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フ
ラ
イ
の
美
術
批
評

ー
ー
ラ
ッ
セ
ル
論
理
学
と
の
関
係
|
|

口
ジ
ャ
i

@ 

l 立

め

じ

リ
チ
ャ
!
ド
・
シ
ュ
ス
タ

i

マ
ン
は
円
分
析
美
学
」
と
題
さ
れ
た
ア
ン
ソ
ロ

ジ
!
の
序
文
で
、

分
析
美
学
の
展
開
を
概
観
し
つ
つ
そ
の
中
で
ロ
ジ
ャi
・
フ

一
フ
イ
お
よ
び
ク
ラ
イ
ヴ
・
ベ
ル
の
「
田
町
ロ
5
3

洋
同
O
吋
自
」
の
概
念
に
触
れ
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
i
i

「
一
九
五0
年
代
に
分
析
美
学
が
精
力
的
に
発
展

し
た
こ
と
は
、

分
析
的
手
法
の
完
成
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
と
同
じ
く
ら
い
に
、

創刊号 (2001年 1 月)

ク
ロ
l

チ
ェ
の
観
念
論
的
表
境
主
義
と
そ
の
他
の
ロ
マ
ン
主
義
的
な
本
質
主
義

(
例
え
ば
ベ
ル
日
フ
ラ
イ
の
「ω
釘
ロ
志
のm
g
円
相
，
向
日
」
理
論
)
の
明
ら
か
な
誤
謬

{1) 

お
よ
び
雑
然
と
し
た
不
明
瞭
さ
と
に
負
っ
て
い
る
」
。
つ
ま
り
シ
ュ
ス
タ
l

マ
ン

の
見
通
し
に
よ
れ
ば
、
論
理
的
な
分
析
に
も
と
づ
く
芸
術
理
解
は
、
二O
世
紀

初
頭
に
有
力
だ
っ
た
二
つ
の
芸
術
理
論
の
超
克
と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
り
、

フ

美学研究

ラ
イ
の
美
術
批
評
は
こ
の
乗
り
越
え
ら
れ
た
芸
術
理
論
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

要

真
理
子

そ
グ〉

方
で
シ
ュ
ス
タ
!
マ
ン
は
次
の
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

た
と
え
美
学
的
に
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
、

ベ
ル
H

フ
ラ
イ

の
「
ω
日m
a
m
g
E
m，
司
自
」
の
理
論
の
出
発
点
に
は
、
「
観
念
論
の
論
駁
』
で
知

ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
実
在
論
者
G
-
E

・
ム
l

ア
の
影
響
が
あ
り

そ
し
て
こ

の
ム
i

ア
こ
そ
、
後
に
パ
i

ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
や
ル

i

ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ヴ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
へ
と
継
承
さ
れ
る
分
析
的
手
法
を
新
た
に
推
進
し
た
人
物

で
あ
る
、
と

実
際
、
罷
史
的
な
事
実
を
述
べ
る
だ
け
に
し
て
も

一
九
O
一
二
年
の
ムi
ア

の

リ
ン
キ
ピ
ア
・
ヱ
テ
ィ
カ
』
は
、

タ
イ
ト
ル
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に

ラ
ッ
セ
ル
リ
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の

「
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
・
マ
テ
マ
テ
ィ
カ
』
の
試

み
へ
と
継
承
さ
れ
る
と
同
時
に
、
ブ
ル
i

ム
ズ
ベ
リ
!
・
グ
ル
ー
プ
に
熱
狂
的

に
信
奉
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
後
者
の
影
響
力
に
関
し
て
は
、
メ
イ
ナ
l

ド
・

ケ
イ
ン
ズ
の
次
の
よ
う
な
言
葉
が
残
っ
て
い
る
|
|
「
僕
は
ち
ょ
う
ど
今
、
二
、

一
一
一
日
前
に
出
版
さ
れ
た
ば
か
り
の
ム
!
ア
の

リ
ン
キ
ピ
ア
・
エ
テ
ィ
カ
』

を
読
ん
で
い
る
|
|
素
晴
ら
し
い
、
魂
を
奪
う
ば
か
り
の
書
物
だ
。
倫
理
学
に

27 
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(2) 

関
す
る
最
も
偉
大
な
書
物
だ
」
。

」
の
論
文
で
検
討
し
た
い
の
は
こ
れ
ら
ム
i

ア
か
ら
発
し
た
一

つ
の
影
響

力
が
互
い
に
無
関
係
に
進
展
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り

一
方
に
は
命
題
を
分
析
的
に
扱
お
う
と
す
る
論
理
学
的
な
影
響
関
係
が
あ
り
、

他
方
に
は
論
理
的
な
束
縛
か
ら
自
由
で
あ
ろ
う
と
し
て
ム

i

ア
の
倫
理
学
を
受

け
入
れ
た
芸
術
的
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
の
だ
が

そ
れ
ら

一
つ
の
流
れ
は
ケ
ン
ブ

リ
ッ
ジ
と
い
う
極
め
て
狭
い
世
界
の
中
で
、

会
く
相
互
に
見
知
り
合
う
こ
と
な

し
に
展
開
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
少
な

く
と
も
人
的
な
交
流
に
お
い
て
は

こ
れ
ら
一
つ
の
流
れ
は
緊
密
に
結
び
合
つ

て
お
り
、
例
え
ば
ケ
イ
ン
ズ
の
よ
う
に
、
ど
ち
ら
の
側
に
も
合
め
な
け
れ
ば
な

(3) 

ら
な
い
人
物
も
い
る
。
そ
し
て
と
り
わ
け
ロ
ジ
ャ

i

・
フ
ラ
イ
の
場
合
は
ど
う

、
、
吉
」
つ3
-
ηノ
ミ
、

一

f
d

カ

フ
ラ
イ
の
批
評
理
論
の
基
礎
に
こ
う
し
た
分
析
的
手
法
か
ら
の

影
響
が
介
在
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
を
、
以
下
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す

る

第

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
の
交
流
関
係

ム
ー
ア
の
影
響
力

(4) 

こ
こ
で
本
論
の
出
発
点
で
あ
る
ム
!
ア
に
つ
い
て
少
し
紹
介
し
て
お
こ
う
。

G
-
E

・
ム
l

ア
は
一
八
七
三
年
生
ま
れ
で

一
八
九
八
年
か
ら
ケ
ン
ブ
リ
ツ

ジ
、
ト
リ
ニ
テ
ィ

l

・
カ
レ
ッ
ジ
の
フ
エ
ロ
!
と
し
て

九

一
年
か
ら
は

哲
学
の
講
師
、

さ
ら
に
教
授
と
し
て
後
輩
の
指
導
に
当
た
っ
て
い
た
。
ま
た
と

く
に
「
使
徒
会
」
と
呼
ば
れ
る
非
公
式
の
学
生
組
織
に
お
い
て
も
、
後
輩
た
ち

に
絶
大
な
影
響
力
を
及
段
し
て
い
た
。

九
世
紀
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
あ
っ
て

28 

は
こ
う
し
た
学
生
に
よ
る
討
論
グ
ル
ー
プ
が
い
く
つ
も
あ
っ
た
が
、
継
続
し
た

も
の
は
少
な
い
。
こ
の
「
龍
徒
会
」
は
一
八

一O
年
に
発
足
し
て
以
来
、
約

五
0
年
間
続
い
た
希
に
み
る
長
命
な
グ
ル
ー
プ
だ
っ
た
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、

当
初
「
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
談
話
会
」
と
い
う
名
称
だ
っ
た
が
、
じ
き
に
「
使
徒
会
」

と
い
う
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
ッ
ク
ネ
l

ム
の
出
来

は
、
お
そ
ら
く
キ
リ
ス
ト
の

一
使
徒
と
同
数
の

二
人
に
メ
ン
バ
ー
が
限
定

さ
れ
て
い
た
こ
と
、

そ
し
て
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
威
厳
を
保
つ
た
め
に
メ
ン

パ
ー
は
独
自
の
宗
教
的
見
解
の
下
で
統
率
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る

が
、
実
際
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
。
こ
の
談
話
会
の
活
動
は
、

メ
ン
バ
ー
が

選
ん
だ
テ
l

マ
、
あ
る
い
は
各
人
が
手
が
け
た
論
文
に
つ
い
て
非
公
開
に
議
論

を
交
わ
す
も
の
だ
っ
た
。
論
議
の
範
囲
は
会
く
制
限
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

時
と
し
て
、
こ
う
し
た
類
の
討
論
グ
ル
ー
プ
と
し
て
は
珍
し
く
、
宗
教
的
な
信

(5) 

条
や
性
的
慣
習
と
い
う
問
題
に
ま
で
発
展
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。

か
く
し
て
一
九
O
三
年
に
先
の
「
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
・
エ
テ
ィ
カ
』
が
出
版
さ

れ
る
。
こ
の
著
作
の
特
徴
は
次
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
伝
統
的
な
倫
理
学
に

お
い
て
「
普
」
は
、
善
行
や
神
と
い
っ
た
「
慈
こ
そ
の
も
の
と
は
別
の
次
元
に

属
す
る
性
質
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
一
方
で
、

ム
ー
ア
は
こ
の

豆
こ
と
い
う
概
念
を
正
確
に
語
る
た
め
に
は
、
そ
れ
独
自
の
も
の
と
し
て
内

在
的
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で

ム
ー
ア
は
、
道
徳
判
断
の
根
本
原
理
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
「
議
こ
を
は
じ
め
と

す
る
倫
理
的
な
価
値
概
念
の
分
析
を
行
っ
て
い
く
。
ラ
ッ
セ
ル
を
初
め
と
す
る

後
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
論
理
哲
学
者
が
、
十
枚
干
の
重
要
な
修
正
を
加
え
つ
つ
で
あ



る
と
は
い
え
継
永
し
て
い
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
内
在
的
な
分
析
の

手
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
様
々
な
概
念
を
い
く
つ
か
の
基
本
「
命
題
」
に
還
元
し
、

こ
の
「
命
題
」
内
部
の
関
係
の
在
り
方
を
分
析
し
て
い
く
と
い
う
手
法
に
他
な

戸
り
か
品
い
。ケ
イ
ン
ズ
は
「
若
き
日
の
信
条
」
と
開
店
さ
れ
た
回
想
銭
の
や
で
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
|
|

」
れ
ら
の
こ
と
は
全
て

ム
ー
ア
の
方
法
論
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
質
的
に
あ
い
ま
い
な
醜
念
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
に
つ
い

て
の
正
確
な
一
言
語
を
使
用
し
、
厳
密
な
間
い
を
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

れ
を
明
断
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り

そ
れ
は
完
全
無
欠
な
文
法
と

同
義
性
を
全
く
含
ま
な
い
辞
書
と
い
う
道
具
を
用
い
た
、
発
見
の
方
法
で

(6) 

