
ド
=

シ
ャ
テ
-
ユ
の
芸
術
論

-

『
百
科
全
書
補
遺
』

｢
理
想
莫
｣

の
項
目
を
め
ぐ

っ
て

山

本

昭

彦

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
美
術
を
愛
好
し
､
詩
に
対
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
美
術
批

評
に
も
心
血
を
注
い
で
い
た
｡
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
二
十
四
才
の
処
女
出
版
は
美
術

批
評
で
あ
り
'
そ
の
後
の
い
-
つ
か
の
サ
ロ
ン

(官
展
)
評
で
､
ア
ン
グ
ル
派

を
論
じ
て
新
古
典
主
義
を
批
判
し
､
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
論
じ
て
想
像
力
論
を
展
開

し
た
ば
か
り
か
､
興
隆
し
て
き
た
写
真
技
術
の
意
義
を
い
ち
早
く
掴
み
'
ま
た

コ

ソ
ス
タ
ソ
ス
タ
ン
･
ギ
ー
ス
と
い
う
無
名
の
画
家
の
批
評
と
い
う
形
を
も
用

い
て
同
時
代
の
芸
術
を
論
じ
た
｡
音
楽
の
面
で
も
'
パ
リ
で
は
不
評
だ
っ
た
ヮ

グ
ナ
I
を
い
ち
早
く
熱
狂
的
に
受
け
入
れ
る
､
と
い
っ
た
具
合
に
終
生
､
芸
術

諸
分
野
の
批
評
に
取
り
組
ん
だ
｡

こ
れ
ら
の
批
評
が
ど
れ
も
面
白
く
､
今
日
な
お
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
多
い

の
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
高
み
か
ら
裁
定
を
下
す
の
で
は
な
-
'
芸
術
の
鑑
賞
者

と
し
て
の
自
己
の
関
心
'
感
覚
を
前
面
に
出
し
'
例
え
ば
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
絵
か

ら
圧
倒
的
な
印
象
を
受
け
れ
ば
そ
の
印
象
を
受
け
た
自
分
を
見
つ
め
､
そ
の
印

象
の
理
由
､
秘
密
を
問
い
､
自
分
の
感
じ
方
を
記
述
し
て
い
る
か
ら

で
あ

ろ

う
｡
芸
術
作
品
を
見
､
味
わ
い
'
評
価
す
る
時
の
基
準
を
､
外
的
な
形
式
や
様

式
'
題
材
の
み
に
求
め
ず
､
見
る
者
の
内
面
を
尊
重
し
た
こ
と
が

｢
ロ
マ
ン
主

義
｣
'
｢近
代
性
｣
の
一
特
徴
と
な
っ
た
｡
と
こ
ろ
で
､

｢
理
想
｣
と
い
う
語
を

介
し
て
こ
の
よ
う
な
内
面
の
尊
重
に
非
常
に
近
い
考
え
方
を
示
し
て
い
た
作
家

が
18
世
紀
未
に
あ
っ
た
｡

『
百
科
全
書
補
遺
』
に

｢
理
想
美
｣
の
項
目
を
寄
せ

た
ド
=
シ
ル
テ
-
ユ
の
こ
と
で
あ
る
が
へ
今
で
は
全
-
忘
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う

1l

に
思
え
る
｡

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
美
術
批
評
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
直
接
の
影
響
を
受
け
た
の

は
'
デ
ィ
ド
p
t
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
､
バ
ル
ザ
ッ
ク
か
ら
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
｡
ボ

ー
ド
レ
ー
ル
が
書
い
た
も
の
の
中
に
は
ド
=
シ
ャ
チ
リ
ユ
へ
の
言
及
は
み
ら
れ

ず
'
ド
=
シ
ャ
チ
リ
ユ
を
読
ん
だ
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
｡
こ
の

｢
理
想

美
｣
の
項
目
も
'
同
じ

『
百
科
全
書
』
の
中
の
デ
ィ
ド
p
の
美
学
と
も
大
い
に

但

異
な
る
｡

け
れ
ど
も
ド
=

シ
ャ
テ
-
ユ
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
非
常
に
近
い
感
じ

方
'
考
え
方
を
示
し
て
い
て
我
々
の
関
心
を
惹
-
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
ま
ず
ド

=

シ
ャ
チ
リ
ユ
の
言
う

｢
理
想
的
｣
と
は
ど
ん
な
も
の
か
を
見
て
み
ょ
う
｡
こ

の
項
目
は

『
百
科
全
書
』
で
五
ペ
ー
ジ
に
及
び
､
日
本
語
に
直
せ
ば
四
百
字
詰

め
で
約
五
十
枚
に
は
な
る
分
量
な
の
で
興
味
深
い
部
分
を
選
ん
で
紹
介
す
る
こ

と
に
す
る
｡
便
宜
上
､
原
文
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
毎
に

〔
1
〕
～

〔
22〕
の
番
号
杏

ふ
っ
た
｡
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ts
,)
B
eau
ldeat･
｢
理
想
的
｣
､
形

容
詞
､
(美
術
)

｢
理
想
美
｣
｡

｢
理
想
的
｣
は
通
常
の
用
法
で
は
､
全
く
現
実

性
を
持
た
な
い
も
の
､
そ
し
て
想
像
か
､
判
断
の
中
だ
け
に
あ
る
も
の
を
意
味

す
る
o
L
か
し
美
術
に
関
し
て
は
こ
の
表
現

〔
｢
理
想
的
｣
〕
は
悪
い
意
味
か

ら
は
程
遠
く
'
美
術
に
到
達
可
能
な
完
成
の
最
高
点
を
指
す
こ
と
が
多
い
｡
と

り
わ
け
絵
画
と
彫
刻
に
よ
-
あ
て
は
ま
る
｡
詩
や
音
楽
に
つ
い
て
も
無
縁
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
後
に
見
る
つ
も
り
で
あ
る
｡
ま
ず
は
絵
画
か
ら
始
め

よ
う
､
と
い
う
の
も
我
々
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ



と
は
'
彫
刻
そ
し
て
建
築
と
で
さ
え
直
接
の
関
係
の
薄
い
こ
と
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
｡｣

古
典
主
義
の
時
代
に
は
芸
術
に
も
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
あ
り
'
建
築
'
彫
刻
の

方
が
絵
画
よ
り
も
高
い
芸
術
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
｡
絵
画
は
装
飾
に
過
ぎ
ず
'
模
倣
の
芸
術
で
あ
る
と
い
う
の
が

一
般
的
な

考
え
だ
っ
た
｡
ド
-
シ
ャ
チ
リ
ユ
は
敢
え
て
'
絵
画
か
ら
始
め
よ
う
と
す
る
｡

し
か
し
こ
こ
で
詳
細
に
見
る
前
に
へ
こ
の
伝
統
的
な

｢
理
想
｣
が
､
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
に
お
い
て
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
を
先
に
見
て
お
き
た
い
｡
と
い
う

