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Ｗ
・
ホ
ガ
ー
ス
優
美
論
に
み
る

感
覚
主
義
あ
る
い
は
〈
悪
〉
の
美
学

―
―
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
・
蛇
・
風
景
式
庭
園
―
―

桑
島
　
秀
樹

序
「
崇
高
」（the

sublim
e

）
概
念
と
並
び
、
一
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美

学
を
特
徴
づ
け
た
概
念
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
古
典
古
代
以
来
の
伝
承
的

な
美
学
に
棹
さ
し
つ
つ
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
を
基
礎
と
す
る
近
代
科
学

の
成
立
と
呼
応
す
る
か
た
ち
で
―
―
い
わ
ば
、
そ
の
「
補
完
的
な
」
も
の

と
し
て
―
―
前
景
化
し
て
き
た
「
優
美
」（grace
）
概
念
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
「
優
美
」
概
念
の
展
開
と
広
が
り
と
を
、
一
八
世
紀

ロ
ン
ド
ン
に
生
き
た
画
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ホ
ガ
ー
ス
（W

illia
m

H
ogarth,

1697-1764

）
に
よ
る
書
『
美
の
分
析
』T

he
A

nalysis
of

B
eauty

（
一
七
五
三
年（

１
））に
求
め
る
試
み
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の

ホ
ガ
ー
ス
優
美
論
の
検
討
を
通
し
て
、
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る

感
覚
主
義
的
な
美
学
の
成
立
を
確
認
で
き
る
だ
ろ
う（

２
）。
こ
の
際
、
議
論

の
俎
上
に
の
ぼ
っ
て
く
る
の
は
、
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
、
蛇
、
さ
ら
に
風
景
式

庭
園
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
優
美
」
概
念
の
美
学
的
検
討
か
ら
、
当
時

の
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
変
貌
、
と
り
わ
け
ロ
ン
ド
ン
の
都
市
化
に
伴
う

様
々
な
価
値
観
の
変
化
―
―
美
学
的
か
つ
倫
理
的
な
そ
れ
―
―
が
、
お
の

ず
と
明
ら
か
に
な
っ
て
来
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
最
終
的
な
目

的
は
、
優
美
論
の
検
討
か
ら
、
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
社
会
で
醸
成
さ
れ

た
新
た
な
感
性
的
価
値
観
を
鮮
明
化
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

実
際
、
こ
の
「
優
美
」
と
い
う
鉱ヽ

脈ヽ

は
古
来
よ
り
気
づ
か
れ
て
い
た

も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
理
性
的
か
つ
厳
格
な
古
典
的
美
学
の
う

ち
に
あ
っ
て
は
、「
い
わ
く
言
い
難
い
も
の
（
ル
・
ジ
ュ
＝
ヌ
＝
セ
＝

ク
ゥ
ワ
）」
と
名
指
さ
れ
る
こ
と
で
安
易
に
片
づ
け
ら
れ
、
そ
の
原
理
を

哲
学
的
に
分
析
さ
れ
る
機
会
を
逸
し
て
き
た（

３
）。
じ
つ
に
こ
の
鉱ヽ

脈ヽ

こ
そ
、

一
八
世
紀
と
い
う
時
代
の
基
層
に
広
く
横
た
わ
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
近

代
的
な
「
美
学
」
の
胎
動
と
い
う
地
殻
変
動
に
よ
っ
て
地
表
面
に
現
れ

出
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
以
下
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、『
美
の
分
析
』
に
み
ら
れ
る
「
優
美
」

概
念
の
検
討
、
よ
り
端
的
に
は
、
そ
こ
に
挿
入
さ
れ
た
二
枚
の
図
版
お

よ
び
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
の
意
匠
に
関
す
る
検
討
を
進
め
て
い
く
。

第
一
章
「
メ
デ
ィ
チ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
と
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー

―
『
美
の
分
析
』
に
挿
入
さ
れ
た
二
枚
の
図
版
か
ら
―

第
一
節
『
美
の
分
析
』
の
二
枚
の
挿
入
図
版
に
み
る

古
代
彫
像
と
ダ
ン
ス

『
美
の
分
析
』
に
挿
し
は
さ
ま
れ
た
第
一
の
図
版（

４
）は
「
彫
刻
家
の
仕

事
場
」"S

tatuary's
Y

ard"

（
参
考
図
版
１
）
を
想
定
し
て
デ
ザ
イ
ン

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中
央
に
「
メ
デ
ィ
チ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
」（
参
考

図
版：

１
―

ａ
）
と
特
定
で
き
る
彫
像
を
置
き
、
画
面
向
か
っ
て
、
左
上
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テ
ィ
ノ
ス
と
は
対
照
的
に
、
き
ち
ん
と
直
立
し
て
い
る
（
参
考
図
版：

１
―

ｂ
）。

ま
た
こ
の
図
版
の
周
囲
に
は
、
装
飾
額
縁
の
ご
と
く
、
人
体
・
植

物
・
家
具
調
度
な
ど
の
解
剖
学
的
あ
る
い
は
幾
何
学
的
な
デ
ッ
サ
ン
が

数
多
く
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
例
え
ば
、
平
面
的

な
Ｓ
字
曲
線
す
な
わ
ち
「
波
状
曲
線
」（the

w
aving

line

）
の
カ
ー
ヴ

の
度
合
い
を
漸
進
的
に
変
化
さ
せ
た
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
を
提
示
し
、

そ
の
な
か
で
ど
の
カ
ー
ヴ
の
具
合
い
が
最
も
美
し
い
の
か
実
地
で
示
し

た
も
の
〔A

B
,

IX
/

48

〕
や
、
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
Ｓ
字
線
を
、
立

参考図版１『美の分析』エングレイヴィング　第一図版
「彫刻家の仕事場」（全体）

部
に
「
ヘ
ラ
ク
レ
ス
像
」、
左
下
部
に
「
ア
ン
テ
ィ
ノ
ス
像（

５
）」、
中
央
背

景
に
「
ラ
オ
コ
オ
ン
群
像
」、
右
上
部
に
「
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の
ア
ポ
ロ

ン
像
」
と
い
っ
た
具
合
い
に
、
画
面
全
体
に
実
在
の
有
名
な
古
代
彫
像（

６
）

を
配
し
て
い
る
。
こ
の
図
版
の
な
か
に
は
、
古
代
の
彫
像
で
な
い
人
物

も
み
ら
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
最
も
眼
を
引
く
の
は
、
画
面
左
手
で
「
ア

ン
テ
ィ
ノ
ス
像
」
の
手
を
と
る
一
八
世
紀
の
衣
装
を
ま
と
っ
た
人
物
だ

ろ
う
。
こ
の
人
物
は
、
ホ
ガ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、「
ダ
ン
ス
教
師
」〔A

B
,

pref.
/

4

〕
だ
と
い
う
。
彼
の
姿
勢
は
、
Ｓ
字
に
身
を
く
ね
ら
せ
た
ア
ン

参考図版：１－a
「メディチのヴィーナス像」
（『美の分析』第一図版・中央部）

参考図版：１－b
「アンティノス像の手をとるダンス教師」
（『美の分析』第一図版・左下部）

参考図版：１－c
「S字曲線の実験」
（『美の分析』第一図版・フレームデザイン上部）
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体
的
な
螺
旋
を
描
く
「
蛇
状
曲
線
」（the

serpentine
line

）
と
し
て
提

示
し
て
い
る
も
の
〔A

B
,

V
II

/
48

〕
な
ど
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
参

考
図
版：

１
―

ｃ
）。

こ
う
し
た
主
と
し
て
人
体
の
美
し
さ
を
主
題
と
し
た
探
究
は
、
も
う

一
枚
の
図
版
「
カ
ン
ト
リ
ー
ダ
ン
ス
」"C

ountry
D

ance"

（
参
考
図

版：

２
）
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
ち
ら
の
図
版
で
も
、
周
囲
に

は
、
人
体
に
関
す
る
筋
肉
の
つ
き
方
の
解
剖
学
的
デ
ッ
サ
ン
、
と
り
わ

け
顔
の
表
情
に
造
形
的
な
陰
影
を
施
す
実
験
的
な
デ
ッ
サ
ン
（
参
考
図

版：

２
―

ａ
）
が
装
飾
的
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
〔A

B
,X

/
56-58

〕。

そ
し
て
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
古
代
彫
像
の
よ
う
な
堅
い
肉
体
は
背
後
に

退
き
、
画
面
全
体
に
舞
踏
会
場
に
ひ
し
め
く
ダ
ン
サ
ー
た
ち
の
軽
や
か

に
踊
る
身
体
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
（
参
考
図
版：

２
―

ｂ
）。
ホ
ガ
ー

ス
の
古
代
彫
像
を
観
る
態
度
―
―
そ
れ
は
立
体
的
か
つ
有
機
的
な
人
体
観

察
を
志
向
す
る
―
―
は
、
こ
の
第
二
図
版
に
お
い
て
、
身
体
の
も
つ
「
動

き
」
の
ほ
う
へ
と
さ
ら
に
一
歩
近
づ
い
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
一
八
世
紀
の
「
社
交
」
生
活
に
お
け
る
ダ
ン
ス

の
意
義
あ
る
い
は
そ
の
趣
味
論
的
意
義
ま
で
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
ダ
ン
ス
美
学
」
の
歴
史
の
な
か
で
ホ
ガ
ー
ス
を
位

置
づ
け
る
こ
と
は
本
稿
の
射
程
を
超
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で

は
ダ
ン
ス
美
学
史
か
ら
み
た
ホ
ガ
ー
ス
美
学
に
つ
い
て
は
深
く
立
ち
入

ら
ず（

７
）、
こ
う
し
た
同
時
代
的
な
雰
囲
気
の
み
、
す
な
わ
ち
彼
の
美
学
の

は
ら
む
懐
の
深
さ
だ
け
を
確
認
し
、
ふ
た
た
び
第
一
図
版
中
の

「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
」
と
「
ア
ン
テ
ィ
ノ
ス
像
」
に
立
ち
戻
っ
て
、「
優
美
」

概
念
の
考
察
を
続
け
る
こ
と
に
し
た
い
。

参考図版：２『美の分析』エングレイヴィング　第二図版
「カントリーダンス」（全体）

参考図版：２－a
「解剖学的デッサンの実験」
（『美の分析』第二図版・フレームデザイン右上部）

参考図版：２－b
「ダンスホールの踊り手たち」
（『美の分析』第二図版・中央部）
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第
二
節
「
メ
デ
ィ
チ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
」
と
「
ア
ン
テ
ィ
ノ
ス
像
」

当
時
か
ら
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
ヴ
ァ
チ
カ
ン
に
展
示
さ
れ
て
い
た
こ
れ

ら
二
つ
の
彫
像
は
、「
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー
」
を
お
こ
な
う
イ
ギ
リ
ス
貴
族

た
ち
必
見
の
名
作
で
あ
っ
た
。
特
に
、
当
時
の
「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
画
」
で

有
名
な
ヨ
ハ
ン
・
ゾ
フ
ァ
ニ
ー
（Johann

Joseph
E

dler
von

Zoffany,
c.

1733-1810

）
に
よ
る
一
七
七
〇
年
代
の
油
彩
画
《
ウ
フ
ィ
ッ
ツ
ィ
美

術
館
の
ト
リ
ブ
ー
ナ
室
》
（
参
考
図
版：

３
）
に
は
、
ウ
フ
ィ
ッ
ツ
ィ

の
主
要
展
示
室
に
所
狭
し
と
並
べ
ら
れ
た
絵
画
や
彫
刻
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
群
に
見
入
る
イ
ギ
リ
ス
貴
族
た
ち
の
様
子
が
精
密
に
描
か
れ
て
い
る
。

そ
う
し
て
、
こ
の
な
か
―
―
画
面
向
か
っ
て
右
手
―
―
に
は
、
ま
さ
し
く

「
メ
デ
ィ
チ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
」
も
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。

イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
へ
の
遊
学
は
、
貴
族
の
子
弟
だ
け
の
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
芸
術
家
も
巨
匠
た
ち
の
作
品
を
実
見
し
、
そ
の
天
才
性

の
秘
密
に
触
れ
る
た
め
に
こ
ぞ
っ
て
大
陸
へ
と
出
向
い
た
。
ホ
ガ
ー
ス

は
、
そ
の
経
歴
を
み
て
も
、
全
生
涯
を
通
じ
て
ロ
ン
ド
ン
で
送
っ
て
お

り
、
大
陸
留
学
経
験
者
、
特
に
ロ
ー
マ
帰
り
の
「
目
利
き（

８
）」
た
ち
を
激

し
く
痛
罵
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
彼
の
師
に
し
て
後
の

義
父
サ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ソ
ー
ン
ヒ
ル
（S

ir
Jam

es
T

hornhill,
c.

1675-1734

）
―
―
イ
ギ
リ
ス
在
住
の
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
大
陸

芸
術
家
た
ち
か
ら
指
導
を
受
け
た
と
い
う
―
―
と
の
深
い
か
か
わ
り
な
ど

を
考
慮
す
れ
ば
、
ホ
ガ
ー
ス
自
身
に
お
け
る
古
今
の
名
作
に
関
す
る
知

識
は
か
な
り
豊
富
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る（

９
）。
し
た
が
っ
て
、
絵
画
術
の

研
究
に
も
熱
心
だ
っ
た
ホ
ガ
ー
ス
が
、
こ
れ
ら
有
名
な
古
代
彫
像
を
早

い
時
期
か
ら
知
っ
て
い
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

特
に
「
ア
ン
テ
ィ
ノ
ス
像
」
に
関
し
て
は
、
一
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
人

デ
ュ
フ
レ
ノ
ワ
（C

harles
A

lphonse
D

ufresnoy,1611-1665

）
に
よ

る
絵
画
技
法
書
『
画
法
』D

e
A

rte
G

raphica

（
一
六
六
八
年（

10
））

の
な

か
に
、「
い
わ
く
言
い
難
い
」
魅
力
を
有
す
る
彫
像
と
し
て
言
及
さ
れ
て

参考図版：３ ヨハン・ゾファニー「ギャラリー画」
《ウフィッツィ美術館のトリブーナ室》
（油彩、1770年代、バッキンガム宮殿クィーンズ・
ギャラリー蔵）

「メディチのヴィーナス像」
《ウフィッツィ美術館のトリ
ブーナ室》・右中央部
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い
る
こ
と
を
、
ホ
ガ
ー
ス
自
身
が
『
美
の
分
析
』
の
な
か
で
指
摘
し
て

い
る
〔A

B
,

pref.
/

3

〕。
デ
ュ
フ
レ
ノ
ワ
の
美
学
も
、
ド
ラ
イ
デ
ン

（John
D

ryden,
1631-1700

）
の
翻
訳
を
通
し
て
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス

社
会
で
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
彫
像
も
ま
た
、
当
然
古
代

彫
像
の
傑
作
と
し
て
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
八
世
紀
半
ば
の
ロ
ン
ド
ン
に
は
、
古
代
彫
像
の
模

像
や
図
版
が
あ
ふ
れ
て
お
り
、
芸
術
教
育
を
受
け
た
者
は
も
ち
ろ
ん
、

教
養
人
な
ら
誰
で
も
―
―
模
像
か
ら
で
あ
れ
、
版
画
か
ら
で
あ
れ
、
メ
ダ

ル
か
ら
で
あ
れ
―
―
一
度
は
「
メ
デ
ィ
チ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
や
「
ア
ン

テ
ィ
ノ
ス
」
の
姿
を
眼
に
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い（

11
）。

第
三
節
　
ア
ン
テ
ィ
ノ
ス
像
と
ダ
ン
ス
教
師
の
比
較

―
古
代
彫
像
は
「
図
形
」
モ
デ
ル
で
あ
る
―

さ
て
、「
い
わ
く
言
い
難
い
も
の
（
ル
・
ジ
ュ
＝
ヌ
＝
セ
＝
ク
ゥ
ワ
）」

と
い
う
美
的
特
質
を
有
す
る
と
さ
れ
た
こ
の
「
ア
ン
テ
ィ
ノ
ス
像
」
は
、

ホ
ガ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
優
美
な
人
体
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
数
学
に
お
け
る
抽
象
的
な
「
図
形
」
の
よ

う
な
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
普
遍
的
な
「
優
美
」
の
原
理
を
示
し

て
い
る
の
だ
、
と
。

「
…
…
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
〈
読
者
の
想
像
力
を
助
け
る
〉

観
点
か
ら
、
望
む
ら
く
は
、
私
の
二
枚
の
図
版
に
つ
い
て
考
究
す
る
際

に
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
に
参
照
し
た
諸
々
の
彫
像
を
、
美
あ
る
い
は
優

