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晩
年
に
「
モ
デ
ル
ニ
テ
」
の
定
式
を
提
出
す
る
。
二
人
を
比
較
す
る
時
に

見
え
て
く
る
の
は
、
新
古
典
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
の
対
立
で
あ
り
、
ま
た

美
術
史
上
の
大
き
な
変
転
で
あ
る
。

　

し
か
し
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
研
究
に
お
い
て
、
彼
が
古
典
主
義
に
理
解
を
示

し
て
い
る
こ
と
は
共
通
認
識
と
な
り
つ
つ
あ
る（

3
）。
こ
の
点
か
ら
み
れ
ば
、

彼
が
単
純
に
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
理
論
に
対
立
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。
確
か
に
初
期
の
ロ
マ
ン
主
義
者
ら
は
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主
義
者
ら

と
対
立
し
て
い
た
。
だ
が
ロ
マ
ン
派
が
終
焉
を
迎
え
る
一
八
四
〇
年
代
と

も
な
れ
ば
、
流
派
の
対
立
が
解
消
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
時
代
は
文
学

者
ら
を
自
由
に
し
た
。
か
つ
て
ロ
マ
ン
主
義
者
で
あ
っ
た
テ
オ
フ
ィ
ル
・

序
　
時
代
の
両
義
性

　

美
術
評
論
家
と
し
て
の
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
（
一
八
二
一
―
一

八
六
七
）
は
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に

答
え
よ
う
と
す
る
際
、
美
術
史
家
が
し
ば
し
ば
行
っ
た
手
法
が
、
彼
を
ヨ

ハ
ン
・
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
（
一
七
一
七
―
一
七
六
八
）
と
比

較
し
て
み
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た（

1
）。
確
か
に
両
者
は
異
な
る
陣
営
に
属

す
る
。
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
は
古
典
主
義
を
継
承
し
て
「
理
想
美
」
を
理
論

化
し
、
今
日
で
「
新
古
典
主
義
」
と
一
般
的
に
呼
ば
れ
る
一
大
流
派
の
祖

と
な
る（

2
）。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
ロ
マ
ン
主
義
後
期
の
作
家
と
し
て
出
発
し
、

論
説ボ

ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主
義
の
受
容

「
理
想
美
」・「
モ
デ
ル
ニ
テ
」・
レ
ア
リ
ス
ム
批
判

小
倉
康
寛
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を
め
ぐ
る
理
論
的
な
枠
組
み
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
1
章
　「
理
想
美
」
の
要
点

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
受
容
は
早
く
、『
古
代
美
術

史
』
の
仏
訳
は
、
原
著
の
出
版
か
ら
わ
ず
か
二
年
後
の
一
七
六
六
年
に
出

版
さ
れ
た（

5
）。
以
後
、
翻
訳
は
重
ね
ら
れ
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
が
『
ド
イ
ツ

論
』（
一
八
一
三
）
の
第
六
章
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
十
九
世
紀
の
基
礎

的
な
教
養
と
な
っ
て
い
く（

6
）。
こ
う
し
た
様
相
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
も
、

以
下
で
は
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主
義
の
中
核
と
な
る
概
念
「
理
想
美
」
に
つ

い
て
ま
と
め
る
。
こ
れ
が
端
的
に
示
さ
れ
た
箇
所
は
『
古
代
美
術
史
』
第

一
部
、
第
四
章
で
あ
る
。
彼
が
古
典
主
義
か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
を
含
め

て
要
点
は
三
点
あ
る
。

1-

1
　
真
善
美
の
一
致

　

ま
ず
「
理
想
美
」
の
特
徴
の
一
つ
は
真
善
美
の
一
致
で
あ
る
。「
最
高

の
美
は
神
に
あ
る
。
美
の
理
念
は
、
そ
れ
が
神
と
の
調
和
に
お
い
て
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
統
一
と
不
可
分
の
理
念
が
我
々
を
物
質

か
ら
遠
ざ
け
る
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
完
璧
な
も
の
と
な
る（

7
）」。
こ

の
よ
う
に
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
は
神
と
の
合
一
を
目
指
す
の
で
あ
り
、
芸
術

の
美
は
、
宗
教
的
な
善
や
哲
学
的
な
真
理
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

ゴ
ー
テ
ィ
エ
（
一
八
一
一
―
一
八
七
二
）
は
、
若
い
頃
か
ら
の
古
代
ギ
リ

シ
ア
に
対
す
る
情
熱
を
再
燃
さ
せ
て
、
い
よ
い
よ
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主
義

の
側
に
身
を
転
じ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
文
筆
業
を
開
始
し
た
頃
は
、
こ

の
よ
う
に
両
義
的
な
時
代
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
対
立
を
強
調
す
る
の
で

