ
ま
り
様
式
が
体
系
的
に
自
己
完
成
し
つ
つ
あ

る
場
所
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
新
し
い
生
成
文
法
が
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
の
破
壊
と
危
機
の
時
代
は
ど
う
な
の

か
？　

我
々
は
シ
ゲ
ル
ス
修
道
院
長
の
よ
う
な
時
代
と
環
境
の
も
つ
美
的
伝
統
を
破
壊
す
る
革
新
者
た
ち
を
前
に
し
て
︑
今
回
は
創
造
的
個
人
の

還
元
不
可
能
性
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？
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事
実
︑
こ
の
創
造
的
図
式
の
創
造
力
を
説
明
す
る
た
め
に
︑
創
作
者
の
︿
個
体
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
﹀
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
は
言

っ
て
み
れ
ば
︑
一
人
の
存
在
者
を
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
に
す
る
一
連
の
行
為
を
︑
外
見
上
い
か
に
ば
ら
ば
ら
に
見
え
て
も
︑
統
一
し
説
明
す
る
原

理
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
体
系
的
な
伝
記
は
︑
伝
統
的
な
図
像
学
が
作
品
と
作
者
の
美
的
哲
学
的
原
理
の
間
に
つ
く
る
関
係
を
ひ
っ
く
り
返
し
て

し
ま
う
︒
シ
ゲ
ル
ス
が
歴
史
家
に
﹃Liber de R

ebus in A
dm

inistratione Sua G
estis

﹄
と
﹃Libellus A

lter de C
onsecratione Ecclesiae Sancti 

D
yonisii

﹄
で
示
し
た
図
像
学
的
解
説
を
読
め
ば
︑
こ
の
改
革
者
が
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
オ
ス
・
ア
レ
オ
バ
ギ
タ
と
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
・
エ
リ

ウ
ゲ
ナ
の
﹁
光
の
形
而
上
学
﹂
の
中
に
︑︵165

︶
驚
く
べ
き
や
り
方
で
彼
の
﹁
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
的
な
﹂
好
み
︵goût

︶
を
光
と
眩
惑
の
美
学

と
し
て
聖
別
し
︑
つ
ま
り
認
可
し
︑
神
聖
視
す
る
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
を
見
つ
け
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
れ
ゆ
え
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
哲
学
的
表
現
を
芸

術
的
実
現
の
原
因
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
ず
︑
そ
れ
で
も
あ
え
て
説
明
を
諦
め
た
く
な
け
れ
ば
︑
字
の
ス
タ
イ
ル
に
も
︑
素
材
や
対
象
や
形
の
選

択
に
も
現
れ
る
好
み
の
根
源
を
別
の
と
こ
ろ
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
現
実
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
ま
と
め
て
理
解
し
よ
う
と
い
う
意
志
の
お

か
げ
で
分
析
に
は
説
得
力
が
で
る
わ
け
だ
が
︑
そ
の
た
め
に
は
ク
レ
ル
ヴ
ォ
の
聖
ベ
ル
ナ
ー
ル
と
シ
ゲ
ル
ス
の
美
的
立
場
の
違
い
︑
あ
る
い
は
二

人
の
伝
記
の
社
会
学
的
に
重
要
な
相
違
点
に
目
を
向
け
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
︒
一
方
に
は
あ
ら
ゆ
る
物
質
的
な
美
の
過
剰
を
過
激
に
拒
否
す
る

隠
者
が
い
る
︒
彼
は
芸
術
に
対
し
て
無
関
心
と
い
う
よ
り
も
︑
む
し
ろ
﹁
否
定
美
学
﹂
を
貫
く
︒
も
う
一
方
に
は
︑
目
を
く
ら
ま
せ
る
も
の
す
べ

て
に
抑
え
が
た
い
好
み
を
感
じ
︑
わ
が
身
を
委
ね
る
隠
者
が
い
る
︒
一
方
に
は
貧
困
家
庭
に
育
っ
た
子
供
︒
彼
は
幼
い
頃
か
ら
教
会
に
行
く
運
命