美
を
め
ぐ
る
実
例
そ
の
も
の
と
し
て
私
が
そ
こ
に
配
置
し
た
と
は
想
像

し
な
い
で
も
ら
い
た
い
。
自
然
あ
る
い
は
最
も
偉
大
な
巨
匠
た
ち
の
作

品
の
な
か
で
、
い
か
な
る
種
類
の
も
の
を
探
求
し
た
り
検
討
し
た
り
す

べ
き
な
の
か
を
、
読
者
に
示
す
た
め
だ
け
に
そ
こ
に
配
置
し
た
の
だ
か

ら
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
の
描
い
た
諸
々
の
彫
像
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
に

み
ら
れ
る
線
は
ど
れ
ひ
と
つ
と
し
て
数
学
者
が
扱
う
よ
う
な
完
全
に

直
っ
す
ぐ
な
（perfectly

straight

）
も
の
も
、
特
殊
な
曲
線
の
も
の

（peculiar
curvature

）
も
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
ら
は
、
数
学
者
が
ペ
ン

を
使
っ
て
つ
く
る
諸
々
の
図
形
と
同
等
の
観
点
か
ら
考
慮
さ
れ
て
し
か

る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
図
形
に
よ
っ
て
、

数
学
者
が
お
こ
な
う
証
明
の
着
想
（idea

）
は
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
か

ら
だ
」〔A

B
,intro./

17

〕。

ホ
ガ
ー
ス
の
こ
う
し
た
前
提
を
踏
ま
え
、
以
下
で
は
、
彼
が
「
ア
ン

テ
ィ
ノ
ス
像
」
と
「
ダ
ン
ス
教
師
」
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
独
自
の
理

論
―
す
な
わ
ち
彼
の
優
美
論
―
を
展
開
す
る
部
分
を
具
体
的
に
検
討
し

て
み
た
い
。

第
四
節
　
ホ
ガ
ー
ス
に
よ
る
身
体
運
動
の
美
学

―
「
距
離
」・「
支
点
」・「
対
立
」
に
よ
る
人
体
把
握
―

「
も
し
ダ
ン
ス
教
師
（dancing-m

aster

）
が
、
く
つ
ろ
い
で
優
美

に
身
体
を
ひ
ね
っ
た
姿
勢
（th

e
easy

an
d

gracefu
lly-tu

rn
ed

attitude
）
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ス
像
（
第
一
図
版
、
第
６
図
）
を
自
分
の
生

徒
だ
と
見
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
こ
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ス
を
恥
知
ら
ず
な
生

徒
だ
と
嘆
き
、
ア
ン
テ
ィ
ノ
ス
に
対
し
、
お
ま
え
は
羊
の
角
と
同
じ
く
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ら
い
湾
曲
し
て
（crooked

）
み
え
る
と
い
い
、
さ
ら
に
彼
に
対
し
、
教

師
の
彼
自
身
が
し
て
い
る
よ
う
に
頭
を
上
方
に
も
た
げ
る
よ
う
命
ず
る

で
あ
ろ
う
」〔A

B
,pref./

4

〕。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
美
的
」
姿
勢
を
め
ぐ
る
師
弟
対
決
は
、
生
徒
ア

ン
テ
ィ
ノ
ス
の
ほ
う
に
軍
配
が
あ
が
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
の
ア
ン

テ
ィ
ノ
ス
の
「
優
美
な
」
肢
体
は
、
第
二
図
版
の
ダ
ン
ス
す
る
身
体
の

も
た
ら
す
美
へ
と
連
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
図
版
に
関
す

る
説
明
―
―
『
美
の
分
析
』
後
半
の
「
演
技
に
つ
い
て
」"O

f
A

ction"

と
題
さ
れ
た
最
終
章
た
る
第
一
七
章
―
―
の
な
か
で
、ホ
ガ
ー
ス
は
ま
た
、

「
カ
ン
ト
リ
ー
ダ
ン
ス
」
の
演
技
に
即
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い

る
。「

カ
ン
ト
リ
ー
ダ
ン
ス
を
す
る
際
に
最
も
快
を
与
え
る
（pleasing

）

運
動
（m

ovem
ents

）
の
ひ
と
つ
は
、
瞬
時
の
変
化
に
ま
つ
わ
る
あ
ら

ゆ
る
原
理
に
応
じ
る
も
の
で
、
へ
イ
（hay

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
。
ヘ

イ
の
形
姿
（figure

）
は
、
全
体
と
し
て
、
Ｓ
字
を
組
み
合
せ
た
か
た
ち

を
と
る
。
す
な
わ
ち
、
無
数
の
互
い
に
絡
ま
り
（interlacing
）
巻
き

あ
う
（intervolving

）
蛇
状
曲
線
（serpentine

lines

）
と
な
る
。
も

し
こ
れ
ら
蛇
状
曲
線
が
ダ
ン
ス
フ
ロ
ア
に
足
の
航
跡
を
残
し
た
と
す
る

と
、
そ
れ
ら
諸
々
の
航
跡
線
は
、
第
二
図
版
の
第
１
２
３
図
の
よ
う
に

あ
ら
わ
れ
る
だ
ろ
う
」〔A

B
,X

V
II

/
111

〕。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ダ
ン
ス
美
学
と
い
う
観
点
か
ら
の
詳
細
な
考

察
は
本
稿
の
射
程
を
超
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
主

題
と
の
関
連
か
ら
み
て
も
、「
カ
ン
ト
リ
ー
ダ
ン
ス
」
に
即
し
て
持
論
を

展
開
す
る
ホ
ガ
ー
ス
の
う
ち
に
、
人
体
の
も
つ
運
動
性
が
も
た
ら
す
美

へ
の
注
目
を
、
こ
こ
に
確
実
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、

上
記
引
用
だ
け
か
ら
で
も
、
そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
、
Ｓ
字
が
絡
ま
り
あ
っ

て
綾
な
す
、
無
数
の
運
動
す
る
螺
旋
の
美
学
、
す
な
わ
ち
一
種
の
「
蛇

状
曲
線
」
の
美
学
と
規
定
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
も
う
一
度
、
上
記
引
用
箇
所
の
直
前
の
記
述

に
眼
を
向
け
る
と
き
、
こ
う
し
た
「
蛇
状
曲
線
」
の
美
学
が
、「
未
開
の

野
蛮
な
人
々
」
の
ダ
ン
ス
に
は
見
ら
れ
な
い
、
洗
練
さ
れ
た
運
動
性
の

美
学
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
を
確
認
で
き
る
。

「
カ
ン
ト
リ
ー
ダ
ン
ス
あ
る
い
は
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ダ
ン
ス
を
す
る
際
に
、

無
数
の
人
々
が
一
緒
に
な
っ
て
形
成
す
る
諸
線
は
、
眼
に
喜
ば
し
い
戯

れ
（a

delightful
play

upon
the

eye

）
を
与
え
る
。
と
り
わ
け
、
例

え
ば
ギ
ャ
ラ
リ
ー
席
か
ら
舞
踏
場
を
見
る
と
き
の
よ
う
に
、
全
体
の
姿

（figure

）
が
一
望
の
も
と
に
見
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
種
の
―
―
詩

人
た
ち
が
名
指
す
よ
う
に
―
―
密
儀
的
な
ダ
ン
ス
（m

ystic
dancing

）

は
、
主
と
し
て
蛇
状
（serpentine

）
で
あ
っ
て
、
錯
綜
性
（intricacy

）

な
ど
の
諸
原
理
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
諸
々
の
線
か
ら
構

成
さ
れ
た
多
様
性
（variety

）
の
う
ち
に
み
ら
れ
る
動
き
（m

oving

）

に
依
存
す
る
も
の
な
の
だ
。〈
し
か
し
〉
蛮
族
（barbarians

）
の
ダ
ン

ス
は
、
い
つ
も
こ
う
し
た
運
動
性
を
伴
わ
ず
に
上
演
さ
れ
る
。
…
…
」

〔A
B

,X
V

II
/

111

〕。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
洗
練
さ
れ
た
「
錯
綜
性
」
と
い
う
原
理
へ
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の
言
及
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
さ
に
洗
練
さ
れ
た
「
趣
味
」
と
い
う
美

学
上
の
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
錯
綜
性
」

と
い
う
美
的
特
質
は
、
ダ
ン
サ
ー
の
「
動
き
」
が
も
た
ら
す
多
様
な
足

の
軌
跡
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、「
眼
に
喜
ば
し
い
戯
れ
（a

delightful
play

upon
the

eye

）
を
与
え
る
」
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
ま
さ
し
く
、
視
覚
的
な
快
を
め
ぐ
る
美
学
的
考
察
の
端
緒
が
見
え
隠

れ
し
て
い
る
。
ホ
ガ
ー
ス
優
美
論
は
、「
蛇
状
曲
線
」
の
美
学
で
あ
り
、

そ
の
要
諦
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
錯
綜
性
」（intricacy

）
と
い
う
語
に
集

約
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う（

12
）。

実
際
ホ
ガ
ー
ス
は
、『
美
の
分
析
』
の
「
序
論
」
を
締
め
く
く
る
に
あ

た
り
、「
優
美
さ
」（grace

）
と
「
美
」（beauty

）
を
与
え
る
よ
う
な
「
根

本
原
理
」
と
し
て
、「
合
目
的
性
」（F

itness
）・「
多
様
性
」（V

ariety

）・「
一

様
性
」（U

n
ifo

rm
ity

）・「
単
純
性
」（S
im

p
lic

ity

）・「
錯
綜
性
」

（Intricacy

）・「
数
量
性
」（Q

uantity

）
を
挙
げ
て
い
た
〔A

B
,

intro.
/

23

〕。
こ
れ
ら
の
原
理
は
、
自
然
物
や
芸
術
作
品
の
な
か
で
―
―
と
き
に

個
別
的
に
、
と
き
に
協
働
し
て
―
―
「
眼
に
快
を
も
た
ら
し
、
楽
し
ま
せ

る
」（to

please
and

entertain
the

eye

）〔A
B

,intro./
23

〕
も
の
と

規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
原
理
の
な
か
で
、
最
も
主
導
的
な
も
の

が
「
錯
綜
性
」
で
あ
る
こ
と
は
、
先
の
引
用
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
な
ぜ
「
錯
綜
」
の
様
態
が
、
視
覚
的
な
快
を
も
た
ら
し
、
そ

こ
に
「
優
美
」
が
存
す
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
の
ヒ
ン
ト

は
、
ホ
ガ
ー
ス
独
自
の
人
体
美
学
と
も
い
う
べ
き
、
そ
の
有
機
的
な
身

体
観
に
存
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
も
し
ホ
ガ
ー
ス
美
学
に
関
す
る
こ

う
し
た
理
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ホ
ガ
ー
ス
を
、
ま

さ
し
く
独
自
の
人
間
観
察
に
基
づ
く
独
自
の
描
法
を
実
践
し
た
人
物
と

し
て
、
す
な
わ
ち
、
一
八
世
紀
ロ
ン
ド
ン
の
生
き
た
風
俗
を
活
写
す
る

近
代
的
リ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
に
こ
そ
、
ホ
ガ
ー
ス
を
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
国
民
画
家
」
の
名
に

値
す
る
一
流
の
芸
術
家
（
あ
る
い
は
、
芸
術
理
論
家
）
と
見
な
し
得
る

根
拠
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

ホ
ガ
ー
ス
は
、
人
体
を
、
立
方
体
や
球
の
寄
せ
集
め
と
し
て
要
素
還

元
主
義
的
に
捉
え
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
有
機
的
に
ま
と
ま
っ
た
―
―

し
か
し
節
々
に
よ
っ
て
諸
部
分
間
は
区
切
ら
れ
て
い
る
―
―
ひヽ

とヽ

つヽ

のヽ

運ヽ

動ヽ

すヽ

るヽ

個ヽ

体ヽ

とヽ

しヽ

てヽ

把
握
し
た
と
い
え
る
。
結
果
、
彼
は
、
止
ま
っ
た

り
、
動
い
た
り
、
曲
が
っ
た
り
、
く
ね
っ
た
り
す
る
体
を
、「
距
離
」・

「
支
点
」・「
対
立
」
と
い
う
概
念
で
把
握
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
〈
距
離
・
支
点
・
対
立
に
つ
い
て
の
完
全

な
観
念
（perfect

id
eas

of
th

e
d

istan
ces,

bearin
gs,

an
d

oppositions

）〉
は
、
例
え
ば
、
立
方
体
や
球
体
の
よ
う
な
最
も
平
易

（plain

）
か
つ
規
則
正
し
い
（regular

）
形
の
も
つ
観
念
と
同
じ
く
ら

い
に
、
強
力
か
つ
完
全
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
距
離
・
支

点
・
対
立
に
つ
い
て
の
完
全
な
観
念
は
、
空
想
力
（fancy

）
に
よ
っ
て

創
意
し
（invent

）
描
く
人
々
に
と
っ
て
は
、
際
限
な
く
有
用
で
あ
ろ

う
。
ま
た
同
時
に
、
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
で
、
実
物
を
描
く
場
合
に
は
、

い
っ
そ
う
正
確
に
描
く
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
」〔A

B
,intro./

22

〕。

ホ
ガ
ー
ス
は
、
こ
う
し
た
「
距
離
・
支
点
・
対
立
に
つ
い
て
の
完
全

な
観
念
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
芸
術
家
が
立
体
―
―
特
に
、
人
体
や

動
植
物
―
―
を
捉
え
る
場
合
、
見
え
て
い
る
こ
ち
ら
側
の
半
分
か
ら
、
見
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え
て
い
な
い
向
こ
う
側
の
半
分
を
「
想
像
力
」
を
駆
使
し
て
補
え
る
訓

練
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
た
。
こ
の
訓
練
に
は
、
最
初
は
あ
る
種
の

「
苦
痛
」
あ
る
い
は
「
困
難
さ
」
を
伴
う
が
、
次
第
し
だ
い
に
心
の
な
か

で
想
像
す
る
コ
ツ
が
つ
か
め
て
く
る
と
い
う
。
上
記
引
用
で
言
及
さ
れ

る
「
空
想
力
」
―
―
す
ぐ
に
「
想
像
力
」（im

agination

）〔A
B

,
intro.

/
22

〕
と
言
い
換
え
ら
れ
る
―
―
に
よ
っ
て
「
創
意
」
す
る
よ
う
な
制
作

術
は
、
デ
ッ
サ
ン
の
名
手
で
あ
る
一
流
の
画
家
と
も
な
れ
ば
、
当
然
身

に
つ
い
て
い
る
は
ず
の
能
力
で
あ
り
技
術
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
ホ
ガ
ー
ス
は
、『
美
の
分
析
』
に
付
し
た
二
枚
の
エ
ン

グ
レ
イ
ヴ
ィ
ン
グ
図
版
を
通
し
て
、
身
体
の
し
な
や
か
な
「
動
き
」
を
、

「
距
離
」・「
支
点
」・「
対
立
」
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
る
よ
う
な
、
造
形

的
な
人
体
把
握
法
を
提
示
し
た（

13
）。

そ
こ
に
は
ま
さ
に
、
生
き
て
運
動
す

る
身
体
に
対
す
る
美
的
な
ま
な
ざ
し
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
視
覚
に
多

様
な
快
を
も
た
ら
す
立
体
的
な
運
動
へ
の
関
心
、
あ
る
い
は
、
身
体
感

覚
に
対
す
る
覚
醒
と
い
う
事
態
が
出
来
し
て
い
る
の
だ
。『
美
の
分
析
』

は
、
そ
れ
が
一
種
の
絵
画
技
法
書
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
る
が
ゆ
え
、

こ
う
し
た
美
的
原
理
は
、
主
と
し
て
視
覚
の
比
喩
の
う
ち
で
語
ら
れ
る

「
蛇
状
曲
線
」
の
美
学
、
す
な
わ
ち
「
錯
綜
性
」
の
原
理
と
し
て
提
起
さ

れ
て
い
る
。
ホ
ガ
ー
ス
の
い
う
「
錯
綜
性
」
と
は
、
も
と
も
と
運
動
す

る
身
体
の
観
察
を
通
し
て
把
握
さ
れ
る
非
常
に
感
覚
主
義
的
な
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
こ
う
し
た
「
錯
綜
性
」
は
、
観
察
者
に
の
う
ち

に
「
想
像
力
」
あ
る
い
は
「
空
想
力
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
高
次
の
イ

メ
ー
ジ
喚
起
力
を
誘
発
す
る
契
機
と
も
重
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
「
錯
綜
性
」
概
念
を
通
じ
て
、
一
八
世
紀
以
降

盛
ん
に
論
じ
ら
れ
た
「
想
像
力
」
と
い
う
も
の
が
、
じ
つ
は
単
な
る
視

覚
イ
メ
ー
ジ
の
喚
起
力
で
は
な
く
、
い
っ
そ
う
全
身
感
覚
的
な
、
敢
え

て
い
え
ば
、「
触
覚
的
な
」
表
象
イ
メ
ー
ジ
の
喚
起
力
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
を
、
こ
こ
に
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
以
下
さ
ら
に
続
け
て
、『
美
の
分
析
』
の
見
開
き
ペ
ー

