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ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
と
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義

　
　

―
「
芸
術
の
美
的
体
制
」
の
二
つ
の
「
場
面
」
の
あ
い
だ
に

―

田
　
中
　
　
均

　

本
稿
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
（
一
九
四
〇
―
）
の
一
九
九
八
年
以
降
の
三
つ
の
著
作
、『
沈
黙
す
る
言
葉
―
―
文
学
の
諸
矛
盾
に
つ
い
て
の
試
論
』

（
一
九
九
八
年（

１
））、『
感
性
的
な
も
の
の
分
割
―
―
美
学
と
政
治
』（
二
〇
〇
〇
年（

２
））、『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
―
―
芸
術
の
美
的
体
制
の
諸
場
面
』（
二
〇
一
一
年（

３
））
を

取
り
上
げ
て
、
西
洋
近
代
の
芸
術
お
よ
び
文
学
を
め
ぐ
る
彼
の
思
想
、
と
り
わ
け
彼
の
「
芸
術
の
美
的
体
制
」
と
い
う
概
念
に
と
っ
て
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義

の
美
学
、
特
に
芸
術
理
論
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。

　

美
学
研
究
の
領
域
で
は
近
年
、ジ
ャ
ッ
ク･

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
議
論
が
注
目
を
集
め
て
い
る
が（

４
）、そ
れ
に
は
以
下
の
よ
う
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
ラ
ン
シ
エ
ー

ル
は
一
九
九
〇
年
代
か
ら
、
西
洋
近
代
の
文
学
・
芸
術
を
め
ぐ
る
経
験
の
あ
り
方
の
変
容
に
つ
い
て
再
検
討
を
進
め
て
お
り
、
十
八
世
紀
後
期
に
、
西
洋
近
代
を

規
定
す
る
芸
術
概
念
、
文
学
概
念
、
お
よ
び
美
術
史
、
美
学
と
い
っ
た
学
問
が
確
立
し
た
過
程
を
、「
芸
術
の
美
的
体
制
」（le�régim

e�esthétique�de�l＇art

）

の
成
立
と
し
て
理
論
化
し
て
い
る
。

　

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
議
論
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、近
代
的
な
芸
術
観
の
成
立
が
際
だ
っ
て
政
治
的
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
定
式
化
し
て
い
る
点
で
あ
る
。「
芸

術
の
美
的
体
制
」
と
い
う
表
現
の
中
の
「
美
的（

５
）」
と
い
う
語
の
語
源
は
、
周
知
の
よ
う
に
「
感
性
」
で
あ
り
、「
芸
術
の
美
的
体
制
」
と
い
う
表
現
に
は
、
芸
術

が
そ
の
外
部
か
ら
は
独
立
し
た
知
覚
や
感
情
の
経
験
の
領
域
に
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
律
的
な
感
性
的
経
験
の
組
織
を
形
成
す
る
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
が
、

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
用
語
法
で
は
、「
政
治
」
と
は
ま
さ
に
感
性
に
関
わ
る
営
み
で
あ
る
。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
通
常
「
政
治
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
統
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治
の
制
度
や
支
配
関
係
の
こ
と
を
「
ポ
リ
ス
」（police

）
と
呼
ぶ
が
、
こ
の
「
ポ
リ
ス
」
の
秩
序
は
、「
見
え
る
も
の
と
見
え
ざ
る
も
の
、
聞
こ
え
る
も
の
と
聞

こ
え
ざ
る
も
の
、
語
り
う
る
も
の
と
語
り
え
な
い
も
の
」
と
い
っ
た
、
感
性
に
関
わ
る
秩
序
に
基
づ
い
て
お
り
、
こ
の
秩
序
を
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、「
感
性
的
な

も
の
の
分
割
」（le�partage�du�sensible

）
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
感
性
的
な
も
の
の
分
割
」
の
秩
序
を
問
い
直
す
こ
と
が
、ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
と
っ

て
の
「
政
治
」
な
の
で
あ
る
。「
芸
術
の
美
的
体
制
」
に
は
、
上
記
の
よ
う
に
芸
術
を
感
性
的
な
対
象
と
み
な
す
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
体
制
は
、
後

述
す
る
よ
う
に
、
感
性
的
な
も
の
の
秩
序
を
転
覆
す
る
運
動
も
引
き
お
こ
す
。
こ
の
よ
う
に
、
近
代
的
芸
術
観
お
よ
び
文
学
観
の
成
立
を
め
ぐ
る
ラ
ン
シ
エ
ー
ル

の
議
論
は
、
近
代
に
お
け
る
芸
術
お
よ
び
文
学
の
政
治
的
な
意
義
を
定
式
化
し
て
い
る
の
で
あ
る（

６
）。

　

ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
芸
術
理
論
は
、
一
方
で
は
、
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
以
降
の
哲
学
を
前
提
と
し
て
芸
術
お
よ
び
文
学
の
生
産
を
理
論
化
し
た
も
の
と
し

て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
に
お
け
る
芸
術
批
評
の
概
念
』（
一
九
二
〇
年
）
な
ど
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
一
方
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
（
一
七
七
〇

－

一
八
三
一
）
の
『
美
学
講
義
』
で
は
、
反
倫
理
的
な
個
人
主
義
と
し
て
非
難
さ
れ
、
さ
ら
に
二
十
世
紀
に
は
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
『
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
』

（
一
九
一
九
年
）
に
よ
っ
て
、
現
実
に
対
す
る
責
任
を
放
棄
し
た
「
主
観
化
さ
れ
た
機
会
原
因
論
」
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
で
、
一
般
的
に
は
個
人
主
義
的
で
唯
美

主
義
的
な
思
想
と
し
て
矮
小
化
さ
れ
て
理
解
さ
れ
て
き
た（

７
）。

　

こ
の
よ
う
に
し
ば
し
ば
反
倫
理
的
・
個
人
主
義
的
と
非
難
さ
れ
て
き
た
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
芸
術
理
論
は
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
よ
る
西
洋
近
代
の
芸
術
・

文
学
の
成
立
史
の
読
み
直
し
の
過
程
に
お
い
て
も
、
同
様
に
評
価
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
ロ
マ
ン
主
義
の
う
ち
に
独
自
の
積
極
的
な
意
義

を
見
出
し
て
い
る
の
か
、
こ
れ
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
芸
術
理
論
、
お
よ
び
西
洋
近
代
の
芸
術
を
め
ぐ
る
諸
理
論
を
理
解
す
る
上
で
も

資
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
ま
ず
、『
感
性
的
な
も
の
の
分
割
―
―
美
学
と
政
治
』
の
記
述
か
ら
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
が
「
芸
術
の
美
的
体
制
」
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
の

か
を
概
観
す
る
。
次
に
、『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
―
―
芸
術
の
美
的
体
制
の
諸
場
面
』
を
参
照
し
て
、
十
八
世
紀
中
期
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
近
代
的
芸

術
観
の
成
立
過
程
を
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
が
い
か
に
し
て
「
芸
術
の
美
的
体
制
」
の
成
立
と
い
う
観
点
か
ら
定
式
化
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
、『
沈

黙
す
る
言
葉
―
―
文
学
の
諸
矛
盾
に
つ
い
て
の
試
論
』
に
お
い
て
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
が
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
美
学
と
り
わ
け
文
学
理
論
の
問
題
点
と
可
能
性

を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
批
判
を
参
照
し
つ
つ
分
析
し
て
い
る
箇
所
を
と
り
あ
げ
て
、「
芸
術
の
美
的
体
制
」
に
お
い
て
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
は
ど
の
よ
う
に
位

置
付
け
ら
れ
る
の
か
確
認
す
る
。

四
校



77 ジャック・ランシエールとドイツ・ロマン主義（田中）

一
、『
感
性
的
な
も
の
の
分
割
』
に
お
け
る
三
つ
の
「
体
制
」

　

本
節
で
は
、「
芸
術
の
美
的
体
制
」
の
規
定
を
概
観
す
る
た
め
に
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
が
『
感
性
的
な
も
の
の
分
割
』（
二
〇
〇
〇
年
）
に
お
い
て
、
現
在
「
芸
術
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
を
め
ぐ
る
三
つ
の
体
制
を
区
別
す
る
箇
所
を
取
り
上
げ
る
。

　

そ
の
箇
所
を
見
る
前
に
、
二
つ
の
点
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
三
つ
の
体
制
は
、
時
代
区
分
の
よ
う
に
歴
史
の
中
で
排
他
的
に
交
替
す

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
「
芸
術
の
美
的
体
制
」
は
近
代
の
芸
術
・
文
学
を
め
ぐ
る
諸
制
度
、
お
よ
び
知
覚
と
感
情
の
あ
り
方
と
密
接
に
結
び
つ

い
て
い
る
が
、
近
代
に
お
い
て
も
他
の
体
制
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

も
う
一
つ
留
意
す
べ
き
な
の
は
、
三
つ
の
体
制
は
様
式
の
よ
う
に
芸
術
作
品
の
属
性
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
一
つ
の

芸
術
作
品
・
文
学
作
品
は
特
定
の
体
制
に
の
み
属
し
、
他
の
体
制
に
は
属
さ
な
い
と
い
う
固
定
さ
れ
た
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
三
つ
の
体
制

は
、
観
賞
者
と
作
品
と
の
関
係
、
観
賞
者
が
作
品
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
受
容
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
同
じ
作
品
が
異
な

る
体
制
の
も
と
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、三
つ
の
体
制
を
概
観
し
よ
う
。
そ
の
第
一
は
、「
イ
メ
ー
ジ
の
倫
理
的
体
制
」（le�régim

e�éthique�des�im
ages

）
で
あ
り
、

こ
の
体
制
に
お
い
て
は
他
の
技
術
か
ら
独
立
し
た
、仮
象
の
生
産
の
技
術
と
し
て
の
「
芸
術
」
独
自
の
意
義
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。「
イ
メ
ー
ジ
の
倫
理
的
体
制
」

で
は
、「
イ
メ
ー
ジ
の
あ
り
方
が
い
か
な
る
点
で
エ
ー
ト
ス

0

0

0

0

、
す
な
わ
ち
個
人
と
集
団
の
あ
り
方
に
関
わ
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
」。
そ
の
代
表
的
な

事
例
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
詩
論
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
詩
の
イ
メ
ー
ジ
が
子
供
や
聴
衆
の
市
民
に
あ
る
種
の
教
育
を
施
し
、
都
市
国
家
に
お
け
る
従
事
活
動
の
分
割

〔
…
〕
の
う
ち
に
組
み
込
ま
れ
る
」
こ
と
が
イ
メ
ー
ジ
の
用
途
と
み
な
さ
れ
る
（PS�28

）。
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
れ
が
仮
象
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
か
現
実
の
そ
れ
で

あ
る
か
に
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
い
か
な
る
教
育
的
効
果
を
及
ぼ
す
か
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
。

　

第
二
は「
諸
芸
術
の
表
象
的
体
制
」あ
る
い
は「
詩
学
的
体
制
」（le�régim

e�représentatif�ou�poétique�des�arts

）で
あ
る
。
こ
の
名
称
の「
表
象
的
」と
は
、

「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
す
な
わ
ち
模
倣
的
再
現
を
指
す
。
ま
た
「
詩
学
的
」
は
諸
芸
術
の
制
作
学
を
指
す
。
こ
の
体
制
は
、「
諸
芸
術
」
を
「
制
作
の
あ
り
方
の
分
類
の

中
で
同
定
」
し
、「
そ
の
結
果
、優
れ
た
制
作
と
、模
倣
の
享
受
と
の
あ
り
方
を
定
義
す
る
」
と
さ
れ
る
（PS�30

）。
こ
の
よ
う
に
、「
諸
芸
術
の
表
象
的
（
詩
学
的
）

体
制
」
は
、「
模
倣
」
と
「
制
作
」
の
あ
り
方
に
応
じ
て
「
諸
芸
術
」
を
分
類
し
体
系
化
す
る
。
こ
の
体
制
は
、
ミ
メ
ー
シ
ス
の
技
術
に
固
有
の
意
義
を
認
め
た

四
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
起
源
を
持
つ
が
、
典
型
的
に
は
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
の
「
古
典
主
義
時
代
」
の
諸
芸
術
、
す
な
わ
ち
「
美
し
い
諸
技
術
」（
複

数
形
）（beaux-arts

）
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
体
制
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
ミ
メ
ー
シ
ス
の
論
理
が
、「
政
治
的
・
社
会
的
な
活
動
の
包
括
的
ヒ
エ
ラ
ル

ヒ
ー
」
と
対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
表
象
可
能
な
も
の
と
不
可
能
な
も
の
の
分
割
、
表
象
さ
れ
る
も
の
に
応
じ
た
諸
ジ
ャ
ン
ル
の
区
別
、

表
現
形
式
が
諸
ジ
ャ
ン
ル
に
、
し
た
が
っ
て
表
象
さ
れ
る
主
題
に
適
用
さ
れ
る
原
理
、
そ
し
て
真
実
ら
し
さ
、
ふ
さ
わ
し
さ
、
照
応
の
原
理
に
即
し
た
類
似
性
の

割
り
当
て
」（PS�29f.

