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は
じ
め
に

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
絵
画
と
、
そ
れ
を
制
作
す
る
と
こ
ろ
の
画
家
に
特
別
の
地
位
を
与
え
、
次
の
よ
う
に
言
う
。｢

芸
術
、
と
り
わ
け
絵

画
は
、
活
動
主
義

(

１)

が
全
く
知
ろ
う
と
欲
し
な
い
、
こ
の
生
ま
な
意
味
の
層
を
汲
み
取
る
。
ま
さ
し
く
そ
れ
ら
だ
け
が
、
全
く
無
邪
気
に
そ
れ
を
成

す｣
(�
12)

、｢

生
活
の
場
に
お
い
て
優
れ
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
し
か
し
、
世
界
の
反
芻
と
い
う
こ
と
に
か
け
て
は
、
画
家
は
間
違
い
な
く

優
れ
て
い
る｣
(�

15)

。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
、
絵
画
の
努
力
は
、
現
象
学
の
努
力
と
同
じ
意
志
を
持
つ

(

２)

。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
常
に
お
の
れ
の
眼
差
し
か
ら
出

発
し
て
き
た
画
家
と
は
、
彼
に
し
て
み
れ
ば
、
自
身
の
哲
学
の
営
み
を
、
す
な
わ
ち
世
界
を
再
び
捉
え
直
そ
う
と
す
る
努
力
を
教
え
て
く
れ
る
存

在
で
あ
っ
た
と
さ
え
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
れ
ば
、｢

セ
ザ
ン
ヌ
の
懐
疑｣
か
ら

｢

間
接
的
言
語
と
沈
黙
の
声｣

、『

眼
と
精
神』

に

至
る
ま
で
の
彼
の
絵
画
論
が
、
絵
画
に
お
け
る
普
遍
的
真
理

例
え
ば
古
来
よ
り
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
美
に
つ
い
て
の
一
般
的
解
釈

や
画
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家
の
成
立
条
件
を
分
析
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
常
に
、
世
界
を
眺
め
そ
れ
を
画
布
へ
と
表
現
す
る
画
家
の
行
為
、
目
の
前
の
世

界
を
見
つ
め
続
け
る
画
家
の
眼
差
し
に
注
目
し
て
綴
ら
れ
て
い
た
の
も
、
十
分
に
頷
け
る
の
で
あ
る
。

何
故
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
常
に
芸
術
を
語
り
続
け
た
の
か
。
本
稿
の
目
的
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
絵
画
論
を
、
単
な
る
絵
画
を
語

る
た
め
の
言
葉
と
し
て
で
は
な
く
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
哲
学
に
お
け
る
或
る
重
要
な
一
視
点
に
繋
が
り
う
る
議
論
と
し
て
読
む
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
絵
画
論
に
お
い
て
常
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
画
家
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
制
作
過
程
に
つ
い
て
、
そ
れ

が
い
か
な
る
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
哲
学
の
中
心
的
課
題
と
な
る
だ
ろ
う

｢

裂

開

(�� ��������)｣
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
、
特
に
見
え
る
も
の
の
発
生
過
程
に
引
き
付
け
つ
つ
、
奥
行
、
色
彩
、
形
態
と
共
に
論
じ
、
そ
こ
か

ら
、
画
家
の
努
力
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
努
力
が
同
じ
意
志
を
持
つ
こ
と
、
更
に
言
う
な
ら
、
画
家
の
努
力
が
終
わ
り
え
な
か
っ
た
と
同
様
、

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
も
お
の
れ
の
哲
学
を
語
る
言
葉
に
終
わ
り
が
存
在
し
え
な
か
っ
た
こ
と
、
し
か
し
最
終
的
に
は
、
そ
の
非
完
結
性

は
、
決
し
て
行
き
詰
ま
り
や
絶
望
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
哲
学
に
お
け
る
或
る
積
極
的
な
成
果
、
哲
学
に
生
気

を
与
え
、
新
た
な
価
値
を
生
み
続
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
生
き
た
思
考
に
繋
が
り
う
る
も
の
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

一
、
絵
画
論

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
、
画
家
の
努
力
は
、｢

最
初
の
言
葉
が
持
つ
困
難｣

(���
25)

に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
セ
ザ
ン
ヌ
解
釈
を
、
ア
ー
ル
は

｢

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
様
々
な
場
面
で

(

セ
ザ
ン
ヌ
の)

足
取
り
を
無
視
し
て
い
る｣

(���
113) (

３)

と
批
判
す
る
。
一
方
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
を
擁
護
し
つ
つ
も
、
そ
の
セ
ザ
ン
ヌ
解
釈
を
或
る
パ
ラ
ド
ク
ス
の
解

消
を
中
心
に
論
じ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
う

｢

最
初
の
言
葉｣
の
意
味
を
一
面
的
に
し
か
捉
え
て
い
な
い
。
両
者
に
お
け

る
セ
ザ
ン
ヌ
解
釈
の
相
違
は
、
単
な
る
絵
画
解
釈
の
違
い
に
留
ま
ら
ず
、
或
る
重
要
な
一
視
点
に
根
を
も
つ
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
共
に
メ
ル
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ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
絵
画
論
を
論
じ
て
い
る
ア
ー
ル
と
マ
デ
ィ
ソ
ン
の
セ
ザ
ン
ヌ
解
釈
を
確
認
し
、
以
降
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
理
解
を
深
め
る
た

め
の
足
が
か
り
と
す
る
。

(

ａ)

ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ー
ル
に
よ
る
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
セ
ザ
ン
ヌ
論

ア
ー
ル
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
制
作
過
程
に
つ
い
て
、
特
に
色
を
重
視
し
な
が
ら
、
そ
れ
を

｢

融
合
的
な
凝
視

(��������������������
�����)｣

、｢

素
描

(������)｣
、｢

本
来
の
意
味
で
の
絵
画

(����������������������)｣

、
と
い
う
三
段
階
に
お
い
て
説
明
す
る(���

113)

。
第
一
の
段
階
で
あ
る

｢

融
合
的
な
凝
視｣

を
、
ア
ー
ル
は
、｢

混
ざ
り
合
い｣

｢

存
在
へ
の
統
一｣

｢

自
然
と
の
匿
名
化
さ
れ
た
遭
遇｣

｢

盲
目
的

で
暗
い
情
感
的
な｢

視
覚｣｣

｢

原
初
的
な
無
区
別｣

等
の
言
葉
で
言
い
換
え
る(���

112)

。
ア
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
の
状
態
に
至
る
手
段
は
、

他
な
ら
ぬ
色
に
あ
っ
た

(

４)

。
お
の
れ
の
眼
が
判
断
能
力
を
持
た
な
い
感
光
板
と
な
っ
て
色
に
浸
さ
れ
る
の
を
ひ
た
す
ら
待
ち
、
眼
の
前
に
在
る
世
界

と
、
最
早
ど
こ
か
ら
が
感
覚
さ
れ
る
も
の
で
、
ど
こ
か
ら
が
感
覚
す
る
自
分
で
あ
る
の
か
も
判
別
で
き
な
い
よ
う
な
、
主
客
未
分
の
一
体
化
を
目

指
す
。
こ
れ
こ
そ
が
、
ア
ー
ル
の
言
う

｢

融
合
的
な
凝
視｣

段
階
で
あ
る
。
一
体
化
で
あ
る
以
上
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
最
早
世
界
を
見
る

と
こ
ろ
の
画
家
も
、
見
ら
れ
る
世
界
も
存
在
し
な
い
。

こ
う
し
て
、
世
界
と
一
体
化
し
、
融
合
状
態
と
な
っ
た
画
家
は
、
第
二
段
階
で
あ
る

｢

幾
何
学
的
線｣

(���
112)

に
よ
る
素
描
段
階
を
通

じ
、
世
界
か
ら
引
き
剥
が
さ
れ
、
世
界
を
見
る
者
に
な
る
と
ア
ー
ル
は
解
釈
す
る

(

５)

。
そ
れ
は
、
世
界
と
画
家
と
の
融
合
状
態
の
内
に
、
円
柱
や
球

体
や
円
錐
と
い
っ
た
幾
何
学
が
規
定
す
る
概
念
、
つ
ま
り
、｢

一
つ
の
尺
度｣

(�����)
を
持
ち
込
む
こ
と
で
、
世
界
を｢

抽
象
化｣

(�����)
し
、

世
界
と
一
体
化
し
た
画
家
を
、｢

世
界
か
ら
引
き
離
す｣

(�����)
こ
と
で
あ
る
。
ア
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、｢

素
描
さ
れ
る
世

界
の
出
現｣

(�����)
を
意
味
す
る
。
世
界
と
融
合
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
漠
然
と
し
て
い
た
緑
の
感
覚
は
、
三
角
錐
や
線
と
い
っ
た
尺
度
を
用
い

て
一
つ
の
形
態
へ
と
整
理
さ
れ
、
輪
郭
線
の
内
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
で
一
枚
の
葉
と
な
り
、
溢
れ
る
白
は
、
光
線
の
概
念
を
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
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で
反
射
す
る
光
と
な
る

(

６)