ジ
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た

い
。
こ
の
考
察
に
よ
り
、「
蛇
状
曲
線
」
が
は
ら
ん
で
い
る
美
学
的
特
性

と
そ
の
社
会
倫
理
的
な
含
意
を
示
し
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
「
美
学
」
の
成
立
が
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
情
勢
と
呼
応
す
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
こ
こ
で
暗
示
的
に
示
せ
れ
ば
と
思
う
。

第
二
章
　
蛇
状
曲
線
と
「
悪
」
の
美
学

―
『
美
の
分
析
』
の
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
か
ら
―

第
一
節
『
美
の
分
析
』
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
の
特
徴

―
副
題
に
み
ら
れ
る
「
趣
味
」
概
念
の
考
察
―

ホ
ガ
ー
ス
の
『
美
の
分
析
』
を
紐
解
く
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
を
ま

ず
惹
く
の
は
、
そ
の
最
初
の
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
に
置
か
れ
た
図
案
―
―
ロ

ゴ
タ
イ
プ
と
な
っ
て
い
る
意
匠
―
―
（
参
考
図
版：

４
）
で
あ
ろ
う
。
こ

の
図
案
は
、
前
面
にV

A
R

IE
T

Y

（
多
様
性
）
と
大
書
さ
れ
た
板
状
を
な

す
正
方
形
の
土
台
の
う
え
に
、
透
明
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
様
の
四
角
錐
を
載

せ
た
も
の
で
あ
る
。
土
台
の
側
面
と
背
面
に
は
密
な
斜
線
に
よ
っ
て
陰

影
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
立
体
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま

た
、
こ
う
し
た
幾
何
学
的
な
図
形
の
組
み
合
わ
せ
の
内
部
―
―
透
明
な
ピ
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ラ
ミ
ッ
ド
の
内
部
―
―
に
、
Ｓ
字
に
く
ね
っ
た
一
筋
の
黒
線
が
描
き
込
ま

れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
図
案
が
、
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
の
中
央
に
配
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、『
美
の
分
析
』
の
要
諦
を
な
す
象
徴
的
な
ロ
ゴ
タ
イ

プ
図
案
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
以
下
で
は
、
こ
の
図
案
そ
の
も
の
の
解
釈
は
ひ
と
ま
ず
お
き
、

こ
の
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
上
に
記
さ
れ
た
文
字
情
報
の
分
析
を
中
心
に
論

を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。
こ
の
理
由
は
、
本
稿
第
一
章
で
の
二
枚

の
挿
入
図
版
の
分
析
と
、
こ
こ
で
の
文
字
情
報
の
分
析
と
を
通
じ
て
、

お
の
ず
と
こ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
図
案
が
示
す
と
こ
ろ
は
明
ら
か
に
な
っ

て
く
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
上
部
のT

H
E

A
N

A
LY

SIS
O

F
B

E
A

U
T

Y

と
い
う
メ
イ
ン
タ
イ

ト
ル
の
下
を
見
て
み
よ
う
。
小
さ
く
副
題
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か

る
。
こ
の
副
題
部
分
を
、
ひ
と
ま
ず
原
文
の
ま
ま
示
せ
ば
、"W

ritten
w

ith
a

view
offixing

the
fluctuating

ID
E

A
S

ofT
A

ST
E

"

と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
、「
趣
味
に
関
す
る
変
動
し
て
纏
ま
ら
な
い
諸
々
の
考

え
に
一
定
の
意
味
を
付
与
す
る
観
点
か
ら
著
さ
れ
た
」
と
で
も
訳
せ
よ

う
か
。
こ
こ
で
明
ら
か
な
の
は
、
ホ
ガ
ー
ス
の
認
識
す
る
「
趣
味
」
が
、

一
定
不
変
な
美
的
判
定
の
基
準
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
絶
え
ず
変

動
し
て
い
る
」（fluctuating

）
不
安
定
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ホ
ガ
ー
ス
自
身
が
、『
美
の
分
析
』
の
「
序
論
」
の
な
か

で
、
人
々
の
服
装
の
「
趣
味
」
に
み
ら
れ
る
流
行
り
す
た
り
と
い
う
事

例
に
即
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
人
々
が
一
千
か
ら
う
え
の
事
例
を
観
察
す
る
場
合
、
暗
示
と
な
る

か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
、
よ
く
あ
る
類
い
の
こ
と
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

ど
う
し
て
、
不
快
な
服
装
（disagreeable

dress

）
が
ま
す
ま
す
流
行

す
る
に
応
じ
て
、
眼
（the

eye

）
と
い
う
も
の
は
次
第
し
だ
い
に
そ
の

服
装
さ
え
甘
受
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
。
ま
た
、
ど
う
し
て
、
そ
の
流

行
が
過
ぎ
去
っ
て
、
新
た
な
流
行
が
心
を
領
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、

す
ぐ
に
以
前
の
服
装
を
嫌
う
こ
と
に
立
ち
戻
る
の
か
。
流
行
が
そ
の
基

礎
に
堅
固
な
諸
原
理
を
も
っ
て
い
な
い
と
、
趣
味
（taste

）
と
い
う
も

の
は
、
あ
ま
り
に
漠
然
と
し
て
い
る
（vague

）
の
だ
！
」〔A

B
,

intro.
/

20

〕。
こ
う
し
た
「
趣
味
」
の
不
安
定
さ
に
対
す
る
憂
慮
か
ら
、『
美
の
分
析
』

の
主
た
る
課
題
が
、
副
題
に
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
普
遍
的
な
美

的
判
定
基
準
と
し
て
の
「
趣
味
」
の
確
立
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け

で
あ
る
。

参考図版：４『美の分析』タイトルページ（全体）
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第
二
節
　
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
に
み
ら
れ
る
ミ
ル
ト
ン
『
失
楽
園
』
の
引
用

―
「
蛇
」
の
美
学
―

さ
て
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
に
は
、
文
字
情
報
と
し
て
、
も
う
ひ

と
つ
の
重
要
な
要
素
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
タ
イ
ト
ル
ペ
ー

ジ
の
中
央
部
、
書
名
お
よ
び
著
者
名
の
す
ぐ
下
、
先
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型

図
案
の
す
ぐ
上
の
部
分
に
記
さ
れ
て
い
る
。
わ
ず
か
三
行
ほ
ど
の
章
句

な
の
で
、
こ
れ
も
ま
ず
は
、
原
文
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
み
た
い
。

"So
vary'd

he,and
ofhis

tortuous
train,

C
url'd,m

any
a

w
anton

w
reath,in

sightofE
ve,

T
o

lure
her

eye.

…
…M

ilton."

引
用
さ
れ
た
章
句
の
末
尾
にM

ilton

と
あ
り
、
引
用
の
二
行
目
に

E
ve

と
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
のE

ve

の
眼
の
前
で
、'tortuous

train'

あ

る
い
は'w

anton
w

reath'

を
な
すH

e

が
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
材
料
が

そ
ろ
え
ば
、
当
時
の
教
養
あ
る
イ
ギ
リ
ス
人
―
―
そ
の
よ
う
な
人
し
か
ホ

ガ
ー
ス
の
美
学
書
な
ど
手
に
し
な
い
―
―
な
ら
、
こ
れ
が
、
前
世
紀
の
国

民
的
な
大
詩
人
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
（John

M
ilton,

1608-1674
）
に

よ
る
、
旧
約
聖
書
「
創
世
記
」
第
三
章
に
取
材
し
た
大
叙
事
詩
『
失
楽

園
』Paradise

L
ost

（
一
六
六
七
年
）
か
ら
の
引
用
だ
と
す
ぐ
に
分
か

る
は
ず
で
あ
る（

14
）。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
人
な
ら
、
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た

場
面
が
、
ま
さ
し
く
サ
タ
ン
の
化
身
た
る
「
蛇
」
が
楽
園
に
も
ぐ
り
こ

み
、
イ
ヴ
を
か
ど
わ
か
し
て
禁
断
の
「
知
恵
の
木
の
実
」
を
食
べ
さ
せ

よ
う
と
す
る
場
面（

15
）

だ
と
理
解
す
る
こ
と
も
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
は
あ
る
ま

い
。さ

て
そ
れ
で
は
、
以
下
、
上
記
引
用
の
全
文
を
訳
出
し
て
み
よ
う
。

「
さ
よ
う
に
身
を
く
ね
ら
せ
つ
つ
、
彼
〈
す
な
わ
ち
、
蛇
＝
サ
タ
ン
〉

は
、
そ
の
く
ね
り
た
る
尻
尾
も
て
／
イ
ヴ
の
見
る
間
に
、
幾
重
に
も
多

情
な
る
と
ぐ
ろ
巻
き
成
し
け
り
／
女
の
お
ん
眼
ま
ど
わ
さ
む
が
た
め
に
。

…
…
ミ
ル
ト
ン（

16
）」（

拙
訳
）

こ
こ
で
は
ま
さ
に
、「
蛇
（
サ
ー
ペ
ン
ト
）」
そ
の
も
の
が
登
場
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
動
き
が
、「
蛇
状
曲
線
（
サ
ー
ペ
ン
タ
イ
ン
・
ラ

イ
ン
）」
を
う
み
だ
し
て
い
る
こ
と
に
異
論
は
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ

こ
に
引
用
さ
れ
た
ミ
ル
ト
ン
の
章
句
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、

イ
ヴ
と
い
う
観
察
者
の
視
覚
に
も
た
ら
さ
れ
た
「
美
的
」
効
果
の
ほ
う

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ヴ
の
眼
に
は
、
蛇
の
つ
く
り
だ
す
「
蛇
状
曲

線
」
が
「
多
情
な
」（w

anton （
17
））も

の
と
映
じ
、
い
わ
ば
こ
の
官
能
的
な

ま
で
の
視
覚
的
刺
激
の
う
ち
に
、
イ
ヴ
自
身
の
心
が
「
ま
ど
わ
」（lure

）

さ
れ
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
ホ
ガ
ー
ス
に
よ
る
「
優
美
」
概
念
の
中
核
に
、
運
動

す
る
身
体
の
有
機
的
把
握
に
基
づ
く
「
蛇
状
曲
線
」
の
美
学
の
存
在
を

読
み
取
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
き
わ
め
て
感
覚
主
義
的
な
も
の
に
支

え
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
近
代
の
「
美
学
」
成
立
に
お
け
る
そ
の
嚆

矢
的
な
位
置
を
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
「
美
学
」
は
、
や
が
て
Ｅ
・
バ
ー
ク

（E
dm

und
B

urke,
1729-1797

）
の
『
崇
高
と
美
の
起
原
の
探
究
』A

P
hilosophical

E
nquiry

into
the

O
rigin

of
our

Ideas
of

the
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Sublim
e

and
B

eautiful

（
一
七
五
七
年
）
な
ど
を
経
て
、
一
八
世
紀
後

半
以
降
に
、
さ
ら
に
展
開
さ
れ
、
い
っ
そ
う
精
緻
な
理
論
化
を
み
る
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
人
間
の
「
感
覚
」
に
基
礎
を
置
く
経
験
論
的
な

美
学
は
、
感
覚
的
な
「
快
」
感
情
の
肯
定
と
そ
の
理
論
化
と
を
重
視
す

る
傾
向
に
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
境
界
を
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
上
の
「
悪
」

の
問
題
と
接
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
感
覚

主
義
的
な
美
学
の
成
立
は
、「
人
間
的
な
自
由
」
の
問
題（

18
）

と
も
密
接
に

か
か
わ
っ
て
く
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
『
美
の
分
析
』

タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
に
お
け
る
ホ
ガ
ー
ス
に
よ
る
『
失
楽
園
』
の
引
用
は
、

こ
う
し
た
問
題
の
核
心
を
、
非
常
に
端
的
か
つ
雄
弁
な
か
た
ち
で
物

語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
こ
う
し
た
感
覚
主
義
に
根
ざ
し
た
経
験
論
的
な
美
学
の

も
つ
「
悪
」
性
と
い
う
問
題
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
旧
約
聖
書
に
お
け

る
「
楽
園
追
放
」
の
神
話
を
、
有
限
者
た
る
人
間
に
固
有
の
感
覚
的

「
美
」
の
発
見
と
そ
の
是
認
の
物
語
と
し
て
解
釈
し
て
み
た
い
と
思
う（

19
）。

第
三
節
　
蛇
の
「
悪
」
性
と
感
覚
主
義
美
学
の
成
立

―
「
楽
園
追
放
」
に
よ
っ
て
人
間
が
得
た
も
の
―

ホ
ガ
ー
ス
が
彼
の
優
美
論
の
核
を
提
示
す
る
際
に
援
用
し
た
の
が
、

ミ
ル
ト
ン
の
『
失
楽
園
』
か
ら
取
ら
れ
た
「
人
間
の
堕
落
」
の
場
面
で

あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
ホ
ガ
ー
ス
が
こ
の
ミ
ル
ト
ン
の
章
句
を
引
用
し
た

最
大
の
理
由
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
場
面
が
、
神
の
禁
令

―
―
《
知
恵
の
木
の
実
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
》
―
―
を
犯
す
場
面
で

あ
っ
た
こ
と
と
同
等
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、「
蛇
」
の
し
な
や
か
な
動

き
に
イ
ヴ
が
眼
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
ま
さ
に
当
の
場
面
だ
っ
た
こ
と

に
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
人
間
イ

ヴ
が
、
神
の
世
界
の
う
ち
で
、「
悪
の
煌
き
」
を
見
知
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
事
態
の
開
示
で
あ
る
。
こ
の
「
悪
の
煌
き
」
と
は
、
蛇
の
複
雑
か

つ
多
様
な
る
身
の
く
ね
り
と
い
う
「
運
動
性
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
、
非
常
に
強
い
感
覚
的
な
刺
激
を
意
味
し
て
い
た
。

神
の
楽
園
は
「
永
遠
」
の
世
界
で
あ
る
が
ゆ
え
、
そ
こ
に
「
時
間
」

は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
も
生
老
病
死
を
憂
慮
す
る
こ
と

な
く
暮
ら
し
て
い
た
。
こ
の
無
垢
な
る
状
態
の
人
間
を
「
堕
落
」
さ
せ

た
の
が
、「
悪
」
の
化
身
た
る
「
蛇
」
で
あ
っ
た
。
蛇
の
誘
惑
に
よ
っ
て
、

禁
断
の
木
の
実
―
―
知
恵
の
木
の
実
―
―
を
食
べ
る
と
い
う
行
為
を
通
じ

て
神
と
同
じ
知
性
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
尊
大
な
「
罪
」
を
犯
し
、
人

間
は
時
間
の
あ
る
地
上
世
界
に
追
い
や
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ

は
、
い
わ
ば
無
限
な
る
天
上
世
界
か
ら
有
限
な
る
地
上
世
界
へ
の
追
放

を
意
味
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
楽
園
の
追
放
」
の
物
語
が
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て

く
れ
る
の
は
、「
な
ぜ
人
間
は
、
無
限
か
つ
永
遠
の
神
の
世
界
か
ら
、
こ

の
有
限
か
つ
時
間
の
あ
る
世
界
へ
と
も
た
ら
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
か
」
と
い
う
、
人
間
存
在
に
ま
つ
わ
る
き
わ
め
て
神
学
的
か
つ
根
源

的
な
問
い
へ
の
ひ
と
つ
の
回
答
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
物
語
に
関
し
て

は
、
ま
ず
第
一
に
、
な
ぜ
人
間
は
「
知
恵
の
木
の
実
」
を
食
べ
る
以
前

に
「
神
の
禁
令
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
善
悪
判
断
―
―
暗
黙
の

う
ち
に
で
あ
れ
―
―
を
な
し
得
た
の
か
、
と
い
う
基
本
的
な
疑
問（

20
）

が
提

起
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
楽
園
に
い
た
人
間
は
、
蛇
に
出
会
う
以
前
は
、
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本
来
的
な
「
善
」
性
の
み
備
え
た
無
垢
な
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い

た
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
「
楽
園
追
放
」
の
物
語
に
、
美
学
的
観
点
か
ら
回
答
を

与
え
て
み
よ
う
。
蛇
の
そ
そ
の
か
し
は
、
ま
ず
イ
ヴ
す
な
わ
ち
人
間
の

「
女
」
の
眼
を
捉
え
た
。「
創
世
紀
」
に
よ
れ
ば
、
女
は
ア
ダ
ム
の
肉
体

の
一
部
か
ら
創
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
神
の
手
に
よ
る
創
造
に
よ
っ
て
、

ア
ダ
ム
―
―
最
初
の
人
間
た
る
「
男
」
―
―
の
肉
体
は
「
地
の
土
く
れ
」

か
ら
直
接
創
ら
れ
た
の
で
、
そ
こ
に
は
神
の
理
性
の
強
い
反
映
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る（