）
が
、「
政
治
的
・
社
会
的
な
活
動
」
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
類
比
的
な
仕
方
で
行
わ
れ
る
。「
諸
芸
術
の
表
象
的
（
詩
学
的
）
体
制
」
に
お

い
て
、
仮
象
を
制
作
す
る
諸
技
術
は
、
そ
の
仮
象
が
「
表
象
」（
模
倣
）
す
る
主
題
が
属
す
る
社
会
的
・
政
治
的
な
階
層
秩
序
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

主
題
の
序
列
に
し
た
が
っ
て
、
諸
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
が
厳
密
に
細
分
化
さ
れ
、
体
系
化
さ
れ
て
い
る
。「
諸
芸
術
の
表
象
的
（
詩
学
的
）
体
制
」
に
お
い
て
、「
諸
芸

術
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
ま
だ
単
数
形
の
「
芸
術
」
と
い
う
言
葉
で
包
括
で
き
る
よ
う
な
自
律
的
な
経
験
の
領
域
が
存
在
せ
ず
、
諸
芸
術

の
各
々
は
、
芸
術
の
外
部
に
あ
る
「
表
象
」（
模
倣
）
の
対
象
に
応
じ
て
「
制
作
」
の
あ
り
方
を
指
定
さ
れ
、
分
類
さ
れ
体
系
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

８
）。

　

第
三
の
体
制
は
、『
感
性
的
な
も
の
の
分
割
』
で
は
（
複
数
形
で
）「
諸
芸
術
」
の
「
美
的
体
制
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
同
じ
く
三
つ
の
体
制
を
分
類
し
た
他
の
著

作
で
あ
る
『
美
学
に
お
け
る
居
心
地
の
悪
さ
〔
不
満
〕』（M

alaise dans lʼesthétique,�2004

）
で
は
、
よ
り
適
切
に
（
単
数
形
で
）「
芸
術
の
美
的
体
制
」
と

呼
ば
れ
る
。
こ
の
体
制
は
、「
表
象
的
体
制
」
の
「
崩
壊
」（ruine

）（PS�48

）、
あ
る
い
は
「
表
象
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
」
の
「
転
覆
」（renversem

ent

）（PS�

34

）
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
諸
芸
術
〔
芸
術
〕
の
美
的
体
制
は
、
単
数
の
芸
術
を
的
確
に
規
定
し
、
こ
の
芸
術
を
特
殊
な
規
則
や
、
主
題
・

ジ
ャ
ン
ル
・
諸
芸
術
の
あ
ら
ゆ
る
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
か
ら
解
き
放
つ
」（PS�33

）
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
芸
術
の
美
的
体
制
」
が
成
立
し
て
は
じ
め
て
、「
芸

術
」
を
め
ぐ
る
自
立
し
た
知
覚
と
感
情
の
領
域
が
成
立
す
る
が
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
こ
の
領
域
を
、
能
動
性
と
受
動
性
と
の
対
立
を
中
和
し
た
不
活
動
、
無
為
に

よ
っ
て
特
徴
付
け
て
い
る
。
彼
は
、
シ
ラ
ー
の
『
人
間
の
美
的
教
育
に
つ
い
て
の
書
簡
』（
一
七
九
五
年
）
を
「
芸
術
の
美
的
体
制
」
の
「
最
初
の
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
」
と
呼
び
、
シ
ラ
ー
が
こ
の
書
簡
に
お
い
て
、
感
性
と
理
性
と
が
同
時
に
活
動
し
て
い
る
中
間
的
な
気
分
と
し
て
規
定
す
る
「
美
的
状
態
」
に
つ
い
て
、
そ
れ

が
「
純
粋
な
宙
づ
り
」
で
あ
り
、「
形
式
が
そ
れ
自
体
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
契
機
」（PS�33

）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、こ
の
「
美
的
状
態
」
と
は
、「
素
材
衝
動
」

と
「
形
式
衝
動
」
と
が
相
互
作
用
し
て
生
じ
る
「
遊
戯
衝
動
」
が
働
い
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
シ
ラ
ー
は
、
感
性
に
よ
っ
て
も
理
性
に
よ
っ
て
も
強
制
さ
れ
な
い

「
遊
び
」
の
状
態
に
あ
る
こ
と
が
真
の
人
間
性
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
西
洋
近
代
に
お
け
る
芸
術
を
め
ぐ
る
感
性
を
組
織
化
す

る
「
芸
術
の
美
的
体
制
」
は
、「
近
代
性
（m

odernité

）
と
い
う
曖
昧
な
名
称
が
指
す
も
の
の
本
当
の
名
前
で
あ
る
」（PS�33

）。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
定
式
化
す
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る
「
近
代
性
」、
す
な
わ
ち
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
の
芸
術
史
観
と
は
、
革
新
的
な
芸
術
作
品
が
芸
術
外
の
要
素
を
排
除
し
、
各
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
の
メ
デ
ィ
ア
の
固
有

性
を
追
求
す
る
こ
と
で
歴
史
を
前
進
さ
せ
る
と
い
う
も
の
だ
が
、「
芸
術
の
美
的
体
制
」
の
場
合
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
過
去
の
時
代
の
作
品
が
単
数
形
の

「
芸
術
」
の
も
と
で
捉
え
返
さ
れ
、さ
ら
に
各
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
の
境
界
、そ
し
て
芸
術
と
日
常
生
活
と
の
境
界
が
乗
り
越
え
ら
れ
る
運
動
も
ま
た
含
む
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
「
芸
術
の
美
的
体
制
」
の
運
動
の
方
が
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
よ
り
も
近
代
を
よ
り
適
切
に
特
徴
付
け
て
い
る
と
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
考
え
て
い
る
。

　

し
か
し
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、「
芸
術
の
美
的
体
制
」
の
う
ち
に
は
固
有
の
矛
盾
が
見
出
さ
れ
、
そ
の
矛
盾
は
、
芸
術
を
「
生
の
自
律
的
形
式
」（une�

form
e�autonom

e�de�la�vie

）（PS�37

）と
み
な
す
こ
と
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、彼
に
よ
れ
ば
、「
生
の
自
律
的
形
式
」と
い
う
表
現
の
う
ち
に
は
、

「
芸
術
の
自
律
性
」
と
い
う
契
機
と
、
芸
術
を
「
生
の
自
己
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
」
と
同
一
化
す
る
契
機
と
い
う
、
相
反
す
る
二
つ
の
契
機
が
結
合
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
前
者
の
契
機
は
、
芸
術
は
芸
術
外
の
対
象
の
再
現
を
放
棄
し
て
メ
デ
ィ
ア
の
固
有
性
を
追
求
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
を
志
向
し
、

後
者
の
契
機
は
、「
い
ま
だ
理
念
に
お
い
て
し
か
存
在
し
な
い
人
間
性
を
感
性
的
に
実
現
す
る
こ
と
」（PS�40

）、
つ
ま
り
芸
術
外
で
は
い
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な

い
自
由
で
平
等
な
共
同
体
を
芸
術
に
お
い
て
先
取
り
し
て
感
覚
可
能
に
す
る
と
い
う
「
美
的
教
育
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
よ
る
『
ド
イ
ツ
観
念
論
の
最
古
の
体
系
プ
ロ
グ
ラ
ム
』（
一
七
九
六

－

一
七
九
七
）
に
お
け
る
「
理
性
の
神

話（
９
）」
へ
と
展
開
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

二
、『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』
に
お
け
る
二
つ
の
「
場
面
」
―
―
過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
し
て
発
見
さ
れ
る
共
同
体
の
生

　

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
以
上
の
よ
う
に
、
現
在
「
芸
術
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
め
ぐ
る
三
つ
の
体
制
を
区
別
し
て
い
る
が
、「
芸
術
の
美
的
体
制
」
と
ロ
マ
ン
主
義

の
芸
術
理
論
と
の
関
係
を
考
え
る
た
め
に
は
、
十
八
世
紀
後
半
に
「
芸
術
の
美
的
体
制
」
が
成
立
し
た
過
程
を
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル

は
『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』
に
お
い
て
、
そ
の
副
題
が
示
す
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
（
一
七
一
七

－

一
七
六
八
）
の
『
古
代
美
術
史
』（
一
七
六
四
年
）
に
お

け
る《
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の
ト
ル
ソ
》の
記
述
か
ら
、大
恐
慌
後
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
エ
イ
ジ
ー
に
よ
る
ア
ラ
バ
マ
州
の
小
作
農
の
描
写
ま
で
、「
芸

術
の
美
的
体
制
」
に
お
い
て
「
芸
術
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
を
迫
る
よ
う
な
芸
術
上
の
新
現
象
」
が
現
わ
れ
た
十
四
の
「
場
面
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
彼
は
そ

れ
ら
の
「
場
面
」
の
分
析
を
通
じ
て
、
近
代
に
お
け
る
芸
術
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
言
説
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ン
ル
の
分
類
と
描
写
対
象
の
序
列
が
解
体
す
る
と
同
時
に
、
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「
美
し
い
芸
術
」
の
理
念
に
反
す
る
卑
俗
な
も
の
、
あ
り
ふ
れ
た
も
の
が
芸
術
の
う
ち
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
過
程
を
描
写
し
て
い
る
。

　
『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』
で
は
、ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
前
後
に
あ
た
る
時
代
の
「
場
面
」
と
し
て
、ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
お
け
る
美
術
史
記
述
の
成
立
と
、ヘ
ー

ゲ
ル
の
『
美
学
講
義
』
に
お
け
る
近
代
絵
画
の
描
写
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
間
に
あ
た
る
時
代
に
つ
い
て
は
、「
場
面
」
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
が
、『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』
の
十
四
の
「
場
面
」
は
網
羅
的
な
も
の
で
は
な
い
と
断
っ
て
い
る
こ
と

に
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
（A

I�13

）。
た
と
え
ば
、
シ
ラ
ー
の
『
人
間
の
美
的
教
育
に
つ
い
て
の
書
簡
』
は
独
立
し
た
「
場
面
」
を
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
前

節
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
他
の
著
作
で
は
繰
り
返
し
「
芸
術
の
美
的
体
制
」
の
最
初
期
の
表
明
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、『
ア
イ
ス
テ
ー

シ
ス
』
で
も
言
及
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
『
感
性
的
な
も
の
の
分
割
』
に
お
い
て
も
、『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン

主
義
の
芸
術
理
論
に
つ
い
て
は
、「
場
面
」
を
割
り
当
て
な
い
だ
け
で
は
な
く
そ
も
そ
も
ほ
と
ん
ど
言
及
し
な
い
（
言
及
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
第
二

節
で
検
討
す
る
）。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
ロ
マ
ン
主
義
を
め
ぐ
る
毀
誉
褒
貶
の
歴
史
を
考
慮
す
る
と
、
そ
れ
自
体
と
し
て
そ
の
理
由
を
検
討
す
べ
き
主

題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

）
（（
（

。
な
ぜ
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
芸
術
理
論
は
「
芸
術
の
美
的
体
制
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
言
及
さ
れ
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と

を
本
稿
で
は
問
い
た
い
。
こ
の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
、本
節
で
は
、『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』
に
お
い
て
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
と
ヘ
ー
ゲ
ル
を
取
り
上
げ
た
二
つ
の
「
場

面
」
に
着
目
し
、
ロ
マ
ン
主
義
の
前
後
の
時
代
に
お
け
る
「
芸
術
の
美
的
体
制
」
の
成
立
過
程
を
検
討
す
る
。

　

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』に
お
い
て
、十
四
の「
場
面
」を
取
り
上
げ
る
が
、そ
れ
ぞ
れ
の「
場
面
」の
題
名
に
は
、地
名
と
年
代
が
付
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
各
「
場
面
」
の
分
析
に
お
い
て
は
、「
エ
ン
ブ
レ
ム
的
」
な
テ
ク
ス
ト
、
つ
ま
り
「
場
面
」
の
独
自
性
を
凝
縮
し
て
表
す
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、

題
名
の
年
代
と
地
名
は
、
基
本
的
に
、
こ
の
各
「
場
面
」
冒
頭
の
テ
ク
ス
ト
が
執
筆
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
出
版
さ
れ
た
年
と
そ
の
テ
ク
ス
ト
に
関
わ
る
場
所
を
指

し
て
い
る
。

二

－
一
、
第
一
の
「
場
面
」
―
―
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
お
け
る
「
分
離
さ
れ
た
美
」

　
『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』
の
第
一
の
「
場
面
」
は
「
分
離
さ
れ
た
美
（
ド
レ
ス
デ
ン
、
一
七
六
四
年
）」（La�beauté�divisée�(D

resde,�1764)

）
と
い
う
題
名
を

付
さ
れ
て
お
り
、冒
頭
に
は
、か
が
み
込
ん
で
座
っ
た
男
性
を
表
す
が
、頭
部
も
手
足
も
欠
け
て
い
る
古
代
彫
刻
《
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の
ト
ル
ソ
》（
以
下
《
ト
ル
ソ
》
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と
略
）を
描
写
す
る
、『
古
代
美
術
史
』の
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
節
で
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
は
、こ
の
彫
刻
が
英
雄
ヘ
ラ
ク
レ
ス
を
表
し
て
い
る
と
言
う
。

し
か
も
、
行
為
す
る
の
で
は
な
く
、
功
業
を
果
た
し
た
の
ち
に
神
々
の
間
に
迎
え
ら
れ
、「
神
的
な
自
足
」
の
状
態
に
あ
る
ヘ
ラ
ク
レ
ス
を
表
し
て
い
る
と
し
て
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
は
、
火
に
よ
っ
て
人
間
性
の
滓
か
ら
精
錬
さ
れ
、
不
死
性
と
神
々
の
も
と
で
の
座
を
獲
得
し
た
の
ち
に
、
こ
こ
に
現
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
は
、
人
間
の
栄
養
を
必
要
と
せ
ず
、
そ
れ
以
上
力
を
使
い
も
し
な
い
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
血
管
は
見

て
と
れ
ず
、
下
腹
部
は
、
享
受
は
す
る
が
摂
取
は
し
な
い
よ
う
に
作
ら
れ
て
お
り
、
決
し
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
（A

I�19

）
（（
（
）。

　

ま
た
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
は
、《
ト
ル
ソ
》
の
輪
郭
線
の
運
動
を
、
寄
せ
て
は
返
す
波
に
喩
え
、
そ
の
運
動
の
、
見
る
者
の
予
測
を
つ
ね
に
裏
切
る
不
規
則
性
を

強
調
す
る
。
そ
の
上
で
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
は
、《
ト
ル
ソ
》
は
、
四
肢
も
頭
部
も
完
全
な
《
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の
ア
ポ
ロ
ン
》
よ
り
も
、
ギ
リ
シ
ア
芸
術
の
最
盛

期
に
近
い
と
評
価
し
て
い
る
。

芸
術
家
は
、
こ
の
身
体
の
輪
郭
の
う
ち
に
、
あ
る
形
が
別
の
形
へ
と
絶
え
ず
流
れ
出
る
あ
り
さ
ま
と
、
漂
い
動
く
輪
郭
線
が
波
の
よ
う
に
高
ま
っ
た
り
沈

ん
だ
り
、
互
い
に
絡
み
合
っ
た
り
す
る
さ
ま
を
賞
賛
せ
よ
。
そ
し
て
芸
術
家
は
、
写
生
す
る
さ
い
に
誰
も
正
確
さ
を
約
束
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を

見
出
す
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
曲
線
の
方
向
を
追
っ
て
い
る
よ
う
に
思
っ
て
も
、
知
ら
な
い
間
に
こ
の
曲
線
は
方
向
を
転
じ
、
曲
線
が
と
る
新
た
な
動

き
に
よ
っ
て
目
と
手
が
迷
わ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
骨
は
脂
肪
質
の
皮
膚
で
覆
わ
れ
、
筋
肉
は
肥
満
し
て
い
る
が
余
分
な
も
の
は
な
く
、
こ
の
よ
う

に
均
衡
の
と
れ
た
肉
付
き
は
他
の
像
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。
実
際
、
ア
ポ
ロ
ン
よ
り
も
こ
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
方
が
、
芸
術
の
高
尚
な
時
代
に
よ
り
近
く
に

あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
（A

I�19

）。

　

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
が
、
欠
け
て
い
る
部
分
の
な
い
《
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の
ア
ポ
ロ
ン
》
よ
り
も
《
ト
ル
ソ
》
の
方
を
高
く
評
価
し
て
い
る

こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
よ
る
描
写
か
ら
、《
ト
ル
ソ
》
は
手
足
や
頭
を
欠
い
て
い
る
だ
け
で
な
く
、「
表
現
」
も
ま
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た
欠
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
は
、《
ト
ル
ソ
》
が
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
像
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、《
ト
ル
ソ
》
に
は
、
十
二
の

功
業
に
代
表
さ
れ
る
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
行
為
を
示
す
身
振
り
を
見
て
取
る
こ
と
は
で
き
ず
、
行
為
の
後
の
痕
跡
も
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
波
の
動
き
に
喩
え
ら

れ
る
輪
郭
線
の
運
動
性
は
、
写
生
す
る
人
の
予
想
を
裏
切
り
、
目
を
迷
わ
せ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
同
定
可
能
な
行
為
や
状
態
を
観
賞
者
に