あ
っ
た
。

ム
ー
ア
に
と
っ
て
も
ラ
ッ
セ
ル
に
と
っ
て
も
、
重
要
な
の
は
諸
々
の
概
念
が
現

実
世
界
に
お
い
て
ど
う
機
能
す
る
か
で
は
な
く
、

そ
れ
ら
が
一
つ
、
あ
る
い
は

複
数
の
「
命
題
」
を
ど
の
よ
う
に
構
成
し
て
い
る
か
、

そ
し
て
こ
れ
ら
の
「
命

創刊号 (2001年 1 月)

題
」
の
構
造
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
純
粋
に
論
理
学
的
・
方
法
論
的
な
関
心
か
ら
ムi
ア
の
説
を
受

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、

F
・
P
-

容
し
た
流
れ
(
ラ
ッ
セ
ル
、

ケ
イ
ン
ズ
、

ラ
ム
ジ

l
)
が
あ
る
一
方
で
、

ム
ー
ア
の
倫
理
学
を
一
つ
の
信
条
と
し
て
掲
げ

ょ
う
と
し
た
傾
向
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
が

美学研究

ブ
ル
!
ム
ズ
ベ
リ
l

・
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
そ
の
中
心
人
物
の
一
人
リ
ッ
ト
ン
・

ス
ト
レ
イ
チ

i

は
ム
i

ア
の
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
・
ヱ
テ
ィ
カ
」
に
つ
い
て
友
人

レ
ナ
i

ド
・
ウ
ル
フ
に
次
の
よ
う
な
手
紙
を
送
っ
て
い
る
ー
ー
ー
「
す
ご
い

ぞ
/
・
・
・
・
・
・
者
は
も
う
こ
れ
を
読
ん
だ
か
?最
後
の
二
つ
の
章
ー
ー
な
ん
と
案

晴
ら
し
い
ん
だ
/

そ
し
て
残
骸
/

あ
の
無
差
別
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
屑
出

の
う
ち
に
見
出
す
も
の
こ
そ
、
完
全
に
ず
た
ず
た
に
さ
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、

ハ
i

パ
i

ト
・
ス
ベ
ン
サ

l

、
シ

(7) 

ジ
ウ
イ
ツ
ク
と
マ
ク
タ
ガ
l

ト
の
桟
骸
な
の
だ
」
。
レ
ナi
ド
・
ウ
ル
フ
も
ま
た
、

キ
リ
ス
ト

ブ
ラ
ッ
ド
レ
ー
氏
、

カ
ン
ト

|
|
「
エ
ホ
パ
、
キ
リ
ス
ト
、
聖
パ
ウ
ロ
、
プ
ラ
ト
ン
、
カ
ン
ト
、
そ
し
て
へ
l

ゲ
ル
が
我
々
を
陥
れ
て
き
た
様
々
な
宗
教
的
で
哲
学
的
な
悪
夢
、
妄
想
、幻
覚

を
取
り
払
っ
て
、
代
わ
り
に
常
識
と
い
う
新
鮮
な
空
気
と
純
粋
な
光
を
投
げ
入

(
8
)
 

れ
た
の
で
あ
る
」
と
ム
i

ア
の
著
作
を
絶
賛
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
過
剰
な
く
ら

い
の
賞
賛
か
ら
伺
え
る
の
は
、
当
時
ム

l

ア
の
「
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
が
ブ
ル

l

ム
ズ
ベ
リ
l

・
グ
ル
ー
プ
の
狂
信
的
と
も
一
宮
悶
え
る
支
持
を
取
り
付
け
た
こ
と
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ム

i

ア
支
持
は
表
面
的
な
も
の
で
、
自
分
た
ち
の

と
も
す
れ
ば
不
道
徳
と
非
難
さ
れ
る
よ
う
な
生
活
態
度
を
弁
護
し
て
く
れ
る
部

分
だ
け
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
の
が
一
般
的
な
説
明
で
あ
る
。
と
は

い
え
後
に
具
体
的
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
と
い
う
狭
い
世
界
の

た
か
だ
か
半
世
紀
に
も
満
た
な
い
時
期
に
、
同

の
理
論
を
信
奉
す
る
二
つ
の

グ
ル
ー
プ
が
全
く
無
関
係
な
ま
ま
存
立
し
え
た
と
考
え
る
の
は
、
説
明
を
す
っ

き
り
さ
せ
る
た
め
と
は
い
え
膝
史
を
あ
ま
り
に
鴎
式
化
し
た
見
方
で
は
な
い
だ

ろ
、
っ
か
。

フ
ラ
イ
の
場
合

こ
こ
で
フ
ラ
イ
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
た
め
に
、
少
し
時
代
を
遡
る
必
要
が

29 
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あ
る
。
と
い
う
の
も
一
八
六
六
年
に
生
ま
れ
た
フ
ラ
イ
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
キ

ン
グ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
に
生
物
学
専
攻
の
学
生
と
し
て
入
学
し
た
の
は

八
八

五
年
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
フ
ラ
イ
は
、
先
に
取
り
上
げ
た
ラ
ツ

セ
ル
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

ム
ー
ア
よ
り
も
年
長
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま

ず
初
め
に
ム
ー
ア
以
前
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
思
想
的
傾
向
、
す
な
わ
ち
先
に
触

れ
た
ム
!
ア
が
論
駁
し
よ
う
と
し
た
へ
l

ゲ
ル
の
影
響
下
に
あ
る
観
念
論
的
傾

向
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
中
心
と
な
る
人
物
が
、

J
-
E

・
マ
ク
タ
ガ
l

ト
で
あ
る
。

マ
ク
タ
ガ
i

ト
は
、
他
に

G

・

L
-

デ
ィ

キ
ン
ソ
ン
や
大
先
輩
の
へ
ン
リ

l

・
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
ら
と
と
も
に
、
当
時
の
ケ

ン
ブ
リ
ッ
ジ
、
特
に
先
の
「
使
徒
会
」
の
思
想
的
傾
向
を
決
定
づ
け
た
。
こ
れ

は
し
ば
し
ば
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
的
思
想
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
大
陸

か
ら
の
思
想
的
影
響
は
常
に
歪
曲
し
た
か
た
ち
で
イ
ギ
リ
ス
に
輸
入
さ
れ
る
傾

向
が
あ
り
、

マ
ク
タ
ガ
i

ト
に
お
け
る
「
へ
i

ゲ
ル
的
な
観
念
論
」
に
つ
い
て

も
、
こ
の
こ
と
は
あ
て
は
ま
っ
て
い
た

(
そ
う
し
た
傾
向
は
後
に
マ
ル
ク
ス

義
の
受
容
に
つ
い
て
、
特
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
思
想
に
偏
っ
て
輸
入
さ
れ
た
経
緯

(9) 

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
)
。

フ
ラ
イ
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
進
ん
だ
当
時
、
こ
の
歪
曲
さ
れ
た
観
念
論
が
一

つ
の
思
想
的
ヱ
ポ
ッ
ク
を
形
成
す
る
。
ベ
ン
サ
ム
や
ミ
ル
の
功
利
主
義
に
対
抗

す
る
形
で
展
開
し
た
こ
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
観
念
論
は
、
護
め
ら
れ
た
か
た
ち

で
あ
る
と
は
い
え
、
仮
象
(
白
山
)
同
)
g
E
2
0
)の
背
後
に
真
な
る
絶
対
者
(
民
話

与
印
O
Z
S
)を
見
出
そ
う
と
す
る
点
で
は
ま
さ
し
く
観
念
論
的
と
言
え
る
も
の

で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
マ
ク
タ
ガ

i

ト
は
数
や
時
間
や
空
間
や
物
質
が
自
己
矛

腐
的
で
あ
る
ゆ
え
、
こ
れ
ら

切
が
実
在
し
な
い
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
。

マ
ク
タ
ガ
l

ト
の
論
証
に
よ
れ
ば
、
実
在
す
る
の
は
ひ
た
す
ら
絶
対
者
だ
け
で
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あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
「
仮
象
」
の
背
後
に
潜
む
究
極
の
「
実
在
性
(
店
長

q
こ

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
実
在
性
」
は
、
物
質
的
な
「
仮
象
」
を
超
え
て

概
念
的
・
精
神
的
な
も
の
そ
れ
自
体
の
内
に
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ

(
ω
)
 

て
諸
々
の
「
自
己
(
話
。
こ
の
中
に
そ
の
根
拠
を
持
っ
て
い
た
。

」
の
マ
ク
タ
ガ
i

ト
と
ク
リ
プ
ト
ン
校
以
来
の
友
人
で
あ
り

一
八
八
七
年

か
ら
一
八
九
一
年
に
か
け
て
「
使
徒
会
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
フ
ラ
イ
が
、

こ
う
し
た
思
想
傾
向
に
影
響
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
関
連
い

で
は
な
か
ろ
う
。
「
早
熟
な
無
神
論
者
」
マ
ク
タ
ガ
l

ト
は
「
お
く
て
の
厳
格
な

フ
ラ
イ
に
自
ら
の
形
而
上
学
的
思
想
を
語
る
の
を
意
識
的

(
日
)

に
避
け
て
い
た
と
は
い
え
、

ク
エ
ー
カ
ー
教
能
」

フ
ラ
イ
が
使
能
会
の
メ
ン
バ
ー
に
選
ほ
れ
た
一
八

八
七
年

一
丹
の
手
紙
の
中
に
、
こ
の
観
念
論
的
な
テ
l

マ
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
手
紙
に
は
、

た
わ
い
の
な
い
日
常
と
は
別
の
真
実
の
伎
界
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、

フ
ラ
イ
の
期
待
と
畏
れ
が
入
り
交
じ
っ
た
よ
う
な

文
章
が
つ
づ
ら
れ
て
い
た
|
|
「
僕
た
ち
の
生
活
が
非
常
に
多
く
の
た
わ
い
な

い
日
常
の
事
柄
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
、
え
る
と
き
、
朝
起
き
て
、
服
を

者
て
、
食
べ
て
、
し
ゃ
べ
っ
て
、
寝
る
と
い
う
だ
け
の
最
終
目
的
を
も
た
な
い
、

ひ
た
す
ら
わ
ぴ
し
く
て
、
う
ん
ざ
り
す
る
よ
う
な
生
活
が
続
い
て
い
く
の
だ
と

い
う
気
持
ち
で
苛
ま
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
時
に
は
、

そ
う
し
た
こ

と
は
全
て
見
せ
か
け
で

い
つ
な
ん
ど
き
そ
の
表
面
が
破
れ
て
、
真
実

が
現
れ
る
か
も
知
れ
な
い
の
だ
と
感
じ
る
と
な
ん
だ
か
と
て
も
事

(
ロ
)

ば
し
い
気
持
ち
に
な
る
の
で
す
。
た
と
え
ど
の
よ
う
な
真
実
で
あ
れ
」
。

(
門
何
色
町
一
け
い
『
)

実
際
、
こ
う
し
た
観
念
論
的
傾
向
は

フ
ラ
イ
の
初
期
の
批
評
言
語
の
中
に



も
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

九
O
O

年
に
執
筆
さ
れ
た

タ
!
ナ
i

論
で
は
次
の
よ
う
な
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
i
i
i

「
:

や
山
や
水
を
形
成
す
る
様
々
な
モ
i

ド
や
、
構
造
の
基
礎
に
横
た
わ
っ
て
い
る

奥
深
い
セ
ン
ス
が
明
ら
か
と
な
る
。
タ
i

ナ
l

は
、
外
観
(
名
目)
g
吋
ω
ロ
2
)
を

通
し
て
、
外
観
の
際
民
で
あ
る
リ
ア
リ
テ
ィ

(
門
川
)

あ
る
:
:
:
」
。
つ
ま
り
、
タl
ナ
l

は
自
然
の
見
か
け
の
様
相
に
惑
わ
さ
れ
る
こ

(
H
N
m
w
m

凶
]
山
々
)
に
至
っ
た
の
で

と
な
く
、
自
然
の
「
特
殊
な
外
観
の
基
礎
に
横
た
わ
っ
て
い
る
本
当
の
も
の
を

参
照
」
し
な
が
ら
描
い
た
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
本
当
の
も
の
」
と
は
、

「
自
然
の
外
観
:
:
:
を
構
成
す
る
た
め
の
様
々
な
対
象
の
フ
ォ
ー
ム
」
の
こ
と

(
H
H
)
 

を
示
し
て
い
る
。
タ
l

ナ
ー
は
こ
の
諸
々
の
フ
ォ
ー
ム
を
視
覚
的
経
験
の
蓄
積

か
ら
抽
出
さ
れ
た
普
遍
的
な
本
質
と
捉
え
、
特
殊
な
事
物
を
描
き
な
が
ら
も
、

こ
の
本
質
を
そ
の
基
礎
に
中
泣
い
た
の
だ
と
フ
ラ
イ
は
、
主
張
す
る
。
視
覚
経
験
の

蓄
積
を
経
て
得
ら
れ
る
と
い
う
記
述
か
ら
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
フ
ォ
!

ム
」
は
、
確
か
に
フ
ィ
ー
ド
ラ
!
の
「
純
粋
視
覚
」
や
ヴ
ェ
ル
プ
リ
ン
の
「
視

党
形
式
」
と
間
同
義
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
対
象
に
関
し
て
用
い
ら

れ
た
フ
ラ
イ
の
「
フ
ォ
i

ム
」
は
「
主
体
」
に
と
っ
て
の
「
見
方
」
で
は
な
く

創刊号 (2001年 1 月)

「
客
体
」
の
側
に
お
い
て
探
究
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
彼
ら

と
フ
ラ
イ
の
抱
え
方
は
全
く
逆
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

フ
ラ
イ
が
フ
ィ
i

ド

ラ
ー
の
著
作
を
読
ん
だ
と
い
う
記
録
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
ヴ
ェ
ル
プ
リ
ン
の
著

(
日
)

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

作
に
初
め
て
触
れ
る
の
は

JL 
O 

フ
ラ
イ

の
フ
ォ
ー
ム
概
念
の
起
源
を
両
者
に
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

美学研究

九
O
O

年
の
時
点
で
は

フ
ラ
イ
は
む
し
ろ
マ
ク
タ

タ
i

ナ
i

一
対
を
著
し
た

ガ
I

ト
に
代
表
さ
れ
る
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
観
念
論
か
ら
、
「
外
観
」
と
「
リ
ア
リ

テ
イ
」

の
対
離
念
を
基
礎
と
し
つ
つ
「
フ
ォ
ー
ム
」
の
概
念
を
独
自
に
発
展
さ

せ
た
の
だ
と
考
え
る
方
が
妥
当
だ
ろ
う
。
印
象
派
を
外
観
の
単
な
る
転
写
と
し

て
退
け
つ
つ

フ
ラ
イ
は
タ

i

ナ
!
の
探
究
を
次
の
よ
う
に
賞
賛
し
て
い
る
。

木
に
つ
い
て
モ
ネ
が
キ
ャ
ン
ヴ
ア
ス
に
留
め
て
い
る
の
は
、

ほ
と
ん
ど
自
然

な
し
み
と
い
う
形
態

(
m
g宮
)
を
具
え
た
絵
筆
の
跡
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に

対
し
、
タ
i

ナ
l

は
木
の
フ
ォ
ー
ム
に
つ
い
て
の
彼
の
研
究
に
よ
っ
て
鼓
舞

さ
れ
て
お
り
、
木
の
フ
ォ
ー
ム
が
お
そ
ら
く
風
景
の
中
で
現
実
に
そ
れ
自
体

を
明
ら
か
に
し
た
よ
り
も
、
も
っ
と
本
質
的
に
、
生
長
の
中
心
と
な
る
道
筋

を
示
唆
し
な
が
ら
、
彼
の
絵
筆
の
跡
に
一
つ
の
フ
ォ
ー
ム
を
与
え
て
い
る
の

(
日
山
)

で
あ
る
。

一
九
O
O

年
か
ら
一
九
一

O
年
ま
で
の
動
向

先
の
タ
l

ナ
!
に
関
す
る
批
評
を
著
し
た

九
O
O

年
か
ら
、
フ
ラ
イ
は
「
パ

イ
・
ロ
ッ

誌
や

コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
美
術
批

シ
ニ
ア
ム
」
誌
に
お
い
て

評
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
る
。

コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
の
ポ
ス
ト
は
、
一
関
家
を
生
業
と
す

る
こ
と
も
、
美
術
学
校
の
講
師
の
職
も
思
い
通
り
に
な
ら
な
か
っ
た
フ
ラ
イ
に

と
っ
て
は
、
降
っ
て
沸
い
た
よ
う
な
幸
運
だ
っ
た
。

一
方
、
時
を
同
じ
く
し
て
、

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
お
い
て

フ
ラ
イ
よ
り
も
一
O
歳
以
上
も
年
少
の
学
生
た
ち

が
一
つ
の
サ
ー
ク
ル
を
組
織
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
彼
ら
自
身
に
よ
っ
て
「
真

夜
中
会
」
と
名
付
け
ら
れ
た
読
書
会
に
は
、
後
の
ブ
ル
!
ム
ズ
ベ
リ

i

の
メ
ン

ノ f

リ
ッ
ト
ン
・
ス
ト
レ
イ
チ

i

や
ク
ラ
イ
ヴ
・
ベ
ル

レ
ナ
!
ド
・
ウ
ル

フ
ら
が
名
を
連
ね
て
い
た
。
こ
の
中
で
ベ
ル
だ
け
は
「
使
徒
会
」
の
メ
ン
バ
ー
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ロジャー・フライの美術:t}t評

に
選
ば
れ
な
か
っ
た
が
、
彼
ら
は
皆
、
当
時
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
フ
ェ

ロ
ー
だ
っ
た
ム
!
ア
の
信
奉
者
で
あ
り
、
ブ
ル
l

ム
ズ
ベ
リ
!
の
共
通
の
信
条

は
、
こ
の
ム
l

ア
の
倫
理
学
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
「
使
徒
会
」
に
お
け
る
ムl
ア
に
続
く
も
う
一
人
の
立
て
役
者
ラ
ッ
セ

ノレ

は

一
八
九
九
年
に
マ
ク
タ
ガ
l

ト
の
代
理
で
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
講
義
、

九
O

一
年
に
は
記
号
論
理
学
の
講
義
を
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
行
っ
て
い
る
。
こ
の

翌
年
、
メ
イ
ナ
i

ド
・
ケ
イ
ン
ズ
が
キ
ン
グ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
に
入
学
し

九

O
三
年
に
ム
l

ア
の
熱
烈
な
推
薦
に
よ
っ
て
「
使
徒
会
」
に
加
わ
る
こ
と
と
な

る
。
残
念
な
が
ら

ム
ー
ア
は
ブ
エ
ロ
!
資
格
期
限
が
切
れ
た
た
め

九
0 

四
年
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
を
後
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
、

フ
ラ
イ
と
ラ
ッ
セ
ル
は
ラ
ッ
セ
ル
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
入
学
し

た
一
八
九
O
年
以
来
、
親
し
い
間
柄
に
あ
っ
た
が
、
ラ
ッ
セ
ル
の
数
理
哲
学
に

対
し
て
フ
ラ
イ
が
残
し
た
コ
メ
ン
ト
は
数
多
い
と
は
言
え
な
い
。
公
に
入
手
で

き
る
資
料
と
い
う
限
り
で
は

九
O
三
年
の
哲
学
的
論
孜
「
自
白
人
の
崇
拝
」

に
間
附
す
る
フ
ラ
イ
の
抽
象
的
な
感
想
と
一
九
一
一O年
の
心
理
学
者
モ
!
ロ
ン
夫

(
げ
)

人
宛
の
予
紙
の
や
の
ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
学
へ
の
言
及
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
中
で
、

九
O
五
年
は

人
の
環
論
的
関
連
性
を
考
察
す
る
上
で
無
視
で

き
な
い
時
期
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
年
の
八
月
、
一
一
週
間
程
、
ラ
ッ

セ
ル
は
フ
ラ
イ
夫
妻
、

そ
し
て
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
夫
妻
と
共
に
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ

に
時
在
し
て
い
た
。

円
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
・
マ
テ
マ
テ
ィ

の
共
陪
執

そ
の
際
、

筆
者
で
あ
る
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
よ
り
も
先
に
、
ま
ず
フ
ラ
イ
夫
妻
が
ラ
ッ
セ
ル

の
も
と
に
訪
れ
た
こ
と
は
興
味
深
い
l
i

「
ま
ず
フ
ラ
イ
夫
妻
と
滞
在
し
、
そ

〈
叩
凶
)

の
後
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
夫
妻
が
や
っ
て
き
た
」
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
こ

の

一
ヶ
月
後
の
一O
丹
、
ラ
ッ
セ
ル
が
タ
イ
プ
理
論
を
最
初
に
呈
示
し
た
「
指
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示
に
つ
い
て
」
が
「
マ
イ
ン
ド
』
誌
に
掲
載
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
命
題
の
構
成

要
素
を
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
(
間
層
)
に
区
別
し
て
分
析
し
よ
う
と
す
る
試
み

は
、
後
の
ラ
ッ
セ
ル
の
集
合
論
、
さ
ら
に
は
こ
の
集
合
論
を
基
礎
と
し
た
ホ
ワ

イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
の
共
著

リ
ン
キ
ピ
ア
・
マ
テ
マ
テ
ィ

へ
と
発
展
し
て

い
っ
た
。
ラ
ッ
セ
ル
と
フ
ラ
イ
の
強
い
鮮
は
美
術
史
家
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ベ
レ
ン

ソ
ン
や
G
-
L

・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
、
デ
ィ
ズ
モ
ン
ド
・
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
と
い
っ

た
共
通
の
友
人
の
存
在
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
の
特
筆
す
べ
き

九
O
五

年
の
出
来
事
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
成
立
し
た
の
か
は
定
か
で
な
い
。