21
）。

し
か
し
、「
女
」
の
肉
体
の
ほ
う
は
、
ア
ダ
ム
の
「
肋

骨
の
ひ
と
つ
」
か
ら
創
ら
れ
た
の
で
、
神
の
配
剤
の
反
映
は
あ
る
も
の

の
、
同
じ
「
肉
」
―
―
正
確
に
は
骨
だ
が
―
―
と
い
う
素
材
に
よ
っ
て
創

ら
れ
た
同
じ
種
類
の
「
肉
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
「
人
間
」

と
い
う
「
像
（
イ
マ
ー
ゴ
）」
は
、
こ
の
と
き
す
で
に
ア
ダ
ム
に
お
い
て

具
現
化
さ
れ
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
神
に
よ
る
創
造
の
力
（
理
性
の
働

き
も
含
む
）
は
、
ア
ダ
ム
の
創
造
時
よ
り
い
っ
そ
う
少
な
く
て
済
ん
だ

と
想
像
で
き
る
。
つ
ま
り
、「
女
」
―
―
後
に
イ
ヴ
と
命
名
さ
れ
る
―
―

は
、
神
話
上
は
、
い
っ
そ
う
人
間
の
「
肉
」
性
を
象
徴
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
い
っ
そ
う
「
肉
」
性
を
備
え
た
創
造
物
と
し
て
の
「
女
」
が
、

「
創
世
記
」
に
お
い
て
は
、
蛇
の
誘
惑
を
き
っ
か
け
に
木
の
実
の
「
美
し

さ
」
に
眼
を
奪
わ
れ
、
さ
ら
に
は
食
欲
を
そ
そ
ら
れ
、
神
の
禁
令
を
犯

す
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ミ
ル
ト
ン
に
よ
る
翻
案
た

る
『
失
楽
園
』
の
記
述
に
お
い
て
は
、「
女
」
の
感
覚
主
義
的
な
傾
向
は

い
っ
そ
う
進
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
サ
タ
ン
の
化
身
た
る
「
蛇
」

の
肢
体
そ
の
も
の
が
示
す
「
美
し
さ
」
に
ま
ど
わ
さ
れ
、
こ
の
「
女
」

が
神
の
禁
令
を
犯
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
物
語
に
象
徴

さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ば
人
間
の
「
肉
」
性
の
自
覚
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
の
誘
発
因
こ
そ
、
ま
さ
に
ホ
ガ
ー
ス
が
引
用
し
た
『
失
楽

園
』
の
章
句
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
サ
タ
ン
の
化
身
と
し

て
の
「
蛇
」
の
も
つ
妖
し
い
「
美
し
さ
」
で
あ
っ
た
。『
失
楽
園
』
に
即

し
て
解
釈
す
れ
ば
、
神
の
世
界
と
は
異
質
な
「
悪
」
の
世
界
が
、「
蛇
」

と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
神
の
世
界
に
闖
入
し
、
人
間
、
特
に
、
い
っ

そ
う
「
肉
」
性
を
帯
び
た
存
在
た
る
「
女
」
と
感
応
し
あ
う
こ
と
で
、

は
じ
め
て
人
間
に
身
体
的
な
感
覚
的
な
喜
び
を
教
え
た
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
結
果
、
神
の
怒
り
を
買
い
、
人
間
は
「
死
す
べ
き
存
在
」
へ

と
転
落
す
る
こ
と
に
な
る（

22
）。

罪
を
犯
し
た
人
間
は
、
神
の
も
と
に
あ
る
永
遠
世
界
を
追
わ
れ
、
生

老
病
死
の
あ
る
こ
の
地
上
世
界
で
、
子
を
増
や
し
つ
つ
永
続
的
に
労
働

せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
翻
っ
て
、
こ
の
物
語
を
人
間
の
側

か
ら
見
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
地
上
世
界
は
、
生
老
病
死
の

あ
る
生
々
流
転
の
世
界
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
か
え
っ
て
「
肉
」
を
も
っ

て
生
ま
れ
た
人
間
に
と
っ
て
、「
美
し
い
」
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く

る
と
は
い
え
ま
い
か
。
そ
し
て
、
こ
の
世
界
の
う
ち
に
こ
そ
、
神
の
蹂

躙
を
離
れ
た
、
い
っ
そ
う
人
間
的
な
「
自
由
」
の
―
―
「
悪
」
を
な
し
得

る
と
い
う
自
由
さ
え
含
む
―
―
世
界
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、

世
界
の
脱
神
化
あ
る
い
は
世
俗
化
と
い
う
問
題
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。

「
女
」
こ
そ
、
感
覚
主
義
の
美
学
を
具
現
化
す
る
存
在
で
あ
り
、
ま
さ
し

く
人
間
本
来
の
「
美
」
の
在
り
方
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。「
楽
園
追
放
」

は
結
果
的
に
、
人
間
に
お
け
る
美
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
上
げ
た
と
い
っ

て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
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こ
う
し
た
問
題
を
、
じ
つ
に
自
然
観
あ
る
い
は
世
界
観
の
変
遷
と
い

う
観
点
か
ら
み
る
と
、
地
球
そ
の
も
の
を
め
ぐ
る
景
観
美
学
の
成
立
―
―

あ
る
い
は
、
神
で
は
な
く
人
間
の
主
観
的
な
快
感
情
の
発
見
と
連
動
し

た
自
然
美
の
発
見
―
―
と
も
重
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、

ア
ル
プ
ス
を
単
な
る
山
の
疣
で
は
な
く
「
崇
高
な
」
景
観
と
み
る
と
い

う
よ
う
な
山
岳
美
学
の
成
立
と
い
う
事
態
に
ま
つ
わ
る
問
題
で
あ
る
。

Ｍ
・
Ｈ
・
ニ
コ
ル
ソ
ン
（M

arjorie
H

ope
N

icolson,
1894-1981 （

23
））が

論
じ
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
一
八
世
紀
と
い
う
時
代
は
、
こ
う
し
た
山
岳

美
学
の
成
立
期
に
当
た
っ
て
い
る
こ
と
は
故
な
し
と
し
な
い
。

山
岳
美
学
の
成
立
と
い
う
問
題
は
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、

有
限
世
界
に
生
き
る
人
間
の
担
う
身
体
性
・
時
間
性
と
い
う
性
格
こ
そ
、

ホ
ガ
ー
ス
の
引
用
し
た
ミ
ル
ト
ン
の
章
句
を
思
い
出
し
つ
つ
、
こ
こ
で

も
う
一
度
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
蛇
の
も
つ
神
学
的
な

「
悪
」
性
を
、
し
な
や
か
に
動
く
身
体
に
見
出
さ
れ
る
人
間
主
義
的
な

「
美
」
の
問
題
と
し
て
読
み
か
え
た
と
き
に
こ
そ
、
ま
さ
に
ホ
ガ
ー
ス
優

美
論
の
も
つ
地
平
的
ひ
ろ
が
り
が
い
っ
そ
う
鮮
明
化
す
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
「
悪
」
の
問
題
を
さ
ら
に
社
会
全
般
の
状
況
の

な
か
で
捉
え
た
と
き
、
一
八
世
紀
の
ロ
ン
ド
ン
の
都
市
化
に
と
も
な
っ

て
生
ま
れ
た
新
興
の
富
裕
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
層
に
お
け
る
現
実
肯
定
の
価
値

観
と
の
連
関
も
、
そ
こ
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い（

24
）。

し
か
し
、

こ
う
し
た
文
化
・
社
会
史
的
な
問
題
を
全
般
的
に
展
開
す
る
こ
と
は
本

稿
の
意
図
も
範
囲
も
超
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
の
最
終
第
三
章
で

は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
感
覚
主
義
的
な
傾
向
が
、「
美
」
と
「
悪
」

と
を
同
時
に
表
象
す
る
と
い
う
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
仕
方
で
で
は
あ

る
が
、
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
を
舞
台
に
き
わ
め
て
鮮
明
な
造
形
化
み
た

と
い
う
事
実
の
一
端
だ
け
で
も
確
認
し
て
み
た
い
と
思
う
。
わ
れ
わ
れ

は
、
こ
う
し
た
実
例
を
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
で
興
隆
を
み
た
風
景
式
庭

園
術
に
認
め
る
こ
と
に
す
る
。
以
下
、
ひ
と
つ
の
具
体
的
な
造
園
実
践

例
を
参
照
し
つ
つ
、「
優
美
」
概
念
に
か
か
わ
る
感
覚
主
義
的
な
美
学
の

特
性
、
よ
り
具
体
的
に
は
、「
蛇
状
曲
線
」
の
美
学
の
特
性
を
、
さ
ら
に

考
究
し
て
み
た
い
。

第
三
章
　
イ
ギ
リ
ス
風
景
式
庭
園
に
み
る
「
蛇
状
曲
線
」
の
現
実
化

と
そ
の
美
学
的
な
意
義

―
一
八
世
紀
に
お
け
る
感
覚
主
義
的
な
美
学
の
展
開
―

第
一
節
　
一
八
世
紀
前
半
期
の
チ
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
庭
園
に
み
る

「
蛇
状
曲
線
」
の
採
用

一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
風
景
式
庭
園
が
興
隆
し
た
こ
と
は
、

つ
と
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
風

景
式
庭
園
を
め
ぐ
る
理
論
と
実
践
の
す
べ
て
を
追
う
こ
と
は
し
な
い（

25
）。

こ
こ
で
の
わ
れ
わ
れ
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ボ
イ
ル
す
な
わ
ち
第
三
代

バ
ー
リ
ン
ト
ン
伯
（R

ichard
B

oyle,3rd
E

arlof
B

urlington,1694-
1729

）
が
、
造
園
家
Ｗ
・
ケ
ン
ト
（W

illiam
K

ent,1685-1748

）
の
手

を
借
り
な
が
ら
造
成
・
改
修
を
重
ね
た
「
チ
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
邸
宅
庭
園
」

（C
hisw

ick
H

ouse
G

ardens （
26
））の

事
例
に
即
し
つ
つ
、
一
八
世
紀
前
半

期
の
造
園
実
践
に
お
け
る
「
蛇
状
曲
線
」
の
採
用（

27
）

と
い
う
事
実
を
確
認

す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
風
景
式
庭

園
の
実
現
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
人
々
の
享
受
体
験
が
、
経
験
論
的
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な
感
覚
主
義
美
学
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
の
か
を
原
理
的

に
示
し
た
い
と
思
う
。

一
七
三
六
年
の
ジ
ョ
ン
（
ま
た
は
、
ジ
ャ
ン
）
・
ロ
ッ
ク
（Joh

n
R

ocque,
c.

1702-1762 （
28
））―

―
『
人
間
知
性
論
』
の
哲
学
者
ロ
ッ
ク

（John
L

ocke,
1632-1704

）
で
は
な
く
、
有
名
な
地
図
製
作
・
販
売
業

者
で
あ
っ
た
ロ
ッ
ク
―
―
の
手
に
な
る
、「
チ
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
邸
宅
庭
園
」

の
エ
ン
グ
レ
イ
ヴ
ィ
ン
グ
に
よ
る
平
面
図
（
参
考
図
版：

５
）
を
見
る

と
き
、
放
射
状
に
伸
び
る
直
線
の
メ
イ
ン
・
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
の
間
に
、

人
体
を
隈
な
く
不
規
則
に
め
ぐ
る
血
管
の
ご
と
く
、
無
数
に
う
ね
る
小

道
を
発
見
で
き
る
。
こ
れ
ら
蛇
行
す
る
幾
条
も

の
小
道
は
、
ま
さ
し
く
「
蛇
状
曲
線
」
を
な
し

て
い
る
。

さ
ら
に
、
一
七
三
三
年
頃
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
リ

ゴ
ー
（Jacques

R
igaud,

1681-1754

）
に
よ

る
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
画
（
参
考
図
版：

６
）
を
見

て
み
よ
う
。
こ
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
画
は
、
ま
さ

に
放
射
状
に
伸
び
る
メ
イ
ン
・
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド

の
分
岐
点
に
立
っ
た
視
点
か
ら
描
か
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
立
面
図
の
ご
と
く
、
こ
の
庭
園
内

の
高
低
差
を
確
認
で
き
る
絵
画
で
あ
る
。
ド

ロ
ー
イ
ン
グ
画
内
を
詳
細
に
観
察
す
る
と
、
メ

イ
ン
・
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
は
平
坦
な
直
線
と
し
て

ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
て
い
る（

29
）。

こ
れ
に
対
し
、
画

面
向
か
っ
て
右
手
に
見
え
る
脇
の
小
道
―
―
紳

士
と
淑
女
の
カ
ッ
プ
ル
が
歩
く
―
―
は
、
ゆ
る

や
か
に
右
に
蛇
行
し
な
が
ら
ス
ロ
ー
プ
を
な
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。

ス
ロ
ー
プ
を
登
り
き
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、
数
人
の
小
さ
な
人
影
も
見
え

る
。
こ
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
画
が
正
確
に
庭
園
内
の
ど
の
場
所
か
ら
の
も

の
な
の
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
ド
ロ
ー
イ
ン

グ
画
を
通
じ
て
、
脇
の
小
道
が
左
右
に
曲
が
り
く
ね
り
上
下
す
る
ス

ロ
ー
プ
状
の
道
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
ロ
ッ
ク
に
よ
る
平
面
図
で
確
認

で
き
た
無
数
の
蛇
行
す
る
小
道
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。

参考図版：５ ジョン・ロック「チズウィック庭園」
エングレイヴィング平面図（1736年）

参考図版：６ ジャック・リゴー「チズウィック庭園」（内部）
ドローイング画（1733年頃）
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第
二
節
　
風
景
式
庭
園
に
お
け
る
「
蛇
状
曲
線
」
体
験
と

そ
の
美
学
的
意
義

ロ
ッ
ク
と
リ
ゴ
ー
の
絵
画
か
ら
判
断
す
る
と
、
一
七
三
〇
年
代
半
ば

頃
の
「
チ
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
邸
宅
庭
園
」
は
、
す
で
に
ま
さ
に
上
下
左
右
に

う
ね
る
「
蛇
状
曲
線
」
た
る
無
数
の
小
道
を
備
え
た
庭
園
と
な
っ
て
い

た
。
こ
れ
は
、
一
七
五
〇
年
代
前
半
の
『
美
の
分
析
』
刊
行
に
は
時
期

的
に
は
少
し
先
ん
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ホ
ガ
ー
ス
美
学
の
直
接

的
反
映
と
は
い
え
ま
い（

30
）。

し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
一
七
一
〇
年
代
前

半
に
は
、
ア
ッ
デ
ィ
ス
ン
（Joseph

A
ddison,

1672-1719

）
が
『
ス

ペ
ク
テ
イ
タ
ー
』
紙（

31
）

の
な
か
で
、
ま
ず
集
中
的
に
「
想
像
力
の
快
」

（
第
四
〇
九
号
お
よ
び
第
四
一
一
号
〜
第
四
二
一
号
）
を
論
じ
、
さ
ら
に

そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
風
景
式
庭
園
（
第
四
一
四
号
お
よ
び
第
四
七
七
号
）

に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
一
八
世
紀
前
半

期
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
蛇
状
曲
線
」
へ
の
関
心
は
、
社
会
的
な
美

意
識
と
し
て
す
で
に
承
認
さ
れ
、
現
実
に
具
現
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と

い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
「
蛇
状
曲
線
」
の
美
学
が
、
庭
園
術
に
採
用

さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
何
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
も
っ
て
庭
園
と
は
、
人
間

が
そ
の
内
部
に
入
り
込
ん
で
楽
し
む
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
近
代
的

意
味
で
の
「
純
粋
芸
術
（
作
品
）」
と
は
ち
が
う
。
そ
し
て
、
む
し
ろ
こ

の
よ
う
な
存
在
様
態
こ
そ
、
庭
園
芸
術
の
本
質
的
な
特
徴
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ん
や
そ
の
庭
園
が
、「
自
然
風
」
の
風
景
式
庭
園
と
い
う
こ
と
に
な

れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る（

32
）。

で
は
、
人
工
的
に
「
自
然
風
」
に
造
作
さ
れ
た
「
作
品
」
た
る
風
景

式
庭
園
は
、「
作
品
」
の
内
部
を
散
策
者
す
る
「
享
受
者
」
に
何
を
も
た

ら
す
の
か
。
以
下
、
特
に
チ
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
庭
園
に
み
た
上
下
左
右
に
う

ね
る
「
蛇
状
曲
線
」
の
小
道
を
例
に
、
庭
園
享
受
の
様
相
を
美
学
的
に

分
析
し
て
み
た
い
。

リ
ゴ
ー
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
画
の
な
か
に
い
る
ス
ロ
ー
プ
を
登
る
カ
ッ

プ
ル
は
、
放
射
状
の
平
坦
な
メ
イ
ン
・
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
を
歩
い
た
と
き