に
あ
る
︒
教
会
が
彼
を
一
人
前
に
し
て
く
れ
る
︒
も
う
一
方
で
は
︑
若
い
貴
族
の
子
弟
︒
青
年
時
代
の
終
わ
り
に
修
道
院
に
身
を
捧
げ
る
決
心
を

し
︑
絶
対
的
な
厳
格
を
引
き
受
け
る
︒
こ
れ
は
疑
い
も
な
く
シ
ゲ
ル
ス
と
聖
ベ
ル
ナ
ー
ル
を
わ
け
る
シ
ス
テ
ム
の
違
い
を
理
解
す
る
た
め
に
は
十

分
で
あ
ろ
う
︒
あ
ら
ゆ
る
点
︑
あ
ら
ゆ
る
分
野
︑
あ
ら
ゆ
る
信
仰
の
ス
タ
イ
ル
︑
彼
ら
の
宗
教
生
活
の
イ
メ
ー
ジ
︑
彼
ら
の
世
俗
で
の
行
為
︑
彼

ら
の
美
へ
の
態
度
─
そ
れ
は
生
へ
の
全
体
的
視
野
の
一
部
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
─
︑
そ
れ
ら
に
お
い
て
彼
ら
は
対
照
的
で
あ
る
︒
ア
ー
ウ
ィ

ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
が
︑
シ
ゲ
ル
ス
が
育
っ
た
社
会
環
境
︵
そ
し
て
︑
そ
れ
と
切
り
離
せ
な
い
教
会
︶
に
ど
の
よ
う
に
向
き
あ
い
︑
そ
れ
が
ど

れ
ほ
ど
特
異
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
か
を
定
義
し
て
い
れ
ば
︑
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
は
ず
だ
︒
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
自
身
は

は
っ
き
り
と
さ
せ
な
か
っ
た
が
︑
シ
ゲ
ル
ス
が
お
取
り
巻
き
の
鼻
持
ち
な
ら
な
い
連
中
に
対
し
て
わ
ざ
と
肯
定
し
強
調
し
た
煌
び
や
か
さ
や
豪
華
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さ
の
好
み
と
︑︵166

︶
権
力
者
と
の
交
流
の
好
み
と
︑
文
体
の
や
や
嫌
み
な
気
取
り
の
好
み
を
関
連
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
ア
ー

ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
と
一
緒
に
︑
シ
ゲ
ル
ス
の
ち
び
0

0

と
い
う
最
後
の
特
徴
を
付
け
加
え
る
な
ら
︑
肉
体
的
︑
そ
し
て
何
よ
り
社
会
的
﹁
小

さ
さ
﹂
へ
の
偏
見
の
な
い
態
度
の
中
に
個
体
の
個
性
の
も
つ
一
般
化
し
統
一
す
る
原
理
を
︑
そ
し
て
結
果
的
に
︑
革
新
的
行
為
の
個
体
を
理
解
し

説
明
で
き
る
よ
う
に
す
る
原
理
を
見
い
だ
す
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
ゆ
え
過
渡
期
で
変
革
の
時
代
の
研
究
に
お
い
て
あ
る
新
し
い
様
式
の
創
出
の
主
動

因
が
何
か
を
考
え
る
際
︑
最
盛
期
の
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
分
析
を
優
先
す
る
以
外
に
も
別
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
形
成
の
力
が
あ
る
こ
と
を
顧
慮
す
る
こ
と

は
決
し
て
矛
盾
し
て
い
な
い
︒
そ
し
て
建
築
家
で
あ
れ
︑
ス
コ
ラ
学
者
で
あ
れ
︑
古
典
期
の
制
作
者
の
体
系
的
伝
記
は
疑
い
も
な
く
︑
学
問
的
教