。
こ
う
し
て
成
立
し
た
葉
や
光
こ
そ
が
、
素
描
さ
れ
る
世
界
で
あ
り
、
こ
こ
に
至
っ
て
初
め
て
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
画
布
の
上

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
を
表
現
す
る
た
め
の
物
の
輪
郭
線
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
て
描
か
れ
た
輪
郭
線
も
、
結
局
は
、｢

驚
く
べ
き
堆
積
と
色
の
過
積
載｣

(���
114)

に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
、
物
そ
の
も

の
か
ら
湧
き
上
が
る
色
が
そ
の
上
に
積
み
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
は
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
ア
ー
ル
は
言
う

(

７)

。
ア
ー
ル
に
よ

れ
ば
、
色
が
輪
郭
線
に
塗
り
重
ね
ら
れ
て
い
く
こ
の
第
三
段
階
に
至
っ
て
初
め
て
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
は
完
成
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
よ
う
や

く
、
物
は

｢

閉
じ
ら
れ
た
同
一
性｣

(���
115)

、
す
な
わ
ち
お
の
れ
の
形
態
を
取
り
戻
し
、
木
や
、
家
や
、
林
檎
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
全
体
の

印
象
、
雰
囲
気
へ
と
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
な
く

(

８)

、
お
の
れ
自
身
の
輝
き
を
持
っ
た
一
つ
の
個
物
と
な
る
。

以
上
の
セ
ザ
ン
ヌ
解
釈
を
経
て
、
ア
ー
ル
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
努
力
に
つ
い
て
、
そ
れ
は

｢

知
覚
さ
れ
た
世
界｣

に
対
し
て
の

｢

前
反
省
的｣

(���
115)

、｢

前
客
観
的｣

(�����)
世
界
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
努
力
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
画
家
セ
ザ
ン
ヌ
が
取
る
、
自
然
と
の
融
合
、

幾
何
学
に
よ
る
素
描
、
物
そ
の
も
の
か
ら
湧
き
上
が
る
色
の
塗
り
重
ね
と
い
う
三
つ
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が

｢

現
象
学
的
な
三
つ
の

態
度｣

(�����)
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
は

｢

前
反
省
的
な
経
験
の
翻
訳｣

(���
115)

で
あ
り
、
現
象
学
的
態
度
の

一
つ
の
具
現
化
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
画
家
の
努
力
を

｢

原
初
の
世
界｣

を
可
能
な
限
り
実
現
し
よ
う
と
目
指
す
現
象
学
的
態
度

と
み
な
す
ア
ー
ル
の
セ
ザ
ン
ヌ
解
釈
は
、
同
じ
く
現
象
学
的
立
場
か
ら
出
発
し
て
セ
ザ
ン
ヌ
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
そ
れ

と
同
意
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
に
お
け
る

｢
原
初
の
世
界｣

の
捉
え
方
に
は
決
定
的
な
相
違
が
あ
り
、
そ
れ
を
明
ら
か
に

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ア
ー
ル
の
三
段
階
説
に
お
い
て
、
幾
何
学
と
色
と
は
そ
れ
ぞ
れ
が

、
、
、
、
、
本
質
的
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
両
者
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
幾
何
学
と

色
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
尺
度
で
あ
り
、｢

原
初
の
世
界｣

を
画
布
の
上
に
導
く
手
段
と
し
て
、
本
質
的
に
、
不
可
避
的
に
必
要
と
さ
れ

て
い
る
。
従
っ
て
、
ア
ー
ル
の
セ
ザ
ン
ヌ
解
釈
に
よ
れ
ば
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
既
存
の
幾
何
学
や
色
と
い
う
尺
度
を
経
る
こ
と
で
、｢

原
初
の
世
界｣

を
表
現
し
よ
う
と
し
た
画
家
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
既
存
の
幾
何
学
や
色
に
ア
ー
ル
が
与
え
る
の
と
同
じ
地
位
を
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与
え
ず
、
そ
れ
ら
を
ま
ず
初
め
に
停
止
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
を
現
象
学
的
態
度
の

一
つ
の
具
現
化
と
見
る
の
は
、
彼
が
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
の
内
に
、
幾
何
学
や
色
が
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
き
た
そ
の
世
界
が
実
現
さ
れ
て
い
る
の

を
見
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
彼
に
と
り
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
普
段
慣
れ
親
し
み
、
浸
り
き
っ
て
い
る
が
故
に
見
え
て
い
な

か
っ
た
幾
何
学
の
存
在
を
、
幾
何
学
と
対
決
す
る
こ
と
で
浮
き
彫
り
に
し
、
乗
り
越
え
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
絵
画
な
の
で
あ

り
、
色
を
見
据
え
る
こ
と
で
、
物
が
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
ま
さ
に
そ
の

、
、
、
、
、
色
を
持
つ
そ
の
意
味
を
暴
露
し
よ
う
と
す
る
絵
画
な
の
で
あ
る
。
文
化
的
な

眼
と
向
き
合
い
、
対
決
す
る
こ
と
で
、
逆
に
そ
の
文
化
的
な
眼
の
存
在
を
顕
わ
に
す
る
の
が
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
絵
画
が
目

指
す

｢

原
初
の
世
界｣

と
は
、
前
反
省
的
な
、
純
粋
な
世
界
と
い
う
意
味
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
よ
り
根
源
的
な
意
味
で
の

原
初
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
ー
ル
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
う
意
味
で
の

｢

原
初
の
世
界｣

を
一
面
的
な
意
味
で
し
か
捉
え
て
い
な
い
。
彼
は
、
純
粋
な
物、
そ、
の、
も、

の、
の
表
現
を
想
定
し
、
そ
れ
を
可
能
な
限
り
写
し
取
ろ
う
と
す
る
行
為
と
し
て
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
を
解
釈
す
る
。
ア
ー
ル
と
セ
ザ
ン
ヌ
と
の
決
定

的
な
違
い
は
、
人
間
の
眼
を
可
能
な
限
り
排
除
し
、
物
そ
の
も
の
を
追
求
し
よ
う
と
努
め
る
の
か
、
寧
ろ
人
間
の
眼
を
見
据
え
、
そ
れ
と
対
決
す

る
こ
と
で
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
暴
露
し
、
顕
わ
に
し
よ
う
と
努
め
る
か
の
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(

ｂ)

マ
デ
ィ
ソ
ン
に
よ
る
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
セ
ザ
ン
ヌ
論

以
上
の
よ
う
な
ア
ー
ル
の
セ
ザ
ン
ヌ
解
釈
に
対
し
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
同
じ
く

｢

原
初
の
世
界｣

(���
95) (

９)｢

わ
れ
わ
れ
の
生
の
基
盤
で
あ
る

自
然｣

(���
91)

等
の
表
現
を
用
い
な
が
ら
も
、
特
に
パ
ラ
ド
ク
ス
の
解
消
を
中
心
に
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
セ
ザ
ン
ヌ
論
を
解
釈
す
る
。

マ
デ
ィ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、｢

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
自
身
が
主
知
主
義
や
経
験
主
義
を
乗
り
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
お
の
れ
の
思
考
を
形
成

し
え
な
か
っ
た｣

(���
91)

の
と
同
様
、｢

セ
ザ
ン
ヌ
の
作
品
も
、
二
つ
の
絵
画
と
の
対
立
に
よ
っ
て
し
か
実
現
し
え
な
い｣

(�����)
。
そ
こ

で
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が

｢

セ
ザ
ン
ヌ
の
懐
疑｣

論
文
に
お
い
て
行
っ
た
の
と
同
様
、
セ
ザ
ン
ヌ
自
身
の
、
印
象
主
義
と
の

奥行､ 色彩､ 形態
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｢

決
定
的
な｣

(�����)
出
会
い
と
決
別
を
追
う
こ
と
か
ら
そ
の
セ
ザ
ン
ヌ
解
釈
を
始
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
、
決
別
に
至
る
過

程
を
重
視
し
て
い
る
。

自
然
主
義
の
乗
り
越
え
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
印
象
主
義
に
お
い
て
は
、
物
に
光
が
当
た
っ
て
反
射
し
あ
う
色
の
充
溢
が
何
よ
り
重
視
さ
れ
る
。

印
象
主
義
の
画
家
の
興
味
は
、
光
景
の
全
体
的
印
象
、
植
物
の
緑
と
補
色
の
赤
色
の
関
係
の
よ
う
に
、
光
が
色
を
生
む
関
係
、
色
相
関
係
に
向
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
彼
ら
の
パ
レ
ッ
ト
と
画
布
は
プ
リ
ズ
ム
の
七
色
だ
け
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し

た
印
象
主
義
の
画
布
に
お
い
て
、
対
象
は

｢

空
気
の
中
に
溶
解｣
(���

92)

し
、
そ
の
結
果
、｢

不
鮮
明
な｣

、｢

秩
序
を
持
た
な
い｣

(�����)
存
在
と
し
て
、
そ
の

｢

実
体
性｣

や

｢

現
実
性｣

(�����)
を
失
う
こ
と
に
な
る
と
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
論
じ
る
。
マ
デ
ィ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し