い
ず
れ

に
せ
よ
、
フ
ラ
イ
と
ラ
ッ
セ
ル
の
閣
の
親
交
が
後
々
も
続
い
た
こ
と
は

フ
、y

セ
ル
の
自
伝
か
ら
も
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
l
i

「
私
が
ケ
ン
ブ

リ
ッ
ジ
時
代
の
初
め
の
頃
会
っ
て
、
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
続
い
て
い
た
友
人
が
も

う
二
人
会
っ
た
l
i
i

ロ
ウ
ズ
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
と
ロ
ジ
ャ

1

・
フ
ラ
イ
の
両
君

(
川
口
)

で
あ
っ
た
」
。
ラ
ッ
セ
ル
と
フ
ラ
イ
が
「
使
徒
会
」
の
盟
友
と
い
う
以
上
に
親
し

い
間
柄
に
発
展
し
た
一
つ
の
き
っ
か
け
と
し
て

ラ
ッ
セ
ル
の
悶
積

お
そ
ら
く
、

初
の
妻
ア
リ
ス
が

フ
ラ
イ
の
友
人
で
あ
る
ロ
i

ガ
ン
・
パ
l

サ
ル
・
ス
ミ
ス

の
妹
で
あ
り
、
そ
れ
も
ベ
レ
ン
ソ
ン
夫
人
の
妹
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ス
ミ
ス
家
は
フ
ラ
イ
と
悶
じ
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
で
あ
り
、
ロ
ー

ガ
ン
と
フ
ラ
イ
は
、
ラ
ッ
セ
ル
と
ア
リ
ス
が
知
り
合
う
以
前
か
ら
友
人
関
係
に

(
初
)

あ
っ
た
。
ラ
ッ
セ
ル
の
自
伝
に
は
、
結
婚
以
前
の
将
来
の
妻
ア
リ
ス
に
関
す
る

次
の
よ
う
な
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
|
1
1

「
ア
リ
ス
が
ロ
ジ
ャ
1

・
フ

ラ
イ
の
デ
ザ
イ
ン
し
た
ド
レ
ス
を
着
て
現
れ
ダ
ン
ス
を
し
た
の
を
覚
え
て
い

(
幻
)

る
」
。



一
九
O
六
年
、

フ
ラ
イ
は
ア
メ
リ
カ
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
英
術
館
の

キ
ュ
レ
i

タ
!
と
な
り
、

一
年
の
う
ち
こ
、
一
一
一
ヶ
丹
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
過
ご

す
こ
と
に
な
る
。

一
九
O
九
年
、
フ
ラ
イ
の
綱
領
的
論
文
「
美
学
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
」
が
出

版
さ
れ
る
。
こ
の
論
文
は
側
加
の
作
品
批
評
で
は
な
く
、

フ
ラ
イ
の
考
え
る
と

一
九
一
0
年
代
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と

(
泣
)

に
な
る
フ
ォ
!
マ
リ
ズ
ム
批
評
の
礎
と
さ
れ
て
い
る
。
明
く
る
年
の
一
月
に
は
、

」
ろ
の
美
学
理
論
を
著
し
て
お
り

フ
ラ
イ
は
釈
の
ホ
l

ム
で
偶
然
ク
ラ
イ
ヴ
・
ベ
ル
と
顔
を
合
わ
せ
、
こ
の
出
会

い
を
契
機
に
フ
ラ
イ
と
ブ
ルi
ム
ズ
ベ
リ
!
の
メ
ン
バ
ー
と
の
本
格
的
な
交
流

が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
同
年
の
「
マ
ネ
と
ポ
ス
ト
印
象
派
展
」
は
彼
ら

の
協
力
の
も
と
開
催
さ
れ
た
。
そ
し
て

ム
ー
ア
不
在
の
ブ
ル
l

ム
ズ
ペ
リ
l

に
お
い
て
年
長
の
フ
ラ
イ
が
そ
の
思
想
と
実
践
を
リ
ー
ド
し
て
ゆ
く
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
(
ム
i

ア
は
当
時
ロ
ン
ド
ン
を
離
れ
て
い
た
が

7し

年
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
復
帰
す
る
)
。
ヴ
ァ
!
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
や
ヴ
ァ
ネ
ッ
サ
・

ベ
ル
と
い
っ
た
芸
術
家
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
芸
術
運
動
と
し
て
我
々
が
注

目
す
る
ブ
ル
!
ム
ズ
ペ
リ
i

・
グ
ル
ー
プ
と
は
、
こ
れ
以
降
の
姿
な
の
で
あ
る
。

創刊号 (2001年 1 月)

第
2

章

ラ
ッ
セ
ル
と
フ
ラ
イ
の
対
比

フ
ォ
l

マ
リ
ズ
ム
の
確
立

一
般
に
は
「
盟
宮
山
片
山

g

口
同
町
向
日
」
と
い
う
概
念
に
代
表
さ
れ
る
フ
ォi
マ
リ

美学研究

ズ
ム
的
な
批
評
を
初
め
に
提
唱
し
た
の
は
ク
ラ
イ
ヴ
・
ベ
ル
だ
と
き
わ
れ
て
い

る
。
実
惚
師
、
冒
頭
で
触
れ
た
シ
ュ
ス
タi

マ
ン
も
「
ベ
ル
日
フ
ラ
イ
の
百
円
肉
ロ
山
中

S
D

仲
m，

2
5

ピ
と
表
記
す
る
こ
と
で
、
こ
の
前
後
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。
と
は
い
え
こ
う
し
た
評
価
は
、
単
に
時
間
的
な
前
後
関
係
を
考
慮
し

た
も
の
と
言
う
よ
り
は
、
後
に
フ
ラ
イ
の
批
評
理
論
が
フ
ォ
l

マ
リ
ズ
ム
か
ら

離
れ
て
い
っ
た
事
実
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
い
う
の

も
ベ
ル
が
一
貫
し
て
フ
ォ
l

マ
リ
ズ
ム
流
の
方
法
論
を
展
開
し
た
の
に
対
し
て
、

フ
ラ
イ
が
厳
密
に
フ
ォ
l

マ
リ
ズ
ム
的
な
批
評
を
展
開
し
た
の
は

一
九
一
O

年
代
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
方
が
定
着
し
た
経
緯
と
し
て
は
、

モ
i

リ
ス
・
ウ
ェ
イ
ツ
の

九
五
六
年
と
一
九
六
二
年
に
書
か
れ
た
こ
つ
の
論

文
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
で
は

フ
ラ
イ
は
ベ
ル
と
共
犯
関
係
に
あ

る
フ
ォ
!
マ
リ
ス
ト
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
す
れ
ば
、

も
し
フ
ラ
イ
の
「
フ
ォ

i

マ
リ
ズ
ム
」
理
論
に
暖
昧
な
部
分
が
見
出
さ
れ
た
と

し
で
も
、

そ
れ
は
フ
ラ
イ
が
ベ
ル
の
二
番
煎
じ
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
だ
ろ
う
i
i
3

「
フ
ラ
イ
の
芸
術
鑑
賞
の
理
論
は
、
概
し
て
ベ
ル
の
理
論

の
反
復
:
:
:
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
最
終
的
に
定
式
化
さ
れ
た
な
ら
ば
:
:
:
べ

(
お
)

ル
の
理
論
と
非
常
に
近
い
も
の
で
あ
る
」
。

し
か
し
な
が
ら

フ
ラ
イ
の
フ
ォ

i

マ
リ
ズ
ム
的
な
色
合
い
は
一
九
一
二
年

に
ベ
ル
が
「
ω
町
三
m
g
ロ
門
司2
5

」
と
い
う
概
念
を
呈
示
す
る
以
前
、
先
に
触

れ
た
一
九
O
九
年
の
「
美
学
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
」
の
中
に
既
に
認
め
ら
れ
て

(M) 

い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
フ
ラ
イ
が
強
調
し
た
こ
と
は
、
作
品
の
、
五
題
や

内
容
で
は
な
く
、

そ
の
表
現
の
仕
方
と
い
う
点
だ
っ
た
。

の
「
芸
術
と
は
何
か
?
』

レ
フ
・
ト
ル
ス
ト
イ

で
用
い
ら
れ
た
少
年
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
引
用
し
な
が

ら

フ
ラ
イ
は
こ
の
少
年
の
話
が
芸
術
に
な
る
か
否
か
は
、
彼
の
話
の
内
容
で

は
な
く
て
、
彼
の
話
し
方
に
あ
る
と
す
る
。

33 
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芸
術
を
感
情
を
伝
え
る
手
段
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
{
ト
ル
ス
ト
イ
〕

は
自
分
が
意
味
す
る
こ
と
の

つ
の
例
を
提
示
す
る
。
彼
は
以
下
の
よ
う
に

述
べ
る
。
森
の
中
で
熊
に
追
わ
れ
て
い
る
一
人
の
少
年
を
仮
定
し
て
み
よ
う
。

も
し
も
少
年
が
村
に
戻
り
、
熊
に
追
わ
れ
て
逃
げ
て
き
た
の
だ
と
単
に
述
べ

る
だ
け
な
ら
ば
、
こ
れ
は
あ
り
ふ
れ
た

で
あ
り
、
事
実
や
概
念
を
結
え

る
手
段
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
の
叙
述
の
最
初
の
部
分
に
示
さ
れ
る
不
注
意
さ
、

そ
れ
か
ら
熊
が
突
然
現
れ
た
と
き
の
驚
き
と
恐
怖
、

そ
し
て
最
後
に
彼
が
逃

れ
る
と
き
の
安
堵
感
、

」
れ
ら
の
感
情
を
少
年
が
記
述
す
る
な
ら
ば
々
C
《
り

に
そ
の
少
年
の
聞
き
手
に
自
分
の
感
情
を
分
け
与
え
る
よ
う
に
記
述
す
る
な

(
お
)

そ
の
場
合
、
彼
の
記
述
は
芸
術
作
品
で
あ
る
。

ら
は
、

一
向
い
換
え
れ
ば

「
熊
に
追
わ
れ
て
逃
げ
て
き
た
」

重
要
な
の
は
少
年
の

が
真
で
あ
る
か
偽
で
あ
る
か
で
は
な
く
、
こ
の
一
言
説
の
諸
要
素
が
整
合
し
た
関

係
を
保
ち
、
こ
れ
を
耳
に
す
る
者
の
強
い
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
喚
起
で
き
る
か
ど

う
か
で
あ
る

(
そ
し
て
実
際
に
こ
れ
を
耳
に
し
た
村
人
た
ち
も
ま
た
恐
怖
を
感

じ
る
な
ら
ば
一
言
説
は
芸
術
的
価
値
を
有
す
る
の
で
あ
る
)
。

主
題
や
内
察
よ
り
も
、
構
成
要
素
の
関
係
に
注
目
す
る
フ
ラ
イ
の
こ
う
し
た

傾
向
は

九

O
年
以
降
ブ
ル
i

ム
ズ
ベ
リ
1

・
グ
ル
ー
プ
と
の
親
交
が
始

ま
る
あ
た
り
か
ら
い
っ
そ
う
強
く
な
る
。

丹
、
大
学
時
代
の
親

九

友
D

・
L

・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で

フ
ラ
イ
は
次
の
よ
う
に

告
白
し
て
い
る
l
i

「
私
は
あ
な
た
が
毛
嫌
い
す
る
だ
ろ
う

つ
の
理
論
を
展

開
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
内
容
の
機
能
と
は
単
に
フ
ォ
ー
ム
を
指
示
す
る
だ