化
で
は
完
全
に
は
消
え
な
い
特
異
な
変
異
が
あ
る
こ
と
に
よ
く
注
意
を
払
わ
せ
る
の
で
あ
る
︒

 

　

結
局
︑
修
道
院
長
シ
ゲ
ル
ス
の
改
革
が
歴
史
的
に
成
功
し
た
こ
と
を
説
明
す
る
理
由
の
体
系
を
復
元
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
︑
シ
ゲ
ル
ス

が
彼
の
計
画
を
正
当
化
す
る
た
め
に
召
喚
し
た
事
実
の
い
く
つ
か
を
─
そ
れ
は
か
つ
て
方
法
選
択
の
際
に
切
り
捨
て
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
が

─
疑
い
も
な
く
再
度
導
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
例
え
ば
都
市
化
の
波
や
︑
市
場
や
︑
定
期
市
や
︑
巡
礼
と
い
っ
た
大
き
な
集
会
が
大
き

な
教
会
の
需
要
を
高
め
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
以
上
に
︑
政
治
や
教
会
の
階
層
に
お
け
る
シ
ゲ
ル
ス
の
地
位
と
︑
彼
の
修
道
院
の

特
別
な
意
味
が
彼
の
改
革
に
大
き
な
正
当
性
を
与
え
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
そ
れ
は
美
学
的
な
見
地
か
ら
も
そ
う
な
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
王

と
の
君
臣
関
係
に
お
い
て
は
少
な
く
と
も
︑
建
築
家
た
ち
は
︑
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
ど
ん
な
に
理
不
尽
で
も

課
さ
れ
た
課
題
を
真
面
目
に
う
け
と
る
よ
う
強
要
さ
れ
て
い
た
︒︵167

︶
そ
の
一
例
が
︑解
決
に
一
世
紀
を
要
し
た
西
側
の
フ
ァ
サ
ー
ド
で
あ
る
︒

し
か
し
シ
ゲ
ル
ス
に
よ
る
合
理
的
解
釈
は
い
っ
た
ん
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒﹁
光
の
形
而
上
学
﹂
へ
の
彼
の
示
唆
や
︑
教
会
訪
問
者
数
の
増

加
か
ら
く
る
説
明
は
︑
単
純
で
直
接
的
な
依
存
関
係
を
提
示
し
が
ち
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
ク
ル
ノ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑
そ
の
依
存
関
係
に
﹁
因

果
律
の
順
序
の
中
で
依
存
し
な
い
原
因
の
つ
な
が
り
﹂
が
あ
り
︑
そ
の
原
因
の
﹁
組
み
合
わ
せ
と
出
会
い
が
﹂
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
を
作
っ
た
幸
運
な

偶
然
を
生
み
出
し
た
か
ら
で
あ
る
︒

　

方
法
論
の
卓
越
し
た
展
開
を
前
に
す
る
と
︑
我
々
は
﹃
図
像
学
と
図
像
解
釈
学
﹄
の
中
の
一
節
に
思
い
を
馳
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒﹁
美
術
史
家
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は
︑
自
分
が
し
て
い
る
こ
と
が
何
か
わ
か
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
︑﹃
ナ
イ
ー
ヴ
な
﹄
鑑
賞
者
と
は
区
別
さ
れ
る（
11
（

︒﹂
ソ
シ
ュ
ー
ル
も
同
様
に
︑﹁
人

は
言
語
学
者
に
自
分
が
何
を
し
て
い
る
の
か
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
書
い
た
︒
そ
れ
は
つ
ま
り
︑
エ
ミ
ー
ル
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
氏
が
言

っ
た
よ
う
に
︑﹁
言
語
学
の
問
題
に
手
を
つ
け
る
と
き
は
︑
自
分
が
ど
ん
な
先
行
す
る
事
実
に
無
意
識
の
う
ち
に
専
念
す
る
の
か
﹂
を
見
え
る
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る（
11
（