以
上
に
身
体
的
な
労
働
―
―
あ
る
種
の
苦
痛
―
―
を
強
い
ら
れ
て
い
る
だ

ろ
う
。
こ
の
身
体
的
な
苦
痛
は
、
具
体
的
な
感
覚
と
し
て
は
、
靴
底
に

感
じ
る
地
面
の
感
覚
あ
る
い
は
自
己
の
体
の
重
量
感
と
し
て
も
た
ら
さ

れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
ス
ロ
ー
プ
を
登
る
際
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識

は
自
分
の
感
覚
的
な
身
体
性
に
否
応
な
く
気
づ
か
さ
れ
る（

33
）。

こ
れ
は
、

い
わ
ば
「
触
覚
的
な
」
体
験
で
あ
る
。
こ
う
し
た
触
覚
体
験
と
同
時
に
、

庭
園
遊
歩
者
は
、
上
下
左
右
へ
と
蛇
行
す
る
ル
ー
ト
を
辿
る
こ
と
で
、

視
覚
的
に
も
多
様
か
つ
立
体
的
な
風
景
体
験
を
す
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

木
立
が
い
か
に
も
「
自
然
風
」
に
不
規
則
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
れ
ば
、

眼
に
飛
び
込
ん
で
く
る
視
覚
情
報
は
い
っ
そ
う
多
種
多
様
に
な
ろ
う
。

リ
ゴ
ー
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
画
で
、
ス
ロ
ー
プ
を
登
り
き
っ
た
と
こ
ろ
に

小
さ
く
描
き
込
ま
れ
た
人
々
は
、
起
伏
の
あ
る
散
策
道
を
歩
い
て
疲
れ

た
体
を
休
め
つ
つ
、
高
い
カ
ー
ヴ
の
向
こ
う
に
突
如
あ
ら
わ
れ
た
庭
園

の
眺
望
に
眼
を
楽
し
ま
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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第
三
節
　
風
景
式
庭
園
の
「
蛇
状
曲
線
」
に
お
け
る
「
錯
綜
性
」
の

意
義
と
そ
の
展
開

―
「
優
美
」
か
ら
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」
へ
―

以
上
二
人
の
風
景
式
庭
園
を
描
い
た
絵
画
に
見
ら
れ
た
、
い
わ
ば
人

為
的
に
演
出
さ
れ
た
視
覚
的
な
「
多
様
さ
」（variety

）
あ
る
い
は
「
錯

綜
性
」（intricacy
）
は
、
一
八
世
紀
も
後
半
以
降
に
な
る
と
、
い
わ
ゆ

る
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
（
絵
の
よ
う
な
美
し
さ
）」
を
論
ず
る
人
々
―
―

ギ
ル
ピ
ン
、
プ
ラ
イ
ス
、
ナ
イ
ト
ら
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
・
ト
リ
オ
」

に
代
表
さ
れ
る
―
―
に
よ
っ
て
、さ
ら
に
盛
ん
に
言
説
化
さ
れ
る
に
至
る
。

も
ち
ろ
ん
本
稿
で
は
、
こ
の
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」（the

picturesque

）

概
念
全
般
に
わ
た
る
論
及
の
余
裕
は
な
い
。
し
か
し
、
ホ
ガ
ー
ス
優
美

論
の
第
一
原
理
で
あ
っ
た
「
錯
綜
性
」
概
念
が
、
風
景
式
庭
園
（
あ
る

い
は
、
美
的
景
観
一
般
）
を
め
ぐ
る
言
説
の
な
か
で
、
い
か
な
る
か
た

ち
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
を
、
以
下
少
し
く
述
べ
て
お
き
た
い（

34
）。

ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
論
者
の
ひ
と
り
、
プ
ラ
イ
ス
（S

ir
U

ved
ale

Price,
1747-1829

）
は
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。「
独
自
の
仕
方
で

ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
に
属
し
て
い
る
刺
激
は
、
…
…
粗
さ
（roughness

）

と
急
な
変
化
の
う
み
だ
す
錯
綜
性
（intricacy

）
と
多
様
性
（variety
）

か
ら
主
に
生
じ
て
い
る
。
…
…
そ
こ
に
岩
や
石
の
断
片
を
不
規
則
な

（irregular

）
か
た
ま
り
に
し
て
お
け
ば
、
一
歩
進
む
ご
と
に
、〈
見
て

い
る
〉
構
図
全
体
が
変
化
す
る
だ
ろ
う（

35
）」。

こ
こ
で
の
プ
ラ
イ
ス
は
、
ま

さ
に
庭
園
遊
歩
者
の
視
点
に
立
ち
、
人
為
的
な
「
錯
綜
性
」・「
多
様

性
」・「
不
規
則
性
」
の
演
出
の
も
た
ら
す
美
的
な
満
足
感
を
吐
露
し
て

い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
ナ
イ
ト
（R

ichard
Paine

K
night,1750-1824

）

は
、
こ
の
よ
う
な
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
」
光
景
を
、「
自
由
な
ス
ケ
ッ

チ
風
の
不
明
瞭
さ（

36
）」

を
も
つ
と
規
定
し
、
ギ
ル
ピ
ン
（W

illiam
G

ilpin,
1724-1804

）
は
、
そ
う
し
た
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
」
効
果
を
得
る
た

め
に
は
、「
視
る
こ
と
の
技
術
」
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ギ
ル
ピ
ン
の
い
う"art

of
seeing" （

37
）

と
は
、
こ
こ
で
は
演
劇
空
間
に
お
け

る
「
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
」
効
果
に
な
ぞ
ら
え
て
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
そ
こ
で
演
出
さ
れ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
に
没
入
し
、
そ
の
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
世
界
を
自
己
の
現
実
と
し
て
捉
え
る
よ
う
な
「
技
術
」
の
習
得

が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
見
立
て
」
に
は
、
あ
る
程
度
の

陶
冶
あ
る
い
は
修
練
が
必
要
だ
と
の
含
意
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い（

38
）。

こ

こ
で
は
、
能
動
的
な
「
想
像
力
」
の
駆
使
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

じ
つ
に
こ
の
ギ
ル
ピ
ン
が
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
論
者
と
し
て
の
出
世

作
『
三
試
論
』（
初
版
一
七
九
二
年
、
第
二
版
一
七
九
四
年
）
の
な
か
で

特
に
重
視
し
て
い
た
の
が
、
ホ
ガ
ー
ス
『
美
の
分
析
』
で
あ
っ
た（

39
）。

ギ

ル
ピ
ン
は
、
人
物
描
写
に
お
け
る
「
動
き
」（action

）
の
必
要
を
説
い

て
い
る
。
彼
が
例
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
ま
さ
に
『
美
の
分
析
』
第
一

図
版
に
み
ら
れ
た
「
ラ
オ
コ
オ
ン
群
像
」
と
「
ア
ン
テ
ィ
ノ
ス
像
」
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
ホ
ガ
ー
ス
が
「
錯
綜
性
」
を
論
じ
る
際
に
引
き
合
い

に
出
し
た
の
と
同
じ（

40
）、

ミ
ル
ト
ン
『
失
楽
園
』
第
四
巻
（
三
〇
四
―

三

一
一
行
）
か
ら
の
章
句
―
―
イ
ヴ
の
「
放
縦
な
幾
筋
も
の
長
き
巻
毛

（w
anton

ringlets

）」
が
波
打
つ
場
面
の
描
写
―
―
を
も
引
用
し
て
い

る
。こ

こ
ま
で
く
れ
ば
、
ホ
ガ
ー
ス
を
中
心
に
論
じ
て
き
た
「
優
美
」
の

美
学
、
す
な
わ
ち
身
体
的
な
運
動
感
覚
を
重
視
す
る
「
蛇
状
曲
線
」
の

美
学
が
、「
触
覚
的
な
」
美
的
経
験
の
意
識
化
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
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る
と
考
え
る
こ
と
に
異
存
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、「
優
美
」

か
ら
「
崇
高
」
へ
と（

41
）、

さ
ら
に
「
優
美
」
か
ら
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」

へ
と
連
な
る
「
感
覚
主
義
美
学
」
と
い
う
系
譜
の
な
か
で
理
解
す
べ
き

も
の
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
一
八
世
紀
後
半
に
カ
ン
ト
リ
ー
サ
イ
ド
へ
の
旅
行
熱（

42
）

と
と
も
に
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」

概
念
も
ま
た
、「
優
美
」
概
念
と
共
通
の
特
質
に
よ
っ
て
論
じ
得
る
概
念

で
あ
っ
た
。
実
際
―
―
先
に
見
た
よ
う
に
―
―
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」
を

規
定
す
る
語
彙
も
ま
た
、
強
い
感
覚
主
義
的
な
傾
向
を
帯
び
て
い
る
。

こ
う
し
た
意
味
で
は
、「
優
美
」
や
「
崇
高
」
を
説
明
す
る
語
彙
に
お
け

る
偏
差
は
少
な
い
。
こ
れ
ら
「
優
美
」・「
崇
高
」・「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」

と
い
う
美
的
諸
概
念
―
―
あ
る
い
は
、
美
的
範
疇
―
―
は
、
す
べ
て
一
八

世
紀
と
い
う
同
じ
時
代
、
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
同
じ
土
壌
の
な
か

で
醸
成
さ
れ
主
題
化
を
み
た
概
念
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
感
覚

主
義
的
な
経
験
論
に
等
し
く
根
ざ
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

結
こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ホ
ガ
ー
ス
に
お
け
る
「
優
美
」
概
念
を

検
討
す
る
こ
と
で
、
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
、
蛇
、
そ
し
て
風
景
式
庭
園
の
な
か

に
具
現
化
さ
れ
、
一
八
世
紀
ロ
ン
ド
ン
を
席
巻
し
た
ひ
と
つ
の
美
意
識

を
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
感
覚
主
義
（
あ
る
い
は
触

覚
性
の
重
視
）
と
い
う
視
座
を
と
る
こ
と
で
、「
優
美
」・「
崇
高
」・「
ピ

ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」
が
、
同
一
線
上
に
並
ぶ
近
代
的
な
美
的
問
題
群
と
し

て
捉
え
る
こ
と
も
ま
た
可
能
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
こ
こ
で
特
に
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
諸
概

念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
由
来
あ
る
い
は
来
歴
を
考
え
た
と
き
、
そ
こ
に
本

質
的
な
差
異
が
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
簡
単
に
そ

れ
ら
差
異
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。
ま
ず
第
一
に
「
ピ
ク
チ
ャ
レ

ス
ク
」
は
あ
く
ま
で
も
、
そ
の
語
―
―
「
絵
の
よ
う
な
〈
美
し
さ
〉」
―

―
が
示
す
ご
と
く
、
風
景
を
切
り
取
る
フ
レ
ー
ム
的
な
「
見
立
て
」
を

前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、「
崇
高
」
に
と
も
な
う
「
莫
大
さ
」・

「
無
限
性
」
と
い
っ
た
観
念
と
は
明
ら
か
に
隔
た
り
が
あ
る
。
実
際
、

「
崇
高
」
と
は
、
バ
ー
ク
に
お
い
て
も
、
視
覚
表
象
の
可
能
性
の
限
界
を

超
え
た
も
の
―
―
現
実
の
光
景
で
あ
れ
、
文
学
の
世
界
で
あ
れ
―
―
と
の

接
触
の
結
果
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

で
は
、
本
稿
で
論
じ
て
き
た
「
優
美
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
概

念
は
、
す
で
に
ホ
ガ
ー
ス
美
学
の
な
か
で
見
た
よ
う
に
、
ま
ず
も
っ
て

人
間
身
体
の
も
つ
運
動
性
を
基
礎
と
し
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

仮
り
に
自
然
界
の
事
物
に
そ
の
種
の
「
優
美
さ
」
が
発
見
さ
れ
た
と
し

て
も
―
―
特
に
、
カ
ス
テ
ィ
リ
オ
ー
ネ
の
『
宮
廷
人
』
以
降
―
―
そ
れ
は

人
体
の
し
な
や
か
な
「
動
き
」
の
も
つ
魅
力
を
擬ヽ

制ヽ

的ヽ

にヽ

自
然
物
に
投ヽ

影ヽ

しヽ

たヽ

結
果
に
過
ぎ
な
い
と
い
え
た
。
こ
の
よ
う
に
、
一
八
世
紀
イ
ギ

リ
ス
で
主
題
化
さ
れ
た
種
々
の
美
的
特
質
群
は
共
通
し
て
感
覚
主
義
的

な
傾
向
を
持
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
自
と
モ
チ
ー
フ
と
を
考

慮
し
た
と
き
、
そ
れ
ら
は
ま
っ
た
く
相
貌
を
異
に
し
て
表
象
さ
れ
て
い

た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る（

43
）。

最
後
に
、
本
稿
を
締
め
く
く
る
に
当
た
り
、
ホ
ガ
ー
ス
美
学
の
も
つ

限
界
、
あ
る
い
は
非
近
代
的
な
側
面
―
―
い
ま
だ
古
典
的
な
美
意
識
に
も

棹
さ
す
面
―
―
も
確
認
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
彼
の
美
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学
は
あ
く
ま
で
古
典
的
な
美
学
の
特
徴
た
る
「
多
様
性
の
統
一
」
と
い

う
指
標
に
則
っ
た
も
の
と
い
え
る
か
ら
だ
。『
美
の
分
析
』
に
お
い
て
、

そ
の
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
の
ロ
ゴ
図
案
を
見
れ
ば
ひ
と
眼
で
わ
か
る
通
り
、

あ
く
ま
で
も
幾
何
学
的
図
形
の
示
す
よ
う
な
「
美
」
を
基
礎
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
ホ
ガ
ー
ス
に
と
っ
て
、
Ｓ
字
に
く
ね
る
「
蛇
状
曲
線
」
の

「
優
美
さ
」
と
は
、
基
本
的
に
は
、
こ
う
し
た
幾
何
学
的
な
図
形
と
の
結

合
に
よ
っ
て
の
み
、
は
じ
め
て
そ
の
真
価
―
―
「
か
た
ち
の
秩
序
あ
る
美
」

―
―
を
発
揮
す
る
も
の
な
の
で
あ
る（

44
）。

こ
う
し
た
点
か
ら
も
考
え
て
も
、
ホ
ガ
ー
ス
の
優
美
論
を
、
古
典
的

な
美
学
が
近
代
的
な
そ
れ
へ
至
る
過
渡
的
な
「
ブ
リ
ッ
ジ
」
上
の
存
在

と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
最
も
妥
当
な
規
定
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
ブ
リ
ッ
ジ
を
渡
り
、
さ
ら
に
一
歩
「
近
代
」
に
踏
み
込

ん
で
美
的
領
域
を
探
索
し
た
の
は
、
む
し
ろ
近
代
崇
高
論
の
嚆
矢
た
る

バ
ー
ク
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
崇
高
」

を
論
ず
る
ま
え
に
、
わ
れ
わ
れ
が
「
優
美
」
概
念
に
眼
を
配
る
必
要
が

あ
る
こ
と
は
、
本
稿
に
お
け
る
ホ
ガ
ー
ス
美
学
の
検
討
か
ら
も
す
で
に

明
ら
か
な
は
ず
で
あ
る
。

註
（
１
）W

illiam
H

ogarth,T
he

A
nalysis

ofB
eauty,edited

w
ith

an

Introduction
and

N
otes

by
R

onald
P

aulson,
N

ew
H

aven
&

London:Y
ale

U
niversity

Press,1997.

か
ら
の
引
用
箇
所
に
は
、〔
〕

内
に
ま
ずA

B

と
し
、
左
か
ら
ま
ず
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
て
原
著
の
章

（C
hapter

）
番
号
―
―
原
著
の
「
ま
え
が
き
」（Preface

）
に
はpref.

、

「
序
論
」（Introduction

）
に
はintro.

―
―
を
記
し
、
ス
ラ
ッ
シ
ュ
を

引
い
た
後
に
、
算
用
数
字
に
て
本
書
か
ら
の
頁
数
を
記
し
た
。
な
お
、

こ
の
最
近
刊
行
さ
れ
解
説
や
註
記
の
充
実
し
た
ポ
ー
ル
ソ
ン
編
集
版
の

テ
キ
ス
ト
以
外
に
、
以
下
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
リ
プ
リ
ン
ト
版
も
存
在
し
、

適
宜
参
照
し
た
。W

illiam
H

ogarth,
A

nalysis
of

B
eauty,

w
ith

Introductory
N

ote
by

R
ichard

W
oodfield,

H
ildesheim

&
N

ew

Y
ork:

G
eorg

O
lm

s
V

erlag,
1974.