け
に
す
ぎ
ず
、
本
躍
的
な
美
的
特
質
は
た
だ
ひ
た
す
ら
純
粋
な
フ
ォ
ー
ム
を
扱

(
お
)

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
論
で
す
」
0
8

ら
企
画
し
た

34 

九
一
O
年
、
お

よ
ぴ
一
二
年
と

一
つ
の
ポ
ス
ト
印
象
派
展
を
経
て

フ
ラ
イ
の
視
点
は
や
が
て

フ
ォ
ー
ム
の
記
述
へ
と
集
中
し
て
い
く
。

つ
ま
り
、
新
し
い
絵
酪
を
積
極
的
に

評
価
す
る
た
め
に
、
従
来
重
要
視
さ
れ
て
き
た
絵
画
作
品
の
物
語
性
や
躍
史
性

ト
品
目
ソJ
U

、

む
し
ろ
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
た
か
を
フ
ラ
イ
は
論
じ
る
よ
う
に
な
る

の
で
あ
る
。

九

一
年
の
第
二
回
ポ
ス
ト
印
象
派
展
に
お
い
て
は
、
前
回
展
示
さ
れ
た

ゴ
i

ギ
ャ
ン
や
ゴ
ッ
ホ
の
よ
う
に
表
現
主
義
的
な
同
風
の
も
の
が
意
識
的
に
排

除
さ
れ
、

ピ
カ
ソ
と
マ
テ
ィ
ス
を
両
極
と
し
て
伝
統
的
な
批
評
言
語
で
は
語
り

得
な
い
作
品
が
集
め
ら
れ
た
。

ロ
マ
ン
主
義
的
な
傾
向
を
示
唆
し
な

つ
ま
り

L 、

フ
ラ
イ
の
理
念
に
当
て
は
ま
る
よ
う
な
作
品
群
で
会
場
を
満
た
し
た
の
で

ゐ
め
ヲh
v。

そ
の
捺
、
カ
タ
ロ
グ
の
序
文
で
フ
ラ
イ
は
新
し
い
芸
術
家
を
次
の
よ
う

に
擁
護
し
た
i
l

こ
う
し
た
芸
術
家
た
ち
は
現
実
の
外
観
の
弱
々
し
い
反
射
で
し
か
あ
り
得

な
い
も
の
を
与
え
よ
う
と
努
め
る
の
で
は
な
く
、
新
し
く
て
決
定
的
な
リ
ア

リ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
信
服
を
引
き
起
こ
そ
う
と
努
め
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は

フ
ォ
ー
ム
を
模
倣
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く

フ
ォ
ー
ム
を
創
造
し
よ
う

と
す
る
。
生
命
を
模
倣
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
生
命
に
匹
敵
す
る
も

の
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
芸
術
家
の
論
理
構
造
の
明
断
さ
に
よ
っ

て
、
芸
備
家
が
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
の
統
一
性
を
緊
密
に
縮
ん
で
作
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
芸
術
家
は
イ
メ
ー
ジ
を
構
成
し
た
い
の
だ
。
彼
ら
は
イ
リ
ュ
i

ジ
ョ



ン
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、

(
幻
)

リ
ア
リ
テ
ィ
を
目
指
し
て
い
る
の
だ
。

こ
の
場
合
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
も
は
や
自
然
の
事
象
の
リ
ア
ル
さ
で
は
な
く
、

構
造
を
も
っ
た

枚
の
絵
の
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
先
に
論
じ
た
自
然
の
事
象
に
対
す
る
よ
う
な
「
観
念
論
的
な
」
意

味
合
い
で
の
リ
ア
リ
テ
ィ
か
ら
の
変
化
が
伺
え
る
。

つ
ま
り
、
芸
術
家
の
な
す

べ
き
こ
と
は
も
は
や
精
神
を
用
い
て
自
然
の
対
象
の
背
後
に
あ
る
フ
ォ
ー
ム
を

抽
出
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

フ
ォ
ー
ム
と
は
、
作
品
と
い
う
新
し
い

世
界
を
芸
術
家
一
人

人
が
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
芸
術
家
の
能

動
的
な
産
物
で
あ
る
。
先
に
フ
ォ
ー
ム
が
隠
さ
れ
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
芸
術
家

は
「
見
出
す
」
の
で
は
な
く
、
芸
術
家
は
何
事
か
を
伝
達
す
る
た
め
の
フ
ォ
!

ム
を
「
作
り
出
す
」

の
で
φ
め
る
。

ラ
ッ
セ
ル
に
よ
る
分
析
的
手
法
の
完
成

か

一
方
パ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
の
理
論
的
展
開
は
ど
う
だ
つ
た
の
だ
ろ
う

ム
ー
ア
の
内
在
的
な
分
析
方
法
論
を

い
う
ま
で
も
な
く
ラ
ッ
セ
ル
こ
そ
、

創刊号 (200l.fF. 1 月)

最
も
よ
く
埋
解
し

さ
ら
に
洗
練
さ
せ
た
人
物
で
あ
る
。

一
八
九
八
年
以
降
、

ラ
ッ
セ
ル
は
当
時
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
お
い
て
支
罰
的
だ
っ
た
へi
ゲ
ル
風
の
ド

イ
ツ
観
念
論
に
疑
問
を
覚
え
、
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
も
の
を
求
め
て
い
た
。
感

党
世
界
の

切
は
矛
盾
を
含
む
が
ゆ
え
に
幻
想
で
あ
り
、
真
に
実
在
す
る
の
は

絶
対
精
神
の
み
と
す
る
一
元
論
に
対
し
て
、
ラ
ッ
セ
ル
は
若
々
し
い
素
朴
実
在

美学研究

論
の
立
場
か
ら
反
感
を
党
え
て
い
た
。
そ
の
瞭
、
同
じ
ト
リ
ニ
テ
ィ
の
フ
エ
ロ
!

で
あ
っ
た
ム
i

ア
の
存
在
は
ラ
ッ
セ
ル
に
と
っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

ム
ー
ア
と
ラ
ッ
セ
ル
の
交
流
関
係
は
「
使
徒
会
」
に
お
け
る
そ
れ
が
始
ま
り
と

さ
れ
る
が
、
実
擦
に
は

九
O
四
年
に
ム
!
ア
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
を
去
っ
て
か

ら
一
九

一
年
に
度
っ
て
く
る
ま
で
は
二
人
は
ほ
と
ん
ど
会
っ
て
い
な
い
。
し

か
し
そ
の
後
、

九

年
か
ら
一
五
年
に
か
け
て
ニ
人
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で

講
義
を
し
、

ム
ー
ア
は
ラ
ッ
セ
ル
の
数
学
理
論
の
講
義
に
出
席
す
る
。

ム

ア

は
観
念
的
な

元
論
を
反
駁
し
て
、
テ
ー
ブ
ル
や
椅
子
と
い
っ
た
個
々
の
存
在

物
を
認
め
る
実
在
的
多
元
論
の
立
場
を
と
り
、
そ
れ
ら
を
唯
一
の
絶
対
者
へ
と

還
元
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ら
自
体
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
と
試
み
た
。
論

理
的
命
題
を
用
い
る
ム
i

ア
の
内
在
的
分
析
と
い
う
手
法
は
、
ま
さ
に
こ
れ
ら

個
々
の
存
在
物
を
そ
の
多
元
性
の
う
ち
に
考
察
す
る
た
め
の
方
法
だ
っ
た
の
で

あ
る
。ラ

ッ
セ
ル
は
ム
i

ア
よ
り
も
激
し
く
観
念
論
を
嫌
悪
し
、
依
然
と
し
て
形
碍

上
学
的
な
芳
香
が
漂
っ
て
い
た
ム
i

ア
の
分
析
理
論
を
、
一
言
語
や
行
為
に
関
す

る
現
代
の
い
っ
そ
う
実
践
的
な
分
析
哲
学
へ
と
導
い
た
。
ム
ー
ア
の
手
法
を
織

承
す
る
に
あ
た
っ
て
ラ
ッ
セ
ル
が
抱
え
て
い
た
問
題
と
は
、
幻
想
と
し
て
で
は

な
く
実
際
に
実
在
す
る
世
界
と
論
理
的
な
命
題
と
の
対
応
関
部
で
あ
っ
た
。
世

界
の
多
元
性
を
論
理
的
命
題
を
と
お
し
て
考
察
す
る
と
い
う
ム
!
ア
の
手
法
は
、

な
お
還
元
主
義
的
な
色
合
い
を
残
し
て
い
た
。
世
界
を
論
渡
的
命
題
に
還
元
し

て
、
そ
の
命
題
内
部
の
「
関
係
」
を
考
察
す
る
と
し
て
も
、
こ
の
「
関
係
」
が

世
界
と
の
対
応
を
持
た
な
い
な
ら
ば
、
「
関
係
」
は
世
界
に
対
し
て
超
越
的
な
ま

ま
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ラ
ッ
セ
ル
は

」
の
「
関
係
」
を
命
題
要
素
に
内
在
す

る
一
言
語
的
・
観
念
的
な
存
在
で
は
な
く
、
命
題
要
素
か
ら
独
立
し
た
客
観
的
実

在
と
し
て
位
農
づ
け
よ
う
と
し
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
仮
に
命
題
要
素
と
世
界
の
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偶
々
の
事
物
と
の
対
応
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
(
つ
ま
り
命
題
に
お
い
て

指
示
さ
れ
て
い
る
事
象
な
い
し
事
物
が
実
際
に
存
在
す
る
か
し
な
い
か
に
か
か

わ
ら
ず
)
、
世
界
の
多
元
性
こ
そ
客
観
的
な
も
の
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
。
諸
々
の
「
関
係
」
か
ら
な
る
多
元
的
世
界
こ
そ
が
客
観
的
に
存
在
し

て
お
り
、
偶
々
の
事
物
の
方
が
こ
れ
ら
「
関
係
」
の
結
ぴ
目
に
現
れ
た
、
五
観
的
・

観
念
的
な
現
象
な
の
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
の
一
九
O
五
年
の
論
文
「
指
示
に
つ

い
て
」
と

四
年
の
「
外
部
世
界
は
い
か
に
し
て
知
ら
れ
う
る
か
」
は
、
こ

の
よ
う
に
命
題
内
の
「
関
係
」
の
考
察
が
単
に
超
越
的
な
も
の
で
は
な
く
実
在

世
界
の
内
部
構
造
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
彼
の
主
張
の
基
礎
づ
け
と
し
て
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
ラ
ッ
セ
ル
の
命
題
論
に
お
い
て
重
要
な
の
は
嫡
々
の
事
象
な