伝
達
し
な
い
。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
こ
の
よ
う
に
「
全
体
〔
身
体
の
完
全
性
〕
と
同
様
に
表
現
も
欠
い
て
い
る
」《
ト
ル
ソ
》
が
、「
芸
術
に
お
け
る
完
成
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
の
構
造
的
破
綻
」（A

I�22

）
に
対
応
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
英
雄
を
描
く
な
ら
ば
そ
れ
に
相
応
し
い
仕
方
で
描
か
ね
ば
な
ら
ず
、
英
雄
の
英

雄
ら
し
さ
が
観
賞
者
に
的
確
に
伝
達
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、「
諸
芸
術
の
表
象
的
体
制
」
の
規
範
が
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
描
写
に
お
い
て
は
破
ら
れ
て

い
る
。
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
描
写
は
、《
ト
ル
ソ
》
の
形
態
の
美
を
、
主
題
の
表
現
か
ら
分
離
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
諸
芸
術
の
表
象
的
体
制
」
か
ら
離
脱
し
、

近
代
に
お
け
る
「
芸
術
の
美
的
体
制
」
の
最
初
期
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
よ
れ
ば
以
上
の
こ
と
は
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
先

立
つ
芸
術
史
の
記
述
が
、
個
々
の
芸
術
家
の
列
伝
か
、
文
献
記
録
を
補
完
す
る
考
古
学
的
遺
物
の
記
述
と
し
て
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
ヴ
ィ
ン
ケ

ル
マ
ン
が
単
数
形
の
「
芸
術
」（
美
術
）
の
歴
史
を
書
い
た
最
初
の
著
者
の
一
人
で
あ
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る

）
（（
（

。

　

前
節
で
は
、『
感
性
的
な
も
の
の
分
割
』
に
お
け
る
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
が
、「
芸
術
の
美
的
体
制
」
の
う
ち
に
、
芸
術
に
お
い
て
自
由
で
平
等
な
共
同
体
を
先
取
り

す
る
と
い
う
契
機
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
に
触
れ
た
が
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』
に
お
い
て
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
つ
い
て
も
こ
れ
と
類
似
し

た
傾
向
を
見
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
が
記
述
し
た
単
数
形
の
「
芸
術
」
の
歴
史
と
は
、「
集
合
的
な
生
の
知
性
の
歴
史
」（A

I�33

）

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
が
着
目
し
て
い
る
の
は
、『
古
代
美
術
史
』
に
お
け
る
「
様
式
」
概
念
で
あ
る
。
古
代
芸
術
の
成
長
と
衰
退
は
、

ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
お
い
て
「
様
式
」
の
変
遷
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
芸
術
に
お
け
る
「
様
式
」
の
変
遷
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
社
会
の
成
長
お

よ
び
衰
退
に
対
応
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
よ
る
美
術
史
は
、「
様
式
」
概
念
を
通
じ
て
、「
一
人
の
芸
術
家
の
芸
術
と
、
そ

の
民
族
、
そ
の
時
代
の
生
活
を
支
配
す
る
諸
原
理
と
が
と
も
に
属
し
て
い
る
こ
と
」（A

I�34

）
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
感
性
的
な
も
の
の
分
割
』

の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
お
い
て
、
芸
術
の
「
様
式
」
の
成
長
と
衰
退
は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
民
族
の
「
生
の
自
己
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
」
の

表
れ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
は
、
い
ま
だ
な
い
共
同
体
を
芸
術
の
う
ち
に
先
取
り
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
も
は
や
な
い
共
同
体

を
、
芸
術
の
う
ち
に
回
顧
的
に
読
み
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
古
代
芸
術
を
集
合
的
な
生
の
形
式
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
は
、
芸
術
が
生
み
出
さ
れ
た

四
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の
と
同
時
代
の
人
び
と
で
は
な
く
、
は
る
か
に
隔
た
っ
た
後
世
の
歴
史
家
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
集
合
的
な
生
は
、
す
で
に
失
わ
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
発
見
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
家
と
芸
術
と
の
関
係
を
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
「
美
的
距
離
」（A

I�37

）
と
呼
ぶ
。

　

ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
は
、「
四
肢
を
奪
わ
れ
た
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
彫
像
か
ら
ギ
リ
シ
ア
民
族
の
自
由
の
最
高
の
表
現
を
作
り
出
す
」（A

I�15

）
こ
と
が
で
き
た
。
つ

ま
り
、
手
足
と
頭
を
欠
い
た
彫
像
、
い
わ
ば
そ
れ
自
体
廃
墟
で
あ
る
よ
う
な
《
ト
ル
ソ
》
の
う
ち
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
民
族
の
共
同
体
の
自
由
を
見
て
取
る
こ
と

が
で
き
た
。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
伝
統
的
に
、
よ
く
秩
序
づ
け
ら
れ
た
機
能
的
な
身
体
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
優
位
に
あ
る
者
が
劣
位
に
あ
る
者
に
命
令
す
る

位
階
性
と
類
比
関
係
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
機
能
的
な
部
分
を
失
っ
た
非
活
動
的
な
身
体
は
、
誰
に
よ
っ
て
も
、
い
か
な
る
目
的
に
関
し
て
も
手
段
化
さ
れ
な
い

が
ゆ
え
に
、
自
由
を
象
徴
的
に
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る

）
（（
（

。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
《
ト
ル
ソ
》
を
集
合
的
な
生
の
自

由
な
あ
り
方
の
象
徴
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
、「
美
的
距
離
」
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
ギ
リ
シ
ア
の
最
高
の
具
現
化
が
、
頭
も
手
足
も
欠
い
た
彫
像
に
置
か
れ
る
と
い
う
逆
説
を
ど
う
や
っ
て
無
視
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

こ
の
彫
像
が
引
き
お
こ
す
崇
拝
の
様
相
を
ど
う
や
っ
て
無
視
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
過
去
に
お
い
て
、
芸
術
は
民
族
の
生
の
表
明
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ろ
う

0

0（aura�été

）と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
教
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
は
す
で
に
、自
分
が
ギ
リ
シ
ア
芸
術
の
運
命
を
追
跡
し
た
こ
と
を
、「
恋

す
る
女
が
海
岸
で
、
出
航
す
る
恋
人
を
、
再
会
す
る
希
望
も
な
く
、
涙
に
濡
れ
た
目
で
追
っ
て
、
遠
く
離
れ
た
帆
に
恋
人
の
姿
を
見
て
い
る
よ
う
に
思
う
」

こ
と
に
喩
え
て
い
る
。
身
体
の
代
わ
り
に
ト
ル
ソ
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
代
わ
り
に
波
の
一
様
な
運
動
、
船
が
運
ん
で
い
く
恋
人
の
代
わ
り
に
帆
。
ヴ
ィ
ン

ケ
ル
マ
ン
に
よ
っ
て
後
世
に
遺
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
の
身
体
は
、
決
定
的
に
断
片
的
な
身
体
で
あ
り
、
自
分
自
身
か
ら
も
、
い
か
な
る
再
活
性
化
か
ら
も
隔

て
ら
れ
て
い
る
。（A

I�35

）

　

ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
と
っ
て
、
芸
術
作
品
に
見
て
と
ら
れ
る
共
同
体
の
生
は
、
決
定
的
に
過
ぎ
去
り
、
も
は
や
取
り
返
し
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
と
っ
て
《
ト
ル
ソ
》
は
現
前
と
不
在
の
両
方
を
表
す
と
指
摘
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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こ
の
帆
は
恋
の
対
象
を
表
す
と
同
時
に
、
こ
の
対
象
を
運
ん
で
い
く
船
を
表
す
。
こ
の
換
喩
は
古
代
の
大
理
石
か
ら
、
言
葉
の
二
つ
の
意
味
に
お
け
る
形

象（figure

）を
作
る
。
そ
れ
は
感
覚
可
能
な
現
前
で
あ
り
、こ
れ
を
作
り
上
げ
た
力
が
そ
こ
に
体
現
さ
れ
て
い
る
が
、同
時
に
、こ
の
現
前
の
遅
延
で
あ
る
。

全
体
の
力
は
、
機
能
的
で
表
現
的
な
身
体
の
集
結
〔
す
な
わ
ち
欠
け
る
と
こ
ろ
の
な
い
完
全
な
身
体
〕
に
は
も
は
や
な
い
。
そ
れ
は
互
い
に
溶
け
合
う
輪

郭
の
中
に
あ
る
。
こ
の
力
は
表
面
の
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
同
時
に
ど
こ
に
も
な
い
。
表
面
は
自
分
が
与
え
る
も
の
を
奪
い
去
る
の
で
あ
る
（A

I�37

）。

　

恋
人
を
乗
せ
て
遠
ざ
か
る
船
の
帆
は
、
そ
の
船
に
乗
る
恋
人
の
存
在
を
換
喩
的
に
表
す
と
同
時
に
、
そ
の
恋
人
を
奪
い
去
っ
て
い
く
船
の
提
喩
で
も
あ
る
。「
形

象
」
は
、
あ
る
原
像
を
象
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
「
形
象
」
は
原
像
自
体
で
は
な
く
、
原
像
は
他
の
ど
こ
か
に
あ
る
、
あ
る
い
は
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も

示
す
。
船
の
帆
と
「
形
象
」
の
ど
ち
ら
も
、
追
い
求
め
ら
れ
る
対
象
の
存
在
を
示
す
と
同
時
に
、
そ
れ
が
い
ま
こ
こ
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
と
り
わ
け
、
こ
れ

か
ら
到
来
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
遠
ざ
か
り
、
失
わ
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
も
示
す
点
で
共
通
し
て
い
る
。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
議
論
を
踏
ま
え
て
定

式
化
す
れ
ば
、
シ
ラ
ー
が
「
美
的
教
育
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
、
将
来
到
来
す
べ
き
共
同
体
を
先
取
り
す
る
「
形
象
」
を
「
美
的
な
も
の
」
の
う
ち
に
見
出

し
た
の
に
先
立
っ
て
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
は
逆
の
方
向
を
と
り
、
古
代
美
術
史
の
う
ち
に
、
も
は
や
失
わ
れ
決
し
て
回
復
さ
れ
な
い
共
同
体
の
「
形
象
」
を
見
出

し
た
の
で
あ
る
。

二

－

二
、
第
二
の
「
場
面
」
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
「
路
上
の
小
さ
な
神
々
」

　

ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
は
《
ト
ル
ソ
》
の
描
写
に
お
い
て
、
形
式
の
美
と
主
題
の
表
現
と
を
分
離
し
欠
損
し
た
彫
像
を
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
民
族
の
共
同
体
の
自
由
の

「
形
象
」
と
み
な
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
芸
術
の
美
的
体
制
」
を
告
知
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、作
品
を
描
写
す
る
主
体
と
作
品
と
が
「
美
的
距
離
」
の
関
係
に
あ
り
、

作
品
の
う
ち
に
集
合
的
な
生
の
回
復
不
可
能
な
あ
り
方
を
見
て
取
る
と
い
う
構
造
は
、『
ア
イ
ス
テ
ー
ス
』の
第
二
の「
場
面
」に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。こ
の「
場
面
」

の
題
名
は
、「
路
上
の
小
さ
な
神
々
（
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

－

ベ
ル
リ
ン
、
一
八
二
八
年
）」（Les�petits�dieux�de�la�rue�(M

unich-Berlin,�1828)

）
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
場
面
」
の
「
エ
ン
ブ
レ
ム
的
」
テ
ク
ス
ト
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
美
学
講
義
』
の
中
で
「
理
想
と
自
然
と
の
関
係
」
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、
ム
リ
ー
リ
ョ

（
一
六
一
七

－

一
六
八
二
）
が
物
乞
い
の
少
年
を
描
い
た
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
「
中
央
絵
画
館
」（Zentralgalerie

）（
現
在
の
ア
ル
テ
・
ピ
ナ
コ
テ
ー
ク
）
所
蔵
の
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二
枚
の
絵
画
に
触
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
（
こ
の
「
場
面
」
の
題
名
に
付
さ
れ
た
「
一
八
二
八
年
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
美
学
講
義
を
行
っ
た
最

後
の
年
を
示
す
）。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
及
し
た
ム
リ
ー
リ
ョ
の
二
つ
の
絵
画
と
は
、《
ブ
ド
ウ
と
メ
ロ
ン
を
食
べ
る
少
年
た
ち
》
と
、
老
女
が
パ
ン
を
食
べ
る
少
年
の

蚤
を
取
っ
て
い
る
様
子
を
描
い
た
《
髪
の
手
入
れ
》
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ム
リ
ー
リ
ョ
の
絵
画
に
触
れ
る
前
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
風
俗
画
に
見
出
さ
れ
る
自
由

や
喜
び
、
陽
気
な
喧
噪
が
、
自
分
た
ち
の
生
き
る
土
地
を
自
ら
作
り
出
し
、
強
大
な
ス
ペ
イ
ン
に
よ
る
支
配
か
ら
独
立
し
た
オ
ラ
ン
ダ
人
の
進
取
の
気
性
と
市
民

的
自
由
と
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
称
讃
し
た
う
え
で
、「
類
似
し
た
意
味
で
ム
リ
ー
リ
ョ
の
物
乞
い
の
少
年
た
ち
も
す
ば
ら
し
い
」
と
言
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
二

つ
の
絵
画
に
描
か
れ
た
少
年
た
ち
の
憂
い
の
な
さ
に
注
目
し
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

し
か
し
こ
の
貧
し
さ
と
半
裸
の
状
態
に
あ
り
な
が
ら
、
内
面
に
お
い
て
も
外
面
に
お
い
て
も
―
―
托
鉢
修
道
僧
で
も
こ
れ
ほ
ど
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
ぐ

ら
い
に
―
―
悩
み
や
憂
い
が
全
く
な
い
様
子
が
、
健
康
と
生
へ
の
意
欲
の
感
情
に
満
ち
て
輝
き
出
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
外
見
を
気
に
し
な
い
こ
と
、
そ

し
て
内
面
の
自
由
が
外
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
、
理
想
的
な
も
の
の
概
念
が
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
（A

I�41

）
（（
（
）。

　

そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
、
当
時
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
作
と
さ
れ
、
そ
の
後
コ
レ
ッ
ジ
ョ
作
と
み
な
さ
れ
た
が
、
現
在
は
パ
ル

ミ
ジ
ャ
ニ
ー
ノ
の
自
画
像
と
さ
れ
て
い
る
、
緑
の
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
《
若
い
男
の
肖
像
》
と
ム
リ
ー
リ
ョ
の
物
乞
い
の
少
年
た
ち
の
絵
画
を
比
べ
、
こ
の
少
年
た

ち
は
《
若
い
男
の
肖
像
》
の
「
精
神
的
で
明
る
い
健
康
の
イ
メ
ー
ジ
」
に
匹
敵
す
る
と
賞
賛
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
物
乞
い
の
少
年
た
ち
と
い
う
卑
俗
な
主
題
を
描
い
た
ム
リ
ー
リ
ョ
の
絵
画
を
、
巨
匠
ラ
フ
ァ
エ
ロ
が
描
い
た
と
さ
れ
る
美
し
い
青