の
も
例
え
ば

『
悪
の
華
』
.に
は
'
青
白
い
ガ
ヴ
ア
ル
二
の
絵
に
出
て
-
る
よ
う

な
女
た
ち
よ
り
も

｢
私
の
真
赤
な
理
想
m
o
n
ro
u
g
e
id
かalJ
マ
ク
ベ
ス
婦
人

を
/
と
い
う
強
烈
な
噂
好
を
表
し
た

｢
理
想

x
v
ZZl.
L
.td
か
al
J

と
題
す
る

詩
が
あ
り
'

｢
霊
的
な
曙

XLV
I
･
L
'A
u
be
sp
iritu
elJ

に
は
'
到
達
不
可

能
で
あ
る
が
故
に
そ
れ
に
憧
れ
る
者
の

T
心
を
む
し
ば

む

｢
理
想
｣
)')d
e
al

ron
geurL
せ
い
う
語
も
み
ら
れ
る
｡
.『
小
散
文
詩

(
｡ハ
リ
の
憂
欝
)
』

に
も

｢

理
想
｣
の
女
べ
ネ
デ
ィ
ク
タ
(｢
ど
ち
ら
が
本
当
の
彼
女
か
x
X
X
V
I:I
LaqueLle

細

est
ta
v
ra
ie
?J

が
出
て
-
る
｡

し
か
し
現
代
的
な
観
点
か
ら
い
っ
て
理
解

し
に
く
い
の
は
こ
う
し
た

｢
理
想
｣
で
は
な
く
'
美
禰
批
評
の
用
語
と
し
て
の

｢
理
想
｣
で
あ
る
｡
例
え
ば

『
一
八
四
六
年
の
サ
ロ
ソ
』
第
七
章
は

｢
理
想
と

モ
デ
ル
に
つ
い
て
｣
･一と
題
さ
れ
て
い
る
｡
普
通
理
想
と
言
え
ば
唯

1
絶
対
と
考

え
た
く
も
な
る
が
'
こ
こ
で
は
単
数
の
他
に
複
数
形
の

｢
理
想

ideats｣
が
用

.

い
ら
れ
我
々
を
混
乱
さ
せ
る
｡

｢
し
か
し
画
家
の
魂
の
中
に
は
個
体
と
同
じ
数

だ
け
の
理
想

id
かal
S
が
あ
る
､
な
ぜ
な
ら
肖
像
と
は
'
モ
デ
ル
に
芸
術
家
が

加
わ
o.て
複
雑
化
し
た
も
の
だ
か
ら
だ
｡｣
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る

｢
理
想
｣
と

細

は
絵
の

｢
モ
デ
ル
｣
と
い
う
程
の
意
味
に
と
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
用
例
は
デ
ィ

蜘

ド
p
に
も
み
ら
れ
､
美
術
批
評
の
用
語
と
し
て
は
特
に
珍
し
く
は
な
い
か
ふ
し

れ
な
い
｡
し
か
し

｢
一
個
の
理
想
､
そ
れ
は
'
個
体
に
よ
っ
て
矯
正
さ
れ
た
個

体
､
絵
筆
ふ
し
く
は
墓
に
声
っ
て
再
構
築
さ
れ
'
自
ら
生
来
も
つ
調
和
の
真
実

.川r

へ
と
戻
さ
れ
た
個
体
な
の
だ
Q｣

と
い
う
用
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
の
場
合
､
は
っ
き
り
と
古
典
主
義
と
は
異
な
る
美
学
に
基
づ
い
て
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
O
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
い
た
上
で
再
び

ド
=
シ
ャ
チ
リ
ユ
堅
戻
っ
て
み
よ
う
｡

｢
〔
2
〕
港
南
に
は
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
し
か
な
い
｡

模
倣
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
と

｢
理
想
｣
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

〔
le
genr
e
idbal〕

で
あ
る
｡
こ
こ
に
は
三
つ
の
異
な
っ
た
対
象
が
含
ま
れ
て
い
る
｡

〔
L
〕
自
然

の
正
確
な
模
倣
｡
こ
れ
は
通
俗
的
で
限
定
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
て
'
日
に

し
て
い
る
も
の
を
写
す
こ
と
で
し
か
な
い
｡

〔
2
.〕
美
し
い
自
然
の
選
択
｡
こ

れ
に
は
趣
味
や
品
格
が
求

め
ら
れ

る
｡

〔3
.〕
抽
象
的
で

｢
理
想
的
｣
.な
美

〔
ta
b.eautか
abstraite
&

id
ba
le
]
の
探
究
へ
こ
れ
に
は
才
能
以
上
の
も

の
が
要
成
さ
れ
'
ま
さ
に
天
才
に
よ
る
作
品
と
な
る
｡
こ
の
三
つ
の
芸
術
の
作

用
の
う
ち
､
二
つ
は
模
倣
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
し
､

1
つ
だ
け
が

｢
理
想
｣
の
.ジ

ャ
ン
ル
に
属
す
る
｡｣

西
欧
に
お
い
て
は
芸
術
と
い
え
ば
模
倣
と
い
-
概
念
で
考
え
る
伝
統
が
あ

る
｡
17
'
18
世
紀
の
古
典
主
義
に
お
い
て
も
こ
の
模
倣
の
概
念
は
支
配
助
だ
っ

た
｡
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
芸
術
は
自
然
の
頗
倣
で
あ
る
と
言
い
､
17
世
紀
の
芸

術
も
理
性
に
基
盤
を
置
く
が
､
そ
の
理
性
は
自
然
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
｡
芸
術
家
は
自
然
を
模
倣
す
る
が
､
こ
の
時
芸
術
の
目
的
は
真
理

と
な
る
｡
芸
術
は
科
学
の
領
域
に
吸
収
さ
れ
独
自
の
領
域
も
.自
律
性
も
持
た
な

い
こ
と
に
な
る
｡
た
だ
'

一
口
に
模
倣
と
言
っ
て
も
'
何
を
ど
う
模
倣
す
る
か

に
つ
い
て
は
様
々
な
考
え
方
が
出
さ
れ
た
｡
例
え
ば
文
学
の
根
本
原
理
を
良
識
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や
教
化
に
･求
め
た
ザ
ヮ
ロ
ー
に
と
っ
て
は
､
自
然
の
模
倣
と
は
理
性
的
に
把
握