て
失
わ
れ
た

｢

実
体
性｣

や

｢
現
実
性｣

、
す
な
わ
ち
目
の
前
の
物
が
持
つ
重
さ
や
堅
固
さ
の
回
復
を
目
指
し
た
の
が
セ
ザ
ン
ヌ
に
他
な
ら
な
い
。

だ
が
こ
こ
で
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
が
単
に
印
象
主
義
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
は
考
え
な
い
。
セ
ザ
ン
ヌ
は
印
象
主
義
か
ら
離

れ
つ
つ
も
、｢

印
象
主
義
を
少
し
も
捨
て
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た｣

(���
92)

の
で
あ
り
、｢(

印
象
主
義
が
目
指
し
た)

感
覚
が
与
え
る
も
の｣

(���
92)

を
追
い
つ
つ
も
、｢(

印
象
主
義
が
排
除
し
た)

オ
ブ
ジ
ェ
そ
れ
自
身｣

(�����)
を
も
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
、

こ
れ
を
セ
ザ
ン
ヌ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
表
現
す
る
。
す
な
わ
ち
、
目
の
前
の
自
然
か
ら
受
け
取
る
感
覚
以
外
に
従
う
こ
と
な
く
、
し
か
し
、
物
の
輪

郭
、
現
実
の

、
、
、
物
の
充
実
性

(����� ���������������� ���)
を
画
布
の
上
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
矛
盾
で
あ
り
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
内
に
こ
そ
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
作
品
の
一
切
の
意
味
を
見
出
し
て
い
る

(�)

。

自
然
に

｢

従
い

《�������》｣
(���

92)

な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
自
然
に
つ
い
て
の

｢

主
観

《����������》｣
(�����)

を
描
こ
う
と
す
る

パ
ラ
ド
ク
ス
、
そ
れ
こ
そ
が

｢

自
然
と
絵
画
を
結
び
付
け
る
た
め
に
描
く｣
セ
ザ
ン
ヌ
の
欲
し
た
こ
と
で
あ
り
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
の

パ
ラ
ド
ク
ス
は
、｢

現
実
の
模
写
、
、����������｣

(���
93)

で
は
な
く
、｢
表
現
、
、��������｣

(�����)
に
よ
っ
て
初
め
て
解
消
可
能
と
な
る
。

で
は
、
模
写
と
表
現
の
違
い
は
何
か
。
そ
れ
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
写
真
と
絵
画
と
の
違
い
で
あ
る
。
写
真
に
不
足
し
て
い
る

｢

動
き｣

(���
94)

｢

現
実
の
生
活｣

(�����)
を
絵
画
は

｢

そ
の
自
由
な
招
待
の
方
法
に
よ
っ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、｣

(���
93)

実
現
す
る
。
エ
ク
ス
の
山
々
を
写
し
た
写
真
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と
、
同
じ
光
景
を
描
い
た
セ
ザ
ン
ヌ
の
画
布
と
の
間
に
わ
れ
わ
れ
が
見
る
だ
ろ
う
違
い

ざ
わ
め
く
木
々
、
山
の
重
さ
、
そ
れ
こ
そ
が
セ
ザ
ン

ヌ
の
目
指
し
た
も
の
、
絵
画
の
特
有
性
に
他
な
ら
な
い
。

勿
論
、
こ
の
こ
と
は
感
覚
の
至
上
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
Ｍ
・
ア
ン
リ
の
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
論
に
行
き
着
く
だ
け
で
あ
ろ

う
。
マ
デ
ィ
ソ
ン
が
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
を

｢

わ
れ
わ
れ
と
存
在
と
の
関
係

見
え
る
も
の
と
わ
れ
わ
れ
と
の
関
係

に
つ
い
て
の
具
体
的
な

瞑
想
録｣

(���
90)

と
表
現
す
る
時
、
ま
た

｢

自
然
に
つ
い
て
の
パ
ン
セ
で
し
か
な
い｣

(���
94)

と
表
現
す
る
時
、
そ
れ
は
自
然
に

、
、
、
従、

い、
つ、
つ、
、
人
間
の
眼

、
、
、
、
で
描
く
と
い
う
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
努
力
に
お
い
て
、
緑
と
赤
の
充
溢
の
み
で
も
な
く
、
ま
た
木
の
葉
と
い
う
物
そ
の
も
の

の
み
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
一
切
を

｢

ま
と
め
て

、
、
、
、��������｣
掴
も
う
と
す
る
セ
ザ
ン
ヌ
の
努
力
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
世
界
と
わ
れ
わ
れ
の

知
覚
と
の
関
係
を
渾
身
の
力
で
考
え
、
描
く
セ
ザ
ン
ヌ
の
努
力
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
も
や
は
り
一
つ
の
疑
問
が
残
る
。
そ
れ
は
、
パ
ラ
ド
ク
ス
の
一
環
と
し
て
主
張
さ
れ
る
自
然
に
つ
い
て
の
マ
デ
ィ
ソ

ン
の
捉
え
方
で
あ
る
。
マ
デ
ィ
ソ
ン
が
自
然
に
従
い
つ
つ

、
、
、
、
、
と
何
度
も

｢�������｣
を
強
調
す
る
時
、
彼
は
、
未
だ
、
人
間
の
視
覚
で
見
る
自

然
と
対
象
を
成
す
純
粋
な
自
然
を
、
す
な
わ
ち
、
ア
ー
ル
と
同
じ
前
提
を
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
想
定
し
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

(

ｃ)

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
る
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
制
作
過
程

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
自
身
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
か
。
彼
に
よ
れ
ば
、
セ
ザ
ン
ヌ
を
セ
ザ
ン
ヌ
た
ら
し

め
る
彼
固
有
の
ス
タ
イ
ル
は
、
彼
の

｢

有
名
な
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン｣

(���
20)

の
内
に
あ
る
。
例
え
ば
、
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
横
向
き
に
配

置
さ
れ
た
皿
や
コ
ッ
プ
は
、
幾
何
学
の
法
則
に
反
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
楕
円
の
両
端
が
膨
ら
ま
さ
れ
、
ギ
ュ
ス
タ
ヴ
・
ジ
ェ
フ
ロ
ワ
が
向
か
う
机
は
、
遠
近
法
の

、
、
、
、

法
則
に
反
し

、
、
、
、
、
、
画
面
の
下
方
で
拡
げ
ら
れ
て
い
る

(�)
。
こ
う
い
っ
た
、
既
存
の
諸
法
則
に
反
し
た
変
形
、
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
こ
そ
が
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
考
え
る
セ
ザ
ン
ヌ
の
固
有
性
で
あ
る
。

そ
の
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
に
つ
い
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
特
に

｢

セ
ザ
ン
ヌ
の
懐
疑｣

論
文
に
お
い
て
、
世
界
を
見
る
存
在
で
あ
る
と

奥行､ 色彩､ 形態
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こ
ろ
の
画
家
の
眼
差
し
に
注
目
し
な
が
ら
詳
し
く
述
べ
る
。
そ
の
中
で
、
彼
は
、｢

体
験
さ
れ
た
遠
近
法｣

(���
19)

と

｢

幾
何
学
や
写
真
に

見
ら
れ
る
遠
近
法｣

(�����)
、｢

実
際
の
知
覚｣

(�����)
と

｢

わ
れ
わ
れ
が
写
真
機
で
あ
っ
た
場
合
に
見
る
筈
の
も
の
の
図
式｣

(�����)

、｢

可

視
的
領
域
に
属
す
る
も
の｣

(���
20)

と

｢

幾
何
学
に
属
す
る
も
の｣

(�����)

と
い
っ
た
二
分
法
を
執
拗
に
挙
げ
な
が
ら
、
し
か
し
、
セ
ザ

ン
ヌ
が
問
題
と
す
る
の
は
、
こ
う
い
っ
た
様
々
な
二
分
法
で
は
な
く
、
寧
ろ
、
そ
れ
ら
が
そ
こ
か
ら
発
生
す
る
に
至
っ
た
、｢

原
初
の
世
界｣

(���
18)

、｢
原
初
の
経
験｣

(���
21)

、｢

そ
の
上
に
文
化
や
観
念
の
交
換
が
作
り
上
げ
ら
れ
る
土
壌｣

(���
25)

で
あ
る
と
言
う

(�)

。

普
段
、
わ
れ
わ
れ
は
、
様
々
な
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
を
用
い
な
が
ら
世
界
を
知
覚
し
て
い
る
。
斜
め
に
見
ら
れ
た
た
め
に
歪
ん
だ
楕
円
に
見
え

る
筈
の
コ
ッ
プ
の
縁
を
、
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
円
形
だ
と
判
断
し
、
斜
め
前
方
に
あ
る
窓
枠
を
、
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
直
角
だ
と
構
成

す
る
よ
う
に
、
目
の
前
に
在
る
物
を
、
常
に
既
に
、
そ
れ
と
意
識
す
る
こ
と
も
な
く
、
慣
れ
親
し
ん
だ
法
則

例
え
ば
幾
何
学
的
遠
近
法
と
い
っ

た

に
従
っ
て
整
理
し
、
変
形
し
、
集
約
し
な
が
ら
知
覚
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
奥
行
や
色
彩
や
形
態
を｢