年
の
肖
像
と
同
等
に
評
価
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
と
り
わ
け
着
目
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
主
題
自
体
の
価
値
を
度
外
視
し
て
絵
画
を
評

価
し
よ
う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
眼
差
し
の
背
景
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
、
絵
画
を
め
ぐ
る
制
度
と
感
性
の
変
動
を
見
て
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　

第
二
の
「
場
面
」
の
「
エ
ン
ブ
レ
ム
」
的
な
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
及
す
る
三
点
の
絵
画
は
、
確
か
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
前
に
そ
れ
ぞ
れ
二
人
の

バ
イ
エ
ル
ン
選
帝
侯
と
一
人
の
フ
ラ
ン
ス
王
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。《
メ
ロ
ン
と
ブ
ド
ウ
を
食
べ
る
少
年
た
ち
》
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
選
帝
侯
マ
ッ

ク
ス
・
エ
マ
ヌ
エ
ル
が
ス
ペ
イ
ン
領
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
の
総
督
と
し
て
一
六
九
一
年
か
ら
一
六
九
八
年
に
か
け
て
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
に
滞
在
し
た
際
に
購
入

し
た
も
の
で
あ
り
、《
髪
の
手
入
れ
》
は
、
選
帝
侯
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
三
世
ヨ
ー
ゼ
フ
が
、
宮
廷
顧
問
官
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
・
フ
ォ
ン
・
デ
ュ
フ
レ
ヌ
か
ら
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一
七
六
八
年
に
遺
贈
さ
れ
て
取
得
し
た
も
の
で
あ
る

）
（（
（

。
ま
た
《
若
い
男
の
肖
像
》
は
、
一
六
六
五
年
に
ル
イ
一
四
世
が
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
公
か
ら
取
得
し
た
も
の
で

あ
る

）
（（
（

。
し
か
し
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
侵
攻
し
て
美
術
作
品
を
収
奪
し
、
そ
れ
を
美
術
館
で
公
開
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

西
洋
近
代
に
お
け
る
美
術
観
賞
の
あ
り
方
そ
の
も
の
の
変
容
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
。
か
つ
て
王
侯
貴
族
や
教
会
の
財
産
と
し
て
公
開
が
限
定
さ
れ
て
い

た
作
品
が
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
財
産
と
し
て
美
術
館
に
展
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
公
衆
へ
の
公
開
が
一
挙
に
進
ん
だ
が

）
（（
（

、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の

美
術
が
、
ル
ー
ヴ
ル
と
い
う
一
つ
の
場
所
に
集
め
ら
れ
て
展
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
異
な
る
地
域
の
美
術
の
比
較
が
容
易
に
な
り
、
地
域
ご
と
の
様
式
の
差
異
が
認

識
さ
れ
、
こ
の
様
式
が
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
の
生
の
表
現
と
し
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（A

I�43

）。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
地
域
ご
と
の
様
式
に
対
し

て
、
描
か
れ
る
主
題
に
基
づ
く
美
術
作
品
の
序
列
は
後
景
に
退
い
て
い
っ
た
が
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
そ
れ
に
つ
い
て
も
政
治
的
な
背
景
を
指
摘
し
て
い
る
。
ル
ー

ヴ
ル
美
術
館
は
国
王
処
刑
後
に
創
設
さ
れ
た
共
和
国
の
施
設
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
美
術
作
品
を
自
由
な
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
財
産
と
し
て
展
示
し
た
が
、

展
示
さ
れ
た
作
品
の
多
く
は
、
そ
も
そ
も
否
定
さ
れ
る
べ
き
旧
体
制
の
も
と
で
王
侯
貴
族
や
教
会
の
権
力
・
権
威
を
誇
示
す
る
た
め
に
歴
史
的
・
神
話
的
・
宗

教
的
題
材
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
、
ル
ー
ヴ
ル
で
は
、
題
材
の
内
容
の
区
別
を
無
視
し
た
展
示
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
（A

I�

49

）。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ム
リ
ー
リ
ョ
の
乞
食
の
少
年
の
絵
画
と
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
作
と
さ
れ
た
若
い
男
の
肖
像
画
と
を
同
等
に
優
れ
た
絵
画
と
し
て
賞
賛
す
る
と
き
に
、

あ
き
ら
か
に
主
題
自
体
の
社
会
的
序
列
を
度
外
視
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
評
価
の
あ
り
方
は
、
上
記
の
よ
う
な
美
術
を
め
ぐ
る
制
度
と
知
覚
の
歴
史
的
変
容
の

中
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ム
リ
ー
リ
ョ
を
め
ぐ
る
一
節
の
な
か
で
、「
芸
術
の
美
的
体
制
」
に
含
ま

れ
る
二
つ
の
契
機
、
す
な
わ
ち
芸
術
の
自
律
化
を
志
向
す
る
、「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
と
い
う
契
機
と
、
芸
術
に
共
同
体
の
生
の
現
れ
を
見
よ
う
と
す
る
、「
社

会
の
表
現
と
し
て
の
芸
術
」
と
い
う
契
機
、こ
の
二
つ
の
契
機
に
共
通
す
る
も
の
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
（A

I�51

）。
オ
ラ
ン
ダ
の
風
俗
画
に
典
型
的
で
あ
り
、

ム
リ
ー
リ
ョ
の
物
乞
い
の
少
年
を
描
い
た
絵
画
に
も
見
ら
れ
る
、
あ
り
ふ
れ
た
、
あ
る
い
は
卑
俗
な
題
材
を
取
り
上
げ
た
絵
画
を
評
価
す
る
と
き
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

そ
れ
ら
の
絵
画
の
う
ち
に
芸
術
の
自
律
化
と
い
う
契
機
を
見
て
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
れ
ら
の
絵
画
を
、
芸
術
外
の
領
域
を
顧
慮
し
な
い
個
人

と
し
て
の
画
家
が
、
た
だ
自
ら
の
技
量
を
発
揮
す
る
手
段
と
し
て
描
い
た
の
だ
と
は
考
え
な
い
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
地
域
か
ら
収
奪
さ
れ

た
美
術
作
品
が
ル
ー
ヴ
ル
に
展
示
さ
れ
た
こ
と
で
、
美
術
の
国
民
様
式
に
つ
い
て
の
意
識
が
高
ま
っ
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
風
俗
画
も
、
ム
リ
ー
リ
ョ

の
絵
画
も
、
共
同
体
の
生
の
現
れ
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
よ
る
《
ト
ル
ソ
》
の
描
写
と
比
較
し
て
、
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以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

ギ
リ
シ
ア
の
自
由
は
石
の
神
の
無
関
心
、
無
表
現
性
に
お
い
て
表
れ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
の
自
由
の
方
は
、
主
題
の
卑
俗
さ
と
い
う
点
で
、
外
見
の
扱
い

の
無
関
心
さ
に
お
い
て
表
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
「
無
関
心
」
な
扱
い
は
、こ
れ
ら
の
主
題
の
卑
俗
で
は
な
い
精
神
的
な
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
れ
は
一
つ
の
民
族
の
自
由
で
あ
り
、
こ
の
民
族
は
、
自
分
の
生
の
環
境
と
繁
栄
と
を
自
ら
獲
得
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
大
変
苦
労
し
て
作
り
上
げ
た
こ
の

舞
台
を
「
憂
い
な
し
」
に
享
受
し
、
こ
の
宇
宙
の
巧
み
に
作
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
無
関
心
な
仕
方
で
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
水
面

に
巧
み
に
投
げ
ら
れ
た
石
が
水
切
り
を
す
る
の
を
子
供
が
楽
し
む
よ
う
で
あ
る
（A

I�54

）。

　

こ
こ
で
一
見
奇
妙
に
思
わ
れ
る
の
は
、
も
し
芸
術
を
共
同
体
の
生
の
現
れ
と
み
な
す
な
ら
ば
、
な
ぜ
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
と
ス
ペ
イ
ン
絵
画
と
を
、

同
じ
く
自
由
の
現
れ
と
し
て
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
市
民
が
自
ら
国
土
を
建
設
し
て
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の
独
立
を
獲
得
し
た
オ
ラ
ン

ダ
と
、
絶
対
王
政
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
支
配
し
た
ス
ペ
イ
ン
と
を
、
自
由
と
い
う
点
で
同
等
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
説
明

す
る
た
め
に
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
本
稿
で
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、《
メ
ロ
ン
と
ブ
ド
ウ
を
食
べ
る
少
年
た
ち
》
が
、
選
帝
侯
マ
ッ
ク
ス
・
エ
マ
ヌ
エ
ル
に
よ
っ

て
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
で
購
入
さ
れ
た
事
実
を
示
唆
し
て
い
る
（A

I�43

）。
こ
の
選
帝
侯
は
、
ス
ペ
イ
ン
領
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
総
督
時
代
に
、
こ
の
作
品
の
他

に
数
多
く
の
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
絵
画
を
購
入
し
て
王
室
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
拡
張
し
た
の
で
あ
る
。ヘ
ー
ゲ
ル
の
一
節
は
、《
メ
ロ
ン
と
ブ
ド
ウ
を
食
べ
る
少
年
た
ち
》

が
、
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
と
い
う
都
市
を
経
由
し
て
多
数
の
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
と
と
も
に
購
入
さ
れ
て
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
辿
り
着
い
た
と
い
う
、
絵
画
の
流
通
過
程
を

踏
ま
え
て
は
じ
め
て
十
分
に
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
、
美
術
作
品
が
流
通
の
過
程
で
そ
の
性
格
を
変
化
さ
せ
る
と
い
う
現
象
は
、
す
で
に
触
れ

た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
後
に
、
王
侯
や
教
会
の
財
産
で
あ
っ
た
作
品
が
共
和
国
の
国
民
の
財
産
と
し
て
展
示
さ
れ
た
と
き
に
、
大
規
模
に
生
じ
た
こ
と
で

あ
る
。

　

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
過
去
の
芸
術
作
品
の
う
ち
に
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
民
族
の
自
由
を
見
出
す
と
い
う
点
で
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ヴ
ィ
ン
ケ
ル

マ
ン
と
は
共
通
し
て
い
る
。
さ
ら
に
両
者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
芸
術
に
表
さ
れ
る
共
同
体
の
自
由
は
、
決
定
的
に
失
わ
れ
て
取
り
返
し
不
可
能
な
も
の
と
し

て
の
み
、
後
世
の
観
賞
者
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
と
い
う
「
美
的
距
離
」
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
風
俗
画
を
賞
賛
す
る
と
き
に
、
同
時
代
の
ド
イ
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ツ
の
風
俗
画
か
ら
は
同
じ
よ
う
な
自
由
や
喜
び
が
見
出
さ
れ
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
描
写
の
技
術
が
劣
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
描
か
れ
て
い
る
の
は
「
険
悪

で
憎
悪
に
満
ち
た
人
間
た
ち

）
（（
（

」
で
あ
る
と
言
う
。
こ
う
し
た
表
現
か
ら
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
場
合
と
同
様
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
も
、
芸

術
作
品
に
見
出
さ
れ
る
共
同
体
の
自
由
と
は
、
ま
ず
も
っ
て
過
ぎ
去
っ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

）
（（
（

。

　

第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』
で
は
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
そ
の
僅
か
な
箇
所
は
、
オ
ラ

ン
ダ
の
風
俗
画
や
ム
リ
ー
リ
ョ
の
物
乞
い
の
少
年
の
絵
画
に
表
さ
れ
た
自
由
の
過
去
性
と
関
係
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
風
俗

画
家
や
ム
リ
ー
リ
ョ
を
後
継
す
る
者
と
し
て
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
作
家
た
ち
を
挙
げ
て
い
る
。

風
俗
画
家
の
真
の
後
継
者
は
も
は
や
画
家
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
ロ
マ
ン
主
義
の
作
家
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
の
支
離

滅
裂
な
物
語
の
劇
場
で
あ
る
散
文
的
な
場
所
と
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
、「
自
由
な
想
像
力
」
の
翼
に
よ
っ
て
命
を
吹
き
込
む
こ
と
に
力
を
尽
く
し
た
の
で
あ
る
。

路
上
の
子
供
た
ち
の
上
に
輝
く
自
由
は
、
彼
ら
の
散
文
に
お
い
て
、
純
粋
に
詩
的
な
装
飾
に
な
っ
た
。
い
か
な
る
現
実
に
対
し
て
で
あ
っ
て
も
芸
術
家
の

空
虚
な
自
由
が
つ
け
加
え
る
「
そ
れ
が
な
ん
で
あ
れ
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（A

I�57

）。

　

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
美
学
講
義
』
の
、「
ロ
マ
ン
的
芸
術
形
式
の
解
体
」
の
部
分
を
踏
ま
え
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の
風
俗
画
の
後
に
は
、
ド
イ
ツ
・

ロ
マ
ン
主
義
の
文
学
、
と
り
わ
け
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
（
一
七
六
三

－

一
八
二
五
）
の
小
説
に
見
ら
れ
る
フ
モ
ー
ル
が
続
く
と
述
べ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、

オ
ラ
ン
ダ
の
風
俗
画
に
お
い
て
す
で
に
、「
私
た
ち
を
魅
了
す
る
の
は
、内
容
と
そ
の
実
在
性
で
は
な
く
対
象
と
い
う
点
で
全
く
無
関
心
的
な
現
わ
れ
（Scheinen

）

で
あ
」
り

）
（（
（

、「
対
象
を
度
外
視
し
て
、
表
現
の
手
段
そ
れ
自
体
が
目
的
と
な
り
、
主
観
的
な
技
能
と
芸
術
の
手
段
の
適
用
が
芸
術
作
品
の
客
観
的
な
対
象
と
し
て

強
調
さ
れ
て
い
る

）
（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
風
俗
画
に
お
い
て
は
、「
生
産
す
る
主
観
が
自
分
自
身
だ
け
を
見
る
べ
き
も
の
と
し
て
示
す
」

の
だ
が
、「
こ
の
主
観
性
が
、
も
は
や
外
的
な
表
現
手
段
で
は
な
く
、
内
容
そ
れ
自
体
に
関
わ
る
限
り
で
、
芸
術
は
そ
れ
に
よ
っ
て
気
ま
ぐ
れ
と
フ
モ
ー
ル
の
芸

術
に
な
る

）
（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、「
フ
モ
ー
ル
」
に
お
い
て
、「
芸
術
家
の
主
た
る
活
動
」
は
、「
客
観
的
に
な
り
、
現
実
性
と
い
う
確
固
と

し
た
形
態
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
外
界
に
お
い
て
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、
そ
の
よ
う
な
一
切
の
も
の
を
、
主
観
的
な
思
い
つ
き
、
と
っ
さ
の

ひ
ら
め
き
、
人
を
驚
か
せ
る
よ
う
な
見
方
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
解
体
さ
せ
解
消
す
る

）
（（
（

」。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
が
、
引
用
し
た
一
節
に
お
い
て
、
オ
ラ
ン
ダ
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の
風
景
画
の
後
に
ロ
マ
ン
主
義
の
文
学
を
置
く
と
き
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
議
論
の
枠
組
み
を
超
え
る
も
の
は
見
出
さ
れ
な
い
。
す
る
と
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
理
解