︒
彼
は
こ
の
本
に
含
ま
れ
て
い
る
認
識
論
的
な
前
提
条
件
の
分
析
を
正
当
化
す
る
た
め
に
引
用
し
た
こ
の

理
論
書
の
中
で
そ
れ
を
行
っ
た
が
︑
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
こ
こ
で
︑
自
分
が
何
を
し
て
い
る
の
か
︑
そ
し
て
そ
れ
を
行
う
こ
と
が

何
を
意
味
す
る
の
か
を
そ
の
瞬
間
ご
と
に
知
っ
て
い
る
と
い
う
条
件
で
の
み
︑
自
分
の
や
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
あ
ざ
や
か
に
示
し
て

見
せ
た
の
で
あ
る
︒
最
も
高
貴
な
科
学
と
し
て
の
最
も
地
味
な
作
業
に
は
︑
こ
れ
ら
の
作
業
に
伴
う
理
論
的
認
識
論
的
意
識
に
匹
敵
す
る
価
値
が

あ
る
の
で
あ
る
︒

註＊  

本
稿
は
2
0
2
3
年
度
科
学
研
究
費
︵
基
盤
研
究
C
﹃
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
歴
史
的
・
文
化
史
的
考
察
﹄︑
課
題
番
号21K

00442

︶
に
よ
る
研
究
成
果
で

あ
る
︒

（
1
） 

J. B
ony, com

pte rendu in B
urlington M

agazine, Vol. 95, 1953, pp. 111-112; R
. B

ranner, A
 N

ote on G
othic A

rchitects and Scholars“, B
urlington 

M
agazine, Vol. 99, 1957, pp. 372 sq. 

（
（
） 

H
ans Sedlm

ayr, D
ie Entstehung der K

athedrale, Zürich 1950. C
f. L. G

rodeck, L’Interprétation de l’art gothique, in: C
ritique , octobre 1952, 

pp. 847-857. et: A
rchitecture gothique et société m

édiévale, in: C
ritique, Janvier 1955, pp. 25-35.

（
（
） 

L. G
rodecki, L’Interprétation de l’art gothique, cit. p. 856.

（
（
） 

社
会
全
体
の
異
な
っ
た
局
面
の
異
な
っ
た
原
理
を
性
急
に
一
つ
に
し
よ
う
と
直
観
主
義
は
躍
起
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
異
な
っ
た
社
会
と
同
じ
社

会
の
異
な
っ
た
シ
ス
テ
ム
の
比
較
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
に
︑
異
な
っ
た
分
野
か
ら
構
造
を
抽
出
し
よ
う
と
い
う
予

備
作
業
を
省
い
て
︑
そ
れ
ら
を
一
足
飛
び
に
異
な
っ
た
構
造
の
軌
跡
に
移
す
の
で
あ
る
︒
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（
（
） 

E. Panofsky, Zum
 Problem

 der B
eschreibung und Inhaltsdeutung von W

erken der bildenden K
unst, in: Logos X

X
I 1932, pp. 103-119; 

Iconography and Iconology. A
n Introduktion to the Study of R

enaissance A
rt. ︻

訳
注
︼
こ
の
論
文
の
初
出
はStudies in Iconology: H

um
anistic 

Them
es in the A

rt of the R
enaissance. ︵N

ew
 York 1939

︶︵
邦
訳
﹃
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
﹄ ︵
浅
野
徹
他
訳
︶
筑
摩
書
房　

二
〇
一
二
年
︶︒

（
（
） 

Panofsky: Ü
ber das Verhältnis der K

unstgeschichte zur K
unsttheorie, in: Zeitschrift für Ä

sthetik und allgem
eine K

unstw
issenschaft 18 (1925), 

pp. 129-161.

（
（
） 

Panofsky: Zum
 Problem

 der B
eschreibung, ibid.

（
（
） 

Panofsky: Ü
ber des Verhältnis, ibid.

（
（
） 

E. Panofsky, Iconography, p. 31.

﹃
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
﹄
三
八
頁
以
下
︒

（
10
） 

E. M
âle, L’A

rt religieux du X
IIe au X

IIIe siècles, Paris 1960, p. 53.