見
る｣

場
合
で
も
同
様
な
の
で
あ
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
実
際
に
は
見
え
な
い
筈
の
奥
行
を
、
横
か
ら
見
た
幅
、
た
っ
た
一
つ
の
物
差
し
に
整
理
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
、
実
際
に
は

常
に
補
色
を
呼
び
求
め
変
化
す
る
色
を
、
屈
折
光
学
や
定
量
論
を
用
い
、
物
に
属
す
る
固
有
色
へ
と
集
約
さ
せ
よ
う
と
し
、
実
際
に
は
存
在
し
な

い
筈
の
輪
郭
線
を
物
に
与
え
、
そ
の
拡
が
り
を
限
界
づ
け
る
こ
と
で
個
物
化
し
よ
う
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
視
覚
は
、
常
に
こ
う
し
た
デ
フ
ォ
ル

マ
シ
オ
ン
の
運
動
と
共
に
あ
る
。
更
に
、
こ
の
よ
う
な
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
は
、
視
覚
的
次
元
で
の
み
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。｢

人
体

に
つ
い
て
の
科
学
が
、
後
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
諸
感
覚
を
区
別
す
る
こ
と
を
教
え
る｣

(���
20)

よ
う
に
、
根
源
的
経
験
に
お
い
て
は
、
実

は
視
覚
も
触
覚
も
嗅
覚
も
未
分
化
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
様
々
な
感
覚
的
所
与
は
、
慣
れ
親
し
ん
だ
科
学
的
知
識
等

の
働
き
に
よ
っ
て
、
整
理
、
分
類
さ
れ
、
あ
た
か
も
最
初
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
理
解
さ
れ
て
い
る
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
考
え
る
セ
ザ
ン
ヌ
に
お
い
て
問
題
と
な
る

｢

原
初
の
世
界｣

と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
に
お
け
る
、
こ
う
し
た
様
々
な

デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
を
可
能
な
限
り
停
止
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
顕
わ
に
な
る
生
き
た
経
験
で
あ
り
、｢

全
体
と
し
て
、
絶
対
的
な
充
実
と
し
て

捉
え
ら
れ
た
風
景｣

(���
22)

、
つ
ま
り
、
知
識
に
よ
っ
て
整
理
、
分
類
さ
れ
る
よ
り
以
前
の
、
奥
行
、
色
彩
、
形
態
、
光
、
運
動
と
い
っ
た
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私
と
世
界
と
の
関
わ
り
方
の
全
て
が
同
時
に
在
る
よ
う
な
世
界
で
あ
る

(�)

。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
努
力
に
つ
い
て
、｢

眼
差
し
が

捉
え
て
い
る
全
て
の
部
分
的
眺
め
を
互
い
に
接
合
し｣

(���
23)

、｢

ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
ま
と
め｣

(�����)

、｢

一
つ
も
見
逃
す

こ
と
な
く
網
に
入
れ
、
生
き
た
ま
ま
再
び
持
ち
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

(�����)

と
語
る
時
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
こ
の
全
て
が
同
時
に
在
る

｢

原
初
の
世
界｣

を
可
能
な
限
り
目
指
そ
う
と
す
る
セ
ザ
ン
ヌ
の
努
力
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

既
存
の
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
か
ら
離
れ
、
目
の
前
に
在
る
世
界
を
新
た
な
仕
方
で
表
現
し
直
そ
う
と
す
る
セ
ザ
ン
ヌ
の
こ
の
努
力
は
、
過
去
に

お
い
て
遠
近
法
や
幾
何
学
が
生
ま
れ
た
瞬
間
と
同
じ
意
志
を
持
つ
。
か
つ
て
、
見
え
な
い
筈
の
奥
行
に
溢
れ
た
世
界
を
、
或
る
一
人
の
画
家
は
、

遠
く
に
在
る
も
の
を
画
像
の
上
方
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
で
き
る
と
考
え
た

(�)

。
こ
の
表
現
方
法
は
一
般
性
を
獲
得
し
、
あ
た
か
も
最
初
か
ら

、
、
、
、
、
、
、
、

そ
う
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
人
々
の
視
覚
を
支
配
し
た
。
人
々
は
、
最
早
、
世
界
を
以
前
の
よ
う
に
眺
め
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
、
過
去
に

、
、
、
ま、

で、
遡
っ
て

、
、
、
、
お
の
れ
の
眼
差
し
を
変
貌
さ
せ
ら
れ
る
。
ま
た
別
の
画
家
は
、
そ
の
同
じ
運
動
を
、
最
初
の
画
家
が
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
世
界
に
立

ち
戻
る
こ
と
で
、
今
度
は
、
画
布
に
置
か
れ
た
一
点
に
向
か
う
複
数
の
線
で
表
現
す
る
仕
方
を
発
明
す
る
こ
と
で
新
た
に
や
り
直
し
、
更
に
別
の

画
家
は
、
遠
く
の
も
の
を
ぼ
か
す
と
い
う
表
現
手
段
を
発
明
す
る
こ
と
で
新
た
に
や
り
直
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
世
界
を
新
た
に
解
釈
し
、
表
現

し
直
そ
う
と
す
る
試
み
が
成
功
し
た
時
、
か
つ
て
幾
何
学
が
幅
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
人
々
の
奥
行
観
を
支
配
し
た
よ
う
に
、
そ
の
法
則
は
過
去

に
ま
で
遡
り
人
々
の
視
覚
を
支
配
す
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
努
力
と
は
、
か
つ
て
幾
何
学
が
人
々
の
視
覚
を

支
配
し
た
そ
の
運
動
を
、
同
じ
意
志
に
よ
り
つ
つ
、
別
の
仕
方
で
新
た
に
や
り
直
す
努
力
な
の
で
あ
る

(�)

。
そ
れ
は
、｢

現
象
へ
の
忠
実
さ
を
通
し

て｣
(���

19)

、
つ
ま
り
、
見
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
忠
実
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
に
解
釈
さ
れ
、
整
理
さ
れ
て
し
ま
っ
た
見
え

る
も
の
を
離
れ
、
そ
れ
を
従
来
と
は
異
な
る
仕
方
で
表
現
し
直
そ
う
と
す
る
努
力
に
他
な
ら
な
い
。

遠
近
法
や
幾
何
学
の
見
方
は
、｢

知
覚
さ
れ
た
世
界
の
一
つ
の
規
定
ま
た
は
説
明｣ (�)
、｢

自
然
発
生
的
な
視
覚
の
任
意
的
な
一
解
釈｣

(�
61)

に
過
ぎ
な
い
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
言
う
。
一
点
透
視
技
法
で
あ
ろ
う
と
、
空
間
遠
近
法
で
あ
ろ
う
と
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
色
彩
論
で
あ
ろ
う

と
、
印
象
派
の
色
彩
論
で
あ
ろ
う
と
、
ロ
ダ
ン
の
形
態
で
あ
ろ
う
と
、
マ
テ
ィ
ス
の
形
態
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
ら
が

｢

世
界
を
説
明
す
る
仕
方｣

奥行､ 色彩､ 形態
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で
あ
っ
た
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
眼
差
し
が
遠
近
法
に
慣
れ
親
し
ん
だ
後
と
な
っ
て
は
、
最
早
、
遠
く
に
あ
る
も
の
を
上
方
に
見
る

こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な

｢

世
界
を
説
明
す
る
仕
方｣

は
、
人
々
の
眼
に
根
付
い
た
そ
の
瞬
間
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
差
し
を
過
去
に

ま
で
遡
っ
て
奪
い
去
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
更
に
、
そ
の
よ
う
な｢

世
界
を
説
明
す
る
仕
方｣

は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
絵
画
技
法
に
の
み
限
ら

れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
自
明
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
歴
史
的
事
実
や
、
文
化
、
自
由
と
い
う
観
念
で
さ
え
も
、
常
に
わ
れ
わ
れ
に
解
釈
を
迫
り
、
過

去
を
押
し
付
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、｢

世
界
を
説
明
す
る
た
め
の
仕
方｣

か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
て
み
る
と
、
世
界

と
は
、
様
々
な
解
釈
が
争
い
合
い
、
優
位
を
得
た
も
の
、
一
般
性
を
得
た
も
の
だ
け
が
過
去
を
ま
で
覆
し
、
人
々
の
意
識
の
内
に
お
の
れ
を
活
か

し
続
け
て
い
る
場
と
も
い
え
る
。

セ
ザ
ン
ヌ
の
努
力
と
は
、
物
そ
の
も
の
を
画
布
の
上
に
翻
訳
し
よ
う
と
す
る
努
力
で
は
な
く
、
寧
ろ
、
そ
の
よ
う
な
物
そ
の
も
の
と
い
っ
た
認

識
の
仕
方
が
現
れ
る
に
至
っ
た
土
壌
、
奥
行
、
色
彩
、
携
帯
、
匂
い
や
音
ま
で
も
全
て
が
同
時
に
在
る
世
界
を
、
既
存
の
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
の

運
動
を
一
旦
離
れ
る
こ
と
で
、
最
初
の
眼
と
な
り
、
表
現
し
よ
う
と
す
る
努
力
で
あ
る
。
様
々
な
見
え
な
い
も
の
に
溢
れ
た
空
間
が
、
セ
ザ
ン
ヌ