す
る
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
の
中
で
批
判
さ
れ
る
限
り
で
の
そ
れ
に
尽
き
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、ラ
ン
シ
エ
ー
ル
が
「
芸
術
の
美
的
体
制
」
に
つ
い
て
論
じ
る
以
前
の
著
作
、『
沈
黙
す
る
語
り
』
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
著
作
に
お
い
て
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、「
文
学
」
概
念
の
成
立
と
い
う
観
点
か
ら
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
文
学
理
論
を
比
較
検

討
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

三
、「
ロ
マ
ン
主
義
」
か
ら
生
ま
れ
た
「
古
典
主
義
」
―
―
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
小
説
論

　

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』
に
お
い
て
、西
洋
近
代
に
お
い
て
「
芸
術
の
美
的
体
制
」
が
成
立
し
た
過
程
、つ
ま
り
「
美
し
い
諸
技
術
」（
諸
芸
術
）

（beaux-arts

）
か
ら
単
数
形
の
「
芸
術
」（art

）
が
成
立
し
た
過
程
か
ら
議
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、『
沈
黙
す
る
語
り
』
で
は
、「
芸
術
」
概
念
が
成
立
し
た

の
と
基
本
的
に
同
じ
十
八
世
紀
に
、「
美
し
い
諸
文
芸
」（belles-lettres

）
か
ら
「
文
学
」（litérature

）
が
成
立
し
た
過
程
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
中

で
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
近
代
に
よ
っ
て
成
立
し
た
「
文
学
」
と
い
う
制
度
も
ま
た
、「
芸
術
の
美
的
体
制
」
と
同
様
に
、
二
つ
の
契
機
、
す
な
わ
ち
「
芸
術
と
し

て
の
芸
術
」
と
「
社
会
の
表
現
」
と
い
う
二
つ
の
契
機
の
矛
盾
を
内
包
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ど
ち
ら
か
の
契
機
だ
け
が
追
求
さ

れ
る
こ
と
は
、「
文
学
」
自
体
の
没
落
の
危
機
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
一
方
で
、「
社
会
の
表
現
」
だ
け
が
追
求
さ
れ
る
な
ら
ば
「
文
学
」
は
「
政

治
的
・
社
会
的
共
同
体
」
に
完
全
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
と
し
て
、
そ
の
例
と
し
て
、
文
献
学
者
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ヴ
ォ
ル
フ
（
一
七
五
九

－

一
八
二
四
）
が
、『
イ
リ
ア
ス
』
と
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
を
口
承
文
学
の
集
成
と
み
な
し
、
叙
事
詩
の
単
独
の
作
者
と
し
て
の
ホ
メ
ロ
ス
の
存
在
を
否
定
し
た

こ
と
を
挙
げ
る

）
（（
（

。
他
方
で
彼
は
、「
芸
術
と
し
て
の
芸
術
」
だ
け
が
追
求
さ
れ
る
な
ら
ば
「
文
学
」
は
「
芸
術
家
個
人
」
に
還
元
さ
れ
る
と
し
て
、
ジ
ャ
ン
・
パ

ウ
ル
（
一
七
六
三

－

一
八
二
五
）
の
、「
作
者
が
作
中
に
登
場
し
た
り
、
一
貫
性
の
な
い
登
場
人
物
や
支
離
滅
裂
な
物
語
と
い
う
犠
牲
を
払
っ
た
り
し
て
自
分
の

フ
モ
ー
ル
を
強
調
す
る
不
安
定
な
小
説
」
を
例
と
し
て
あ
げ
る
（PM

�55

）。

　

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
、
特
に
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
兄
弟
の
文
学
理
論
が
目
指
し
た
も
の
は
、
こ
の
「
芸
術
家
個
人
」
と
「
政
治
的
・
社
会
的

共
同
体
」
と
い
う
、「
文
学
」
が
抱
え
る
二
つ
の
契
機
の
間
の
矛
盾
を
克
服
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
、『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』
で
取
り

四
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上
げ
ら
れ
た
議
論
、
す
な
わ
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の
風
俗
画
の
う
ち
に
、
題
材
に
対
す
る
画
家
の
無
関
心
を
見
る
と
同
時
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
市
民
共
同

体
の
自
由
も
見
て
取
っ
た
こ
と
と
大
き
く
は
異
な
ら
な
い
。

　

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
が
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
文
学
理
論
の
独
自
性
だ
と
考
え
て
い
る
の
は
、
二
つ
の
契
機
の
矛
盾
の
克
服
を
、
過
去
の
時
代
の
作
品
の
解
釈
の

原
理
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
、
新
た
な
詩
作
の
原
理
に
も
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
、ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
兄
弟
と
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス（
一
七
七
二

－

一
八
〇
一
）が
雑
誌『
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
』に
寄
稿
し
た「
断

片
集
」（
一
七
九
八
年
）
の
う
ち
、
弟
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
（
一
七
七
二

－

一
八
二
九
）
に
よ
る
断
片
二
十
二
番
を
全
体
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。

こ
こ
で
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
古
代
か
ら
伝
承
さ
れ
た
断
片
を
も
と
に
当
時
の
文
学
の
全
体
像
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
文
献
学
的
・
文
学
史
的
な
営
み
と
、
現
在

の
文
学
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
兆
候
を
も
と
に
新
た
な
文
学
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
批
評
的
・
創
作
的
な
営
み
と
を
、
一
つ
の
原
理
に
よ
っ
て
統
合
的
に
理
解
し

よ
う
と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
過
去
か
ら
現
在
に
伝
わ
る
遺
物
と
し
て
の
「
断
片
」
と
、
現
在
あ
る
萌
芽
か
ら
未
来
に
向
け
て
投
げ
か
け
ら
れ
る
「
構
想
」
と
は
、

そ
の
前
後
の
方
向
性
だ
け
が
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
、
主
観
性
と
客
観
性
、
理
想
と
現
実
、
独
創
性
と
必
然
性
と
を
統
合
し
た
不
可
分
の
個
体
で
あ
る
。

構
想
と
は
生
成
す
る
客
観
の
主
観
的
な
萌
芽
で
あ
る
。
完
全
な
構
想
は
、
全
く
主
観
的
で
あ
る
と
同
時
に
全
く
客
観
的
で
、
不
可
分
の
生
き
た
個
体
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
根
源
に
即
し
て
い
え
ば
、
全
く
主
観
的
で
あ
り
、
独
創
的
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
精
神
に
お
い
て
の
み
可
能
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
特
性
に
即
し
て
い
え
ば
、
全
く
客
観
的
で
あ
り
、
物
理
的
か
つ
精
神
的
に
必
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
構
想
は
、
未

来
か
ら
の
断
片
と
呼
べ
る
だ
ろ
う
が
、
構
想
へ
の
感
覚
は
、
過
去
か
ら
の
断
片
へ
の
感
覚
と
、
方
向
と
い
う
点
で
異
な
る
だ
け
で
あ
る
。
構
想
へ
の
感
覚

の
場
合
、
方
向
は
前
進
的
で
あ
る
が
、
断
片
へ
の
感
覚
の
場
合
、
方
向
は
後
退
的
で
あ
る
。
本
質
的
な
こ
と
は
、
対
象
を
直
接
的
に
理
想
化
す
る
と
と
も

に
現
実
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
補
足
す
る
と
と
も
に
、
部
分
的
に
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
超
越
論
的
な
も
の
と
は
、
観

念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
と
の
結
合
と
分
離
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
断
片
と
構
想
に
つ
い
て
の
感
覚
は
、
歴
史
的
精
神
の
超
越
論
的
構
成
要

素
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
（PM

�60

）
（（
（
）。

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
以
上
の
断
片
を
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
世
界
観
の
表
明
と
み
な
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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断
片
と
は
表
現
的
統
一
で
あ
り
、
夢
、
石
、
機
知
、
引
用
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
変
容
の
統
一
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
過
去
と
未
来
、
観

念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
、
一
貫
し
た
も
の
と
一
貫
し
な
い
も
の
が
力
を
交
換
す
る
。
断
片
は
現
在
に
さ
れ
た

過
去
で
あ
り
、
未
来
へ
と
投
げ
ら
れ
た
現
在
で
あ
る
。
断
片
は
感
覚
的
に
な
っ
た
不
可
視
の
も
の
で
あ
り
、
精
神
化
さ
れ
た
感
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
断

片
は
、
主
観

－

芸
術
家
の
自
己
提
示
、
主
観

－

芸
術
家
が
そ
こ
に
解
消
さ
れ
る
よ
う
な
作
品
の
個
体
性
で
あ
る
と
同
時
に
、
精
神
の
世
界
の
形
成
の
偉
大

な
過
程
の
一
契
機
で
も
あ
る
（PM

�60

）。

　

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
世
界
観
に
お
い
て
は
、
自
然
か
人
工
か
を
問
わ
ず
、
世
界
の
中
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
個
体
が
「
断
片
」
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
観
念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
、
過
去
と
未
来
と
い
っ
た
対
立
が
統
一
さ
れ
て
一
つ
の
「
表
現
」
を
な
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、個
体
を
対
立
す
る
も
の
の
統
一
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
は
、文
学
作
品
も
、「
主
観

－

芸
術
家
の
自
己
提
示
」
と
し
て
の
「
作

品
の
個
体
性
」
と
、「
精
神
の
世
界
」
の
全
体
性
と
い
う
、
対
立
す
る
二
つ
の
傾
向
を
統
一
し
て
い
る
、
そ
の
よ
う
に
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
述
べ
て
い
る
。

　

文
学
作
品
は
、作
者
の
主
観
の
自
己
提
示
で
あ
る
と
同
時
に
、「
精
神
の
世
界
」
の
全
体
の
提
示
で
も
あ
り
、そ
こ
で
は
過
去
・
現
在
・
未
来
も
ま
た
統
一
さ
れ
る
、

こ
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
主
義
的
な
文
学
理
解
を
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
同
じ
く
「
断
片
集
」
の
断
片
一
一
六
番
の
う
ち
に
も
見
て
取
る
（PM

�60

）。
こ
の
断
片
は
、

「
ロ
マ
ン
的
文
学
」（die�rom
antische�Poesie

）
を
、「
進
歩
的
普
遍
文
学
」（die�progressive�U

niversalpoesie

）
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

「
ロ
マ
ン
的
文
学
」
は
、
よ
り
端
的
に
「
小
説
」（Rom

an
）
と
も
言
わ
れ
る
が
、
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
一
つ
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
文
学
全
体
を
、
そ
の
最
も

素
朴
な
段
階
か
ら
最
も
複
雑
化
し
た
も
の
ま
で
包
括
す
る
概
念
で
あ
る
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、「
ロ
マ
ン
的
文
学
」
は
、「
詩
作
す
る
子
供
が
飾
り
気
の
な

い
歌
の
な
か
で
口
に
す
る
た
め
息
や
口
づ
け
」
か
ら
、「
そ
れ
自
体
い
く
つ
か
の
体
系
を
う
ち
に
含
む
き
わ
め
て
大
き
な
芸
術
体
系
」
ま
で
、「
詩
的
」
で
あ
る
も

の
の
一
切
を
包
括
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る

）
（（
（

。
ま
た
、「
ロ
マ
ン
的
文
学
」
が
「
進
歩
的
」
文
学
と
呼
ば
れ
、「
ロ
マ
ン
的
文
学
ジ
ャ
ン
ル
は
い
ま
だ
生

成
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、こ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
い
つ
ま
で
も
ひ
た
す
ら
生
成
し
、決
し
て
完
成
し
え
な
い

）
（（
（

」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
ロ
マ
ン
的
文
学
」
は
、

詩
作
の
最
も
素
朴
な
は
じ
ま
り
か
ら
、
終
わ
り
の
な
い
未
来
に
至
る
ま
で
、「
詩
的
」
な
も
の
の
過
去
と
未
来
の
時
間
的
な
全
体
も
ま
た
包
括
す
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る
。「
ロ
マ
ン
的
文
学
」
の
こ
う
し
た
包
括
性
は
、
自
然
か
人
工
か
に
関
わ
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
個
体
を
「
断
片
」
と
み
る
と
い
う
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
捉
え
る

ロ
マ
ン
主
義
的
世
界
観
と
合
致
し
て
い
る
。
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そ
し
て
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、断
片
一
一
六
番
に
お
け
る「
ロ
マ
ン
的
文
学
」が
、断
片
二
十
二
番
に
お
け
る「
断
片
」と
同
様
に
、主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
、

観
念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
、
作
者
の
主
観
と
世
界
の
全
体
性
と
を
同
時
に
表
わ
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ

ば
、
そ
の
よ
う
な
文
学
創
造
の
担
い
手
と
な
る
の
は
、「
詩
的
反
射
の
翼
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
ロ
マ
ン
的
文
学
」
の
作
者
の
自
由
な
想
像
力
の
活
動
で
あ
る

（
（（
（

。

　

し
か
し
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、「
断
片
」
や
「
ロ
マ
ン
的
文
学
」
を
め
ぐ
る
ロ
マ
ン
主
義
者
、特
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
議
論
と
、ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
美

学
講
義
』
で
展
開
し
た
叙
事
詩
論
と
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
マ
ン
主
義
の
文
学
理
論
の
弱
点
を
指
摘
す
る
。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

叙
事
詩
論
の
特
徴
は
、
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
が
「
生
成
し
つ
つ
あ
り
」「
決
し
て
完
成
し
え
な
い
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
不
定
の
未
来
へ
と
投
影
し
た
「
ロ
マ

ン
的
文
学
」
に
相
当
す
る
も
の
を
、
古
代
に
お
い
て
す
で
に
実
現
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
さ
ら
に
現
代
に
お
い
て
は
回
復
不
可
能
な
も
の
と
し
て
規
定
し
て
い

る
こ
と
に
あ
る
。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
端
的
な
表
現
に
よ
れ
ば
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
固
有
の
作
業
は
、
ロ
マ
ン
主
義
の
詩
学
を
古
典
主
義
の
理
論
へ
変
化
さ
せ
た
こ
と

で
あ
る
」（PM

 65

）。「
ロ
マ
ン
的
文
学
」
が
目
指
す
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
、
理
想
的
な
も
の
と
現
実
的
な
も
の
、
作
者
個
人
と
世
界
全
体
と
の

統
一
は
、ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
に
お
い
て
は
、ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

（
（（
（

。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
は
、「
す

で
に
詩
的
で
あ
る
世
界
の
詩
」（PM

 62
）
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
詩
的
な
世
界
」
は
、「
詩
と
散
文
の
分
離
を
知
ら
ず
、
そ
こ
で
は
、
共
同
体
の
生
の
諸
形
式

と
詩
的
な
発
話
の
諸
形
式
と
が
お
な
じ
制
作
の
仕
方
を
指
し
示
す
」（PM

 60f.