（
11
） 

M
âle

前
掲
書
︑p. 17.

（
1（
） 

E. Panofsky, Iconography, p. 38.　
﹃
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
﹄
五
三
頁
︒

（
1（
） 

Panofsky, Iconography, p. 35, n.1. ﹃
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
﹄
二
四
四
頁
︑
註
三
︒︻
訳
注
︼
こ
こ
で
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
︑
芸
術
作
品
の
解
釈
が
︑﹁
様

式
﹂
に
よ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
同
時
に
そ
の
様
式
は
個
々
の
作
品
の
観
察
か
ら
成
り
立
つ
と
い
う
矛
盾
を
﹁
悪
循
環
﹂
と
は
呼
ば
ず
︑﹁
秩
序
だ

っ
た
循
環
で
あ
る
﹂
と
し
て
い
る
︒

（
1（
） 

エ
ル
ン
ス
ト
・
ガ
ル
と
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ブ
ラ
ン
ナ
ー
が
彼
ら
の
報
告
で
こ
の
証
明
の
﹁
批
判
﹂
を
最
重
要
と
し
た
こ
と
は
意
味
あ
る
こ
と
に
思
え
る
︒

ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
︑
こ
の
表
現
が
よ
り
人
口
に
膾
炙
し
た
口
語
表
現
と
し
て
好
ま
れ
︑
他
の
建
築
家
と
の
関
わ
り
の
中
で
建
築
家
が

使
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
が
︵
註
六
一
︶︑
ガ
ル
は
︑
こ
の
銘
文
が
後
で
つ
け
加
え
ら
れ
た
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
こ
の
本
の
主
張
を
明
確
に
否
定

し
︑
大
聖
堂
の
棟
梁
た
ち
は
自
分
た
ち
の
仕
事
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
し
た
意
識
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
︒
し
か
し
ア
ー

ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
が
︑﹁
一
三
世
紀
の
特
定
の
フ
ラ
ン
ス
の
建
築
家
は
厳
格
な
ス
コ
ラ
的
論
理
に
そ
っ
て
行
動
し
思
考
し
て
い
た
﹂
と
主
張

す
る
こ
と
で
満
足
し
て
い
る
の
は
︑
彼
ら
が
こ
の
論
理
を
定
義
し
て
い
る
思
考
と
行
動
の
図
式
を
反
省
的
に
意
識
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
︒

（
1（
） 

G
. Sem

per: D
er Stil in den technischen und tektonischen K

ünsten, I, 1860, p. 19.

（
1（
） 

J. Sauer, Sym
bolik des K

irchengebäudes und seiner A
usstattung in der A

uffassung des M
ittelalters, Freiburg i.B

r. 1924. 

ザ
ウ
ア
ー
は
オ
ー
タ

ン
の
ホ
ノ
リ
ウ
ス
や
︑
ク
レ
モ
ナ
の
シ
カ
ル
ド
ス
や
︑
ギ
ョ
ー
ム
・
デ
ュ
ラ
ン
の
テ
ク
ス
ト
を
参
照
し
つ
つ
︑
ゴ
シ
ッ
ク
教
会
の
様
々
な
部
分
の
典
礼

的
・
図
像
学
的
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
︒
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（
1（
） 

ガ
ル
は
前
掲
書
で
︑︿
作
業
モ
ー
ド
﹀
を
時
代
精
神
に
帰
し
て
い
る
︒

（
1（
） 
﹁
Ｍ
・
ゴ
ー
ド
ン
は
書
い
て
い
る
︒
一
三
世
紀
は
ラ
イ
バ
ル
校
の
世
紀
だ
︒
優
れ
た
思
想
家
た
ち
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
派
か
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
派

か
︑
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
派
に
結
び
つ
い
て
い
た
︒﹂︵G

. Leff, M
edieval Thought, H

arm
ondsw

orth, 1962, p. 170

︶

（
1（
） 

M
. G

rabm
ann, La som

m
e théologique de saint Thom

as d’A
quin, Paris 1925, p. 13.