の
眼
差
し
と
絵
筆
を
介
し
二
次
元
の
画
布
の
上
に
表
現
さ
れ
る
時
、
そ
こ
に
在
る
の
は
、
慣
れ
親
し
ん
だ
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
の
運
動
を
一
切
剥

ぎ
取
ら
れ
た
光
景
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
が
描
い
た
画
布
に
、
時
と
し
て
言
い
よ
う
の
な
い
静
け
さ
や
不
安
を
覚
え

る
の
で
あ
る
。

二
、
奥
行
、
色
彩
、
形
態

見
る
画
家
か
ら
見
ら
れ
る
画
家
へ

『

眼
と
精
神』

に
お
い
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
三
度
芸
術
家
の
眼
差
し
を
取
り
上
げ
る
。
彼
は
そ
こ
で
、
画
家
の
行
為
が
、
新
た
な
デ

フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
を
創
設
す
る
こ
と
で
、
世
界
を
別
の
仕
方
で
見
え
る
よ
う
に
す
る
表
現
の
行
為
で
あ
る
と
い
う

｢

セ
ザ
ン
ヌ
の
懐
疑｣

論
文
で

の
主
張
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
そ
の
画
家
の
眼
差
し
そ
れ
自
体
が
、
実
は
物
の
間
か
ら
出
現
す
る
と
記
述
し

(�)
、
こ
れ
ま
で
常
に
そ
こ
か
ら
出
発
し
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て
い
た
画
家
の
眼
差
し
そ
れ
自
体
を
も
、
新
た
な
視
点
か
ら
扱
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、『

眼
と
精
神』

に
お
い
て
は
、｢

見
る｣

と
い
う
た
っ

た
一
語
に
込
め
ら
れ
た
意
味
が
よ
り
根
源
的
な
仕
方
で
語
ら
れ
る
。

｢
実
質
的
存
在
で
は
な
い｣

(�
29)

し
、｢

通
俗
的
視
覚
の
先
に
し
か
な
い｣
(�����)

が
ゆ
え
に
、
た
だ

｢

幻
影
の
よ
う
に｣

(�����)

見

え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
を｢

見
え
る
も
の｣

へ
と
転
換
す
る
画
家
の
こ
の
運
動
を
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は

『

眼
と
精
神』

の
中
で
、｢

実
体

変
化｣

(��������������������)
(�

16)

と
表
現
す
る
。
こ
の

｢

実
体
変
化｣

の
運
動
は
、
画
家
が
、｢

自
身
の
身
体
を
世
界
に
貸
す
こ
と

に
よ
っ
て｣

(�����)
可
能
と
な
る
運
動
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
、
身
体
の
持
つ
二
重
性

(����������)

、
可
逆
性

(�� ����������� ) (�)

が
深
く
関

わ
っ
て
い
る
。

私
の
身
体
は
、
見
る
者

、
、
、
で
あ
る
と
同
時
に
、
見
ら
れ
る
も
の

、
、
、
、
、
、
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
の
関
係
を
、｢

混
在｣

(�
18)

、｢

ナ
ル

シ
シ
ズ
ム｣

(�����)
、｢

奇
妙
な
侵
食｣

(�
17)

、｢

矛
盾
し
た
論
法｣

(�
19)

、｢

結
晶
と
母
液
の
よ
う
な
関
係｣

(�
20)

等
と
語
る
が
、

そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
見
る
者
で
あ
る
私
は
、
同
時
に
、
自
分
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
事
態
を
様
々
に
言
い
換
え
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
。
そ
れ
は
触
覚
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て

(�)
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
に
は
、
こ
う
し
た
見
る
―
見
ら
れ
る
、

触
れ
る
―
触
れ
ら
れ
る
関
係
、
す
な
わ
ち
、
事
実
的
経
験
と
し
て

(�)
の
感
じ
る
―
感
じ
ら
れ
る
経
験
、｢

感
覚
の
反
射｣

(�
33)

、
決
し
て
完
全
に

は
重
な
り
合
う
こ
と
の
な
い
、
ま
た
、
一
方
が
他
方
を
完
全
に
含
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
な
い
逆
転
的
な
経
験
が
溢
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

経
験
こ
そ
が
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
う
身
体
の
二
重
性
、
逆
転
性
で
あ
り
、
ま
さ
に

｢

身
体
の
裂
開｣

の
瞬
間
に
他
な
ら
な
い
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
こ
の｢

身
体
の
裂
開｣

こ
そ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
見
る
経
験
を
可
能
に
し
て
い
る
根
源
的
事
態
で
あ
る

(�)

。
私
は
、

見
て
い
る
自
分
の
身
体
を
見
、
触
れ
て
い
る
自
分
の
身
体
に
触
れ
る
。
こ
れ
ら
お
の
れ
の
身
体
に
お
け
る
視
覚
、
触
覚
、
嗅
覚
、
聴
覚
等
様
々
な

感
覚
の
反
射
は
、
や
が
て
感
じ
る
経
験
を
取
り
纏
め
、
そ
れ
を
引
き
受
け
る
存
在
と
し
て
の
お
の
れ
の
身
体
、
私
を
確
立
す
る

(�)

。
し
か
し
、
私
の

身
体
の
感
覚
は
、
私
を
そ
の
ま
ま
に
留
ま
ら
せ
て
く
れ
る
こ
と
は
な
い
。
私
は
、
や
が
て
、
私
の
身
体
と
同
じ
く
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
し
か

し
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
、
今
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
聴
く
こ
と
は
で
き
る
が
、
お
の
れ
の
身
体
の
内
か
ら
発
せ
ら
れ
る
音
と
は
異
な
る
響

奥行､ 色彩､ 形態
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き
を
持
つ
も
の
が
世
界
に
存
在
す
る
こ
と
を
知
る
。
こ
の
よ
う
な
感
覚
の
ず
れ
が
積
み
重
な
る
こ
と
で
、
同
時
に
、
私
は
、
こ
の
世
界
に
、
私
の

身
体
で
は
な
い
も
の
、
私
の
身
体
の
外
に
、
、
在
る
も
の
、
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
他
な
ら
ぬ
、
物
の
誕
生
の
瞬
間
で
あ

る
。
人
間
は
、
自
分
で
自
分
を
感
じ
う
る
。
そ
し
て
、
こ
の
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
身
体
的
特
性
、
身
体
の
持
つ
一
般
的
能
力
、
身
体
に
お
け
る

裂
開
の
経
験
こ
そ
が
、
お
の
れ
の
外
に

(�)
在
る
見
え
る
も
の
を
生
む
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
視
覚
が
身
体
の
裂
開
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
以
上
、
見
え
る
も
の
は
全
て
、
裂
開
の
結
果
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
見
え
る

も
の
は
、
常
に
そ
の
背
景
に
裂
開
の
片
割
れ
で
あ
る
見
え
な
い
裏
面
を
持
つ

(�)

。
そ
う
し
た
、
お
の
れ
の
不
在
性
に
よ
っ
て
他
方
を
現
前
さ
せ
る
裂

開
の
経
験
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
く
れ
る
の
が
、
他
な
ら
ぬ
、
奥
行
、
色
彩
、
形
態
で
あ
る
。

奥
行
に
つ
い
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
そ
れ
を

｢

全
て
が
同
時
に
在
る
よ
う
な
、
全
体
的
な
場
所
の
経
験｣

(�
65)

、｢｢

物
が
そ
こ
に

在
る｣

と
い
う
言
い
方
で
表
現
さ
れ
る
〈
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
〉
の
経
験｣

(�����)
等

(�)

と
表
現
す
る
。
私
は
、
日
常
的
に
そ
こ
に
物
が
在
る
と
言
え

る
。
し
か
し
、
初
め
て
世
界
を
見
た
人
物
は
、
そ
こ
に
物
が
在
る
と
は
言
え
な
い
。

(�)

こ
の
些
細
な
違
い
が
、
し
か
し
、
眼
差
し
の
経
験
を
わ
れ
わ

れ
に
教
え
て
く
れ
る
。
そ
こ
に
物
が
在
る
と
言
え
る
の
は
、
私
が
、
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
、
お
の
れ
の
身
体
の
裂
開
か
ら
学
ん
だ
、
私
の
身

体
と
物
と
の
間
に
距
離
が
在
る
と
い
う
経
験
、
す
な
わ
ち
、
こ
こ
―
そ
こ
関
係
を
駆
使
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
、
こ
こ
―
そ
こ
関
係
が
、

奥
行
と
い
う
名
で
人
々
が
呼
ん
で
き
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
こ
―
そ
こ
関
係
は
、
そ
れ
が
無
け
れ
ば
私
の
眼
差
し
が
成
立
し

な
い
次
元
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
自
体
は
見
え
な
い

、
、
、
、
。

(�)
奥
行
と
は
、
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
見
せ
る
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
多
様
な
奥
行
観
を
可
能
に

し
て
き
た
、
物
が
そ
こ
に
在
る
と
い
う
全
体
的
経
験
そ
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
奥
行
を
、
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
実
存
的
と
表
現
し

(�)
、｢

主
体
と
空
間
と
の
絆
を
直
接
顕
わ
に
す
る｣

(��
309)