な
お
、
こ
の
リ
プ
リ
ン
ト
版
に
付

さ
れ
た
Ｒ
・
ウ
ッ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
に
よ
る
覚
書
に
は
、
一
九
六
〇
年
代

ま
で
の
ホ
ガ
ー
ス
研
究
の
二
次
文
献
一
覧
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
２
）
な
お
、
本
稿
で
の
主
た
る
考
察
対
象
は
、
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に

ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
関

心
性
／
無
関
心
性
」
の
概
念
に
注
目
し
て
、
美
学
の
成
立
史
を
描
き
出

し
た
研
究
と
し
て
、
以
下
の
最
近
刊
の
書
が
あ
る
。
佐
々
木
健
一
『
フ

ラ
ン
ス
を
中
心
と
す
る
一
八
世
紀
美
学
史
の
研
究
―
―
ウ
ァ
ト
ー
か
ら

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
へ
―
―
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
。

（
３
）「
優
美
」（grace

）
概
念
は
、
も
と
も
と
「
美
の
三
美
神
」
を
あ

ら
わ
す
語
で
あ
り
、
後
に
神
の
「
恩
寵
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
を
も
担

う
も
の
と
な
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
期
以
降
は
、
特
に
人
間
に
見
い
だ
さ
れ

る
魅
力
を
た
た
え
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、「
い
わ
く
言
い
難
い
も
の
」

（
イ
タ
リ
ア
語
の'non-so-ché'

フ
ラ
ン
ス
語
の'le

je-ne-sais-quoi'

）
の

実
質
と
同
一
視
さ
れ
た
。
以
上
、
美
学
史
に
お
け
る
「
優
美
」
概
念
の

位
置
と
変
遷
に
関
し
て
は
、
佐
々
木
健
一
『
美
学
辞
典
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
九
五
年
、
一
五
八
頁
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
な
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お
、
バ
ル
ダ
ッ
サ
ッ
レ
・
カ
ス
テ
ィ
リ
オ
ー
ネ
（B

a
ld

a
ssa

re
C

astiglione,
1478-1529

）『
宮
廷
人
』Il

Libro
del

C
ortegiano

（
一

五
二
八
年
）
以
来
の
「
優
美
」
概
念
が
、
近
代
美
学
―
―
カ
ン
ト
以
前
の

「
非
合
理
性
」
を
め
ぐ
る
美
学
―
―
形
成
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、

後
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
（E

rnst
C

assirer,
1874-1945

）『
啓
蒙
主
義
の

哲
学
』（
一
九
三
二
年
）
に
よ
っ
て
部
分
的
に
批
判
を
く
わ
え
ら
れ
た
が
、

A
lfred

B
aeum

ler,
D

as
Irrationalitätsproblem

in
der

Ä
sthetik

und
Logik

des
18.Jahrhunderts

bis
zur

K
ritik

der
U

rteilskraft,
D

arm
stadt:

W
issenschaftliche

B
uchgesellschaft,

1974

（die
erste

A
ufgabe,H

alle
an

der
Seele,1923

）.

に
も
詳
し
い
。

（
４
）
Ｅ
・
バ
ー
ク
が
、
そ
の
書
『
崇
高
と
美
の
起
原
の
探
究
』
第
三
部

第
二
二
節
に
お
い
て
「
優
美
」
を
論
じ
る
際
に
、「
メ
デ
ィ
チ
の
ヴ
ィ
ー

ナ
ス
像
」
と
「
ア
ン
テ
ィ
ノ
ス
像
」
と
い
う
特
定
の
古
代
彫
像
を
引
用

す
る
典
拠
を
、
ホ
ガ
ー
ス
『
美
の
分
析
』
に
付
さ
れ
た
第
一
図
版
に
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
拙
稿
「
Ｅ
・
バ
ー
ク
美
学
成
立
に
お
け
る
〈
触

覚
〉
の
位
置
―
崇
高
と
優
美
―
―
」、
美
学
会
編
『
美
学
』
第
一
九
二
号
、

一
九
九
八
年
、
一
―

一
二
頁
を
参
照
。

（
５
）
現
在
で
は
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
像
と
す
る
説
の
ほ
う
が
有
力
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
八
世
紀
に
は
、
一
般
に
「
ア
ン
テ
ィ
ノ
ス
像
」
と

同
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
６
）
本
文
で
言
及
し
た
彫
像
の
ほ
か
に
、「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
銘
の

あ
る
ト
ル
ソ
」（
第
一
図
版
第
５
４
図
―
―
中
央
部
・
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
手

前
―
―
）
も
あ
る
。
ホ
ガ
ー
ス
美
学
に
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
へ
の
大
い

な
る
傾
倒
も
認
め
ら
れ
る
。

（
７
）『
美
の
分
析
』
を
ダ
ン
ス
美
学
史
に
お
け
る
重
要
な
著
作
と
し
て

位
置
付
け
る
作
業
は
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
ダ
ン
ス
美
学
と
い
う
観

点
か
ら
本
書
を
読
み
解
い
た
文
献
は
、
管
見
の
限
り
、
存
在
し
な
い
。

た
だ
し
、
ウ
ェ
ッ
ブ
上
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
要
約
的
に
で
は
あ
る
が
、

木
村
覚
が
ホ
ガ
ー
ス
の
ダ
ン
ス
論
を
扱
っ
て
い
る
。

（
８
）「
目
利
き
」
と
は'connoisseur'

の
訳
語
で
あ
る
が
、
ホ
ガ
ー
ス

に
と
っ
て
「
目
利
き
」
が
意
味
す
る
の
は
、
特
に
ロ
ー
マ
に
遊
学
し
た

―
―
す
な
わ
ち
、
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー
帰
り
の
―
―
紳
士
（
あ
る
い
は
、
と

き
に
画
家
）
連
の
蔑
称
で
し
か
な
か
っ
た
。
ホ
ガ
ー
ス
に
よ
っ
て
、
彼

ら
こ
そ
、
誤
っ
た
趣
味
に
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
を
感
染
さ
せ
る
源
と
見
な

さ
れ
て
い
る
〔A

B
,

intro.
/

18-19

〕。
な
お
、
ポ
ー
ル
ソ
ン
版
の
当
該

箇
所
の
註
記
（
註
34
）
に
よ
れ
ば
、「
ロ
ー
マ
」
と
い
う
語
が
喚
起
さ
せ

る
イ
メ
ー
ジ
は
、
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー
ば
か
り
で
は
な
く
、
ジ
ャ
コ
バ
イ

ト
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
も
、
ホ
ガ
ー
ス
の
「
外
国
嫌

い
」、
つ
ま
り
は
イ
ギ
リ
ス
（
特
に
、
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
）
・
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
を
指
摘
で
き
、
そ
れ
が
、
彼
を
し
て
「
国
民
画
家
」
た
ら
し
め

て
い
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
彼
が
、
自
画
像
や
著
書

に
引
用
す
る
作
家
も
、
ミ
ル
ト
ン
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
そ
し
て
ス

ウ
ィ
フ
ト
で
あ
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
こ
の
こ
と
は
い
っ
そ
う

強
調
さ
れ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

（
９
）
ソ
ー
ン
ヒ
ル
と
の
親
密
な
か
か
わ
り
を
も
つ
以
前
の
一
七
二
〇
年

頃
に
、
す
で
にJohn

V
anderbank

A
rt

A
cadem

y

へ
の
登
録
が
認
め

ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
ロ
ン
ド
ン
の
下
町
で
ま
ず
銀
細
工
職
人
と
し
て

の
徒
弟
生
活
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
そ
の
後
独
立
し
た
銅
版
画
業
を
営
ん
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で
い
た
ホ
ガ
ー
ス
が
、
絵
画
手
法
の
研
究
の
道
に
志
す
こ
と
に
な
っ
た

の
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
な
お
、『
美
の
分
析
』
の

P
reface

に
は
、
古
代
彫
像
に
関
す
る
知
識
の
源
泉
と
し
て
、「
学
識
あ

る
古
美
術
収
集
家
に
し
て
目
利
き
で
あ
る
ケ
ネ
デ
ィ
博
士
」〔A

B
,

pref.

/
7

〕
と
彼
の
翻
訳
の
仕
事
へ
の
言
及
が
あ
る
。
ポ
ー
ル
ソ
ン
版
の
当
該

箇
所
の
註
記
（
註
17
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ケ
ネ
デ
ィ
（John

K
ennedy,

d.1760

）
な
る
人
物
は
、
学
識
豊
か
な
貨
幣
収
集
家
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

（
10
）
本
書
は
、
若
き
画
家
た
ち
へ
の
「
訓
戒
」
を
示
し
た
ラ
テ
ン
語
の

書
物
で
あ
り
、
あ
る
種
の
技
法
書
と
い
え
る
。
デ
ュ
フ
レ
ノ
ワ
は
ま
ず
、

絵
画
術
を
一
種
の
「
学
」
と
見
な
し
、
そ
れ
を
支
配
す
る
絶
対
確
実
な

規
則
が
存
在
す
る
こ
と
を
説
く
。
彼
は
色
彩
よ
り
も
構
図
を
、
あ
る
い

は
、
頭
の
な
か
で
の
「
完
全
な
観
念
」
形
成
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
れ
を
基
礎
づ
け
て
い
る
。
た
だ
し
他
方
で
、
手
の
働
き
が
脳
の

研
究
に
も
役
立
つ
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
も
主
張
す
る
。
彼
は
、
自
然
か

ら
霊
感
を
吹
き
込
ま
れ
た
「
天
才
」
性
を
認
め
つ
つ
も
、
こ
れ
を
陶
冶

す
る
も
の
と
し
て
の
学
的
な
技
法
研
究
あ
る
い
は
実
践
的
経
験
の
必
要

を
説
い
た
。
ド
ラ
イ
デ
ン
に
よ
る
敷
延
的
英
訳
と
も
い
う
べ
き
「
序
論
」

が
付
さ
れ
、
こ
の
デ
ュ
フ
レ
ノ
ワ
の
書
が
イ
ギ
リ
ス
で
刊
行
さ
れ
た
の

は
一
六
九
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
デ
ュ
フ
レ
ノ
ワ
の
『
画
論
』

に
関
し
て
は
、
ラ
テ
ン
語
原
文
と
ド
ラ
イ
デ
ン
訳
の
英
文
と
が
掲
載
さ

れ
た
テ
キ
ス
ト
、T

he
W

orks
of

John
D

ryden,
vol.

20,
C

alifornia

U
niversity

Press,1989.

を
使
用
し
た
。

（
11
）
庭
園
や
公
園
な
ど
の
場
所
以
外
に
置
か
れ
た
「
メ
デ
ィ
チ
の

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」（
模
刻
）
の
存
在
を
、
当
時
の
絵
画
の
な
か
で
さ
ら
に
指

摘
し
て
お
く
。
ヘ
ン
リ
ー
・
シ
ン
グ
ル
ト
ン
（H

en
ry

S
in

gleton
,

1766-1839

）
の
手
に
な
る
、
一
七
九
三
年
制
作
の
《
評
議
室
に
会
し
た

ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
た
ち
》
と
い
う
作
品
（C

h
a

rles

B
estland

に
よ
る
模
写
作
品
が
、
ロ
ン
ド
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ポ
ー
ト

レ
イ
ト
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
あ
る
）
―
―
画
面
右
手
、
ラ
オ
コ
オ
ン
群
像
の

右
陰
―
―
に
、
当
該
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
が
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
絵
画

か
ら
、
ロ
ン
ド
ン
の
ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
評
議
室
は
、
ウ
フ
ィ
ッ

ツ
ィ
の
ト
リ
ブ
ー
ナ
室
に
似
せ
て
設
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。

（
12
）
ま
さ
し
く
こ
こ
に
、
ホ
ガ
ー
ス
優
美
論
の
核
心
た
る
「
感
覚
主
義

的
な
美
学
」
が
集
約
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
、

第
三
代
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
伯
（A

nthony
A

shley
C

ooper,
3rd

E
arl

of

S
haftesbury,

1671-1713

）
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
「
無
関
心
性
」
―
―

近
代
美
学
成
立
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
要
素
と
い
え
る
―
―
の
美
学
と
は

相
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ホ
ガ
ー
ス
に
み
ら
れ
た
よ

う
な
感
覚
重
視
の
傾
向
も
ま
た
、
近
代
美
学
の
成
立
に
と
っ
て
は
重
要

な
側
面
だ
と
思
わ
れ
る
。
ホ
ガ
ー
ス
の
「
錯
綜
性
」（intricacy

）
と
い

う
原
理
に
は
、
視
覚
的
な
「
関
心
」（interest

）
の
美
学
―
―
異
性
に
対

す
る
官
能
的
な
欲
望
の
美
学
―
―
の
可
能
性
ま
で
読
み
取
れ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
テ
キ
ス
ト
編
集
者
に
し
て
ホ
ガ
ー
ス
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る

ポ
ー
ル
ソ
ン
に
よ
る
解
説
（
ポ
ー
ル
ソ
ン
版
『
美
の
分
析
』
に
付
さ
れ

た
、
彼
自
身
に
よ
る
解
説
的
序
論
）
の
な
か
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

〔A
B

,X
V

〕。
な
お
、『
美
の
分
析
』
第
五
章
で
は
、「
錯
綜
性
に
つ
い
て
」

"O
f

Intricacy"

と
題
す
る
章
が
設
け
ら
れ
、
ま
ず
そ
の
冒
頭
で
、
人
間

の
生
活
に
と
っ
て
は
「
活
動
」
こ
そ
が
重
要
で
、
そ
の
活
動
に
も
「
困
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難
さ
」（difficulty

）
が
伴
う
と
き
の
ほ
う
が
―
―
そ
れ
が
跳
躍
を
も
た

ら
す
き
っ
か
け
を
与
え
る
た
め
―
―
か
え
っ
て
「
快
」（pleasure

）
を

得
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ま
た
、「
労
苦
」（toil

an
d

labour
）
が
、
効
用
と
し
て
、「
ス
ポ
ー
ツ
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」

（sport
and

recreation

）
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。

こ
こ
で
の
ホ
ガ
ー
ス
は
、
最
終
的
に
「
錯
綜
し
た
」
動
き
の
も
の
を
見

る
際
に
眼
に
も
た
ら
さ
れ
る
「
困
難
さ
」
を
伴
う
「
労
働
」
の
効
用
―
―

つ
ま
り
優
美
の
産
出
―
―
を
指
摘
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
13
）
こ
う
し
た
人
体
把
握
法
は
、
古
代
彫
像
批
評
史
の
う
え
で
は
、

「
コ
ン
ト
ラ
ポ
ス
ト
」'contrapposto'
―
―
イ
タ
リ
ア
語
で
「
対
比
さ
れ

た
」
の
意
―
―
の
ホ
ー
ズ
と
い
う
か
た
ち
で
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
（
紀
元
前

三
世
紀
〜
紀
元
前
一
世
紀
）
の
彫
像
の
も
つ
自
然
主
義
的
な
造
形
傾
向

を
論
じ
る
際
に
、
す
で
に
気
づ
か
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

（
14
）
ホ
ガ
ー
ス
に
よ
る
ミ
ル
ト
ン
『
失
楽
園
』
か
ら
の
引
用
は
、『
美

の
分
析
』
の
主
要
な
箇
所
に
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、〔A

B
,

V
I

/
35

〕

お
よ
び
〔A

B
,X

V
II

/
111

〕
に
お
け
る
引
用
を
参
照
。
こ
う
し
た
点
か

ら
、
ホ
ガ
ー
ス
美
学
あ
る
い
は
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
感
覚
主
義
の
美
学

に
お
け
る
『
失
楽
園
』
の
意
義
は
、
か
な
り
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

（
15
）
原
作
の
旧
約
聖
書
「
創
世
記
」
第
三
章
、
一
―

一
二
行
で
は
、
蛇

が
身
を
く
ね
ら
せ
た
と
い
う
記
述
は
な
い
し
、
も
と
よ
り
サ
タ
ン
の
化

身
で
も
な
い
。
蛇
は
た
だ
、
神
の
創
造
物
の
な
か
で
「
最
も
狡
猾
な
動

物
」
と
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
旧
約
聖
書
の
記
述
で
は
、
木
の
実
が

「
女
」
―
―
こ
こ
で
は
ま
だ
「
イ
ヴ
」
の
名
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
―
―

の
眼
に
、「
そ
れ
は
食
べ
る
の
に
よ
さ
そ
う
で
、
見
る
眼
を
誘
い
、
知
恵

を
増
す
た
め
に
如
何
に
も
好
ま
し
い
」
よ
う
に
見
え
た
の
で
食
べ
て
し

ま
っ
た
、
と
い
う
。
以
上
、
関
根
正
雄
訳
『
旧
約
聖
書
創
世
記
』
岩
波

文
庫
、
一
九
九
九
年
（
改
版
）、
一
四
―

一
六
頁
を
参
照
。

（
16
）
こ
れ
は
、『
失
楽
園
』
第
四
巻
、
五
一
六
―

五
一
八
行
か
ら
の
引
用

で
あ
る
。

（
17
）
こ
の'w

anton'