遷
親
ね
人
間
性
を

｢真
実
ら
し
さ
｣
を
も
っ
て
表
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
L
t

彫
刻
に
閑
･}
て
､･
ヴ
ィ
ソ
ケ
ル
マ
ン
に
と
っ
て
は
､
自
然
の
模
倣
で
は
な
-
舌

端
寄
り
.シ
.IF･.の
疲
倣
で
あ
っ
た
｡
ア
ベ
･
..'t
ト
ゥ
I
に
拠
れ
ば
芸
術
家
は
自
焦

9
中
か
ら

｢美
し
い
自
然

)a
betle
nature｣
を
ひ
き
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら

鬼
い
,0
.即
ち

｢現
存
す
る
真
実

te
vrai
q
ui
est｣
を
写
す
の
で
は
な
く

▲.r
あ
選
得
べ
き
真
実
･-e
v
r
a
i

q
u
i
p
e
u
t
atre｣
を
模
倣
す
る
こ
と
が
問
題

hP

と
な
る
｡

こ
う
な
る
と
'
模
倣
と
い
っ
て
も
た
だ
単
に
写
せ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は

な
く
､
何
を
写
す
か
と
い
う
価
値
判
断
が
必
要
に
な
る
｡
何
を
写
す
べ
き
か
'

そ
れ
を
選
ぶ
の
が

｢趣
味
｣
だ
､
と
古
典
主
義
は
言
う
｡
が
､
ド
=
シ
ャ
テ
リ

ユ
は
.
｢
〔3
〕
多
少
な
り
と
も
美
術
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
は
'

〔-
〕
画

家
や
彫
刻
家
に
と
っ
て
美
の
模
範
を
生
ぜ
し
め
る
に
は

｢美
し
い
自
然
｣
の
選

択
だ
け
で
十
分
で
あ
る
､
と
民
衆
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡｣

と
述
べ
､-

ま
た

｢神
性
か
ら
産
み
出
さ
れ
た
我
々
の
魂
は
'
そ
れ
自
体
'
原
初

の
イ
デ
I
t
あ
ら
ゆ
る
物
の
原
型
'
即
ち
我
々
の
感
覚
が
伝
達
し
て
く
る
ま
だ

形
を
な
し
て
い
な
い
心
像
を
､
我
々
の
魂
が
絶
え
ず
そ
こ
に
送
り
届
け
る
完
壁

な
原
型
を
持
っ
て
い
る
､
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
考
え
に
同
調
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
｣
と
､
プ
ラ
ト
ン
的
な
イ
デ
ア
の
考
え
方
も
抽
象
的
な
も
の
と
し
て
退
け

る
｡
そ
し
て

〔
2
〕
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
､
模
倣
の
伝
統
的
な
考
え
方
の
再
編

を
求
め
､
そ
れ
ま
で
古
典
主
義
理
論
'
或
い
は
プ
ラ
ト
ソ
哲
学
の
中
に
取
り
込

ま
れ
て
い
た

｢
理
想
｣
を
新
た
に
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
提
出
し
直
す
と
こ

ろ
に
ド
=
シ
ャ
チ
リ
ユ
.の
独
自
性
が
あ
る
｡

次
い
で
抽
象
を
排
し
､
友
人
で
あ
り
'
当
代
随

一
と
考
え
ら
れ
て
い
た
画
家

メ
ソ
グ
ス
と
の
会
話
を
通
じ
て
'
具
体
的
な
作
品
か
ら
受
け
る
印
象
に
則
し
て

ド
=
シ
ャ
テ
リ
ユ
は
自
分
の
考
え
を
発
展
さ
せ
る
｡.

｢
〔
4
〕
絵
画
芸
術
に
詳
し
け
れ
ば
詳
し
い
ほ
ど
こ
の
巨
匠
の
作
品
に
特
別
の

美
を
見
出
す
'
も
っ
と
上
手
-
言
え
ば
其
の
美
､
模
倣
に
よ
る
如
何
な
る
美
に

も
造
か
に
ま
さ
る

｢
理
想
｣美
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
私
は
･気
付
い
た
｡｣
こ

う
言
い
な
が
ら
も
ド
=

シ
ャ
テ
リ
ム
は
古
代
人
､
そ
し
て
そ
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
で

一

あ
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
は
ど
こ
に
こ
れ
ほ
ど
完
壁
な
モ
デ
ル
を
見
つ
け
た
の
だ
ろ
う

か
と
自
問
し
つ
つ
､
メ
ソ
グ
ス
の
言
葉
を
伝
え
る
｡

｢我
々
が

一
般
に
物
に
つ

い
て
持
つ
観
念
と
は
非
具
体
的
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
人
や
馬
.に
つ
い

て
の
観
念
を
持
つ
時
'
或
る
特
定
の
人
､
或
い
は
我
々
の
想
像
の
中
に
実
在
す

る
馬
を
思
い
描
-
だ
ろ
う
か
?
む
し
ろ
逆
で
､
或
る
国
'
或
る
階
級
の
人
間
(

或
る
特
定
の
物
に
特
有
の
も
の
す
べ
て
を
我
々
の
記
憶
か
ら
追
い
払
う
よ
う
に

思
わ
れ
る
｡
と
こ
ろ
が
芸
術
家
が
尋
ね
る
べ
き
は
､
ど
ん
な
個
人
的
な
思
い
出

よ
り
も
む
し
ろ
こ
の
抽
象
的
な
観
念
で
あ
る
｡
こ
れ
こ
そ
芸
術
家
が
.画
布
や
大

理
石
の
上
に
表
現
し
ょ
う
と
努
め
る
べ
き
も
の
な
の
だ
｡
ル
.-
ベ
ン
ス
'
ヴ
ア

ン
ダ
イ
ク
､
パ
ウ
ロ
･
ヴ
エ
ロ
ネ
Ⅰ
ゼ
に
は
彼
ら
の
絵
に
描
か
れ
た
人
物
に
そ

っ
く
り
な
親
族
､
友
人
､
或
い
は
家
政
婦
が
い
た
だ
ろ
う
｡
し
か
し
ラ
フ
ァ
エ

ロ
は
､
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
に
あ
る
聖
家
族
の
顔
に
そ
っ
く
り
の
顔
を
実
際
に
は
決

し
て
兄
は
し
な
か
っ
た
｡
彼
が
頭
に
思
い
描
い
た
の
は
'
美
し
い
女
性
'
愛
ら

し
い
子
供
に
つ
い
て
の
抽
象
的
で
一
般
的
な
観
念
で
あ
り
'
言
っ
て
み
れ
ば
ラ

フ
ァ
エ
ロ
は
そ
れ
を
彼
の
パ
レ
ッ
ト
と
絵
筆
で
翻
訳
し
た
の
だ
｡
従
っ
て

｢
理

想
｣
美
に
到
達
し
た
い
と
思
え
ば
'
物
を
模
写
す
る
の
で
は
な
く
そ
の
物
に
つ

い
て
の
観
念
を
表
現
す
べ
き
な
の
だ
｡

〔C
.e

st
1.id
かe
abstr
ai
te
&

generale
d
.u
n
e
be
l
l
e

f

em
m
e,
d
.u
n
bet
enfant
qu
.it
conp
t

d

an
s

ヽ
ヽ
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So
n
p
in
cea
u
.
S
i
t.O
n
v
e
ut

d
o
n
e
a
ttein
d
re
a
u
b
ea
u
id

ea
l,
ce
n
e

son
t

p

a
s
te
s
cho
ses
q
u
'il
fa
u
t
co
p
ler
)m
ai
S
le
s
id
e
es
d
es
ch
o
ses

●

q

u.