）。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
よ
る
こ
の
定
式
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
英

雄
時
代
に
お
け
る
個
別
性
と
普
遍
性
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
箇
所
を
参
照
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、「
ギ
リ
シ
ア
の
英
雄
た
ち
は
、
法
律
が
存
在
す

る
以
前
の
時
代
に
現
わ
れ
る
か
、
自
分
た
ち
が
国
家
の
創
設
者
で
あ
る
た
め
、
法
と
秩
序
、
法
律
と
習
俗
は
彼
ら
に
由
来
し
、
彼
ら
と
の
つ
な
が
り
を
保
っ
た
、

彼
ら
個
人
の
作
品
と
し
て
実
現
さ
れ
る

（
（（
（

」。
つ
ま
り
、
英
雄
た
ち
は
、
世
界
の
中
で
行
為
す
る
個
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
行
為
が
行
わ
れ
る
世
界
の
法
や
習

俗
と
い
っ
た
普
遍
性
を
自
ら
構
成
し
た
た
め
に
、
個
別
性
と
普
遍
性
は
相
互
に
疎
遠
で
は
な
く
一
体
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
英
雄
時
代

を
描
い
た
叙
事
詩
は
、
個
人
と
共
同
体
と
の
統
一
性
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
法
や
習
俗
を
自
ら
構
成
す
る
英
雄
と
、
詩
的
世

界
を
産
出
す
る
詩
人
と
の
間
に
類
比
関
係
を
見
出
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
お
い
て
は
、
英
雄
時
代
が
終
焉
す
る
と
と
も
に
、
個
別
性
と
普
遍
性
と
の
統
一
も
ま
た
失
わ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
統

一
さ
れ
た
全
体
性
と
し
て
の
叙
事
詩
」
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、「
近
代
市
民
の
叙
事
詩
」（die m

oderne bürgerliche Epopöe

）
と
し
て
の
「
小
説
」
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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〔
小
説
に
〕
欠
け
て
い
る
の
は
、
世
界
の
根
源
的
に

0

0

0

0

詩
的
な
状
態
で
あ
り
、
本
来
の
叙
事
詩
は
こ
の
状
態
か
ら
生
ま
れ
る
。
近
代
的
な
意
味
で
の
小
説
は
、

す
で
に
散
文
0

0

へ
と
秩
序
づ
け
ら
れ
た
現
実
を
前
提
と
し
て
お
り
、
次
い
で
小
説
は
こ
の
基
盤
の
上
で
、
自
分
の
領
域
の
中
で
―
―
出
来
事
の
生
動
性
と
い

う
観
点
か
ら
も
、
ま
た
個
人
と
そ
の
運
命
の
点
か
ら
も
―
―
こ
の
前
提
の
も
と
で
可
能
な
限
り
で
、
文
学
に
、
そ
の
失
わ
れ
た
権
利
を
再
び
取
り
戻
す
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
最
も
普
通
で
、
小
説
に
最
も
適
し
た
衝
突
は
、
心
の
詩
と
、
そ
れ
に
対
置
さ
れ
る
諸
状
況
の
散
文
、
さ
ら
に
外
的
状
況
の
偶
然
と
の
対
立

で
あ
る

）
（（
（

。

こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
詩
的
な
状
態
」
と
「
散
文
」
の
対
立
と
呼
ぶ
も
の
は
、
個
人
の
行
為
と
普
遍
的
な
法
や
習
俗
が
、
つ
な
が
り
を
保
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
と

も
疎
遠
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
違
い
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
と
、
ゲ
ー
テ
の
『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ

イ
ス
タ
ー
の
修
業
時
代
』（
一
七
九
六
年
）
と
を
対
比
す
る
。
市
民
的
な
生
活
を
捨
て
て
演
劇
の
道
を
志
す
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
を
描
い
て
い
る
こ
の

小
説
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
と
り
わ
け
、
小
説
と
い
う
芸
術
作
品
自
体
の
な
か
で
芸
術
に
つ
い
て
の
考
察
が
展
開
さ
れ
て
い
る
「
文

学
に
つ
い
て
の
文
学
」
と
い
う
構
造
ゆ
え
に
、「
詩
的
反
射
の
累
乗
」
と
し
て
の
「
ロ
マ
ン
的
文
学
」
の
範
例
と
み
な
さ
れ
た
が
、ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
む
し
ろ
、ヴ
ィ

ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
が
さ
す
ら
い
の
後
に
演
劇
か
ら
市
民
的
生
活
へ
と
帰
っ
て
行
く
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
小
説
論
を
踏

ま
え
て
、『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
の
修
業
時
代
』
は
、
歴
史
上
い
っ
た
ん
散
文
的
に
な
っ
た
世
界
、
つ
ま
り
、
個
人
の
個
別
性
と
、
法
や
習
俗
の
普
遍

性
と
が
疎
遠
に
な
っ
た
世
界
に
、
両
者
の
結
合
を
回
復
す
る
こ
と
で
詩
的
性
格
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
記
録
し
た
小
説
だ
と
考
え
て
い
る
。

『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
の
修
業
時
代
』
を
は
じ
め
と
し
て
「
小
説
」
と
は
、
ロ
マ
ン
主
義
の
理
想
、
す
な
わ
ち
、
過
去
の
文
学
へ
と
向
け
た
視
線
を
未

来
へ
と
反
転
さ
せ
る
こ
と
で
、
か
つ
て
そ
う
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
詩
的
な
世
界
を
回
復
す
る
と
い
う
構
想
が
、
挫
折
へ
と
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
条

件
を
描
く
、「
理
想
の
喜
劇
」
で
あ
る
、
こ
れ
が
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
文
学
理
論
を
比
較
し
た
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
見
解
で
あ
る

）
（（
（

。

　
『
沈
黙
す
る
語
り
』に
お
い
て
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、ヘ
ー
ゲ
ル
は「
ロ
マ
ン
主
義
」か
ら「
古
典
主
義
」を
作
り
出
し
た
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、ロ
マ
ン
主
義
者
が
、

過
去
の
文
学
に
見
出
し
た
主
観
と
客
観
の
統
一
を
、
生
成
途
上
に
あ
る
「
ロ
マ
ン
的
文
学
」
に
お
い
て
再
生
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
み
な
し
た
の
に
対
し
て
、
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、
叙
事
詩
論
と
小
説
論
に
お
い
て
、
個
別
性
と
普
遍
性
が
統
一
さ
れ
た
詩
的
な
状
態
の
世
界
は
、
い
ま
だ
国
家
が
存
在
し
な
い
か
創
設
さ
れ
た
ば
か
り
で

あ
る
英
雄
時
代
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
小
説
は
、
世
界
が
散
文
的
に
な
り
法
や
習
俗
が
個
人
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
と
な
っ
た
時
代
に
お
け
る
、
心
と
外

四
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的
状
況
と
の
対
立
を
描
く
と
論
じ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
は
、
過
去
の
時
代
か
ら
伝
承
さ
れ
た
芸
術
の
う
ち
に
、
共
同
体
の
生
の
あ
り
方
を
見
出
す
が
、
そ
の
生

は
、
発
見
さ
れ
る
時
点
で
す
で
に
回
復
不
可
能
な
も
の
と
し
て
過
ぎ
去
っ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
本
稿
の
第
二
節
で
見
た
オ
ラ
ン
ダ
の
風
俗
画

へ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
眼
差
し
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ロ
マ
ン
主
義
者
に
対
す
る
評
価
と
い
う
点
で
言
え
ば
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
ロ
マ
ン
主
義
者

の
文
学
理
論
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
す
で
に
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
る
と
み
な
し
て
い
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』
に
お
い
て
、
ラ
ン
シ
エ
ー

ル
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
に
即
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の
風
俗
画
の
後
継
者
は
ロ
マ
ン
主
義
の
文
学
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
作
者
の
主
観
性
が
気
ま
ぐ
れ
に
戯
れ
る
フ
モ
ー

ル
が
展
開
さ
れ
る
と
い
う
立
場
を
取
る
が
、
こ
れ
は
、『
沈
黙
す
る
語
り
』
に
お
け
る
ロ
マ
ン
主
義
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
小
説
論
の
比
較
を
踏
ま
え
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル

の
指
摘
の
通
り
に
、
ロ
マ
ン
主
義
者
の
構
想
が
主
観
性
と
客
観
性
の
統
一
に
挫
折
し
、「
理
想
の
喜
劇
」
を
露
呈
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』
に
お
い
て
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
が
ほ
と
ん
ど
主
題
的
に
扱
わ
れ
な
い
の
は
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
す
で
に
『
沈
黙
す
る
語
り
』

の
段
階
に
お
い
て
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
通
し
て
ロ
マ
ン
主
義
を
解
釈
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
ロ
マ
ン
主
義
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
美
学
の
う
ち
に
「
止
揚
」
さ

れ
た
も
の
と
み
な
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

四
、
結
論

　

以
上
の
よ
う
な
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
彼
の
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
に
対
す
る
理
解
が
ヘ
ー
ゲ
ル
を
通
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
ロ
マ
ン
主

義
を
不
当
に
低
く
評
価
し
て
い
る
と
い
う
批
判
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
具
体
的
に
一
つ
指
摘
す
る
な
ら
ば
、ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、ロ
マ
ン
主
義
者
が「
断
片
」

と
「
構
想
」、
お
よ
び
「
ロ
マ
ン
的
文
学
」
に
関
し
て
論
じ
る
主
観
性
と
客
観
性
の
統
一
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
美
学
の
場
合
に
は
叙
事
詩
に
見
出
さ
れ
る
、
と
い
う

議
論
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
少
な
く
と
も
「
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
」
断
片
一
一
六
番
に
お
け
る
「
ロ
マ
ン
的
文
学
」
の
規
定
を
適
切
に
理
解
し
た
上

で
の
も
の
と
は
言
い
が
た
い
。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
英
雄
時
代
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
を
も
と
に
、
ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
に
お
け
る
個
別
性
と
普
遍
性
の

統
一
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
叙
事
詩
に
登
場
す
る
個
人
と
そ
の
外
的
状
況
と
の
関
係
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
作
者
の
主
観
性
を
主

題
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
個
人
と
し
て
の
作
者
と
、
表
現
す
る
能
力
そ
れ
自
体
を
区
別
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
」
断
片
一
一
六

番
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。

四
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ロ
マ
ン
的
文
学
は
、
表
現
す
る
も
の
と
表
現
さ
れ
る
も
の
の
中
間
で
、
実
在
的
な
関
心
か
ら
も
観
念
的
な
関
心
か
ら
も
自
由
に
、
詩
的
反
射
の
翼
に
の
っ

て
中
間
を
漂
い
、
こ
の
反
射
を
何
度
も
累
乗
し
、
鏡
の
無
限
の
系
列
の
中
に
あ
る
か
の
よ
う
に
多
数
化
す
る
こ
と
も
ま
た
最
も
よ
く
で
き
る

）
（（
（

。

　

こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
登
場
人
物
と
外
的
な
状
況
と
の
関
係
で
は
な
く
、
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
作
者
個
人
の
主
観
性
、
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
作
者
の
外
部
の
世
界
、
そ
し
て
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
、
表
現
す
る
能
力
と
し
て
の
、「
詩
的
反
射
」
の
三
者
の
関
係
で
あ
る
。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、「
詩
的

反
射
の
翼
」
に
乗
っ
た
「
ロ
マ
ン
的
文
学
」
に
お
け
る
表
現
の
増
殖
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
作
者
の
空
虚
な
気
ま
ぐ
れ
と
し
て
批
判
し
た
フ
モ
ー
ル
と
同
一
視
し
て
い

る
が
、
上
記
の
引
用
に
お
い
て
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
、
作
者
個
人
の
主
観
性
と
表
現
の
能
力
の
展
開
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
作
者
で
も
な
く
表

現
対
象
で
も
な
い
、
表
現
そ
れ
自
体
が
前
景
化
す
る
こ
と
に
、「
ロ
マ
ン
的
文
学
」
の
理
論
の
独
自
性
が
あ
る
の
だ
が
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
こ
の
点
を
適
切
に
評

価
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
こ
う
し
た
点
か
ら
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
よ
る
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
理
解
は
、
正
確
な
も
の
と
は
言
え

ず
、
こ
の
点
に
お
い
て
、「
芸
術
の
美
的
体
制
」
の
な
か
で
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
は
そ
の
独
自
性
を
不
当
に
低
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
が
『
沈
黙
す
る
語
り
』
の
な
か
で
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
周
辺
の
文
学
者
に
関
し
て
積
極
的
に
評
価
し
て
い

る
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
彼
は
、
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
の
作
品
の
う
ち
に
、
文
学
創
造
に
お
い
て
断
片
が
持
つ
可
能
性
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
の

作
品
と
は
、『
フ
ィ
ー
ベ
ル
の
生
涯
』（
正
式
な
題
名
は
、『『
ビ
エ
ン
ロ
ー
ト
の
フ
ィ
ー
ベ
ル
』
の
著
者
フ
ィ
ー
ベ
ル
の
生
涯
』、
一
八
一
二
年
）
で
あ
る
（PM

�

72

）。
こ
の
小
説
に
お
い
て
著
者
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
は
、
フ
ィ
ー
ベ
ル
と
い
う
作
家
の
生
涯
と
作
品
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
が
、
フ
ィ
ー
ベ
ル
の
膨
大
な
著
作

集
は
フ
ラ
ン
ス
軍
兵
士
の
狼
藉
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
と
あ
る
村
人
が
著
作
集
の
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
ペ
ー
ジ
を
集
め
て
、
コ
ー
ヒ
ー

の
袋
や
ニ
シ
ン
の
包
み
紙
な
ど
と
し
て
使
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
て
掻
き
集
め
る
こ
と
で
、
著
者
は
フ
ィ
ー
ベ
ル
に
つ
い
て
は
じ
め
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、著
者
自
身
が
テ
ク
ス
ト
を
発
見
す
る
ま
で
の
過
程
が
語
ら
れ
る
と
い
う
枠
組
み
は
、『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
等
に
も
見
出
さ
れ
る
が
、ラ
ン
シ
エ
ー

ル
が
『
フ
ィ
ー
ベ
ル
の
生
涯
』
に
注
目
す
る
の
は
、
十
九
世
紀
に
は
、
民
衆
の
子
供
が
、
偶
然
見
つ
け
た
一
冊
の
本
、
あ
る
い
は
本
の
一
部
に
よ
っ
て
、
書
物
の

世
界
へ
と
誘
わ
れ
る
と
い
う
小
説
が
多
く
書
か
れ
た
か
ら
で
あ
る

）
（（
（

。
そ
し
て
そ
れ
に
対
抗
し
て
、
身
分
を
わ
き
ま
え
ず
芸
術
や
文
学
の
世
界
に
身
を
投
じ
た
若
者

が
道
な
ら
ぬ
恋
で
身
を
滅
ぼ
し
あ
る
い
は
犯
罪
者
に
な
っ
た
と
い
う
物
語
も
書
か
れ
た
。
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こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
文
学
や
芸
術
の
主
体
と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
主
体
が
、
書
物
と
偶
然
に
出
会
う
こ
と
を
通
じ
て
、
自
ら
の
知

性
を
解
放
し
、
文
学
や
芸
術
の
主
体
と
し
て
の
自
己
認
識
を
獲
得
す
る
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
し
て
、
専
門
的
な
文
学
者
・
芸
術
家
が
自
ら
の
特
権
を
守
ろ
う
と
し

て
「
素
人
」
の
文
学
者
・
芸
術
家
を
「
放
蕩
息
子
と
倒
錯
し
た
労
働
者
」（PM

�78

）
と
し
て
非
難
す
る
と
い
う
対
立
関
係
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
文
学
と
芸
術