い
し
事
物
の
実
在
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
間
の
「
関
係
」
で
あ
る
。
論
理
学
者

の
使
命
は
、
神
や
絶
対
者
と
い
っ
た
抽
象
的
な
事
物
や
、
木
々
や
星
空
と
い
っ

た
具
体
的
な
事
象
が
、
本
当
に
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
、
存
在
す
る
と
す
れ
ば

ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

そ
れ
ら
が
世
界
の
多

元
性
の
中
で
、

言
い
換
え
れ
ば
命
題
の
関
係
の
中
で
、

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
の
か
を
分
析
し

記
述
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
寄
人
参
を
飲
ん
だ
」
、
「
コ

l

ル
リ
ッ
ジ
は
議
人
参

を
飲
ん
だ
」
、
「
コi
ル
リ
ッ
ジ
は
阿
片
を
飲
ん
だ
」
、
「
コi
ル
リ
ッ
ジ
は
開

片
を
食
べ
た
」
と
い
う
一
述
の
命
題
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
こ
れ
ら
の
命

題
の
フ
ォ
ー
ム
は
、
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
問
じ
で
あ
る
が
、
構
成
要
素
は

全
て
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で

フ
ォ
ー
ム
は
命
題
の
構
成
要
素

に
数
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
命
題
の
構
成
要
素
の
組
み
合
わ
せ
方
で
あ
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つ
の
文
章
を
理
解
す
る
た
め
に
は

そ
の
構
成
要
素
を
知
っ
て

い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
文
章
の
フ
ォ
ー
ム
を
個
々
の
場
合
に
識
別
で
き
な

(
お
)

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
学
は
、
伝
統
的
な
論
理
学
と
ど
の
よ
う
な
点
で

異
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
純
粋
現
性
批
判
』
の
中
で
カ
ン
ト
が
指
撤
し
て

い
る
よ
う
に
、
根
本
的
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
埋
学
を
継
承
し
て
き
た
伝

統
的
な
論
理
学
は

+
述
語
」
と
い
う
形
式
を
と
り
、
こ
の

11 

玉

体
」
に
つ
い
て
の
述
定
を
重
ね
る
こ
と
で
、

さ
ら
に
そ
う
し
て
得
ら
れ
た
命
題

を
相
互
に
検
討
す
る
こ
と
で

」
の
「
主
語
H

主
体
」
を
定
義
し
よ
う
と
す
る
。

例
え
ば
、
「
ほ
乳
類
に
は
へ
そ
が
あ
る
」
と
「
鯨
に
は
へ
そ
が
あ
る
」
と
い
う
命

題
を
立
て
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
「
鯨
は
ほ
乳
類
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
導
き
出

(
m
U
)
 

す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
論
理
学
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、

つ
の
命
題
に
は

つ
の
主
語
と
一
つ
の
述
郎
し
か
立
て
る
こ
と
が
で
き
ず
、

例
え
ば
「
も
し
A
が
B

で
あ
れ
ば
、
A
は
C

で
あ
る
」
と
い
っ
た
仮
言
命
題
を

扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
方
、
命
題
内
の
構
成
要
素
の
関
係
に
注
目
す
る
ラ
ッ

セ
ル
の
論
理
学
に
と
っ
て
は
、
命
題
の
、
五
一
諾
が
何
で
あ
る
か
は
さ
ほ
ど
重
要
な

問
題
で
は
な
く
、

む
し
ろ
命
題
を
成
立
さ
せ
る
構
造
な
い
し
パ
タ
ー
ン
の
多
様

性
・
多
元
性
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
単
純
化
し
て
震
え
ば
、
伝
統
的
な
論

理
学
が
定
義
の
た
め
の
論
理
学
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
学
は

記
述
の
た
め
の
論
理
学
で
あ
る
と
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
な
ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
学
が
、
友
人
フ
ラ
イ
の
美
術
批
評
に
反
映
し
て
い
て
も



お
か
し
く
は
な
い
、

と
い
う
の
が
本
論
文
の
出
発
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

そ
れ
は
「
A
は
美
し
い
」
で
あ
る
と
か
「
芸
術
と
は
B

で
あ
る
」
と
い
っ
た
述

定
的
な
美
学
よ
り
も
、

ひ
た
す
ら
作
品
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
英
術
批
評
に
こ

そ
ふ
さ
わ
し
い
論
理
学
だ
か
ら
で
あ
る

(
そ
も
そ
も
パ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
お
い

て
美
学
が
下
級
論
理
学
と
し
て
構
想
さ
れ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
)
。
そ
れ
ゆ

ぇ
、
次
に
フ
ラ
イ
の
批
評
理
論
を
検
討
し
な
が
ら
、

そ
こ
に
ラ
ッ
セ
ル
の
論
理

学
か
ら
の
影
響
を
読
み
と
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

フ
ラ
イ
の
批
評
一
言
語
の
転
回
|
|
観
念
論
か
ら
形
式
主
義
へ

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
美
学
に
関
す
る
エ
ッ
セ

を
著
し
た

九
O
九
年

頃
か
ら
フ
ラ
イ
の
批
評
も
ま
た
、
観
念
論
的
傾
向
か
ら
フ
ォ
!
マ
リ
ズ
ム
的
傾

向
へ
、

さ
ら
に
こ
れ
こ
れ
の
絵
同
作
品
に
つ
い
て
は
、
何
が
描
か
れ
て
い
る
の

か
で
は
な
く
い
か
に
描
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
を
追
究
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
。
同
様
に
、
ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
学
に
お
い
て
も
、
「
論
理
的
形
式
」
が
重

祝
さ
れ
て
い
た
の
で
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
推
論
に
特
有
な
主
題
(
内
容
)
は
、
前
提

(
初
)

を
真
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
除
い
て
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
」
で
あ
っ
た
。

創刊号 (2001年 l 月)

宇
品
り
ノ

一
つ
の
構
造
の
中
で
重
要
な
の
は
、
個
々
の
構
成
要
素
で
は
な
く

れ
ら
の
関
係
(
ラ
ッ
セ
ル
の
一
言
葉
を
用
い
れ
ば
フ
ォ
ー
ム
)の
実
在
性
だ
と
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
、
構
成
要
素
の
関
係
を
記
述
さ
れ
る
べ
き
構
造
が
、

ラ
イ
に
お
い
て
は
作
品
で
あ
り
、
ラ
ッ
セ
ル
に
お
い
て
は
命
題
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
芸
術
作
品
と
い
う
の
は
、
実
在
す
る
対
象
や
既
知
の
物
語
が
描
か

美学研究

れ
て
い
る
必
要
は
な
く
、
そ
の
作
品
に
お
い
て
新
し
い
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い

れ
ば
よ
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
作
品
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
儲
々
の
構
成
要

案
が
こ
れ
こ
れ
の
も
の
と
向
定
さ
れ
る
と
か
、

そ
れ
ら
が
含
蓄
あ
る
も
の
で
あ

る
か
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
個
々
の
作
品
に
お
い
て
構
成
要
素
か
ら
成
る

フ
ォ
ー
ム
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
で
あ
る
。

フ
ラ
イ
が
批
判
し
た
の
は
、
彼
と

同
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
が
得
意
と
す
る
使
い
古
さ
れ

た
お
決
ま
り
の
テ
i

マ
や
線
病
質
な
再
現
描
写
で
あ
り
、
ま
た
転
写
の
域
を
出

て
い
な
い
と
フ
ラ
イ
の
考
え
る
印
象
派
の
絵
画
で
あ
っ
た
。
し
か
し

フ
一
フ
ィ
，

は
再
現
描
写
を
会
て
非
難
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
諸
々
の
構
成
要
素
が
意
義
あ

る
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
作
品
に
つ
い
て
は
、
自
然
の
再
現
だ
と
か
架
空
の
産
物

だ
と
か
は
無
関
係
に
評
僻
し
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
フ
ラ
イ
に
と
っ
て
批
評

家
の
使
命
と
は
諸
々
の
構
成
要
素
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
の
新
し
い
世
界
を
、

(
幻
)

記
述
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

関
係
と
し
て
分
析
し
、

構
成
要
素
よ
り
も
そ
れ
ら
の
関
係
な
い
し
そ
の
フ
ォ
ー
ム
に
注
目
す
る
こ
う

し
た
考
え
方
を
フ
ラ
イ
と
ラ
ッ
セ
ル
が
と
も
に
展
開
し
始
め
た
の
は
、
ラ
ッ
セ

ル
の
「
指
示
に
つ
い
て
」
が
一
九
O
五
年
、
ま
た
フ
ラ
イ
の
円
常
夫
学
に
関
す
る

エ
ッ
セ
イ
』
が
一
九
O
九
年
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

ク
ラ
イ
ヴ
・
ベ
ル
の
造

マコ

語
「ω
釘
ロ
誌
のωロ
円
相
，
2
5

」
と
は
厳
密
に
は
ど
ん
な
性
質
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ

そ

う
か
?

」
の
一
言
葉
は
ま
ず
、
一
九
一
二
年
の
第

開
ポ
ス
ト
印
象
派
燥
の
べ

ル
に
よ
る
序
文
の
中
で
あ
ら
わ
れ

一
九
一
四
年
ベ
ル
の

の
出
版
に

フ

よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
こ
の
著
作
の
中
で
ベ
ル
は
「
∞
釘MM
5
2

S

え
向
。
吋
ヨ
」の
も
つ
特
殊
な
性
質
を
仮
に
x

と
し
て
説
明
し
始
め
る
i
l

普
通
妥
当
性
を
有
す
る
英
学
理
論
な
ど
あ
り
得
な
い
と
断
一
読
し
て
し
ま
う
の

は
時
期
尚
早
だ
ろ
う
。
A

、

c
、

D

が
私
を
感
動
さ
せ
た
作
品
で
、

B 

A 
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E
、

F

が
あ
な
た
を
感
動
さ
せ
た
作
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
万

D 人
に
共
通
し
て
全
て
の
作
品
に
あ
て
は
ま
る
と
信
じ
ら
れ
る
唯
一
の
性
質

x

(
幻
)

が
あ
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

ベ
ル
は
普
遍
妥
当
性
を
満
た
す
よ
う
な
観
念
論
的
な
性
質
が
存
在
す
る
と
主
張

し
、
こ
れ
を
吉
宮
5
2

ロ
エ
0
5

乙
と
名
付
け
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
|
|
「
私

が
語
り
つ
つ
あ
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
見
か
け
の
背
後
に
あ
る
も
の
、
す

な
わ
ち
全
て
の
事
物
に
偲
々
の
意
義
を
与
え
る
も
の
、

(
お
)

極
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
で
あ
る
」
。
こ
う
し
た
ベ
ル
の つ

ま
り
も
の
自
体
、
究

の
中
に
、
カ
ン

ト
に
由
米
す
る
観
念
論
の
残
響
を
聞
き
取
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
実
際
、
デ
イ