it
tau
t
ek
prim
er,]

と
い
う
動
詞
を
使
う
こ
と
は
'

19世
紀
半
ば
に
な
っ
･て
か
ら
は
盛
ん
に
お
こ
な

わ
れ
る
が
'

18世
紀
に
お
い
て
は
ま
だ
珍
し
い
こ
と
だ
｡
ド
=
シ
ャ
テ
ヮ
チ
が

内
面
を
重
視
す
る
芸
術
観
を
述
べ
る
時
に
､
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
.と
同
じ
よ
う
に

｢

㈱

翻
訳
｣
の
意
味
を
拡
大
し
て
用
い
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
も
興
味
深
い
･｡

こ
の

｢
物
.に
つ
い
て
の
観
念
を
表
現
す
べ
き
だ
｣
と
い
う
言
い
方
は
､
先
に

も
挙
げ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の

｢
し
か
し
画
家
の
魂
の
中
に
は
個
体
と
同
じ
数
だ

け
の
理
想

idかats･
が
あ
そ

な
ぜ
な
ら
肖
像
と
は
､
モ
デ
ル
覧
云
術
家
が
加

わ
っ
て
複
雑
化
し
た
.Q
の
だ
か
ら
だ
｣
と
い
う
11lJq
い
方
を
考
え
さ
せ
る
｡
観
念

と
理
想
へ
と
語
は
違
う
が
根
本
的
な
枠
組
み
は
同
じ
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
｡

19世
紀
の
.Jf
I
ド
レ
-
･ル
が
'
例
え
ば
風
景
画
を
措
く
に
も
た
だ
目
に
見
え
る

景
色
を
写
す
の
で
は
不
十
分
で

｢
わ
れ
わ
れ
が
ひ
と
つ
の
風
景
と
呼
ぶ
も
の
が

美
し
い
と
す
る
な
ら
､
そ
れ
は
自
薦
に
よ
っ
て
で
は
な
-
､
私
に
よ
っ
て
'
私

自
身
の
.お
か
げ
で
も
.っ
て
､
私
が
そ
こ
転
付
写
す
る
観
念
な
り
感
情
な
り
に
よ

っ
て
美
し
い
｣
の
だ
と
述
べ
て
.い
る
.こ
と
を
も
合
わ
せ
考
え
て
み
る
と
t
よ
り
.

は
っ
き
り
す
る
だ
ろ
う
｡

｢
植
物
質
な
り
.鉱
物
質
な
り
の
素
材
を
取
り
集
め
る

こ
と
に
よ
っ
七
能
く

1
個
の
感
情
を
表
出
す
る
こ
と
を
得
ぬ
Lfぅ
な
風
景
画
家

は
誰
に
も
せ
よ
芸
術
家
で
は
な
い

C
.est
d
ire
su
ffisa
m
m
e
n
t,
je
D
en
se
,

●

q
u
S
to
u
t
pay
sa
gi
ste.
q
y
l
n
e
Sa
it
p
a
s
tra
d
u
ire
u
n
sen
tim
en
t
p
a
r

u
n
a
sse
m
b
ta
g
e
d
e
m
a
ti官
e
v
e
g
か
ta
te
o
u
m
in
か
ra
t.e
A
.e

st
p
as
u
n

ヽ

a
rtisteL
こ
こ
.に
は

tra
d
u
ire

〔翻
訳
す
る
〕
と
い
う
動
詞
が
使
わ
れ
て
い

る
が
､
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
も
っ
と
大
胆
な
言
い
方
も
し
て
い
る
｡
1
き
わ
め
て

明
確
な
制
作
が
必
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
､
夢
の
言
語
が
き
わ
め
て
明

確
に
翻
訳
さ
れ
ん
が
た
め
で
あ
り
ま
す
｡

S
i
u
n
e
ex
かcu
tio
n
tres
n
ette

e
st
n
かcessa
ire
,
C
.elst.一P
O
u
r
q
u
P
le
la
n
g
a
g
e
d
u

re.v
e.
soit

.
t

rか
S

n
ettem
en
t
tra
d
u
it

.
1

功り
J

.こ
の
,
表
出
或
い
は
描
出
と
い
う
意
味
で

tra
d
亡
ire

以
上
で

｢
理
想
美
｣
が
存
在
す
る
こ
と
は
納
得
で
き
る
t
と
す
る
ド
=

シ
ャ

チ
リ
ユ
自
身
'
例
え
ば

｢
〔
7
〕
相
対
的
な
美
は
我
々
の
感
覚
を
喜
ば
す
も
の

で
あ
り
'
絶
対
的
な
美
は
､
判
断
や
比
較
の
.習
慣
に
よ
っ
て
鍛
え
ら
れ
磨
き
を

か
け
ら
れ
た
感
覚
を
喜
ば
す
も
の
で
あ
る
｣
と
述
べ
'
古
典
主
義
的
な
感
じ
方

考
え
方
を
の
ぞ
か
せ
る
こ
と
も
あ
る
が
'
芸
術

一
般
の
目
的
を
問
い
､
以
下
の

点
の
確
認
を
求
め
る
箇
所
で
は
や
は
り
伝
統
的
な
規
範
を
飛
び
出
し
て
い
て
面

白
い
｡
｢
一
､
完
壁
さ
が
芸
術
の
目
標
で
あ
り
美
の
基
準
で
あ
る
と
考
え
る
と
'.

手
段
と
目
的
を
取
り
違
え
た
奇
妙
な
誤
解
を
す
る
こ
と
に
な
る
｡
と
い
う
の
も

完
壁
と
は
正
し
い
意
味
で
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
'
相
対
的
で
あ
り
､
ど

ん
な
作
品
に
せ
よ
そ
の
作
品
の
完
壁
と
い
う
こ
と
は
そ
の
作
品
が
我
々
の
感
覚

に
も
た
ら
す
印
象
を
常
に
基
準
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
｡
一そ
し
て
二
'
こ
.の
原

理
に
模
倣
の
原
理
を
置
き
換
え
る
こ
と
は
'
更
な
る
根
拠
が
あ
っ･て
為
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
と
い
う
の
も
模
倣
に
.何
ら
か
の
功
績
が
.あ
る
以
前
に
'

模
倣
さ
れ
た
も
の
自
体
が
何
ら
か
の
美
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡｣
∵

こ
こ
で
特
に
注
臼
に
値
す
る
の
は

て

に
表
明
さ
れ
て
い
る
考
え
で
あ
ろ
う

が
､
作
品
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
感
覚
に
及
ぼ
す
印
象
を
基
準
と
す
る
こ
と