次
元
だ
と
言
う
。
奥
行
は
、
常
に
こ
こ
―
そ

こ
関
係
を
基
準
と
す
る
以
上
、
そ
れ
は
主
体
／

身
体
が
そ
の
都
度
占
め
る
位
置
や
情
況
に
応
じ
て
姿
を
変
え
、
そ
れ
と
同
時
に
、
奥
行
そ
れ
自
身

は
他
の
諸
基
準
と
の
連
関
の
内
で
し
か
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
奥
行
と
は
、
そ
れ
自
体
様
々
な
尺
度
に
応
じ
て
姿
を
変
え
な
が
ら
造
ら
れ

る
一
つ
の
全
体
的
経
験
な
の
で
あ
る
。
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色
彩
に
つ
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
っ
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
そ
れ
を
、｢

一
つ
の
質

(�����)｣
(��

173)

で
も
、｢

絶
対
に
堅
固

で
分
割
不
能
な
一
片｣

(��
174)

で
も
な
く
、｢

同
時
性
と
連
続
性
の
網
の
結
び
目｣
(�����)

と
表
現
す
る
。
例
え
ば
、
Ｍ
・
ア
ン
リ
は
色
を

｢

わ
れ
わ
れ
の
生
と
一
致
す
る
も
の｣

で
あ
り
、｢

わ
れ
わ
れ
の
生
の
情
念
、
苦
し
み
、
憂
い
、
孤
独
、
喜
び｣

だ
と
言
う
。
勿
論
、
抽
象
芸
術
を

す
べ
て
の
絵
画
を
包
摂
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
ア
ン
リ
の
色
彩
論
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。
し
か
し
、
ア
ン
リ
が
色
と

感
情
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
よ
う
に
、
私
は
、
目
の
前
の
植
物
の
緑
を
、
緑
そ
の
も
の
と
し
て
、
一
刺
戟
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
隣
に
在
る
茶
色
と
の
差
と
し
て
、
安
ら
ぎ
と
し
て
、
生
き
物
と
し
て
言
わ
ば
同
時
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
共
に
、
植

物
の
緑
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
見
た
時
に
初
め
て
そ
こ
に
生
ま
れ
る
の
だ
と
し
て
も
、
自
然
の
摂
理
の
結
果
と
し
て
、
既
に
お
の
れ
の
色
を
遠

い
過
去
か
ら
連
続
し
て
纏
っ
て
い
る
。

更
に
、
形
態
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
か
つ
て
、
形
態
と
は
、
そ
れ
を
他
か
ら
区
別
す
る
輪
郭
線
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

と
い
う

｢

線
に
つ
い
て
の
散
文
的
な
考
え｣
(�

72)

が
あ
っ
た
。
し
か
し
、｢

眼
に
見
え
る
線
そ
れ
自
体
と
い
う
も
の
は
な
い｣

(�
73)

の

で
あ
り
、
林
檎
の
輪
郭
や
畑
と
草
原
の
境
界
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
見
よ
う
と
す
る
限
り
、
否
応
な
し
に
要
求
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
輪
郭
や

境
界
は
物
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
線
の
役
割
は
、｢

見
え
る
も
の
を
模
倣
す
る
こ
と｣

(�
76)

で
は
な
く
、｢

見
え
る
よ
う
に
す
る
こ

と｣
(�����)

に
あ
る
。
線
を
、
最
早
、｢｢

物
理
的
・
光
学
的｣

な
や
り
方｣

(�����)
で
は
な
く
、｢

脈
と
し
て｣

(�����)
、
肉
体
的
な
運
動
、

リ
ズ
ム
、
抑
揚
の
現
れ
と
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ず

(�)
、
し
た
が
っ
て
、
線
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
形
態
と
は

あ
た
か
も
地
を
這
う
蛇
が
足
を
持

た
な
か
っ
た
よ
う
に

、
生
き
ら
れ
る
空
間
の
中
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
見
え
る
も
の
の
、
そ
の
空
間
と
の
関
わ
り
方
、
揺
れ
、
ず
れ
、
そ
れ

の
持
つ
独
特
の
リ
ズ
ム
の
現
わ
れ
な
の
で
あ
る
。

奥
行
、
色
彩
、
形
態
は
、
見
え
る
も
の
を
裏
面
で
支
え
る

｢

存
在
の
支
脈｣

(�
88)

で
あ
り
、
厳
密
な
意
味
で
は
見
え
な
い
。
そ
れ
ら
は
全

体
的
な
経
験
で
あ
り
、
継
ぎ
目
の
な
い
連
続
の
中
に
在
る
。
従
っ
て
、
も
し
そ
れ
ら
が
見
え
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
既
に
整
理
、
分
類

さ
れ
た
思
考

(�)

、
分
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
経
験
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
奥
行
、
色
彩
、
形
態
を
通
じ
、
見
え
る
も
の
が
生
じ
る
こ
と
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も
事
実
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
画
家
は
、
見
え
る
も
の
、
存
在
〈��� ���

〉
を
よ
り
上
手
く
、
よ
り
正
確
に
、
よ
り
深
く
画
布
の
上
に
表
現
す

る
た
め
に
、
そ
れ
ら
厳
密
に
は
見
え
な
い
筈
の
奥
行
、
色
彩
、
形
態
、
見
え
る
も
の
を
見
え
る
も
の
た
ら
し
め
る

｢

存
在
の
支
脈｣

を
追
求
し
続

け
る
の
で
あ
る
。

画
家
た
ち
が
画
布
の
上
に
表
現
し
よ
う
と
求
め
る
も
の
は
、
全
て
、
目
の
前
の
世
界
の
内
に
あ
る
。
画
家
は
、
全
て
を
知
っ
て
い
る
物
に
、
問

う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
最
早
画
家
の
視
覚
も
、｢

外
へ
、
、
向
か
う
眼
差
し｣

(�
69)

、
す
な
わ
ち
、
世
界
を
表
象
す
る
精
神
と
し
て
は
語
り
え

ず
、
ま
た
、
世
界
も
、
最
早

｢

画
家
の
前
に｣

(�����)
在
る
存
在
、
単
な
る
模
写
の
対
象
、
一
つ
の
表
象
と
し
て
は
語
り
え
な
い
。
し
て
み
る

と
、
世
界
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
画
家
の
努
力
と
は
、
目
の
前
に
在
る
物
を
整
理
、
分
類
し
て
し
ま
う
わ
れ
わ
れ
の
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
の
運
動

を
可
能
な
限
り
食
い
止
め
、
慣
れ
親
し
ん
だ
物
の
見
方
に
よ
り
失
っ
て
し
ま
っ
た
世
界
の
光
景
を
取
り
戻
し
、
そ
こ
に
物
が
在
る
と
言
わ
れ
る
時

の
そ
の
経
験
、
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
、
見
え
る
も
の
を
見
る
そ
の
眼
差
し
が
生
ま
れ
る
裂
開
の
瞬
間
に
立
ち
会
お
う
と
す
る
努
力
に
他
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(�)
。
世
界
を
見
よ
う
と
す
る
画
家
の
眼
は
、
世
界
か
ら
生
ま
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
寧
ろ
、
世
界
か
ら
促
さ
れ
、
生
ま
れ
る

の
で
あ
る

(�)

。
お
わ
り
に

一
度
見
え
る
も
の
が
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
後
で
は
、
す
な
わ
ち
、
身
体
の
裂
開
が
行
わ
れ
た
後
で
は
、
最
早
、
世
界
は
以
前
の
よ
う
に
存
在
す

る
こ
と
は
な
い
。
裂
開
は
、
過
去
に
ま
で
遡
っ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
あ
た
か
も
最
初
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
わ
れ
わ
れ
の
視
覚
を
支
配
す
る
。
身
体

の
裂
開
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
筈
の
見
え
る
も
の
は
、
最
初
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
と
は
無
関
係
な
顔
を
し
て
、
そ
こ
に
在

る
。
そ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
外
部

(

と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
私
の
動
か
さ
れ
る
身
体
と
同
じ
で
あ
る
以
上
、
同
じ
生
地

で
あ
る
の
だ
が)

を
得
、
今
度
は
、
そ
の
外
部
に
よ
っ
て
お
の
れ
の
過
去
を
も
変
貌
さ
せ
ら
れ
る
程
の
影
響

(

一
度
物
が
私
の
身
体
と
は
異
な
る
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物
だ
と
知
っ
た
幼
児
が
、
以
降
、
物
の
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
は
無
く
な
る
よ
う
に)

を
、
つ
ま
り
、
新
た
な
裂
開
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

わ
れ
わ
れ
の
視
覚
は
、
常
に
、
こ
の
よ
う
な
、
過
去
に
ま
で
遡
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
眼
差
し
を
奪
い
、
留
ま
る
こ
と
な
く
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
を
支
配

す
る
力
と
同
時
に
あ
る
。

そ
の
力
を
可
能
な
限
り
食
い
止
め
、
目
の
前
に
存
在
す
る
見
え
る
も
の
を
、
一
つ
の
物
と
し
て
で
は
な
く
、
見
え
る
も
の
が
そ
こ
に
在
る
と
言