（
（0
） 

G
. de Tocco, V

ita s. Thom
ae A

quinatis, p. 86. G
rabm

ann

前
掲
書p.86

か
ら
引
用
︒

（
（1
） 

C
f. G

. Paré (et al.), La renaissance du X
IIe siècle, les écoles et l’enseignem

ent, Paris-O
ttaw

a 1933, p. 21.

（
（（
） 

C
f. M

. G
rabm

ann, G
eschichte der scholastischen M

ethode, vol. II, Fribourg 1911, p. 219 sq.

（
（（
） 

R
obert M

arichal: L’écriture latine et la civilization occidentale, in: C
entre international de Synthèse, L’Écriture et la Psychologie des Peuples, 

X
X

IIe sem
aine de Synthèse, Paris 1964, 232-233.

（
（（
） 

︻
訳
注
︼
こ
こ
で
ブ
ル
デ
ュ
ー
はM

arichal

の
前
掲
書
︵pp.236-240

︶
か
ら
長
い
引
用
を
行
っ
て
い
る
が
紙
幅
の
都
合
上
省
略
す
る
︒
省
略
箇
所
の

内
容
は
︑﹃
神
学
大
全
﹄
の
写
本
の
行
間
の
ス
ペ
ー
ス
︑
色
分
け
︑
イ
ニ
シ
ャ
ル
な
ど
が
教
材
と
し
て
配
慮
さ
れ
て
お
り
︑
大
全
の
論
理
的
構
成
を
反

映
し
て
い
る
こ
と
︑
こ
れ
は
世
俗
文
学
の
写
本
と
際
だ
っ
た
相
違
を
な
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
︒

（
（（
） 

︻
訳
注
︼
こ
こ
で
も
ブ
ル
デ
ュ
ー
はM
arichal
の
前
掲
書
︵pp.240-241

︶
か
ら
長
い
引
用
を
行
っ
て
い
る
が
紙
幅
の
都
合
上
省
略
す
る
︒
省
略
箇
所

で
は
︑
一
一
世
紀
の
写
本
と
一
三
世
紀
の
写
本
が
文
綴
や
文
字
の
飾
り
髭
装
飾
と
い
っ
た
画
面
構
成
に
お
い
て
相
違
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒

（
（（
） 

H
. B

ober, A
rt B

ulletin, vol. 35, 1953, pp. 310-312.

（
（（
） 

M
arichal

前
掲
書
︑p. 233.

（
（（
） 

E. Panofsky, The H
istory of A

rt as a H
um

anistic D
iscipline, p. 11.

（
（（
） 

E. Panofsky, D
er B

egriff des K
unstw

ollens, in: Zeitschrift für Ä
sthetik und allgem

eine K
unstw

issenschaft, X
IV

 1920, pp. 321-339.

（
（0
） 

E. Panofsky

前
掲
書
︑p. 12.

（
（1
） 

﹁
古
典
的
趣
味
は
︑
私
的
な
手
紙
や
法
廷
弁
論
や
勇
者
の
盾
が
芸
術
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
た
︒︵
や
り
過
ぎ
の
美
に
陥
る
危
険
性
も
あ
っ
た
が
︒︶

一
方
︑
現
代
の
趣
味
は
建
築
物
や
灰
皿
が
機
能
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
︒︵
や
り
過
ぎ
の
機
能
性
に
陥
る
危
険
性
も
あ
る
が
︒︶﹂E. Panofsky, 

The H
istory of A

rt, p. 13.

（
（（
） 

E. Panofsky, Iconography, p. 31. ﹃
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
﹄
四
〇
頁
︒

（
（（
） 

E. B
anveniste: Saussure après un dem

i-siècle, in: Problèm
e de linguistique générale, Paris 1966, p. 38.