は
､
Jボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
批
評
に
お
い
て
は
頻
繁
た
み
ら
れ
る
が
'
こ
れ
こ
.そ
が

19
世
紀
■フ
ラ
ン
ス
に
到
っ
.て
ロ
マ
ン
主
義
の
近
代
性
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る

も
の
の
一
つ
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
｡

_
ド
=
シ
ャ
チ
リ
さ
は
こ
の
後
'
美
を
そ
の
起
源
か
ら
考
え
て
み
た
り
'
人
間

- ll-



に
固
有
の
'
快
感
を
待
た
い
と
い
う
感
情
か
ら
考
え
て
み
た
り
す
る
｡
そ
し
て

芸
術
の
他
の
領
域
を
論
じ
t
.音
楽
を
例
に
'
芸
術
は
模
倣
で
は
な
く
創
造
で
あ

る
と
言
明
す
る
に
到
る
｡

｢
〔11
〕
こ
の
発
展
の
過
程
の
な
か
で
'
自
然
の
模
倣
は
ど
の
様
な
位
置
を
占

め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡
鳥
の
歌
は
拍
子
が
と
れ
て
い
な
い
し
'
そ
の
響
き
も

ハ
ー
モ
ニ
ー
を
持
た
な
い
ど
こ
ろ
か
不
調
和
な
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
｡
音

秦
の
莫

〔
leⅦ
beautかs
de
la
m
usiqu
e
〕
は
す
べ
て

｢
理
想
的
｣
で
あ
っ

て
'
手
探
り
に
よ
っ
て
'
つ
ま
り
､
自
分
た
ち
の
作
品
に
満
足
す
る
ま
で
つ
け

足
し
た
り
削
っ
た
り
'
手
直
し
し
た
り
訂
正
し
た
り
さ
せ
る
こ
の
本
能
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
を
理
解
し
億
い
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
?

だ
か
ら
芸

術
に
対
し
て
は
も
っ
と
公
平
に
な
り
'
人
々
が
と
り
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
高

貴
さ
と
い
う
称
号
を
芸
術
に
返
し
て
や
ろ
う
｡
芸
術
は
単
に
模
倣
し
て
い
る
だ

け
で
は
な
い
'
創
造
し
て
い
る
の
だ
｡
そ
し
て
自
然
を
模
倣
す
る
こ
と
に
は
飽

き
足
ら
ず
､
自
然
を
美
化
す
る
こ
と
が
出
来
る
し
'
人
間
の
思
想
'
即
ち
野
心

的
な
欲
望
と
快
楽
を
探
し
求
め
る
時
に
持
つ
熱
意
の
結
果
に
他
な
ら
な
い
人
間

の
思
想
を
表
現
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡｣

更
監

茶
術
的
感
興
を
受
け
る
側
の
心
理
に
も
及
び
､
｢
〔13
〕
｢自
然
は
豊
か

で
あ
る
ば
か
り
か
美
し
い
と
い
う
の
は
本
当
だ
が
､
こ
の
自
然
は
我
々
に
と
っ

て
は
､
生
き
生
き
と
し
て
興
味
深
い
感
覚
に
満
ち
た
泉
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
う

い
っ
た
感
覚
を
刺
激
す
る
も
の
は
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
に
､
無
限
の
変
化
と

共
に
ば
ら
ま
か
れ
て
い
る
し
､
天
候
や
季
節
の
変
遷
､
あ
ら
ゆ
る
生
物
に
共
通

す
る
'
或
い
は
我
々
人
間
に
固
有
の
変
容
が
推
移
す
る
の
で
､
我
々
は
深
い
'

持
続
的
な
印
象
を
受
け
取
れ
な
い
こ
と
も
よ
く
あ
る
が
､
芸
術
が
こ
れ
を
助
け

に
来
る
｡
抽
象
と
誇
張
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
手
段
に
助
け
ら
れ
て
芸
術
は
自

焦
が
そ
う
す
る
以
上
に
我
々
に
感
興
を
引
起
し
感
動
さ
せ
る
に
到
る
･ご

と
書

-
O
こ
こ
で
は
も
は
や
芸
術
に
対
し
て
模
倣
と
い
う
概
念
は
不
十
分
と
な
り
'

抽
象
と
誇
張
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
捉
え
る
｡
加
え
て
E
･
A
･･
ポ
ー
の

｢構

成
の
原
理
｣
を
も
思
わ
せ
る
､
作
品
全
体
を
通
じ
て
計
算
さ
れ
た
一
貫
し
た
効

果
を
説
き
'

｢
理
想
美
｣
は
悲
劇
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
を
示
す
｡

古
典
主
義
の
絵
画
を
思
い
出
し
て
み
る
と
'
プ
ッ
サ
ン
で
も
'
グ
ル
ー
ズ
で

も
､
更
に
は
新
古
典
主
義
と
言
わ
れ
る
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
や
ア
ン
グ
ル
に
し
て
も
､

画
面
の
平
板
さ
と
い
う
印
象
が
あ
る
｡
画
面
が

一
つ
の
物
語
と
な
る
よ
う
に
様

々
な
挿
話
を
画
面
の
あ
ち
こ
ち
に
書
き
込
む
と
い
う
の
が
古
典
主
義
に
も
よ
く

み
ら
れ
る
画
面
の
構
成
法
で
あ
ろ
う
｡
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
ア
ソ
グ
ル
や
そ
の
亜

流
の
絵
に
つ
い
て
､
小
さ
な
画
面
の
寄
せ
集
め
で
あ
っ
て
､

一
個
の
全
体
と
し

て
の
強
い
印
象
に
欠
け
る
こ
と
を
繰
り
返
し
批
判
し
て
い
る
｡
勿
論
こ
の
時
ボ

ー
ド
レ
ー
ル
の
念
頭
に
あ
る
の
は
､

1
見
何
を
措
い
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い

よ
う
な
線
で
あ
り
な
が
ら
'
ち
ょ
っ
と
引
き
下
が
っ
て
'
絵
を

一
望
の
下
に
見

て
み
る
と
そ
の
色
彩
の
効
果
が
強
い
印
象
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
ド
ラ
ク
ロ

ワ
の
絵
で
あ
る
｡

こ
の
後
に
は
'
想
像
力
に
欠
け
､
舞
台
と
現
実
､
韻
文
と
散
文
の
区
別
が
出

来
ず
芸
術
の
わ
か
ら
な
い
観
客
虹
対
す
る
皮
肉
'