な
る
語
に
は
、「
不
埒
な
」
・
「
放
縦
な
」
と
い

う
ほ
ど
の
意
味
も
あ
る
。
な
お
、
ホ
ガ
ー
ス
が
、
巻
末
の
ダ
ン
ス
の
特

徴
を
述
べ
る
文
章
の
な
か
で
、「
ダ
ン
ス
の
真
な
る
精
神
」（the

true
spiritofdance

）
と
し
て
「
優
雅
な
放
縦
さ
」（elegantw

antonness

）

を
規
定
し
て
い
る
〔A

B
,X

V
II

/
111

〕。

（
18
）
ま
さ
に
こ
の
「
人
間
的
な
自
由
」
と
い
う
問
題
は
、「
悪
」
の
問

題
と
対
を
な
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
問
題
は
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね

に
旧
約
聖
書
「
創
世
記
」
第
三
章
に
お
け
る
「
人
間
の
堕
落
」
の
解
釈

史
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
例
え
ば
、
Ｆ
・
Ｗ
・

Ｊ
・
シ
ェ
リ
ン
グ
（F

riedrich
W

ilhelm
Joseph

von
S

chelling,
1775-1854

）『
人
間
的
自
由
の
本
質
』（
一
八
〇
九
年
）、
お
よ
び
Ｓ
・

Ａ
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
（S

ören
A

abye
K

ierkegaard,
1813-1855

）

『
不
安
の
概
念
』（
一
八
四
四
年
）
は
、
こ
う
し
た
課
題
に
取
り
組
ん
だ

も
の
と
見
な
し
得
る
。
特
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
中
期
か
ら
後
期
に
か
け

て
の
哲
学
的
課
題
は
、
こ
の
「
人
間
」
の
地
上
へ
「
追
放
」
と
い
う
問

題
を
、
芸
術
作
品
の
外
的
な
「
産
出
」
に
な
ぞ
ら
え
て
論
じ
て
い
た
。

彼
は
、
ま
ず
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
時
代
の
「
造
形
芸
術
と
自
然
と
の
関
係
」（
一

八
〇
七
年
）
に
お
い
て
自
然
お
よ
び
芸
術
作
品
の
創
造
を
論
じ
、
続
い

て
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』（
一
八
〇
九
年
）
に
お
い
て
「
悪
」（das

06.投稿論文（桑島秀樹）  04.6.3  9:04 PM  ページ87



88

投稿論文
B

öse

）
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
は
、
す
で
に

「
悪
」
の
美
学
あ
る
い
は
構
造
論
的
な
「
崇
高
」
の
問
題
と
し
て
、
拙
稿

「
シ
ェ
リ
ン
グ
造
形
芸
術
論
に
お
け
る
〈
作
品
創
造
〉
と
〈
崇
高
〉
の
問

題
」、
日
本
シ
ェ
リ
ン
グ
協
会
編
『
シ
ェ
リ
ン
グ
年
報
'99
』
第
七
号
、
晃

洋
書
房
、
一
九
九
九
年
、
一
一
二
―

一
二
二
頁
で
、「
研
究
ノ
ー
ト
」
と

し
て
論
じ
た
。
だ
が
、
こ
の
問
題
は
、
崇
高
論
史
の
再
検
討
と
い
う
視

座
か
ら
も
さ
ら
な
る
考
究
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で

は
ひ
と
ま
ず
、
こ
う
し
た
考
究
を
進
め
る
際
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
先
行

研
究
を
挙
げ
て
お
く
。「
悪
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
リ
ュ
デ
ィ
ガ
ー
・

ザ
フ
ラ
ン
ス
キ
ー
『
悪
―
―
あ
る
い
は
自
由
の
ド
ラ
マ
』
山
本
尤
訳
、
法

政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
九
年
、
大
正
大
学
綜
合
仏
教
研
究
所
「
悪
の

問
題
」
研
究
会
編
『
悪
を
哲
学
す
る
』
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
三
年
。

シ
ェ
リ
ン
グ
の
芸
術
論
あ
る
い
は
自
由
論
の
崇
高
論
へ
の
読
み
替
え
に

関
し
て
は
、
菅
原
潤
『
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
の
逆
説
―
―
神
話
と
自
由
の
間

で
―
―
』
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
小
田
部
胤
久
『
美
学
の
逆
説
―
―

近
代
美
学
の
成
立
―
―
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
。

（
19
）
旧
約
聖
書
「
創
世
記
」
第
三
章
に
お
け
る
こ
の
場
面
は
、
聖
書
に

お
け
る
「
真
や
善
に
は
な
い
美
の
問
題
」
の
発
見
と
し
て
、
す
で
に
以

下
の
論
考
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
。
森
谷
宇
一
「
聖
書
と
教
父
た
ち
の
美

学
思
想
」、
当
津
武
彦
編
『
美
の
変
貌
』
世
界
思
想
社
、
一
九
八
八
年
、

六
八
頁
。
な
お
、
森
谷
に
よ
れ
ば
、
旧
約
聖
書
の
当
該
箇
所
を
ヘ
ブ
ラ

イ
語
に
忠
実
に
訳
せ
ば
、
七
〇
人
訳
版
に
も
あ
る
よ
う
、「
眼
に
も
好
ま

し
く
」
く
ら
い
だ
が
、
ウ
ル
ガ
ー
タ
訳
版
で
は
「
眼
に
は
美
し
く
」
と

な
っ
て
い
る
、
と
い
う
。

（
20
）
上
掲
書
（
ザ
フ
ラ
ン
ス
キ
ー
、
一
九
九
九
年
、
一
一
頁
）
を
参

照
。

（
21
）
た
だ
し
、
神
は
、
最
初
の
「
人
間
」（
ア
ー
ダ
ー
ム
）」
を
、
自
分

の
姿
つ
ま
り
「
神
の
像
」（Im

ago
D

ei

）
に
似
せ
て
、「
地
（
ア
ダ
ー

マ
ー
）」
を
素
材
と
し
て
創
っ
た
と
い
う
記
述
が
こ
の
前
提
と
し
て
あ
る
。

「
創
世
記
」
第
一
章
、
二
六
行
（
上
掲
書
、
関
根
訳
、
一
九
九
九
年
、
一

一
頁
）
を
参
照
。

（
22
）
こ
の
「
楽
園
追
放
」
の
物
語
を
、
人
間
世
界
に
お
け
る
「
暴
力
」

と
「
法
」
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
た
論
考
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。

大
橋
良
介
「〈
暴
力
批
判
〉
と
し
て
の
美
学
」、
大
阪
大
学
大
学
院
美
学

研
究
室
編
『
美
学
研
究
』
第
三
号
、
二
〇
〇
四
年
、
一
―

一
七
頁
。

（
23
）M

arjorie
H

ope
N

icolson,M
ountain

G
loom

and
M

ountain

G
lory:

T
he

D
evelopm

ent
of

the
A

esthetics
of

the
Infinite,

S
eattle

and
L

ondon:
U

niversity
of

W
ashington

P
ress,

1997

（original,
1959

）.

邦
訳
は
、
小
黒
和
子
訳
『
暗
い
山
と
栄
光
の
山
―
―

無
限
性
の
美
学
の
展
開
―
―
』（
ク
ラ
テ
ー
ル
叢
書
13
）、
国
書
刊
行
会
、

一
九
八
九
年
。
本
書
は
、
ア
ル
プ
ス
に
み
ら
れ
る
山
岳
美
学
の
成
立
と

い
う
問
題
を
、「
崇
高
」
概
念
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
神
学
的
な
地
球
生

成
論
の
歴
史
と
し
て
振
り
返
っ
て
い
る
。

（
24
）
Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
『
徳
・
商
業
・
歴
史
』
田
中
秀
夫
訳
、

み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
年
。
本
書
で
ポ
ー
コ
ッ
ク
（Joh

n
G

.
A

.

Pocock,
1924-

）
は
、「
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
概

念
に
よ
っ
て
、
古
代
の
「
共
和
制
」
の
伝
統
を
再
評
価
し
、
一
八
世
紀
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イ
ギ
リ
ス
社
会
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
書
を

つ
ら
ぬ
く
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
の
商
業
社
会
成
立
に
伴

う
、「
徳
」（
ヴ
ァ
ー
チ
ュ
ー
）
か
ら
「
礼
儀
作
法
（
マ
ナ
ー
）」
へ
の
重

心
移
動
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
都
市
化
し
た
ロ
ン
ド
ン

に
お
け
る
新
興
富
裕
層
の
た
め
の
新
た
な
美
意
識
の
創
生
を
論
じ
た
も

の
と
読
み
替
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
な
お
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
研
究
が
、

一
八
世
紀
思
想
史
に
も
つ
意
義
に
つ
い
て
は
、
田
中
秀
夫
『
共
和
主
義

と
啓
蒙
―
―
思
想
史
の
視
点
か
ら
―
―
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
八

年
に
詳
し
い
。

（
25
）
イ
ギ
リ
ス
風
景
式
庭
園
全
般
を
め
ぐ
る
「
美
学
的
言
説
」
の
展
開

に
関
し
て
は
、
近
年
刊
行
さ
れ
た
、
安
西
信
一
『
イ
ギ
リ
ス
風
景
式
庭

園
の
美
学
―
―
〈
開
か
れ
た
庭
〉
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
―
―
』
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
〇
年
が
秀
逸
だ
ろ
う
。
本
書
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
風
景
式

庭
園
（
理
論
）
の
展
開
を
、
整
形
式
・
風
景
式
混
交
庭
園→

イ
リ
ュ
ー

ジ
ョ
ニ
ズ
ム
庭
園→

ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
庭
園
と
い
っ
た
具
合
い
に
跡
づ

け
て
い
る
。
論
者
自
身
に
よ
る
本
書
に
対
す
る
見
解
は
、
す
で
に
「
書

評
」
と
し
て
、
日
本
イ
ギ
リ
ス
哲
学
会
編
『
イ
ギ
リ
ス
哲
学
研
究
』
第

二
五
号
、
二
〇
〇
二
年
三
月
、
九
七
―

九
九
頁
に
掲
載
し
て
い
る
。
拙
稿

以
外
に
も
、
以
下
二
つ
の
書
評
が
存
在
す
る
。
利
光
功
、
美
学
会
編

『
美
学
』
第
二
〇
五
号
、
二
〇
〇
一
年
六
月
、
八
七
―

八
九
頁
。
濱
下
昌

宏
、
日
本
18
世
紀
学
会
編
『
日
本
18
世
紀
学
会
年
報
』
第
一
七
号
、
二

〇
〇
二
年
六
月
、
六
一
―

六
二
頁
。
さ
ら
に
、
安
西
の
こ
の
著
作
を
め

ぐ
っ
て
は
、
第
五
三
回
美
学
会
全
国
大
会
（
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
一
二

日
、
於
広
島
大
学
）
に
お
い
て
、
論
者
を
含
む
上
記
三
人
の
書
評
執
筆

者
が
登
壇
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
持
た
れ
て
い
る
。
な
お
、
イ
ギ
リ

ス
風
景
式
庭
園
に
関
す
る
造
園
実
践
に
つ
い
て
知
る
に
は
、
さ
ら
に
以

下
の
書
も
参
考
に
な
ろ
う
。
川
崎
寿
彦
『
庭
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
―
―
風
景

の
記
号
学
と
英
国
近
代
史
―
―
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、

白
幡
洋
三
郎
『
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
一
九
九

四
年
、
遠
山
茂
樹
『
森
と
庭
園
の
英
国
史
』
文
春
新
書
、
二
〇
〇
二
年
。

（
26
）「
チ
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
邸
宅
庭
園
」
は
、
ロ
ン
ド
ン
郊
外
のH

ounslow

に
存
在
す
る
初
期
の
風
景
式
庭
園
で
あ
る
。
こ
の
最
初
の
造
成
工
事
は
、

バ
ー
リ
ン
ト
ン
伯
が
、
ロ
ー
マ
へ
の
一
回
目
の
「
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー
」

―
―
こ
の
と
き
、
ケ
ン
ト
と
知
り
合
う
―
―
か
ら
帰
っ
た
一
七
一
五
年
に

始
ま
り
、
一
七
二
五
年
ま
で
続
い
た
。
第
二
次
造
成
・
改
修
工
事
は
、

一
七
一
九
年
の
伯
に
よ
る
二
回
目
の
「
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー
」
か
ら
の
帰

り
に
、
旧
知
の
ケ
ン
ト
を
連
れ
帰
っ
た
こ
と
に
よ
る
成
果
で
あ
る
。
こ

の
第
二
次
の
工
事
は
、
ほ
ぼ
一
七
三
〇
年
代
か
ら
一
七
四
八
年
の
ケ
ン

ト
の
死
ま
で
続
け
ら
れ
た
。
な
お
、
当
初
ケ
ン
ト
は
、
肖
像
画
お
よ
び

歴
史
画
の
勉
強
の
た
め
、
一
七
〇
九
年
か
ら
ロ
ー
マ
に
遊
学
し
て
い
た
。

ま
た
、
こ
の
チ
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
庭
園
に
は
、「
共
和
制
ロ
ー
マ
」
を
範
と
す

る
急
進
ウ
ィ
ッ
グ
主
義
を
支
持
し
た
バ
ー
リ
ン
ト
ン
伯
の
政
治
性
が
色

濃
く
反
映
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
例
え
ば
、
ロ
ー
マ
建
築

の
「
想
像
上
の
翻
訳
物
」
と
し
て
、
ウ
ィ
ト
ル
ウ
ィ
ウ
ス
風
あ
る
い
は

パ
ラ
ッ
デ
ィ
オ
風
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
古
典
主
義
建
築
物
が
多
数
配
置
さ
れ

た
ほ
か
、
共
和
制
ロ
ー
マ
の
支
持
者
キ
ケ
ロ
の
彫
像
が
、
そ
の
衰
退
の

責
任
者
た
る
カ
エ
サ
ル
と
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
の
彫
像
と
対
峙
さ
せ
て
設
置

さ
れ
た
り
し
た
。
以
上
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、Joh

n
D

ixon
H

un
t,
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G

arden
and

G
rove-T

he
Italian

R
enaissance

G
arden

in
the

E
nglish

Im
agination:

1600-1750 ,
P

rinceton
&

N
ew

Jersey:
Princeton

U
niversity

Press,1986,pp.197-200.

お
よ
び
、
上
掲
書

（
遠
山
、
二
〇
〇
二
年
、
三
五
―

四
〇
頁
）。

（
27
）
前
註
記
（
註
26
）
で
も
み
た
よ
う
に
、
こ
の
「
チ
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
邸

宅
庭
園
」
は
、
ホ
ガ
ー
ス
が
嫌
っ
た
ロ
ー
マ
臭
の
強
い
庭
園
で
あ
り
、

ま
た
様
式
的
に
も
―
―
後
述
す
る
よ
う
な
―
―
「
蛇
状
曲
線
」
の
美
学
は

見
ら
れ
る
も
の
の
、
完
全
な
風
景
式
庭
園
と
い
う
よ
り
、「
整
形
・
風
景

混
交
式
」
で
あ
る
。
ま
た
、
造
成
時
期
な
ど
の
事
実
か
ら
み
て
も
、『
美

の
分
析
』
に
お
け
る
美
学
思
想
が
、
こ
こ
で
の
造
園
実
践
に
反
映
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
は
い
え
ま
い
。
し
か
し
、
一
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
、

古
典
的
な
美
学
と
未
分
化
な
「
蛇
状
曲
線
」
の
実
現
と
い
う
、
ホ
ガ
ー

ス
美
学
と
の
シ
ン
ク
ロ
ニ
シ
テ
ィ
は
強
調
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
む
し

ろ
、
ホ
ガ
ー
ス
が
そ
の
優
美
論
を
構
想
す
る
際
、
こ
う
し
た
庭
園
実
践

が
ひ
と
つ
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

（
28
）
こ
の
ロ
ッ
ク
は
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ロ
ン
ド
ン
に
移
民
し
た
ユ
グ

ノ
ー
で
あ
り
、
初
期
の
活
動
と
し
て
は
、
風
景
式
庭
園
の
造
園
設
計
も

し
て
い
た
と
い
う
。

（
29
）「
チ
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
邸
宅
庭
園
」
は
、
も
と
も
と
平
坦
な
場
所
に
つ

く
ら
れ
た
。
こ
の
点
が
、
範
と
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
庭
園

と
は
ち
が
う
。
こ
の
た
め
、
チ
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
で
は
、
テ
ラ
ス
部
分
の
高

さ
を
ど
う
演
出
す
る
か
が
課
題
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
以
上
、
上
掲
書

（H
unt,1986,p.200

）
を
参
照
。
な
お
、
高
低
差
の
あ
る
ス
ロ
ー
プ
は
、

イ
タ
リ
ア
の
地
形
に
似
せ
る
た
め
だ
け
に
造
成
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

何
ら
か
の
「
美
的
」
効
果
を
ね
ら
っ
た
技
巧
的
な
造
作
で
あ
っ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。

（
30
）
一
七
四
五
年
の
ホ
ガ
ー
ス
に
よ
る
自
画
像
―
―
手
に
も
つ
パ
レ
ッ

ト
上
に
「
蛇
状
曲
線
」
の
美
学
の
兆
し
が
認
め
ら
れ
る
―
―
の
制
作
か
ら

見
て
も
早
い
。

（
31
）
ア
ッ
デ
ィ
ス
ン
に
よ
る
『
ス
ペ
ク
テ
イ
タ
ー
』
紙S

pectator

（
さ
ら
に
、
そ
れ
に
先
ん
ず
る
『
タ
ト
ラ
ー
』
紙
）
で
の
庭
園
論
を
め
ぐ

る
詳
細
な
検
討
―
―
「
快
活
さ
」（S

pec.