わ
れ
る
時
の
、
わ
れ
わ
れ
の
そ
の
生
き
た
経
験
を
画
布
の
上
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
画
家
と
は
、
ま
さ
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
自
身
の
哲
学

の
営
み
を
教
え
て
く
れ
る
存
在
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か

(�)

。

｢

絵
画
は
視
覚
と
い
う
錯
乱
を
呼
び
覚
ま
し
、
渾
身
の
力
で
そ
れ
を
保
持
す
る｣

(�
26)

。
流
れ
去
る
時
間
の
中
で
世
界
を
画
布
に
描
こ
う
と

す
る
画
家
の
努
力
と
、
哲
学
者
の
努
力
は
、
同
じ
意
志
を
持
つ
。
そ
れ
は
、
見
る
と
い
う
た
っ
た
一
語
に
込
め
ら
れ
た
経
験
の
複
雑
さ
を
、
経
験

か
ら
切
り
離
し
、
固
定
化
し
、
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
画
布
の
上
に
、
或
い
は
言
語
の
内
に
捕
え
、
表
現
し
よ
う
と
す
る
努
力
な
の
で
あ
る
。

マ
デ
ィ
ソ
ン
に
よ
っ
て

｢

哲
学
に
お
け
る
論
証
の
可
能
性
を
限
界
ま
で
推
し
進
め
る｣

(���
112)

と
評
さ
れ
た

『

眼
と
精
神』

は
、｢

セ

ザ
ン
ヌ
の
懐
疑｣

論
文
や
、『

知
覚
の
現
象
学』
等
の
理
路
整
然
と
し
た
論
証
で
語
ら
れ
る
初
期
の
著
作
に
比
べ
、
非
常
に
複
雑
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
決
し
て
語
り
尽
く
せ
な
い
経
験
を
、
明
確
な
言
語
で
語
ろ
う
と
す
る
困
難
に
付
き
纏
う
複
雑
さ
で
あ
る
。
永
遠
に
未
完
結

で
あ
る
経
験
を
、
言
葉
は
、
完
結
し
た
枠
の
中
に
閉
じ
込
め
よ
う
と
す
る

(�)
。
そ
の
複
雑
さ
こ
そ
が
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
へ
の
種
々
の
批
判
を
生

み
出
す
一
つ
の
要
因
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

だ
が
、
永
遠
に
未
完
結
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
よ
う
と
望
ん
だ
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
は
、
彼
の
哲
学
の
営
み
そ
の
も
の
が
無
意
味
で
あ
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、『

眼
と
精
神』
の
最
後
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。｢

た
と
え
い
か
な
る
絵
画

も
絵
画
と
い
う
も
の
を
完
成
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
同
様
に
、
い
か
な
る
作
品
も
絶
対
的
に
完
成
す
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の

創
作
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
作
品
を
変
え
、
変
質
さ
せ
、
明
ら
か
に
し
、
深
め
、
確
か
な
も
の
に
し
、
た
た
え
、
創
り
直
し
、
あ
る
い
は
前
も
っ
て
創

り
出
す
こ
と
に
な
る｣

(�
92)

。
常
に
未
完
結
性
を
孕
む
問
い
に
向
か
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
無
意
味
な
こ
と
、
絶
望
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
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寧
ろ
、
そ
の
未
完
結
性
を
自
覚
し
、
そ
こ
に
立
ち
向
か
い
続
け
る
こ
と
の
う
ち
に
こ
そ
、
絵
画
や
、
哲
学
の
営
み
を
常
に
新
た
な
創
造
や
価
値
を

生
む
源
泉
と
し
て
、
語
る
人
間
の
自
由
と
し
て
、
更
に
は
過
去
の
も
の
を
も
新
た
に
蘇
ら
せ
う
る
原
動
力
と
し
て
、
積
極
的
な
意
義
が
存
在
す
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
以
下
の
引
用
略
符
号
と
共
に
頁
数
を
添
え
て
示
す
。
な
お
、
引
用
個
所
に
つ
い
て
は
す
べ
て
論
者
に
よ
る
訳
出

で
あ
る
が
、
そ
の
際
み
す
ず
書
房
版
も
参
照
し
た
。

��
：��� ���� ��������������������������������

1945�
���：���������������������

1966�
��
：�������������������������

1969�
�
：��� �����������������������

1964�
��：���������������������������������

1964�
(

１)

別
の
箇
所
で
は
、｢

科
学
の
思
考｣

｢

対
象
一
般
の
思
考｣

(�
12)
｢

操
作
主
義｣

(�
13)

等
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。

(

２)
｢

現
象
学
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
作
品
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
作
品
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
作
品
、
あ
る
い
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
作
品
と
同
様
、
不
断
の
辛
苦
で
あ
る
…
。

世
界
や
歴
史
の
意
味
を
そ
の
生
ま
れ
出
づ
る
状
態
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
、
同
じ
意
志
に
よ
っ
て｣

(�����)
。

(

３)

以
下
、
ア
ー
ル
の
論
文
か
ら
の
引
用
は
次
の
引
用
略
符
号
と
共
に
頁
数
を
添
え
て
示
す
。
���

：������������������������������������������ ��������������������� ���� ������������� ������������������
��������

(���)����� ����������
1992�
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(

４)
｢

セ
ザ
ン
ヌ
の
主
要
な
関
心
ご
と
は
色
に
あ
り
、
色
に
よ
っ
て
厚
み
に
接
近
す
る
こ
と
に
あ
る｣
(���

111)

。

(
５)

｢｢

見
る
こ
と｣

に
対
し
て
、
厳
密
に
言
え
ば
、｢

彩
る
論
理｣

(

＝
絵
画)

と
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
に
近
づ
く
こ
と
に
対
し
て
、
画
家
は
こ
の
原
初
的
な

無
区
別
と
宇
宙
的
な
魅
力
の
状
態
か
ら
お
の
れ
を
引
き
離
す
必
要
が
あ
る｣

(���
112

丸
括
弧
内
論
者)

。

(

６)���
ゲ
ー
テ

『

自
然
と
象
徴』

第
四
部

｢

色
彩
論｣

を
参
照
の
こ
と
。

(

７)
｢｢

世
界
の
根
っ
こ｣

か
ら
色
が
上
昇
す
る
。
こ
の
光
輝
く
発
芽
を
前
に
し
て
、｢

素
描
さ
れ
る
世
界｣

は
突
然
、
蝕
み
、
隠
れ
、
消
さ
れ
る｣

(���
113)

。

(

８)

例
え
ば
、
印
象
派
の
画
家
た
ち
は
、
目
の
前
の
風
景
が
持
つ
全
体
的
な
印
象
、
雰
囲
気
を
画
布
の
上
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
個
々
の
物
を
印

象
の
背
後
に
埋
没
さ
せ
た
。

(

９)

以
下
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
の
論
文
か
ら
の
引
用
は
次
の
引
用
略
符
号
と
共
に
頁
数
を
添
え
て
示
す
。

���
：���������������������� ���� ������������������������ ������������������������

1973�
(�)

｢

セ
ザ
ン
ヌ
は

｢

そ
れ
に
到
達
す
る
一
切
の
手
段
を
自
分
に
禁
じ
つ
つ
、
レ
ア
リ
テ
を
欲
す
る
の
だ｣

と
エ
ミ
ー
ル
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
は
言
う
。
こ
の
パ

ラ
ド
ク
ス

ど
ん
な

｢

感
覚｣
に
つ
い
て
も
放
棄
せ
ず
、
現
実
性
そ
れ
自
体
を
表
現
す
る

に
お
い
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
の

作
品
の
一
切
の
意
味
を
見
出
す
。｣

(���
92)

(�)������
17

(�)
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の

｢

原
初
の
世
界｣

と
は
、
ア
ー
ル
の
言
う
意
味
で
の

｢

原
初
の
世
界｣

と
は
異
な
る
。
詳
し
く
は
次
段
落
以
下
で
述
べ
る
こ
と

で
あ
る
が
、
飽
く
ま
で
、｢

見
る
者｣

と
し
て
の
画
家
の
眼
を
介
し
つ
つ
、
そ
の
眼
の
持
つ
先
入
観
を
可
能
な
限
り
廃
そ
う
と
す
る
努
力
の
先
に
あ
る

｢

原
初
の
世
界｣

で
あ
る
。｢

完
全
な
還
元
な
ど
不
可
能｣

で
あ
る
よ
う
に
、
決
し
て
即
自
的
な
、
何
者
を
も
必
要
と
し
な
い
世
界
と
し
て
は
開
示
さ
れ

え
な
い
世
界
で
あ
る
。

(�)
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
お
の
れ
が
画
布
の
上
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
を
ガ
ス
ケ
に
伝
え
る
た
め
、｢

両
手
を
離
し
て
十
本
の
指
を
開
き
、
両
手
を
ゆ
っ
く

り
と
、
ゆ
っ
く
り
と
近
づ
け
、
そ
し
て
手
を
合
わ
せ
、
握
り
締
め
、
指
を
交
互
に
絡
み
合
わ
せ｣

な
が
ら
、｢

こ
う
い
う
具
合
に
捕
ま
え
な
く
て
は
な

ら
な
い
の
で
す
…

(

中
略)