｢
こ
う
い
う
人
が
芝
居
を
見

に
行
く
と
い
う
の
は
､
ク
ラ
ブ
に
出
掛
け
る
か
'
闘
牛
を
見
に
行
く
よ
う
な
も

の
な
の
だ
｣
も
み
ら
れ
る
｡
芸
術
作
品
は
作
る
着
き
え
い
れ
ば
出
来
上
が
る
と

い
う
も
の
で
は
な
く
'
芸
術
作
品
の
感
動
と
は
そ
れ
を
受
け
取
る
側
の
問
題
で

も
あ
る
と
い
う
､
考
え
て
み
れ
ば
当
た
り
前
な
が
ら
t
.な
か
な
か
理
解
実
践
さ

れ
な
か
っ
た
が
故
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
あ
れ
だ
け
力
説
し
た

事
柄
を
ド
=

シ
ャ
チ
リ
千
も
述
べ
て
い
る
｡

｢
才
気
だ
け
が
残
っ
て
も
､
こ
れ

は
想
像
力
と
感
受
性
に
欠
け
て
い
る
時
に
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
こ
の
世
の

- 12-



道
具
な
･の
だ
℃｣

さ
一て
､
ド
-
シ
ャ
チ
リ
ユ
は
こ
こ
ま
で
で
芸
術
に
お
け
る

｢
理
想
｣

の
重
大

さ
を
示
し
た
が
更
に
先
､に
進
む
必
要
が
あ
る
と
言
う
｡
｢
〔
u
〕
｢
理
想
｣
が
芸

術
作
品
の
最
も
高
貴
で
価
値
の
高
い
部
分
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
に
は

｢
理
想
｣
の
ジ
ャ
ン
ル
が

｢模
倣
｣
の
ジ
ャ
ン
ル
に
卓
越
す
る
こ
と
を
保
証
す

る
次
の
三
つ
の
特
質
に
目
を
む
け
さ
せ
れ
ば
よ
い
｡

｢
理
想
｣
-の
ジ
ャ
ン
ル
は

3新
し
い
感
覚
を
刺
激
す
る
'

吻人
間
に
自
身
の
力
に
つ
い
て
の
高
い
観
念
を

吹
き
込
む
'

㈱想
像
力
に
大
い
な
る
飛
躍
を
も
た
ら
す
｡｣

続
く
貢
で
は
こ
れ
ら
の
特
質
に
つ
い
て
具
体
例
を
展
開
す
る
｡
ま
ず

｢新
し

い
感
覚
｣
に
つ
い
て
は
､

｢
〔
15
〕
あ
あ
'
魂
を
乱
し

一
種
の
酔
い
を
吹
き
込

む
独
特
な
魅
力
が
も
し

｢
理
想
美
｣
に
備
わ
っ
て
い
な
い
と
し
た
ら
'
こ
の
神

々
し
い
作
品
の
作
者
に
私
が
熱
狂
と
賞
賛
を
表
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
所
か
ら

私
を
立
ち
去
ら
せ
る
こ
の
思
い
も
か
け
な
い
動
揺
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
だ
ろ
う

か
｡
作
者
が
二
百
年
も
前
に
死
ん
で
い
る
こ
と
を
思
い
出
し
た
時
に

ど
う
し
て

ヽ

涙
の
流
れ
る
の
を
感
じ
'
深
い
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
印
象
を
持
っ
て
家
に
帰
っ
た

の
だ
ろ
う
か
?
｣
芸
術
作
品
を
前
に
し
て
憂
密
を
感
じ
涙
を
流
す
､
と
い
う
の

は
如
何
に
も
ロ
マ
ソ
派
的
な

｢新
し
い
感
覚
｣
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
.
次
い

で
'
自
身
の
力
に
つ
い
て
偉
大
さ
の
観
念
を
も
た
ら
す
こ
と
に
つ
い
て
は

｢
〔

16
〕
芸
術
家
は
日
銀
よ
り
も
高
い
と
こ
ろ
へ
自
ら
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
'

と
い
う
の
も
芸
術
家
は
行
動
も
思
考
も
共
々
'
表
現
す
る

〔rep
rか
senter〕

こ
と
を
知
っ
た
か
ら

で
あ

る
｡
更
に
優
れ
'
崇
高
な
思
考
を
も
表

現
す

る

〔ex
p
rim
er〕
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
｣
と
述
べ
､
想
像
力
に
関
し
て
は

｢
〔

17
〕
我
々
の
魂
は
､
】通
俗
で
馴
染
み
の
あ
る
物
よ
り
も
高
い
と
.こ
ろ
に
揚
げ
ら

れ
た
時
に
あ
ら
ゆ
る
自
由
を
取
り
戻
す
｡
･

従
っ
て
提
示
さ
れ
た
主
題
は
言
っ
て

み
れ
ば
魂
の
院
想
の
動
磯
に
過
ぎ
ず
'
魂
は
画
家
に
協
力
し
て
､
画
家
が
描
き

姶
め
た
に
過
ぎ
な
い
絵
を
完
成
さ
せ
る
｡
こ
れ
が
'
大
き
な
作
品
に
あ
っ
て
は

故
意
の
言
い
お
と
し
が
常
に
必
要
な
理
由

で
あ

る
｡
琴
薩
の
内
に
開
か
れ
た

空
､
天
の
栄
光
を
私
に
見
せ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
た
ま
え
｡
し
か
し
聖
母
が

神
の
御
胸
に
迎
え
ら
れ
る
た
め
に
蒼
等
に
登
っ
て
行
っ
た
ら
'

一
筋
の
光
が
､

た
だ

一
筋
の
開
か
れ
た
通
路
が
聖
母
の
住
ま
う
べ
き
光
輝
く
在
所
を
垣
間
見
さ

せ
る
と
し
た
ら
'
そ
の
時
に
は
わ
た
し
の
思
考
は
最
早
画
家
に
よ
っ
て
封
じ
込

め
ら
れ
て
ほ
い
な
い
｡
私
は
思
い
の
ま
ま
に
私
の
思
考
を
広
げ
､
強
め
る
｡
よ

り
荘
漠
と
し
て
'
形
が
定
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
思
考
は
大
い
な
る
も

の
と
な
る
｡｣

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が

『
1
八
五
九
年
の
サ
p
ソ
』.1?

｢諸
能
力
の
女
王
｣
と
呼

び
頗
揚
し
た
の
は
想
像
力
で
あ
っ
た
L
t
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
･ユ
ゴ
ー
に
不
満
を

抱
い
た
の
は
ユ
ゴ
ー
は
詩
に
お
い
て
も

｢
す
べ
て
を
わ
か
る
よ
う
に
説
明
し
て

し
ま
う
か
ら
｣
で
あ
り
'

｢故
意
の
言
い
お
と
し
｣
の
欠
如
を
呑
め
て
い
た
こ

蜘

と
を
思
わ
せ
る
｡

以
下
画
家
に
限
ら
ず
全
体
の
強
い
印
象
を
生
み
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る

芸
術
家
達

(
言
う
ま
で
も
な
く
'
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
と
っ
て
ほ
そ
の
代
表
は
ド

ラ
ク
ロ
ワ
で
あ
る
)
を
取
り
上
げ
て
論
じ
る
｡

｢
〔
18
〕
彼
等
は
森
の
様
子
を

表
現
し
た
の
で
あ
っ
七
､

一
本
の
木
の
肖
像
を
措
い
た
わ
け
で
は
な
い
｡
私
は

こ
れ
を
押
し
進
め
る
こ
と
を
恐
れ
な
い
.