の
生
産
の
新
た
な
主
体
と
社
会
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
の
摩
擦
が
見
出
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
本
稿
で
検
討
し
た
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
自
身
の
概
念
を
用
い
れ
ば
、「
諸

芸
術
の
表
象
的
体
制
」
と
そ
れ
を
解
体
し
よ
う
と
す
る
「
芸
術
の
美
的
体
制
」
と
の
せ
め
ぎ
合
い
に
他
な
ら
な
い
。

　
『
フ
ィ
ー
ベ
ル
の
生
涯
』
に
立
ち
返
る
な
ら
ば
、
著
者
で
あ
る
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
が
小
説
自
体
の
中
に
現
れ
る
と
い
っ
た
手
法
は
、
確
か
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
批

判
す
る
よ
う
に
、
著
者
の
気
ま
ぐ
れ
に
よ
っ
て
内
容
を
も
て
あ
そ
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
見
方
を
変
え
る
な
ら
ば
、
彼
は
こ
の
小
説
の
中
で
、
自
分

は
断
片
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
を
発
見
し
て
そ
れ
を
編
纂
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
つ
ま
り
、
偶
然
に
書
物
と
出
会
っ
た
、
本
来
そ
の
書
物
を
書
く
資

格
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
素
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
小
説
に
お
い
て
著
者
が
自
分
の
姿
を
偽
装
し
て
い

る
だ
け
で
あ
る
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
が
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
よ
れ
ば
こ
う
し
た
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
の
著
者
と
し
て
の
振
る
舞

い
は
、
彼
自
身
の
経
歴
と
関
係
し
て
い
る
。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
、
ま
た
、
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
（
一
七
六
七

－

一
八
四
五
）
も
、
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
が
地
方
の
村
出
身
の
独
学
者
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
い
た

）
（（
（

。
つ
ま
り
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
自
身
が
、
本

来
文
学
創
造
の
主
体
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
な
い
出
自
か
ら
小
説
の
作
者
と
な
っ
た
こ
と
で
、
身
を
も
っ
て
「
諸
芸
術
の
表
象
的
体
制
」
を
解
体
し
「
芸
術
の
美

的
体
制
」
を
告
知
し
た
、
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
『
沈
黙
の
語
り
』
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
に
即
し
て
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
文
学
理
論
を
解

釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
対
立
を
統
一
す
る
文
学
を
過
去
の
う
ち
に
見
出
す
と
同
時
に
未
来
へ
む
け
て
構
想
す
る
「
ロ
マ
ン
主
義
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
古
典

主
義
」
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』
で
描
写
し
た
「
芸
術
の
美
的
体
制
」
の
歴
史
の

中
で
ロ
マ
ン
主
義
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
な
い
。
し
か
し
彼
は
、
ロ
マ
ン
主
義
に
つ
い
て
論
じ
る
文
脈
の
中
で
、
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
に
つ
い
て
二
つ
の
異
な
る

評
価
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
即
し
て
、
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
の
フ
モ
ー
ル
を
想
像
力
の
空
虚
な
誇
示
と
し
て
批
判
す

る
一
方
、
他
方
で
は
、
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
が
、
散
逸
し
た
断
片
を
発
見
し
て
そ
れ
を
伝
達
す
る
著
者
と
し
て
小
説
の
中
で
自
ら
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
物
と

の
偶
然
的
な
出
会
い
に
よ
っ
て
知
的
解
放
を
行
う
素
人
と
専
門
的
文
学
者
と
の
対
立
と
い
う
十
九
世
紀
の
文
学
の
問
題
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
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し
て
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
理
解
で
は
、
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
は
自
分
自
身
が
独
学
者
と
し
て
文
学
創
造
に
参
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
芸
術
の
美
的
体
制
」
を
告
知

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
は
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
や
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
異
な
る
仕
方
で
、
そ
し
て
、『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』
に
お
け
る
位
置
づ
け
に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
芸
術
の
美
的
体
制
」
の
も
う
一
つ
の
場
面
を
形
成
し
て
い
る
、
そ
の
よ
う
に
結
論
付
け
ら
れ
る
。

注（
１
）	Jacques	Rancière, La parole m

uette: E
ssai sur les contradictions de la littérature,	Paris

（Fayard

）	1998.	

（
以
下PM

と
略
）
以
下
の
翻
訳
を
参
照
し
た
。

D
ie stum

m
e Sprache, E

ssay über die W
idersprüche der Literatur,	aus	dem

	Französischen	von	Richard	Steure,	Zürich

（diaphanes

）	2010.

（
２
）	Le partage du sensible: E

sthétique et politique,	Paris

（Fabrique

）	2000.

（
以
下PS

と
略
）
以
下
の
邦
訳
を
参
照
し
た
。
梶
田
裕
訳
『
感
性
的
な
も
の
の
パ
ル

タ
ー
ジ
ュ	:	

美
学
と
政
治
』、
法
政
大
学
出
版
局
、2009

年
。

（
３
）	A

isthesis : Scènes du régim
e esthétique de lʼart,	Paris

（Galilée

）	2011.

（
以
下A

I

と
略
）
以
下
の
翻
訳
を
参
照
し
た
。A

isthesis: V
ierzehn Szenen,	aus	

dem
	Französischen	von	Richard	Steurer-Boulard	;	herausgegeben	von	Peter	Engelm

ann,	W
ien

（Passagen

）	2013.

（
４
）	

例
え
ば
、
二
〇
一
三
年
に
ク
ラ
ク
フ
大
学
で
開
催
さ
れ
た
国
際
美
学
会
議
で
は
、
筆
者
を
含
め
複
数
の
参
加
者
が
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
芸
術
論
に
つ
い
て
主
題
的
に
発
表

を
行
い
、
さ
ら
に
そ
の
他
の
発
表
で
も
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
名
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
前
回
二
〇
一
〇
年
の
北
京
大
学
で
の
大
会
で
は
見

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

（
５
）	

本
稿
で
は
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
概
念
で
あ
るle	régim

e	esthétique	de	lʼart

に
お
け
る
形
容
詞esthétique

を
、「
美
学
的
」
で
は
な
く
「
美
的
」
と
訳
す
。
と
い
う

の
も
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
『
感
性
的
な
も
の
の
分
割
』
に
お
い
て
、「esthétique

の
語
は
、
感
性
・
趣
味
そ
し
て
芸
術
愛
好
者
の
快
の
理
論
を
指
し
示
す
の
で
は
な
い
。

そ
れ
が
指
し
示
す
の
は
ま
さ
し
く
、
芸
術
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
特
殊
な
存
在
様
態
、
つ
ま
り
芸
術
の
諸
対
象
の
存
在
様
態
を
指
し
示
す
」（PS

31

）
と
述
べ
て
お
り
、

こ
の
場
合
にesthétique

を
学
問
の
一
分
野
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
を
退
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
６
）	

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』
の
「
序
幕
」
の
最
後
の
文
で
、「
社
会
的
革
命
は
美
的
革
命
の
子
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（A

I
17

）	

。
つ
ま
り
「
芸
術

の
美
的
体
制
」
が
含
意
す
る
感
性
的
経
験
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
芸
術
の
外
部
に
お
け
る
「
感
性
的
な
も
の
の
分
割
」
の
転
覆
が
可
能
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
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あ
る
。	

　
「
美
的
革
命
」
の
語
に
つ
い
て
、
シ
ラ
ー
お
よ
び
ロ
マ
ン
主
義
と
の
関
係
で
若
干
付
言
し
て
お
く
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
イ
ェ
シ
ュ
ケ
は
、「
美
的
革
命
」
を
、
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
由
来
し
、
ド
イ
ツ
初
期
ロ
マ
ン
主
義
と
初
期
観
念
論
の
美
学
理
論
を
特
徴
付
け
る
概
念
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
「
美
的
革
命
」
は
、

「
政
治
・
詩
・
学
問
・
宗
教
と
い
っ
た
別
々
の
領
域
へ
の
生
の
分
裂
を
止
揚
し
、
失
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
統
一
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
」
一
方
で
、「
ド
イ
ツ
で

は
政
治
的
革
命
を
望
む
べ
く
も
な
い
」
が
ゆ
え
に
「
政
治
的
な
そ
れ
の
代
わ
り
」
な
の
で
あ
る
（
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
イ
ェ
シ
ュ
ケ
（
秋
庭
史
典
訳
）「
美
的
な
革
命

―

導
入
の
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
」（
イ
ェ
シ
ュ
ケ
、
ホ
ル
ツ
ァ
イ
編
、
相
良
、
岩
城
、
藤
田
監
訳
『
初
期
観
念
論
と
初
期
ロ
マ
ン
主
義

―
美
学
の
諸
原
理
を
巡
る
論
争

（
一
七
九
五
―
一
八
〇
五
年
）』、
昭
和
堂
、
一
九
九
四
年
、
所
収
）
五
頁
）。
こ
れ
に
対
し
て
松
山
壽
一
は
「
美
的
革
命
」
の
思
想
の
起
源
を
、
シ
ラ
ー
の
『
人
間
の
美

的
教
育
に
つ
い
て
の
書
簡
』（
一
七
九
五
年
）
に
お
け
る
、「
美
的
問
題
」
を
経
由
し
た
「
政
治
的
問
題
」
の
解
決
と
い
う
構
想
の
う
ち
に
求
め
て
い
る
（『
悲
劇
の
哲

学

―
シ
ェ
リ
ン
グ
芸
術
哲
学
の
光
芒
』、
萌
書
房
、
二
〇
一
四
年
、
九
九
頁
）。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
も
ま
た
、
二
〇
〇
二
年
の
論
考
に
お
い
て
、『
人
間
の
美
的
教
育
に

つ
い
て
の
書
簡
』
に
お
け
る
、
表
情
を
欠
い
た
頭
部
だ
け
が
遺
さ
れ
た
《
ル
ド
ヴ
ィ
シ
の
ユ
ー
ノ
ー
》
の
描
写
を
、「
美
的
革
命
」
の
最
初
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
み
な

し
て
い
る
。
本
稿
で
も
言
及
す
る
論
点
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、「
美
的
革
命
」
の
内
実
を
、
美
的
経
験
の
「
自
律
性
」
と
「
他
律
性
」
の
「
プ
ロ
ッ

ト
化
」（
筋
書
き
化 em

plotm
ent
）
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
美
的
経
験
は
、
芸
術
の
自
律
性
を
「
生
を
変
革
す
る
こ
と
」
の
希
望
と
結
び
つ
け
る
、

そ
の
限
り
に
お
い
て
、
芸
術
の
自
律
性
を
根
拠
づ
け
る
」
の
で
あ
る
（Jacques Rancière, 

“The A
esthetic Revolution and Its O

utcom
es: Em

plotm
ents 

of A
utonom

y and H
eteronom

y,

” in: N
ew

 L
eft R

eview
, 14, 2002, p. 134

）。
ア
リ
ソ
ン
・
ロ
ス
は
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
こ
の
よ
う
な
「
美
的
革
命
」
の
概
念
が
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
美
学
講
義
』
に
お
け
る
「
ロ
マ
ン
的
芸
術
形
式
」
の
規
定
に
基
づ
い
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
美
的
経
験
を
芸
術
の
領
域
に
限
定
し
「
新

た
な
生
へ
の
投
影
」
を
否
定
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
を
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
が
批
判
し
て
い
る
と
も
論
じ
て
い
る
（A

lison Ross, 

“Equality in the Rom
antic A

rt 

Form
: T

he H
egelian Background to Jacques Rancière

’s 
‘Aesthetic Revolution,

’” in, Jean-Philippe D
eranty and A

lison Ross (eds.), Jacques 

R
ancière and the Contem

porary Scene, London (Continuum
) 2012, pp. 87-98.

）。
た
だ
し
ロ
ス
は
、
本
稿
で
扱
っ
て
い
る
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
に
つ

い
て
立
ち
入
っ
て
検
討
し
て
は
お
ら
ず
、
さ
ら
に
、「
ロ
マ
ン
的
芸
術
形
式
」
と
「
ロ
マ
ン
主
義
文
学
」
の
区
別
が
不
明
瞭
で
あ
る
と
い
っ
た
問
題
点
が
見
ら
れ
る
。

（
７
）	

拙
著
『
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
美
学
』（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
で
は
、
こ
の
よ
う
な
受
容
史
を
修
正
し
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
芸
術
理
論
、
と
り
わ
け

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
が
芸
術
と
共
同
体
と
の
相
関
関
係
を
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
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（
８
）	

本
稿
で
は
以
下
、『
美
学
に
お
け
る
居
心
地
の
悪
さ
』
や
『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』
に
お
け
る
表
現
を
踏
ま
え
て
、「
詩
学
的
」
を
省
略
し
て
「
諸
芸
術
の
表
象
的
体
制
」

と
い
う
表
現
を
用
い
る
。

（
９
）	

「
私
た
ち
は
新
し
い
神
話
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
神
話
は
諸
理
念
に
奉
仕
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
理
性
の
神
話
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（Georg	

W
ilhelm

	Friedrich	H
egel,	W

erke,	Band	1,	Frankfurt	a.	M
.	(Suhrkam

p)	1979,	S.	236.

）。

（
10
）	
あ
り
う
る
回
答
と
し
て
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
芸
術
理
論
は
実
質
的
に
文
学
論
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
近
代
の
芸
術
を
め
ぐ
る
体
制
を
論
じ
た
『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』

で
は
言
及
が
乏
し
い
の
だ
、
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、『
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』
で
は
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
や
エ
マ
ー
ソ
ン
な
ど
小
説
家
・
詩
人
が
扱
わ
れ

て
お
り
、
文
学
も
含
め
た
芸
術
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。

（
11
）	

こ
の
引
用
お
よ
び
次
の
引
用
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
語
原
文
は
以
下
を
参
照
。Johann	Joachim

	W
inckelm

ann,	G
eschichte der K

unst des A
ltertum

s,	D
arm

stadt	

(W
issenschaftliche	Buchgesellschaft)	1992,	S.	345-346.

（
12
）	

そ
し
て
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
よ
る
美
と
表
現
と
の
分
離
と
は
、「
美
し
い
形
式
と
学
問
の
作
品
」
と
の
分
離
で
あ
り
、
こ
れ
は
カ
ン
ト
に
お

け
る
、「
美
は
概
念
な
し
に
気
に
入
る
も
の
で
あ
る
」（A

I
29

）
と
い
う
近
代
美
学
を
代
表
す
る
テ
ー
ゼ
に
定
式
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
13
）	

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
ま
た
、《
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の
ト
ル
ソ
》
が
「
芸
術
の
美
的
体
制
」
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
作
品
の
起
源
と
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
芸
術
家
・

美
術
史
家
・
美
学
者
は
、
表
現
し
な
い
、
無
差
別
的
、
運
動
し
な
い
身
体
の
う
ち
に
、
感
性
的
な
力
を
探
ろ
う
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、「
芸

術
の
美
的
体
制
の
歴
史
は
、
四
肢
を
欠
く
と
同
時
に
完
全
な
彫
像
の
歴
史
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
完
全
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
欠
損
し
、
頭
と
手
足
を
欠
い
て
い
る

た
め
に
、
そ
れ
が
未
聞
の
多
様
な
身
体
へ
と
増
殖
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
」（A

I
40

）。

（
14
）	

原
文
は
以
下
を
参
照
。Georg	W

ilhelm
	Friedrich	H

egel,	W
erke,	Frankfurt	a.	M

.	(Suhrkam
p)	Bd.13	(V

orlesungen	über	Ä
sthetik	I),	S.	224.