第
三
九
三
号
、
一
七
一
二

年
）・「
隠
遁
」（S

pec.

第
五
四
九
号
、
一
七
一
四
年
）・「
植
林
」

（Spec.

第
五
八
三
号
、
一
七
一
四
年
）
な
ど
―
―
は
、
上
掲
書
（
安
西
、

二
〇
〇
〇
年
）、
一
〇
二
―

一
三
三
頁
を
参
照
。
こ
こ
に
は
、
安
西
に
よ

る
ア
ッ
デ
ィ
ソ
ン
庭
園
論
を
め
ぐ
る
位
置
づ
け
「
修
正
」
の
試
み
が
あ

る
。

（
32
）
安
西
信
一
「
外
部
と
し
て
の
庭
園
／
内
部
と
し
て
の
庭
園
―
―
庭

園
を
巡
る
理
論
的
考
察
の
試
み
」（
第
一
一
章
）、
斎
藤
稔
編
『
芸
術
文

化
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
』
勁
草
書
房
、
一
九
九
五
年
、
一
七
四
―

一
九
〇
頁
を

参
照
。

（
33
）
こ
う
し
た
原
理
を
巧
み
に
組
み
込
ん
だ
現
代
の
実
験
的
な
テ
ー
マ

パ
ー
ク
の
例
と
し
て
、
荒
川
修
作
＋
マ
ド
リ
ン
・
ギ
ン
ズ
に
よ
る
《
心

の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
―
―
養
老
天
命
反
転
地
》
（
岐
阜
県
養
老
町
、
一
九
九

五
年
制
作
）
で
の
―
―
「
宿
命
反
転
都
市
」
構
想
に
つ
な
が
る
―
―
試
み

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。『
養
老
天
命
反
転
地
―
―
荒
川
修
作
＋
マ

ド
リ
ン
・
ギ
ン
ズ：

建
築
的
実
験
―
―
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
五
年
を
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参
照
。

（
34
）
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
論
に
お
け
る
「
錯
綜
性
」
概
念
の
意
義
に
関
し

て
は
、
安
西
信
一
「
不
透
明
な
絵
画
と
錯
綜
体
と
し
て
の
世
界
―
―
ピ
ク

チ
ャ
レ
ス
ク
の
美
学
に
お
け
る
『
ス
ケ
ッ
チ
風
描
法
』
と
『
ピ
ク
チ
ャ

レ
ス
ク
な
対
象
』
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」、
東
京
大
学
文
学
部
美
学
藝
術
学

研
究
室
編
『
美
学
藝
術
学
研
究
』
第
九
号
、
一
九
九
〇
年
、
九
〇
―

一
一

一
頁
、
お
よ
び
、
同
（
上
掲
書
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
二
―

二
〇
四
頁
）

に
お
け
る
研
究
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
た
。

（
35
）U

ved
ale

P
rice,

A
n

E
ssay

on
th

e
P

icturesque,
as

C
om

pared
w

ith
the

Sublim
e

and
the

B
eautiful;and,on

the
U

se
of

S
tudying

P
ictures,

for
the

P
urpose

of
Im

proving
R

eal
Landscape ,London,1794.

（U
vedale

Price,O
n

the
Picturesque

1796:
R

evolution
an

d
R

om
an

ticism
1739-1834 ,

O
tley

&

W
ashington

D
.

C
.

:
W

oodstock
B

ooks,
2000.

）
を
参
照
。
な
お
、

プ
ラ
イ
ス
は
、
こ
の
『
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
試
論
』
の
な
か
で
、
美
的
範

疇
と
し
て
の
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」
を
、
バ
ー
ク
の
い
う
「
崇
高
」
と

「
美
」
の
「
中
間
」
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
プ
ラ
イ

ス
は
、「
崇
高
」・「
美
」・「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」
に
は
本
質
的
に
質
的
差

が
な
い
も
の
と
見
る
。
こ
の
よ
う
な
プ
ラ
イ
ス
の
立
場
は
、
彼
が
採
用

し
た
バ
ー
ク
的
な
「
生
理
学
的
な
原
因
論
」
の
手
法
に
負
う
と
す
る
以

下
の
研
究
が
あ
る
。D

avid
P

unter,"T
h

e
P

icturesque
and

th
e

Sublim
e:

T
he

T
w

o
W

orldscapes", T
he

Politics
of

Picturesque,
eds.

by
S.

C
opley

and
P.

G
arside,

C
am

bridge,
1994,

C
h.

9,
p.

220.

こ
う
し
た
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
も
、
一
八
世
紀
の
美
学
に
通
底

し
て
い
る
感
覚
主
義
的
な
傾
向
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
八
世
紀
イ

ギ
リ
ス
に
お
け
る
ホ
ガ
ー
ス
、
バ
ー
ク
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
論
者
の
う

ち
に
感
覚
主
義
の
伝
統
を
読
む
先
駆
的
な
も
の
は
、
Ch
・
ハ
ッ
シ
ィ
の

研
究
で
あ
ろ
う
。
ハ
ッ
シ
ィ
は
、
ホ
ガ
ー
ス
『
美
の
分
析
』
に
つ
い
て
、

「
美
の
知
覚
の
手
段
」
と
し
て
の'the

sensibilities'

（「
感
性
に
基
づ
く

識
別
能
力
」）
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
理
性
的
な
美
」'rational

beauty'

か
ら
の
大
き
な
第
一
歩
を
記
し
た
著
作
で
あ
る
と
評
し
、
さ
ら

に
バ
ー
ク
の
『
崇
高
と
美
』
に
至
っ
て
は
じ
め
て
、「
美
学
的
知
覚
の
産

物
」
と
し
て
「
感
情
や
情
感
」（passion

and
em

otion

）
が
後
見
を
得

た
、
と
し
て
い
た
。C

h
ristoph

er
H

ussey,
T

h
e

P
icturesque:

Studies
in

a
Point

of
V

iew
,London:F

rank
C

ass,1927,pp.55-
57.

を
参
照
。

（
36
）R

ichard
P

aine
K

night,
A

n
A

nalytical
Inquiry

into
the

P
rinciples

of
T

aste,
F

arnborough,
U

.
K

.
,

reprinted
in

1971

（original,1805

）,p.150.

を
参
照
。

（
37
）W

illiam
G

ilpin,T
hree

E
ssays;on

Picturesque
B

eauty;and
on

the
Sketching

Landscape:T
o

W
hich

is
A

dded
a

Poem
,on

L
andscape

Painting ,
F

arnborough,
U

.
K

.
,

reprinted
in

1971

（original1sted.in
1972,2nd

ed.in
1794

）,p.140.

を
参
照
。

（
38
）
こ
こ
に
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
美
学
を
、「
教
養
」
と
い
う
側
面
か

ら
捉
え
る
視
点
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
古
代
の
詩
人

た
ち
―
―
ホ
メ
ロ
ス
や
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
よ
う
な
―
―
が
詠
っ
た
よ
う

な
風
景
、
あ
る
い
は
、「
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー
」
で
見
知
っ
た
ア
ル
カ
デ
ィ

ア
風
の
風
景
画
家
―
―
ロ
ラ
ン
（C

laude
Lorrain,1600-1682

）、
ロ
ー
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ザ
（S

alvator
R

osa,
1615-1673

）、
そ
し
て
デ
ュ
ゲ
（G

aspard

あ
る

い
はG

asper
D

ughet,
1615-1675

）
の
よ
う
な
イ
タ
リ
ア
画
家
た
ち
―

―
が
描
い
た
よ
う
な
風
景
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
「
教
養
」
あ
る
い
は

「
趣
味
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
己
の
内
な
る
文
学
的
な
「
理
想
」

風
景
の
投
影
が
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
「
見
立
て
」
を
生
む
と
い
っ
て

も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
文
学
的
な
想
像
力
の
陶
冶
こ
そ
、「
ピ
ク
チ
ャ

レ
ス
ク
な
」
美
的
風
景
を
う
み
だ
す
最
も
重
要
な
契
機
で
あ
ろ
う
。
こ

う
し
た
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」
の
美
学
成
立
に
お
け
る
「
文
人
エ
リ
ー

ト
主
義
」
的
傾
向
に
言
及
し
た
研
究
と
し
て
、M

alcolm
A

ndrew
s,

T
he

S
earch

for
the

P
icturesque:

L
andscape

aesthetics
and

T
ourism

in
B

ritain,1760-1800,Stanford
&

C
alifornia:Stanford

U
niversity

Press,1989,pp.3-38.
が
あ
る
。

（
39
）
以
下
本
文
で
言
及
す
る
よ
う
な
、
ギ
ル
ピ
ン
に
お
け
る
ホ
ガ
ー
ス

優
美
論
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
最
新
版
テ
キ
ス
ト
の
編
者
ポ
ー
ル
ソ
ン

が
、
解
説
的
序
論
の
な
か
で
も
指
摘
し
て
い
る
〔A

B
,

l.i-
l.ii

〕。
な
お
、

こ
の
ポ
ー
ル
ソ
ン
の
見
解
の
う
ち
に
は
、
ギ
ル
ピ
ン
の
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス

ク
論
に
も
、
ホ
ガ
ー
ス
の
優
美
論
と
同
様
に
、「
芸
術
と
文
化
を
均
質
化

し
て
し
ま
う
大
陸
の
《
高
級
芸
術
》
」
に
対
す
る
「
地
方
的
で
、
周
縁

的
で
、
特
殊
な
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
性
」
の
流
布
が
含
意
さ
れ
て
い
た
と

の
指
摘
が
あ
る
。

（
40
）『
美
の
分
析
』
第
五
章
「
錯
綜
性
」"Intricacy"

の
章
末
で
、
ホ

ガ
ー
ス
は
、「
詩
人
は
、
画
家
と
同
様
、
そ
れ
〈
形
態
の
錯
綜
が
構
成
す

る
美
（the

beauty
of

a
com

posed
intricacy

of
form

）〉
を
知
っ
て

い
て
、
風
の
な
か
で
波
打
つ
放
縦
な
幾
筋
も
の
長
い
巻
毛
（th

e

w
anton

ringlets
w

aving
in

the
w

ind

）
を
描
写
し
た
の
だ
」〔A

B
,

V
I

/
35

〕
と
し
て
い
る
。
ポ
ー
ル
ソ
ン
に
よ
る
註
記
（
註
47
）
が
示
唆

す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
「
放
縦
な
幾
筋
も
の
長
い
巻
毛
」
が
「
波
打
つ
」

と
い
う
表
現
な
ど
、
ミ
ル
ト
ン
『
失
楽
園
』（
第
四
巻
、
三
〇
四
―

三
一

一
行
）
と
字
句
の
上
で
も
対
応
し
て
い
る
。

（
41
）
上
掲
書
（
拙
稿
、
美
学
会
編
、
一
九
九
八
年
）
を
参
照
。

（
42
）
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
論
者
の
な
か
で
も
特
に
ギ
ル
ピ
ン
は
、
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
あ
る
い
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
ま
た
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
湖
水
地
方

を
旅
し
、
多
く
の
紀
行
文
を
残
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
紀
行
文
作
家

（
あ
る
い
は
、
そ
の
挿
絵
作
家
）
た
ち
の
影
響
も
あ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
に

お
け
る
自
然
発
見
の
旅
は
進
め
ら
れ
た
。
な
お
、
上
掲
書
（A

ndrew
s,

1989

）
に
は
、
こ
う
し
た
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
・
ト
ラ
ヴ
ェ
ル
」
の
詳

細
が
、
多
く
の
図
版
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
43
）「
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
マ
ン
主
義
」
以
前
の
自
然
風
景
観
を
、
簡
便
に

三
種
に
分
類
し
た
研
究
と
し
て
、
次
の
論
考
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
相
澤

照
明
「
表
象
と
し
て
の
風
景
美
―
―
ギ
ル
ピ
ン
と
ア
リ
ス
ン
の
風
景
思
想

を
中
心
と
し
て
―
―
」（
第
七
章
）、
上
掲
書
（
斎
藤
編
、
一
九
九
五
年
、

一
一
一
―

一
二
五
頁
）。
相
澤
の
分
類
で
は
、
①
景
観
に
お
け
る
形
態
・

色
彩
・
光
な
ど
の
視
覚
的
な
美
を
扱
う
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
美
学
」、
②

美
的
景
観
に
お
け
る
想
像
・
連
想
の
意
義
を
強
く
説
く
「
観
念
連
合

（
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
）
の
美
学
」、
③
荒
々
し
い
自
然
の
与
え
る
驚

異
・
恐
怖
感
な
ど
の
情
緒
的
効
果
を
重
視
し
た
「
崇
高
美
学
」、
と
な

る
。
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（
44
）
こ
の
証
左
は
、『
美
の
分
析
』
の
「
ま
え
が
き
」
の
な
か
に
、
明

ら
か
に
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
の
ロ
ゴ
図
案
を
意
識
し
た
次
の
発
言
が
見
い

だ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。「
も
し
、
こ
の
文
言
〈
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
が
均
斉

と
蛇
の
合
体
し
た
美
を
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
捧
げ
て
い
た
と
い
う
ロ
マ
ッ

ツ
ォ
の
言
〉
が
真
正
な
も
の
だ
と
し
た
ら
、
三
角
形
の
ガ
ラ
ス
の
な
か

に
置
か
れ
た
象
徴
（the

sym
bolin

the
triangular

glass

）
は
、
ミ
ケ

ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
推
奨
し
た
線
と
似
た
も
の
だ
と
想
像
し
て
も
よ
い
の
で

は
な
い
か
。
と
り
わ
け
、
次
の
こ
と
を
証
明
で
き
る
な
ら
、
な
お
さ
ら

そ
う
い
え
る
だ
ろ
う
。
ガ
ラ
ス
の
三
角
と
い
う
か
た
ち
と
、
蛇
状
曲
線

自
体
と
は
、
二
つ
の
最
も
表
現
力
に
富
む
（expressive

）
図
形
（figures

）

で
あ
り
、
単
に
美
と
優
美
と
を
指
示
す
る
の
で
は
な
く
、
か
た
ち
の
秩

序
全
般
（the

w
hole

order
of

form
）
を
指
示
し
て
も
い
る
と
い
う
こ

と
を
証
明
で
き
れ
ば
、
と
い
う
こ
と
だ
」〔A

B
,

pref.
/

11

〕。
こ
こ
に

も
、
ホ
ガ
ー
ス
に
よ
る
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
崇
拝
の
片
鱗
が
あ
る
。
な
お
、

ロ
マ
ッ
ツ
オ
（G

iovanni
Paolo

L
om

azzo,
1538-

c.1600.

、
ホ
ガ
ー

ス
は
本
文
で"L

am
ozzo"

と
誤
記
）
は
、「
優
美
な
人
体
と
は
、
立
ち
の

ぼ
る
蛇
の
よ
う
、
燃
え
あ
が
る
炎
の
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い

う
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
訓
戒
を
後
世
に
伝
え
た
人
物
と
い
う
。
ロ
マ
ッ

ツ
オ
に
つ
い
て
は
、
若
桑
み
ど
り
『
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
』
ち
く
ま
学
芸
文

庫
、
一
九
九
四
年
、
二
四
頁
を
参
照
。
な
お
、
ホ
ガ
ー
ス
が
そ
の
優
美

論
の
展
開
の
た
め
基
本
モ
デ
ル
と
し
て
古
代
彫
像
を
採
用
し
て
い
る
こ

と
自
体
、
い
ま
だ
彼
の
美
学
が
古
典
主
義
的
な
芸
術
観
に
棹
さ
し
て
い

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
古
典
主
義
の
芸
術
モ
デ
ル
が
、「
彫
塑
的
な
」
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
論
考
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

小
田
部
胤
久
「
古
典
的
と
ロ
マ
ン
的
あ
る
い
は
彫
塑
的
と
音
楽
的
―
―
ド

イ
ツ
啓
蒙
主
義
か
ら
観
念
論
に
い
た
る
美
学
に
お
け
る
記
号
観
の
変
容

に
即
し
て
」、
神
林
恒
道
ほ
か
編
『
芸
術
学
の
軌
跡
―
―
芸
術
学
フ
ォ
ー

ラ
ム
１
―
―
』
勁
草
書
房
、
一
九
九
二
年
、
二
五
四
―

二
七
〇
頁
。

（
く
わ
じ
ま
　
ひ
で
き
・
美
学
／
芸
術
学
）
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