｢
理
想
｣
は
歴
史
画
や
寓
意
画
だ
け

で
は
な
く
､
風
景
画
に
も
入
っ
て
来
る
の
だ
｡｣

.

こ
の
後
へ
フ
ラ
ン
ス
絵
画
が
低
調
で
あ
る
と
い
う
現
状
に
触
れ
'
そ
れ
を
芸

術
家
だ
け
の
責
任
で
は
な
く
フ
ラ
,ソ
ス
人
全
般
の
趣
味
の
問
題
と
す
る
｡
イ
タ

リ
ア
に
比
べ
北
方
の
人
々
は
美
術
の
魅
力
に
対
し
て
あ
告
り
感
受
性
が
な
い
と

こ
の
時
代
の
人
ら
し
く
風
土
論
を
語
る

〔
20
'
21
〕?

- 13-



最
後
に
'
･公
衆
に
う
け
る
仰
々
し
い
大
作
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
脇
の
'

｢
〔

22
〕
こ
れ
ほ
ど
野
心
的
で
は
な
い
主
題
で
あ
っ
.て
も
､
形
態
は
美
し
-
優
雅
に

描
か
れ
､
色
彩
は
注
意
深
く
考
え
ら
れ
'
全
体
の
印
象
は
和
や
か
で
調
和
に
満

ち
て
い
る
と

い
っ
た
｣
小
品
に
も
日
を
向
け
､
続
け
て
若
い
こ
れ
か
ら
の
画
家

に
対
す
る
注
意
を
述
べ
た
上
で

｢
我
々
の
王
の
宮
廷
は
こ
う
し
た
大
作
に
よ
っ

て
飾
ら
れ
る
べ
き
だ
が
'
証
そ
れ
と
い
う
特
定
の
人
に
注
文
さ
れ
た
り
委
ね
ち

れ
た
り
す
る
べ
き
で
は
な
い
｡
こ
う
し
た
尊
敬
す
べ
き
聖
域
に
収
め
ら
れ
る
前

に
コ
ソ
.ク
ー
ル
が
催
さ
れ
.'

公
衆
の
う
ち
の
見
識
あ
る
人
々
に
よ
っ
て
評
定
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
こ
で
は
国
民
の
恥
で
あ
る
か
栄
光
で
あ
る
か
が
証
明
さ

れ
る
の
だ
か
ら
｡｣

と
､
絵
画
を
特
権
階
級
が
独
占
し
な
い
こ
と
を
提
言
し
て

こ
の

｢
理
想
美
｣
.と
い
う
論
文
を
締
め
括
る
｡

以
上
に
み
た
よ
う
に

『
百
科
全
書
』
の
美
術
に
関
す
る
項
目
と
は
言
え
､
同

時
代
の
公
衆
の
'
美
術
に
接
す
る
態
度
に
も
触
れ
た

一
篇
の
美
術
批
評
と
言
い

得
る
も
の
.に
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
時
代
と
し
て
は
と
び
抜
け
た
認
識
も
示
し
て

い
る
｡
勿
論
芸
術
に
関
す
る
こ
と
は
時
代
の
進
展
と
同
列
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と

で
は
な
く
へ
常
に
一
個
の
人
間
'
個
性
が

1.番
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
だ
.

普
通
に
見
ら
れ
る
美
術
批
評
史
に
は
出
て
こ
な
い
ド
=

シ
ャ
テ
リ
ユ
を
思
い
起

こ
す
こ
と
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
美
術
批
評
を
読
む
に
も
益
す
る
と
こ
ろ
が
多
い

と
考
え
'
そ
の
親
近
性
に
注
目
し
つ
つ

｢
理
想
美
｣
の
特
色
を
考
察
し
た
O

註3

L
e
C
h
e
v
a
lier
d
e
C
H
A
T
E
L
L
U
X

に
つ
い
て
は
t
Jac
q
u
e
s
P
ro
u
st
.

A
D
id
e
ro
t
et
i.E
n
cyc
lo
p
ed
ie>
,.

)9
62

;
Sla
tk
in
e.
1982
,

A
n
n
ex
e
1
-4

L
e
s
co
lta
b
o
ra
teu
rs

d

e
1.E
n
c
y

c
lo
p
b
d
ie
"(p
.5
17
5
2
9
)

に
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
し
､
Jo
h
n
L
o
u
gh

,
A
T

h
e
C
o
n
trib
u
to
rs
to

th
e
E
嘗

y

c
Lo
p
b
d
ie>
,.
L
o
n
do
n
.
19
7
3
,
に
も
詳
し
い
こ
と
は
･書
か
れ

て
い
な
い

(
こ
れ
ら
の
資
料
は
岩
手
大
学
の
寺
田
元

一
氏
の
教
示
を
受
け

た
｡
記
し
て
謝
意
を
表
さ
せ
て
頂
く
)
｡
主
と
し
て
参
考
に
し
.た
百
科
全
章
､

美
術
批
評
史
関
係
の
以
下
の
文
献
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
｡
1
･
ブ
ル
ー
ス

J
t
平
岡
昇

･
市
川
慎

1
訳

『
百
科
全
書
』
岩
波
書
店
(
1
九
七
九
)･.
F
･

ヴ
エ
ソ
ト
ゥ
ー
リ
'
大
津
真
作
訳

『
百
科
全
書
の
起
源
』
法
政
大
学
出
版
局

(
一
九
七
九
)
｡
p
･
ア
ザ
ー
ル
'
小
笠
原
弘
親
他
訳

『
十
八
世
紀
ヨ
ー
や

ゲ

バ
思
想
』
行
入
社

(
1
九
八
七
).｡一
カ
ル
ロ
十

一､
フ
ィ
ル
I
.
平
岡
昇
訳

『
文
芸
批
評
』
文
庫
ク
セ
ジ
ュ

(
1
九
五
六
)
.
ア
ン
ド
レ
･
リ
.シ
ャ
ー
ル
､

村
松
剛
訳

『芸
術
批
評
』
文
庫
ク
セ
ジ
ュ

(
1
九
五
九
)
｡
L
･ヴ
≠
シ
ト
ク

ヽ

ー
リ
'
辻
茂
訳

『
美
術
批
評
史
第
二
版
』

み
す
ず
書
房

(
一
九
七
七
).
坂

崎
担

『十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
･絵
画
の
研
究
』
､岩
波
書
店

(
一
九
三
七
)
｡
ア

ザ
ー
ル
は
ド
=
シ
ャ
テ
リ
ユ
に
言
及
し
て
い
る
が
こ
の

｢
理
想
美
｣
k
･は
触

れ
て
い
な
い
｡
文
学
辞
典
'
百
科
辞
典
等
に
も
殆
ど
記
載
が
な
い
が
､
や
や

詳
し
い
記
述
の
あ
る
A
D
ictio
n
n
ai
re
d
es
Littか
ra
teur

sV
,
L
a
ro
u
sse
㌔

)985
1
か
ら
要
約
す
る
と
'