（
15
）	Reinhold	Baum

stark,	D
ie A

lte Pinakothek M
ünchen,	M

ünchen	(C.	H
.	Beck)	2002,	S.	107.

（
16
）	

ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
公
式
サ
イ
ト
に
よ
る
（
所
蔵
作
品
番
号
六
一
三
）。

（
17
）	

ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
お
り
一
七
九
三
年
に
開
館
し
た
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
は
、
グ
リ
ュ
プ
ト
テ
ー
ク
（
彫
刻
館
）
が
一
八
三
〇
年
に
開
館
し
、
ア
ル
テ
・

ピ
ナ
コ
テ
ー
ク
は
、
一
八
二
六
年
に
定
礎
式
が
行
わ
れ
、
一
八
三
八
年
に
開
館
し
た
。

（
18
）	H

egel,	W
erke,	Bd.	13,	S.	223.
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（
19
）	

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
の
全
盛
期
の
後
、
画
家
の
あ
る
も
の
は
衣
服
の
生
地
の
専
門
家
、
あ
る
も
の
は
鏡
の
反
射
の
専
門
家
へ
と
専

門
分
化
し
て
、「
画
家
が
絵
画
を
模
倣
す
る
よ
う
に
な
る
」
こ
と
で
、
つ
ま
り
、
絵
画
が
も
は
や
画
家
に
と
っ
て
の
技
量
の
発
揮
の
手
段
で
し
か
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
も
は
や
民
族
の
自
由
な
生
と
い
う
芸
術
の
理
想
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
（A

I
57

）。

（
20
）	H

egel,	W
erke,	Bd.14	(V

orlesungen	über	die	Ä
sthetik	II),	S.	226.

（
21
）	O

p. cit., S.	227f.

（
22
）	O

p. cit.,	S.	229.

（
23
）	Ibid.

（
24
）	

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
文
学
理
論
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
美
学
講
義
』
を
踏
ま
え
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、『
美
学
講
義
』

に
お
い
て
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
以
下
の
説
を
擁
護
し
た
人
物
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
叙
事
詩
は
任
意
の
箇
所
で
終
え
て
、
ま
た
任
意
の
箇
所
で
再
び

歌
い
始
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
説
で
あ
る
（V

gl.	H
egel,	W

erke,	Bd.15	(V
orlesungen	über	die	Ä

sthetik	III),	S.	386.

）。

（
25
）	

原
文
は
以
下
を
参
照
。K

ritische Friedrich Schlegel A
usgabe,	H

erausgegeben	von	Ernst	Behler	unter	M
itw

irkung	von	Jean-Jacques	A
nstett	und	

H
ans	Eichner,	Paderborn	(Ferdinand	Schöningh)	1958ff.,	Bd.	2,	S.	168f.

（
26
）	O

p. cit., S.	182.

（
27
）	O

p. cit.,	S.	183.

（
28
）	

以
上
の
点
に
つ
い
て
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
断
片
一
一
六
番
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。	

「
ロ
マ
ン
的
文
学
は
、
表
現
さ
れ
た
も
の
に
よ
く
没
頭
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
ど
ん
な
種
類
で
あ
れ
詩
的
な
個
体
を
特
性
描
写
す
る
こ
と
が
、
ロ
マ
ン
的
文
学
の

一
に
し
て
全
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
著
者
の
精
神
を
完
全
に
表
現
す
る
こ
と
に
、
こ
れ
ほ
ど
適
し
た
形
式
は
未
だ
存
在
し
な
い
の
で
、

少
な
か
ら
ぬ
芸
術
家
は
、
小
説
も
一
つ
書
い
て
み
よ
う
と
思
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
偶
然
自
己
自
身
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
的
文
学
だ
け
が
叙
事
詩
の
よ

う
に
周
囲
の
全
世
界
の
鏡
、
時
代
の
像
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
ロ
マ
ン
的
文
学
は
、
表
現
す
る
も
の
と
表
現
さ
れ
る
も
の
の
中
間
で
、
実
在
的
な
関
心
か
ら

も
観
念
的
な
関
心
か
ら
も
自
由
に
、
詩
的
反
射
の
翼
に
の
っ
て
中
間
を
漂
い
、
こ
の
反
射
を
何
度
も
累
乗
し
、
鏡
の
無
限
の
系
列
の
中
に
あ
る
か
の
よ
う
に
多
数
化
す

る
こ
と
も
ま
た
最
も
よ
く
で
き
る
」（O

p. cit.,	S.	182.

）。
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（
29
）	

実
際
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。	

「
叙
事
詩
に
お
い
て
は
、
行
為
の
基
盤
と
な
る
国
民
の
包
括
的
な
現
実
の
他
に
、
内
的
な
も
の
と
外
的
な
も
の
の
両
方
が
場
所
を
得
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
こ
で
は
、
人

間
存
在
の
文
学
に
数
え
る
べ
き
も
の
の
完
全
な
全
体
が
展
開
さ
れ
る
」（H

egel,	W
erke,	Bd.	15,	S.	374

）。

（
30
）	H

egel,	W
erke,	Bd.	13,	S.	244.

（
31
）	Bd.	15,	S.	392f.

（
32
）	

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
自
身
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。	

「
し
た
が
っ
て
、
小
説
は
「
近
代
市
民
の
叙
事
詩
」
で
あ
る
と
い
う
、
と
て
も
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
い
回
し
が
隠
し
て
い
る
深
淵
を
よ
く
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ル
カ
ー
チ
は
そ
こ
か
ら
自
分
の
『
小
説
の
理
論
』
の
原
理
を
作
り
、
人
は
た
い
て
い
そ
こ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
文
学
理
論
の
基
礎
を
読
み
取
る
。
し
か
し
こ
の

言
い
回
し
は
小
説
の
理
論
を
開
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
閉
ざ
す
。
シ
ェ
リ
ン
グ
と
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
兄
弟
が
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
と
『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ

イ
ス
タ
ー
』
に
基
づ
い
て
作
り
上
げ
た
理
論
を
閉
ざ
す
の
で
あ
る
。
マ
イ
ス
タ
ー
と
通
商
の
世
界
と
の
決
裂
、
彼
の
演
劇
の
経
験
、
演
劇
に
つ
い
て
の
議
論
、「
自
然

の
詩
」
の
象
徴
で
あ
る
ミ
ニ
ョ
ン
と
そ
の
猫
と
の
出
会
い
、
生
き
方
と
し
て
の
美
学
の
知
恵
で
あ
る
よ
う
な
知
恵
の
最
終
的
な
獲
得
、
そ
れ
ら
す
べ
て
は
、
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
分
析
に
お
い
て
、
他
な
ら
ぬ
「
詩
の
詩
」〔
文
学
の
文
学
〕
の
原
型
を
作
り
出
し
た
。
こ
れ
は
そ
れ
自
体
が
自
ら
の
詩
的
性
格
に
つ
い
て
の

詩
的
な
理
論
で
あ
り
、詩
的
生
き
方
一
般
の
理
論
で
も
あ
る
。
一
切
が
必
然
的
に
ゲ
ー
テ
を
称
讃
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
見
方
を
逆
転
さ
せ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
や
シ
ュ
レ
ー

ゲ
ル
兄
弟
に
と
っ
て
「
無
限
の
詩
的
性
格
」
で
あ
っ
た
も
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
反
対
に
歴
史
的
な
閉
鎖
の
印
で
あ
る
。
叙
事
詩
は
「
世
界
の
根
源
的
に
詩
的

な
状
態
」
の
詩
で
あ
っ
た
。
小
説
は
反
対
に
、
詩
的
性
格
を
失
っ
た
世
界
に
そ
れ
を
返
す
た
め
の
努
力
と
し
て
現
れ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
努
力
は
矛
盾
し
て
い
る
。

詩
的
性
格
を
失
っ
た
世
界
に
そ
れ
を
返
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
小
説
は
自
分
自
身
の
条
件
を
表
象
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
詩
的
な
あ
こ
が
れ
と
、

市
民
的
な
世
界
の
散
文
と
の
隔
た
り
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
や
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
野
心
か
ら
は
ほ
ど
遠
く
、
修
業
時
代
の
小
説
の
本
質
的
な
内
容
は
、
理

想
の
喜
劇
で
あ
り
、
一
時
的
に
家
族
・
社
会
・
国
家
な
い
し
交
易
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
が
、
少
し
あ
ち
こ
ち
を
さ
ま
よ
っ
た
後
、
他
人
と
同
じ
よ
う
な
俗
物
に
な
る
、

そ
の
よ
う
な
若
い
市
民
の
小
説
で
あ
る
」（PM

68

）。

（
33
）	K

ritische Friedrich Schlegel A
usgabe,	Bd.	2,	S.	182.	

本
稿
の
註
二
五
も
参
照
。

（
34
）	

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
最
初
期
の
例
と
し
て
、
か
つ
て
煙
突
掃
除
人
で
あ
っ
た
ク
ロ
ー
ド
・
ジ
ュ
ヌ
ー
が
書
い
た
『
サ
ヴ
ォ
ワ
の
子
供
の
回
想
録
』（
一
八
四
四
年
）、
最
後
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期
の
例
と
し
て
、
か
つ
て
羊
飼
い
で
あ
っ
た
マ
ル
ジ
ュ
リ
ッ
ト
・
オ
ド
ゥ
ー
が
書
い
た
『
マ
リ
ー
・
ク
レ
ー
ル
』（
一
九
一
〇
年
）
を
挙
げ
て
い
る
（PM

76

）。

（
35
）	

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
美
学
講
義
』
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
に
言
及
す
る
箇
所
の
付
近
で
、「
ド
イ
ツ
人
の
性
格
」
に
見
ら
れ
る
、「
普
遍
的
な
目

的
の
た
め
の
形
成
」
を
欠
い
た
「
低
い
身
分
出
身
の
人
び
と
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
一
節
を
挙
げ
る
（H

egel,	W
erke,	Bd.	2,	S.	208

）。
ま
た
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ヴ
ィ

ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
、
一
八
〇
二
年
か
ら
一
八
〇
三
年
の
ベ
ル
リ
ン
講
義
「
文
学
講
義
」
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
な
し
に
、

小
さ
な
村
で
フ
モ
ー
ル
の
独
白
を
書
い
て
い
た
、
と
あ
る
小
説
家
が
大
都
市
に
出
て
行
っ
て
喝
采
を
博
し
た
と
述
べ
て
い
る
（A

ugust	W
ilhelm

	Schlegel,	

K
ritische A

usgabe der V
orlesungen,	Bd.1	(V

orlesungen	über	Ä
sthetik	I),	Paderborn	(Ferdinand	Schöningh)	1989,	S.	487

）（PM
	181

）。

	

　

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
と
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
関
係
を
さ
ら
に
解
明
す
る
た
め
に
は
、
彼
が
参
照
し
た
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ク
ー
＝

ラ
バ
ル
ト
の
共
著
『
文
学
的
絶
対
者
』（
一
九
七
八
年
）
と
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
議
論
と
の
比
較
検
討
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
余
裕
が
な
い
た
め
、

次
の
機
会
に
行
う
こ
と
と
し
た
い
。『
文
学
的
絶
対
者
』
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
以
下
の
論
考
が
あ
る
。
柿
並
良
佑
「「
断
片
」
の
理
論
―
―
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル

ト
／
ナ
ン
シ
ー
『
文
学
的
絶
対
』
読
解
―
―
」、『
哲
学
の
探
究　

二
〇
〇
九
年
度
哲
学
若
手
研
究
者
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
文
集
』
第
三
七
号
、
七
四

－

九
五
頁
。

　
　

※
本
稿
は
、新
潟
大
学
「
間
主
観
的
感
性
論
研
究
推
進
セ
ン
タ
ー
」
公
開
研
究
会
（
新
潟
大
学
五
十
嵐
キ
ャ
ン
パ
ス
、二
〇
一
四
年
九
月
一
九
日
）
に
お
い
て
著
者
が
行
っ

た
報
告
「
芸
術
の
美
学
的
体
制
と
ロ
マ
ン
主
義
美
学
」
に
基
づ
く
。

　
　

※
本
研
究
はJSPS

科
研
費 26770044

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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Jacques Rancière and German Romanticism:

Linking Two “Scenes” from “Aesthetic Regime of Art”

� Hitoshi�Tanaka

　　In� this� paper,� I� discuss�works� by� Jaques�Rancière� (Mute Speech� (1998),�The 

Distribution of the Sensible� (2000),� and�Aisthesis� (2011)),� and�analyze� the� relationship�

between�his� concept� of� the� “aesthetic� regime� of� art”� and� the� aesthetis� of�German�

romanticism.

　　Jacques�Rancière�distinguishes�three�regimes� in�what�we�now�call� “art.”�He�defines�

the�aesthetic�regime�of�art�as�a�disruption�of�the�hierarchies�in�subjects,�genres,�which,�in�

turn,� enables� an� independent� sphere� of�perceptions� and�emotions.�Rancière� further�

observes�that�the�aesthetic�regime�contains�a�contradiction�between�the�concept�of� the�

autonomy�of�art�and�that�of�a�utopian�community�that�is�prefigured�in�artwork.

　　In�Aisthesis,�Rancière�does�not�discuss�the�aesthetics�of�German�romanticism� itself,�

but�considers�both�a�preceding�and�a�succeeding�figure�of�the�movement:�Winckelmann�

and�Hegel.��Rancière�argues�that�Winckelmann�understands�the�history�of�Greek�art�as�a�

history�of� the�collective� life�of� the�Greek�people,�and� that�Winckelmann�considers� the�

Torso of Belvedere�as�an�embodiment�of�their�freedom.�Hegel�shares�with�Winckelmann�

the�same�retrospective�view�on�the�history�of�art,�and�this�is�evident�when�he�believes�he�

has�found�a�collective�freedom�in�Murillo’s�paintings�of�careless�beggar�boys.

　　Rancière�argues� in�Mute Speech�that�German�romanticism�attempted�to�reinvent�a�

unity�between�the�creations�of�an�individual�artist�and�the�collective�lives�of�people,�while�

both�Winckelmann�and�Hegel�find�such�unity�only� in�past�art,� through�a�retrospective�

viewpoint.�According� to�Rancière,�Hegel� transforms� the�attempts� of� romanticists� to�

develop�romantic�poetry�into�a�theory�of�Homeric�epic�poetry,�which�united�individuality�

and�collectivity�but�was�irrecoverably�lost.

　　Ranciére’s�description�of� the� characteristics� of�German�romanticism� is� certainly�

biased,�being�overly�focused�on�Hegel’s�criticism�of�it.�However,�it�is�an�original�approach�

for�Rancière�to�find�in�Jean�Paul,�a�contemporary�of�German�romanticists,�an�autodidact�

who�destabilizes�a�hierarchy�in�the�literary�world.
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