…
散
ら
ば
っ
て
い
る
も
の
を
全
て
近
づ
け
る
の
だ｣
と
語
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
も
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
目
指
す

｢

原
初
の
世

界｣

の
イ
メ
ー
ジ
を
見
つ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。(�����������������������������������������

1978���108�)
(�)

例
え
ば
エ
ジ
プ
ト
の
壁
画
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
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(�)
｢

セ
ザ
ン
ヌ
の
よ
う
な
画
家
や
、
芸
術
家
や
、
哲
学
者
は
、
た
だ
単
に
、
ひ
と
つ
の
観
念
を
創
造
し
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

を
、
他
人
の
意
識
の
中
に
根
付
か
せ
る
よ
う
な
諸
経
験
を
目
覚
め
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い｣
(���

25)

。

(�)
｢

現
象
野｣

(��
67)

に
関
す
る
記
述
を
参
照
の
こ
と
。

(�)
｢

画
家
の
視
覚
は
、
最
早

｢

外
な
る
も
の｣

へ
向
け
ら
れ
た
眼
差
し
、
つ
ま
り
世
界
と
の
単
な
る

｢

物
理
的
・
光
学
的｣

関
係
で
は
な
い
。
世
界
は
、

最
早
、
画
家
の
前
に
表
象
さ
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
い
わ
ば
、｢

見
え
る
も
の｣

が
焦
点
を
得
、
自
己
に
到
来
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
寧
ろ
画
家
の

方
が
物
の
間
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
だ｣

(�
69)

。

(�)
た
だ
し
、
私
は
、
こ
の�� �����������
を
、
事
実
的
経
験
と
し
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、｢

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

に
は
他
者
が
無
い｣
と
い
っ
た
或
る
典
型
的
な
批
判
に
対
す
る
一
つ
の
反
論
の
糸
口
も
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
絵

画
論
は
、
常
に
事
実
的
経
験
の
記
述
か
ら
出
発
し
て
語
ら
れ
る
。｢

見
る｣

と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、｢

見
る
者｣

と

｢

見
ら
れ
る
も
の｣

と
の
関
係
を

可
能
に
す
る

｢

身
体
の
裂
開｣
も
、
単
な
る
可
能
性
と
し
て
で
は
な
く
、｢

私
が
見
ら
れ
て
い
る｣

と
い
う
実
感
、
一
つ
の
経
験
的
事
実
と
し
て
語
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、｢
見
る
―
見
ら
れ
る｣

関
係
を
媒
介
し
て
い
る�� �����������
も
、
或
る
事
実
、
私
の
経
験
そ
の
も
の
と
し
て
理

解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(�)
私
は
私
が

｢

触
れ
て
い
る｣

右
手
に
、
左
手
が

｢
触
れ
ら
れ
て
い
る｣

の
を
感
じ
う
る
。

(�)
｢

見
た
り
感
じ
た
り
し
て
い
る
と
い
う
思
考｣

(��
303)

で
は
な
く
、｢

無
言
の
意
味
に
つ
い
て
の
無
言
の
経
験｣

で
あ
る

(�����)

。

(�)
｢

物
の
持
つ
顕
然
た
る
可
視
性
は
、
身
体
の
中
で
の
秘
か
な
可
視
性
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る｣

(�
22)

。

(�)����
21

〜22�(�)
こ
こ
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
、
見
る
と
い
う
こ
と
は

｢

離
れ
て
持
つ
こ
と｣

(�
26)

だ
と
言
う
所
以
が
あ
る
。

(�)���� ��85(�)

例
え
ば
他
に
も
、
上
空
か
ら
眺
め
た
地
図
と
、
遠
近
法
に
従
っ
た
デ
ッ
サ
ン
と
の｢

間
に
あ
る
も
の｣

(�
64)

、｢

そ
れ
ら
二
つ
を
結
び
つ
け
る
も
の｣

(�����)
等
の
表
現
が
あ
る
。

(�)

例
え
ば
、
開
眼
手
術
を
受
け
た
患
者
は
、
直
後
の
印
象
を

｢

全
て
が
迫
っ
て
く
る｣
と
語
り
、
物
が
そ
こ
に
在
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
は
、
明
ら
か

に
、
わ
れ
わ
れ
が
初
め
て
世
界
を
見
る
場
合
の
光
景
と
、
日
常
的
に
見
て
い
る
光
景
と
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
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(�)
も
し
奥
行
そ
れ
自
体
な
ど
と
い
う
も
の
が
見
え
て
し
ま
っ
た
ら
、
私
は

｢

も
の
が
そ
こ
に
在
る｣

と
は
到
底
言
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
私
は
、
こ
こ
と
そ

こ
の
間
に
あ
る
も
の
を
、
見
え
る
光
景
か
ら
差
し
引
き
な
が
ら
世
界
を
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、｢

見
え
る
も
の｣

は
、
こ
の

｢

見
え
な
い
裏
面｣

と

し
て
の
奥
行
の
上
に
成
立
し
て
い
る
。

(�)
｢

奥
行
は
、
空
間
の
他
の
諸
次
元
よ
り
も
直
接
的
に
世
界
に
関
す
る
先
入
見
を
退
け
、
世
界
が
湧
出
す
る
原
初
的
経
験
を
再
発
見
す
る
よ
う
に
わ
れ
わ

れ
を
強
い
る
。
奥
行
は
、
い
わ
ば
あ
ら
ゆ
る
次
元
の
う
ち
で
最
も

『

実
存
的』

な
も
の
で
あ
る｣

(��
296)

(�)
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、｢

ム
ー
ア
の
彫
像
が
、
そ
れ
を
何
よ
り
示
し
て
い
る｣

(�
77)

と
述
べ
る
。

(�)���� ��45
〜46�(�)

こ
こ
で
、
ア
ー
ル
の
犯
し
た
誤
り
の
根
が
自
然
と
浮
き
彫
り
に
な
る
だ
ろ
う
。
ア
ー
ル
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
対
し
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
哲
学

に
お
い
て
、
絵
画
は
、
身
体
の
逆
転
性
か
ら
く
る
知
覚
の
延
長
作
業
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
以
上
、
ど
の
よ
う
な
生
も
根
源
的
に
は
芸
術
と
な
っ
て

し
ま
い
、
そ
の
結
果
、
芸
術
家
固
有
の
ス
タ
イ
ル
や
個
性
は
消
去
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
批
判
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
眼
を
持
つ
限
り
に
お
い
て
、

誰
も
が
芸
術
家
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
、
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ー
ル
に
よ
る
こ
の
批
判
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
思
想
を
正
確

に
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
く
る
全
く
の
誤
り
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
画
家
の
視
覚
を
忠
実
に
記
述
し
て
い
く
こ
と
で
、
そ
れ
が
ど
の

よ
う
に
成
立
し
て
い
る
の
か
、
何
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
る
に
、
ア
ー
ル
は
、
そ
う
し
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
辿
り
着

い
た
画
家
の
視
覚
の
出
発
地
点
か
ら
、
今
度
は
、
一
息
に
画
家
一
般
へ
と
飛
躍
す
る
。
そ
れ
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
意
図
を
無
視
し
、
そ
の
思
想

を
勝
手
に
拡
大
解
釈
す
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
確
か
に
、
お
の
れ
の
視
覚
か
ら
出
発
し
て
、
世
界
を
絵
に
変
え
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

視
覚
と
い
う
働
き
が
、
全
て
必
ず
芸
術
へ
と
行
き
着
く
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
目
の
前
に
在
る
世
界
を
、
一
幅
の
絵
画
へ
と
変
え
る

｢

実

体
変
化｣

の
運
動
に
は
、
己
の
身
体
、｢

見
る｣

と
い
う
た
っ
た
一
語
に
込
め
ら
れ
た
根
源
的
経
験
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
過
程

を
、
ア
ー
ル
は
一
切
無
視
し
て
い
る
。

(�)
｢

寧
ろ
画
家
の
方
が｣

(�����)
、
つ
ま
り
画
家
の
眼
の
方
が
、
私
の
身
体
か
ら
、
更
に
言
う
な
ら
、
そ
れ
と｢

血
縁
関
係｣

(�
28)

に
す
ら
あ
る

｢

物
の
間
か
ら｣

(�
69)

生
ま
れ
る
。

(�)

こ
こ
で
、
私
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

｢

私
は
こ
こ
で
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
道
を
発
見
し
ま
し
た
。
そ
の
道
に
、
そ
れ
の
最
初
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
私
自
身
の
思

索
の
道
が
、
そ
れ
な
り
の
仕
方
で
答
え
て
い
る｣

と
い
う
言
葉
、
ま
た
、
彼
の
詩
作
と
思
索
の
違
い
に
つ
い
て
の
言
葉
を
思
い
出
す
。
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(�)
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
問
い
と
は
、
そ
れ
の
解
答
が
与
え
ら
れ
る
と
、
そ
れ
自
身
も
姿
を
変
え
て
し
ま
う
よ
う
な
存
在
で
あ
る(�����

141

〜142)

。

(

九
州
大
学
大
学
院
人
文
科
学
府
博
士
後
期
課
程
・
哲
学)
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