｢C
H
A
S
T
E
L
L
U
X

(F
ra
n
GO
is
Jea
n
,･

m

arquis
d
e
)

1
七
三
四
年
パ
.リ
虹
生
ま
れ

1
七
八
八
年
パ
リ
で
死
ん
だ

大
開
明
貴
族
(侯
爵
)｡
軍
人
と
し
て
の
経
歴
を
積
み
t
p
シ
ャ
ン
ボ
ー
と
共

に
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
に
援
軍
と
し
て
参
加
し
た
｡
-文
芸
へ
哲
学
に
強
い
関

心
を
持
ち
'
当
時
の
種
痘
や
動
物
磁
気
に
つ
い
て
の
論
争
に
加
わ

っ
て

い

る
｡
ア
ル
ガ
ロ
ッ
テ
ィ
の

『
オ
ペ
ラ
論
』
､を
仏
訳
し
た
-
'
詩
や
音
楽
に
つ

い
て
も
様
々
な
論
文
を
書
い
て
い
る
9

1七
七
二
年
に
･『
民
衆
の
至
福
に
･つ

い
て
-
或
い
は
歴
史
の
様
々
な
時
期
に
お
け
る
人
間
の
運
命
に
関
す
る
省
察

』
を
出
版
｡
時
代
の
好
み
に
あ
っ
た
雄
大
な
総
括
で
あ
り
､
こ
れ
に
よ
･つ
て

ド
-

シ
ャ
チ
リ
ユ
の
名
は
知
ら
れ
ヘ
ア
デ
･～
-

･
フ
ラ

ソ
･.セ
-
ズ
の
会
見
に
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選
ば
れ
た
｡
ア
メ
リ
カ
で
の
体
験
､
ワ
シ
ン
ト
ン
と
の
交
遊
か
ら

『
一
七
八

〇
､
八

一
､
八
二
年
の
北
ア
メ
リ
カ
旅
行
』
(
一
七
八
六
)
を
出
版
'
独
立
戦

争
､
風
俗
習
慣
'
風
景
を
報
告
し
た
が
､
ブ
-
ソ
の
強
い
批
判
に
あ
っ
た
｡｣

尚
､
目
に
し
得
た
限
り
で
は
唯

一
'
桑
原
武
夫
編

『
フ
ラ
ン
ス
百
科
全
書

の
研
究
』
岩
波
書
店

(
一
九
五
四
)

｢第
九
章
芸
術
論
｣
が
ド
=

シ
ャ
テ
-

ユ
を

｢
十
八
世
紀
美
学
界
に
お
け
る
飛
石
的
先
駆
者
で
あ
り
へ
そ
の
項
目
A

理
想

V
は

｢
百
科
全
書
｣
の
芸
術
論
中
の
白
眉
で
あ
る
こ
と
を
特
記
せ
ず
に

は
お
ら
れ
な
い
｡｣
(
二
七
三
貢
)
と
評
価
し
て
い
る
｡

ド
=

シ
ャ
テ
リ
ユ
が

『
百
科
全
書

〔補
遺
を
含
む
〕』

に
寄
せ
た
の
は
こ

の
項
目

｢
理
想
的
｣

た
だ

1
つ
で
あ
る
｡

A
E
n
cy
c
to
p
ed
ie

o
u
D
ic
tio
･

n
n
a
ire
ra
iso
n
n
か
d
es
sc
ien
ce
s
.
d
es
a
rts
e
t
d
es
mか
tiers
>,,

)
751
-
177
7
,
R
e
a
d
ex

M

icroprint
.

5
v

ol,
N
.
Y
.
,
19691

A
Su
p
ptかm
ent>
,
tom
e
3,

LA
i

dかal",
p
.5
14
g
･
5
)9
g
,
『
百
科
全
書
』

本
巻
に
は

｢
理
想
的

.Lid
e
at"
J
と
い
う
項
目
は
な
い
o

吻
こ
の

『
百
科
全
書
補
遺
』
五
巻
は
オ
ラ
ン
ダ
で

『
百
科
全
書
』
の
第
二
刷

ヽ

と
共
に
出
版
さ
れ
た
が
デ
ィ
ド
ロ
は
関
係
し
て
い
な
い
｡
デ
ィ
ド
ロ
は

『
百

科
全
書
』
で
は

｢美
｣
の
項
を
執
筆
､
美
を

｢
関
係
｣
の
知
覚
と
し
た
が
､

美
は
感
覚
に
関
す
る
と
い
う
よ
り
は
理
性
に
よ
る
も
の
と
古
典
主
義
的
な
考

え
を
示
す
｡

『
百
科
全
書
』
の
項
目
と
し
て
も
最
も
早
く
書
か
れ
た
も
の

(

一
七
五
〇
年
)
で
あ
り
､

一
七
五
九
年
か
ら
八

一
年
ま
で
に
九
回
書
か
れ
た

デ
ィ
.it
P
の

｢
サ
ロ
ソ
｣
評
に
先
立
つ
も
の
で
'
未
だ
美
術
作
品
に
は
あ
ま

り
詳
し
く
な
い
時
期
の
も
の
な
の
で
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
｡

㈹
｢
19

貧
者
の
玩
具
｣
･に
は
｢理
想
的
な
酪
画

u
n
e
p
ein
tu
re
id
e
a
te｣

と
い
う
語
が
あ
る
が
､
こ
れ
は
ド
=
シ
ャ
テ
リ
･ユ
が
使
う
意
味
で
の

｢
理
想

｣
と
は
関
係
が
な
い
だ
ろ
う
｡
し
か
し

｢
27

壮
烈
な
死
｣
の
フ
ァ
ン
シ
ウ

-
ル
が

一
夜
､
完
壁
な
芸
を
披
露
し
た
時
に

｢完
全
な
理
想
の
化
身

une

p
a
rfa
ite
id
か
a
lis
ation｣
だ
っ
た
と
言
う
時
､
こ
の
用
語
法
は
以
下
に
衣

る
'

｢
｢
理
想
｣
の
実
現
｣
を
意
味
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
｡

囲
阿
部
良
雄
訳

『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
Ⅲ

美
術
批
評

上
』
筑
摩
書
房

(

一九
八
五
)､

一
二
二
頁
｡
な
お
訳
注

一
九
〇
に
阿
部
良
雄
は

｢
こ
の
あ
た

り
の

｢
理
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