ズ
モ
ン
ド
・
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
ベ
ル
の
理
論
を
評
し
て
、
「
ベ
ル
氏
の
「
閉
山ma
m
'

g

口
同
社
叶
自
」
が
意
味
す
る
も
の
は
、
カ
ン
ト
が
自
由
美
に
よ
っ
て
意
味
し
た
も

(
制
)

の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
印
釘
口
一

m
g
E

問
。
吋
自
」
に
関
す
る

理
論
は
、
従
来
の
美
的
経
験
論
の
枠
組
み
を
出
て
い
な
い
、
個
別
の
作
品
批
評

に
は
適
用
し
が
た
い
も
の
だ
っ
た
。

ベ
ル
の
説
明
で
は

つ
ま
り
、

ど
ん
な
作

口
聞
に
お
い
て
も
唯
一
普
通
の
未
知
数x
が
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
ど
ん

な
も
の
な
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
全
て
の
芸
術
作
品
に
共
通
か
つ
間
有
な
も
の
は
何
か
」
と
い
う
間
い
に
対

し
て
こ
う
し
た
袋
小
路
に
陥
っ
て
い
る
ベ
ル
の
環
論
を

フ
ラ
イ
は
一
九
一
四

年
に
書
か
れ
た
ベ
ル
の
主
主
担
に
つ
い
て
書
評
の
中
で
仮
定
的
に
補
足
し
た
。

フ
ラ
イ
に
よ
れ
ば
、
ベ
ル
の
「
印
釘
同
阿
部

g
E

守
口
と
と
は
?
の
る
特
殊
な
仕
方

で
互
い
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
諸
々
の
フ
ォ
ー
ム
で
あ
る
。
そ
れ
は
常
に

諸
々
の
フ
ォ
ー
ム
と

x

と
の
関
係
の
産
物
で
あ
る
。
(
そ
こ
に
お
い
て
x

は
、
そ

れ
間
有
の
フ
ォ
i

ム
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
(
強
調
は
筆
者
)
。
そ
も
そ
も
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ベ
ル
が
説
い
て
い
た
作
品
の
性
壁
x

と
は

て
の
作
品
に
当
て
は
ま
る
と
信

じ
ら
れ
る
唯
一
の
鷲
」
、
す
な
わ
ち
事
物
の
背
後
に
あ
る
「
も
の
自
体
」
で
あ
り
、

そ
れ
が
「
印
山m
p
-
m
g
ロ
エ
O
吋
日
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
フ
ラ
イ
は
、
「
印
日
関
口
出
の
州
出
兵
向
。
門

B

」
を
x

と
諸
々
の
フ
ォ
ー
ム
(
形
体
)
と
の

関
係
と
読
み
替
え
る
。
つ
ま
り
、
唯
一
普
遍
の
未
知
数
X

が
諸
々
の
フ
ォ
ー
ム

と
対
応
関
係
を
持
ち
な
が
ら
、
こ
の
関
係
が
「
印
紅
巳
m
g
ロ
エ
O
円
吉
」
と
呼
ば
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ベ
ル
に
お
い
て
は
観
念
的
で
あ
っ
た

F
釘
三
m
g
尽

問
。
円HU
」
は

フ
ラ
イ
に
お
い
て
そ
の
実
夜
性
が
保
証
さ
れ
る
。
そ
れ
は
諸
々
の

視
覚
的
な
形
体
の
開
の
関
係
と
し
て
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
、

だ

か
ら
こ
そ
「
包
m
E
m
g忠
沙
門
自
」
を
記
述
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
確

か
に
「
印
紅
色m
g
己
沙
門
日
」
は
、

ベ
ル
に
お
い
て
も
作
品
に
お
け
る
「
椋
と
色

の
組
み
合
わ
せ
」
や
「
形
体
関
士
の
関
係
」
が
あ
っ
て
初
め
て
明
か
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
性
質
を
具
体
的
に
言
い
当
て
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、

そ
こ
に
ベ
ル
を
堂
々
巡
り
へ
と
陥
れ
た
理
由
が
あ
る
。
一
方
フ
ラ
イ
は
「
刊
号
日
」

ベ
ル
の
提
示
し
た
「
不
親
切
な

(
お
)

数
学
の
方
躍
式
」
に
可
能
的
示
唆
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
「
∞
紅
巳
片
山

z

と
し、

の
会
み
を
読
み
替
え
る
こ
と
で
、

の
山
口
付
叫
O
円
自
」
を
関
係
性
と
理
解
す
る
こ
と
で
、
ベ
ル
が
こ
れ
を
視
覚
芸
術
に
限

定
し
た
の
に
対
し
て

フ
ラ
イ
は
そ
の
適
用
範
囲
を
拡
大
し

こ
れ
を
文
学
の

よ
う
な
視
覚
芸
術
作
品
以
外
の
ジ
ャ
ン
ル
に
も
当
て
は
め
る
こ
と
の
で
き
る
特

(
お
)

質
と
考
え
て
い
た
。

つ
ま
り

フ
ラ
イ
は
フ
ォ
ー
ム
に
視
覚
的
特
震
を
超
え
た

性
質
を
負
わ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
後
に
フ
ラ
イ
は
視
覚
的
な
側
面
を

強
調
す
る
場
合
は
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
術
語
を
充
て
る
よ
う
に
な
る
が
、

そ
う



で
な
く
と
も
フ
ラ
イ
に
お
い
て
、
複
数
形
で
用
い
ら
れ
る
諸
々
の
フ
ォ
ー
ム

2
2
5
印
)
と
常
に
単
数
形
で
用
い
ら
れ
る
「
∞
町
三mg
E

沙
門
自
」
は
明
確
に
区

別
さ
れ
る
。
前
者
は
色
や
線
と
い
っ
た
造
形
的
な
要
素
と
並
置
さ
れ
る
べ
き
形

体
と
い
う
意
味
を
担
わ
さ
れ
て
お
り
、
後
者
は
関
係
性
と
し
て
の
形
式
と
い
う

合
み
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

フ
ラ
イ
の
お
気
に
入
り
の
画
家
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
彼
の
批
評
原
理
を
実
践
す
る

に
う
っ
て
つ
け
だ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

む
し
ろ
セ
ザ
ン
ヌ
等
の
絵
曲

い
や

を
一
ず
一
塁
開
化
す
る
う
ち
に
フ
ラ
イ
の
批
評
理
論
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
っ
た
と
見

る
方
が
正
し
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

九
O
六
年
に
出
会
っ
て
か
ら
フ
ラ
イ
は

セ
ザ
ン
ヌ
の
作
品
に
魅
了
さ
れ
そ
れ
ら
に
関
す
る
批
評
を
著
す
に
吏
っ
た
が
、

九

七
年
の
著
作
「
セ
ザ
ン
ヌ
論
』
に
お
い
て
、

セ
ザ
ン
ヌ
の
フ
ォ
ー
ム
を

説
明
す
る
フ
ラ
イ
の
記
述
は
い
っ
そ
う
論
理
学
を
意
識
し
た
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
「
ほ
と
ば
し
る
よ
う
な
情
熱
が
セ
ザ
ン
ヌ
の
バ
ロ
ッ
ク
的
な
デ
ザ
イ
ン
に
見

そ
の
背
後
に
は
最
も
簡
潔
で
論
理
的
な
関
係
へ
の
希
求
が
常
に
存

ら
れ
た
が
、

(
幻
)

在
し
た
」
。li

ロ
マ
ン
、
五
義
的
な
画
風
を
一
手
セ
ザ
ン
ヌ
の
初
期
の
作
品
は
と

り
わ
け
造
形
性
に
注
視
し
た
見
方
か
ら
す
れ
ば
質
の
低
い
も
の
と
さ
れ
る
。

fll]刊号 (2001~ 1 月)

ラ
イ
が
セ
ザ
ン
ヌ
の
初
期
の
作
品
を
少
数
し
か
扱
わ
な
か
っ
た
の
は
こ
の
故
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

フ
ラ
イ
は
デ
ザ
イ
ン
の
諸
要
素
の
関
係
に

お
い
て
何
ら
か
の
秩
序
を
得
ょ
う
と
す
る
セ
ザ
ン
ヌ
の
心
理
的
局
商
を
彼
の
初

期
の
作
品
に
さ
え
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
著
作
の
中
で
、

(
お
)

八
八
0
年
代
の
い
く
つ
か
の
作
品
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
セ
ザ
ン
ヌ

美学研究

絵
幽
の
展
開
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
る
l
i

画
家
[
セ
ザ
ン
ヌ
〕
の
視
覚
に
映
る
現
実
の
対
象
は
通
常
そ
の
具
体
的
存
在

を
感
じ
さ
せ
る
特
殊
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
が
、
ま
ず
そ
れ
が
取
り
去
ら
れ

次
い
で
空
間
と
マ
ッ
ス
と
い
う
純
粋
な
要
素
に
還
元
さ
れ
る
。
こ
の
抽
象
化

さ
れ
た
世
界
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
闘
家
の
感
覚
的
知
性
に
よ
っ
て
完

得全
すに
る協
の働
です
ある
る 39 よ

つ

組
み
立
て
ら
れ
る

つ
ま
り
、
論
破
約
一
貫
性
を
獲

〕
内
は
筆
者
)

芸
術
家
に
よ
る
フ
ォ
ー
ム
の
再
創
造
は
、
科
学
者
が
記
号
や
数
式
を
用
い
て
事

象
を
表
現
す
る
の
と
似
て
い
る
。

フ
ラ
イ
に
よ
れ
ば
、
現
実
と
は
異
な
る
世
界

を
、
芸
術
家
は
作
品
に
お
い
て
、
科
学
者
は
理
論
に
お
い
て
構
築
し
よ
う
と
試

み
る
の
で
あ
る
。

九
二
O
年
に

フ
ラ
イ
は
「
芸
術
と
科
学
」
を
は
じ
め
と

す
る
複
数
の
論
文
の
中
で
学
生
の
頃
か
ら
模
索
し
て
い
た
芸
術
と
自
然
科
学
の

(
M
W
)
 

結
び
付
き
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
で
き
た
作
品
を
記
述
す
る
の
が
批
評

家
で
あ
り
、
論
理
体
系
を
記
述
す
る
の
が
論
理
学
者
の
使
命
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
全
て
の
芸
術
家
は
自
然
の
中
の
あ
る
特
殊
な
場
面
に
触
発
さ
れ
て
仕
事
を

フ

始
め
、
彼
ら
の
う
ち
の
多
く
が
通
常
と
は
異
な
る
、
あ
る
い
は
未
発
見
の
事
物

(
H
U
)
 

の
局
面
を
探
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
フ
ラ
イ
の
言
う
事
物
の
特
殊
な
局

韻
と
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
「
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
テ
ク
ス
チ
ュ

ル
ノ
ワ
ー
ル
の
「
半
球
状
の
突

(
必
)

起
と
円
簡
の
簡
明
な
記
置
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
記
述
は
、
作
品

ア
を
鏑
え
た
面
の
限
り
な
い
後
退
」
で
あ
り
、

の
内
部
が
様
々
な
絵
画
的
構
成
要
素
で
満
た
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば

つ
ま
り
フ

ラ
イ
の
言
葉
を
情
り
れ
ば
「
デ
ザ
イ
ン
の
諸
要
素
」
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
、
成
立
す
る
。
そ
の
一
方
で
繰
も
、

マ
ッ
ス
も
、
何

明
暗
も
、
色
彩
も
、
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も
描
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
空
集
合
と
し
て
作
品
た
り
う
る
が
、
し
か

し
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
絵
酪
と
は
異
な
る
異
質
な
言
語
、
例
え
ば

新
開
や
瓶
の
ラ
ベ
ル
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
な
ど
が
、
意
鴎
的
に
一
一
一
一
塁
間
的
な
構
成
要
素

と
し
て
用
い
ら
れ
た
な
ら
、

そ
れ
は
「
絵
画
」
と
し
て
は
成
立
し
な
い
だ
ろ
う
、

つ
ま
り
そ
れ
ら
コ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
た
事
物
は
絵
的
作
品
と
し
て
以
外
の
集
会
を

形
成
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

一
九
一
0
年
代
半
ば
す
ぎ
に
は
、
こ
の
よ
う
に
絵

闘
と
は
異
質
な
要
素
を
取
り
込
も
う
と
す
る
キ
ュ
ビ
ズ
ム
の
急
展
開
や
、
造
形

性
の
追
求
よ
り
も
プ
ロ
パ
が
ン
ダ
の
掲
揚
を
目
的
と
す
る
未
来
派
の
台
頭
に
フ

(
必
)

一
フ
イ
は
苦
言
を
主
し
て
い
た
。
ま
た
、

フ
ラ
イ
は
ダ
ダ
の
よ
う
な
運
動
に
つ
い

て
公
に
諮
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

以
上
の
よ
う
に
、
当
時
の
論
理
学
の
展
開
を
射
担
に
入
れ
る
こ
と
で
、
我
々

は
フ
ラ
イ
の
批
評
理
念
の
微
妙
な
変
遷
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
初
期
の
観
念
論
的
傾
向
か
ら
フ
ォ
!
マ
リ
ズ
ム
の
方
向
へ
と
移
行
す
る

Eド
で、

フ
ラ
イ
の
「
フ
ォ
ー
ム
」
に
託
さ
れ
た
意
味
も
微
妙
に
変
化
し
て
い
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
「
フ
ォ
ー
ム
」
は
初
期
に
は
白
熱
の
外
観
の
背
後
に
あ
る
観

念
論
的
「
形
式
」
を
匂
わ
せ
る
よ
う
な
概
念
で
あ
り

ベ
ル
は
こ
れ
を
作
品
の

背
後
に
あ
る
、
た
だ
し
閉
じ
く
観
念
論
的
な
「
形
式
」
と
し
て
理
解
し
て
い
た

方
で

九
一
0
年
代
以
降
の
フ
ラ
イ
は
「
フ
ォ
ー
ム
」
と
い
う
も
の
を
絵

凶
作
品
内
部
の
関
係
性
と
し
て
記
述
す
る
よ
う
に
な
る
。
先
に
取
り
上
げ
た
セ

ザ
ン
ヌ
に
関
す
る
引
用
の
後
に
次
の
よ
う
な
一
言
葉
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

l
i

「
こ
う
し
て
一
つ
一
つ
の
対
象
は
抽
象
化
さ
れ
た
わ
か
り
や
す
さ
、
つ
ま

40 

り
人
関
精
神
に
対
す
る
感
じ
の
よ
さ
を
保
ち
な
が
ら
、
し
か
も
あ
ら
ゆ
る
抽
象

物
に
は
欠
け
て
い
る
現
実
の
事
物
の
持
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
を
再
び
獲
得
す
る
の
で

あ
る
」
。
か
つ
て
観
念
論
に
反
駁
し
た
ラ
ッ
セ
ル
が
命
題
内
部
の
実
在
的
な
関
係

性
を
追
求
し
た
よ
う
に

フ
ラ
イ
に
と
っ
て
も
ま
た
重
要
な
の
は
、
な
に
が
し

か
の
理
念
で
は
な
く
、
絵
画
作
品
に
お
い
て
実
在
物
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
の

で
き
る
質
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ラ
ッ
セ
ル
の
命
題
理
論
は
、
命
題
の
意
義
を
そ
れ
を
解
釈
す
る

主
体
の
精
神
に
基
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
に
批
判
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
論
理
の
自
律
性
に
重
点
を
置
き
、

九

間
布
十
吋
外
的
役
界
は
い
か
に
し
て
知
ら
れ
う
る

の
中
で
ラ
ッ
セ
ル
は

理
論
の
再
構
築
を
試
み
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
命
題
は
完
全
に
外
部

と
は
切
り
z脱
さ
れ
た
自
律
し
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
同
じ
時
期

フ
一
フJ
，

も
'
自
律
し
た
内
部
構
造
と
い
う
こ
と
を
問
題
視
す
る
が
明
確
な
解
答
を
入
手
で

き
ず
に
い
た
。

フ
ラ
イ
は
作
品
の
内
部
の
み
に
限
定
し
た
批
評
が
苧
む
問
題
に

悩
み
つ
つ
、

九
一
0
年
代
後
半
以
降
、
徐
々
に
フ
ォ
!
マ
リ
ズ
ム
的
な
論
調

を
和
ら
げ
な
が
ら
、
作
品
外
部
の
要
素
の
存
在
を
再
ぴ
認
め
て
ゆ
く
。
そ
れ
は

文
化
と
か
社
会
と
い
う
よ
り
も
、
も
っ
と
作
品
に
近
い
存
在
で
あ
る
、
作
家
の

(
M
M
)
 

そ
の
人
の
発
す
る
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。
そ

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、

う
す
る
こ
と
で
、
芸
術
作
品
と
は
芸
術
家
と
観
者
の
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
交
流
の

場
だ
と
す
る
、
今
と
な
っ
て
は
少
々
古
ぴ
た
、

お
そ
ら
く
は
シ
ュ
ス
タ

l

マ
ン

の
一
言
、
っ
と
こ
ろ
の
「
ロ
マ
ン
、
主
義
的
な
本
質
、
主
義
」
に
フ
ラ
イ
は
閤
執
し
た
の

か
も
知
れ
な
い
。



一
方
ラ
ッ
セ
ル
の
命
題
理
論
は
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
引
き
継
が
れ

ゲ
ー
ム
環
論
へ
と
発
展
す
る
。

つ
ま
り
、
命
題
の
意
味
は
、
命
題
の
構
成
要
素

防
の
関
係
に
白
米
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
命
題
を
や
り
と
り
す
る
ゲ

l

ム
の

局
面
に
市
出
来
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ

ば

一
つ
の
構
造
を
理
解
す
る
た
め
に
は
一
階
層
上
の
決
定
機
関
に
立
脚
せ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
作
品
解
釈
に
適
用
す
れ
培
、
芸
術
作
品
に
お

い
て
問
題
と
な
る
の
は
、

そ
の
内
部
構
造
で
は
な
く
、
こ
の
作
品
を
芸
術
作
品

と
し
て
や
り
と
り
さ
せ
る
作
品
外
部
の
法
則
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
フ
ラ
イ
と
同
じ
よ
う
に
ト
ル
ス
ト
イ
の
吋
芸
術
と

(
江
川
)

に
触
発
さ
れ
、
自
ら
の
思
想
の
転
機
を
迎
え
る
。
た
だ
し
、
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ロジャー・フライの美術批評

ケンブリッジ「使徒会J 会員番号 在籍期間 学位

WHITEHEAD, Alfred North (OM) no. 208 1884.5- 4 th Wrangler 

1861 b 1887.2 

DICKINSON, Goldsworthy Lowes no. 209 1885.2- 1 st Class Classics Tripos 1 

1861 b 1888.6 

McT AGGART, John McTaggart Eillis no. 212 1886.5- 1 st Class Moral Science Tripos 1 

1866 b 1891. 5 

キ FRY， Roger Eliot no. 214 1887.5- BA 

1866 b 1891. 11 

RUSSELL, The Hon. Bertrand Arthur William no. 224 1892.2… 7 th Wrangler 

C3rd Earl Russell) 1872b 1897.2 

MOORE, George Edward (OM) no. 229 1894.2- 1 st Class Classics Tripos 1 & 
1873 b 1901. 1 1 st Class Moral Science Tripos 2 

* MaCARTHY, (Sir) Charles Otto Desmond no. 231 1896.5- BA 

1877b 1901. 5 

* FORSTER, Edward Morgan (OM) no. 237 1901. 2- BA 

1879 b 1905. 1 

# * STRACHEY, Giles Lytton no. 239 1902.2- BA 

1880b 1912. 5 

# * TURNER, Saxon Arnoll Sydney no. 240 1902.10町 1 st Class Classics Tripos 

1880b 1914. 1 

# * WOOLF , Leonard Sidney no. 241 1902. 10- 1 st Class Classics Tripos 

1880b 1904.1 

* KEYNES, John Maynard (OM) no. 243 1903.2- 1 st Class Maths Tripos 

CBaron Keynes of Tilton) 1883 b 1910. 11 

WlTTGENSTEIN, Ludwig no. 252 1912.11- Ph. D 

1889 b 1929. 1 

*はブルームズペリー・グループ，また#はケンブリッジ「真夜中会」のメンバー

ブルームズペリー・グループ

# BELL, Arthur Clive 1881-1964 ケンブリッジ大学

BELL, Vanessa 1879-1961 商家

WOOLF , Adeline Virginia 1882…1941 小説家

GRANT , Duncan James Corrowr 1885-1978 酒家

STEPHEN , Adrian Leslie 1883-1948 ケンブリッジ大学

MaCARTHY, Mary (Molly) 1882-1953 

C # STEPHEN, Julian Thoby) 1881-1906 ケンブリッジ大学
」

一#はケンブリッジ「真夜中会」のメンバー
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SUMMARY 

Roger Fry's Art Criticism 
--Compared with Russell's Logic--

Mariko KAN AME 

At the turn of the last century at Cambidge in England. several movements occured against 

tradition and involved many kinds of fields. like: art. science. politics and economics. It may well 

be that Bertrand Russell's logical theory and Roger Fry's art theory are some good examples 

among them. 

At a glance. the streams of Logic and art criticism seem to keep running separately. acutually 

there has been a theoretical connection between Russell. and Fry. Both these theories have the 

analytic method and teir central idea is 'form'. For Russell as well as Fry. 'form' is not a meta· 

physical idea. but a real object described as such. exactly to say. it is the way the constituents 

are put together. Further more this 'form' is different from Clive Bell's idea which usually tends 

to be considered as equal to Fry's under the Bloomsbury Group. 

In this essay. I suggest that the originality of Fry's art theory can be derived from an analogy 

with Russell's Logic. and his formalism must be distinguished from the traditional idealism. 
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