は
な
く
、
具
体
的
に
相
違
点
を
検
証
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　

こ
の
論
題
は
、
阿
部
良
雄
訳
の
全
集
の
註
釈
や
、
ウ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・

ド
ロ
ス
ト
が
編
纂
す
る
美
術
評
論
の
註
釈
で
簡
単
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
の

み
で
、
全
体
的
な
見
通
し
が
つ
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た（

4
）。
実
際
、
こ
れ

を
議
論
す
る
際
の
困
難
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
仕
事
で
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン

の
名
が
具
体
的
に
登
場
す
る
箇
所
が
わ
ず
か
に
二
例
し
か
な
い
こ
と
で
あ

る
（『
一
八
五
五
年
の
万
国
博
覧
会
』
と
『
現
代
生
活
の
画
家
』）。

　

し
か
し
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
主
著
『
古
代
美
術
史
』（
一
七
六
四
）
を

読
ん
だ
上
で
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
仕
事
に
立
ち
戻
る
と
、
実
は
間
接
的
な
が

ら
も
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
『
古
代
美
術
史
』
を
意
識
し
て
い
る
と
考
え
て

差
し
支
え
の
な
い
箇
所
が
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
研
究
の
観
点
か
ら
こ
れ

を
整
理
す
る
こ
と
は
、
美
術
史
研
究
に
示
唆
を
与
え
る
よ
う
に
思
え
る
。

本
稿
で
は
、
次
の
手
順
で
検
証
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
ヴ
ィ
ン
ケ
ル

マ
ン
の
美
意
識
の
中
で
も
「
理
想
美
」
を
手
短
に
ま
と
め
、
参
照
す
る
べ

き
基
盤
を
作
っ
て
お
く
。
次
に
美
術
評
論
を
コ
ー
パ
ス
と
し
つ
つ
、
年
代

ご
と
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
見
解
を
ま
と
め
る
。
最
後
に
「
理
想
美
」
と

「
モ
デ
ル
ニ
テ
」
の
相
違
と
い
う
観
点
か
ら
整
理
し
、
レ
ア
リ
ス
ム
批
判
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ら
副
次
的
に
生
ま
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
真
善
美
は
一

致
す
る
。

　

し
か
し
こ
れ
は
、
美
が
真
や
善
に
従
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
。
美
を
独
自
の
領
域
と
し
て
確
立
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
期
に
は
既
に
あ
っ
た
。
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ

に
そ
の
萌
芽
が
み
ら
れ
た（

10
）。
し
か
し
真
善
美
の
一
致
が
解
体
さ
れ
る
の

は
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
で
起
き
た
「
芸
術
の
た
め

の
芸
術
」
運
動
を
経
た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
活
躍

し
た
十
八
世
紀
中
葉
、
芸
術
は
哲
学
や
宗
教
か
ら
独
立
し
て
い
な
か
っ
た
。

か
く
し
て
「
理
想
美
」
の
最
初
の
要
件
は
、
古
典
主
義
か
ら
の
引
き
継
ぎ

事
項
な
の
で
あ
る
。

　

実
際
、《
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の
ア
ポ
ロ
》
像
（
図
1
）
を
前
に
し
て
、

ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
は
精
神
が
崇
高
な
高
み
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
述
べ
る
。

「
ア
ポ
ロ
像
は
、
破
壊
を
免
れ
た
古
代
の
作
品
の
全
て
の
中
で
、
美
術
の

最
高
の
理
想
で
あ
る
。（
中
略
）
私
は
こ
の
芸
術
の
奇
跡
を
見
る
時
、
全

て
を
忘
れ
、
鑑
賞
に
あ
た
っ
て
は
尊
厳
を
持
っ
て
接
し
よ
う
と
、
私
自
身

が
高
尚
な
態
度
を
取
る（

11
）」。
彼
は
彫
刻
の
美
し
さ
を
前
に
し
て
自
ら
の

精
神
を
高
め
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
彫
像
を
美
の
み
な
ら
ず
、
善
の
現
れ

と
み
な
す
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

う
し
た
芸
術
の
位
置
づ
け
は
、
西
欧
の
古
典
主
義
特
有
の
も
の
で
あ
っ
て
、

今
日
の
我
々
が
考
え
る
「
芸
術
」
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
。
こ
れ
を
立
体

的
に
示
す
に
は
膨
大
な
議
論
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
美
術
史
家

エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
主
著
『
イ
デ
ア
』
で
示
し
た
説
に
沿
っ

て
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う（

8
）。

　

古
典
主
義
と
は
プ
ラ
ト
ン
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
芸

術
」
の
目
的
と
は
「
イ
デ
ア
」
を
知
覚
し
、
表
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
イ
デ
ア
」
と
は
、「
普
遍
的
な
、
永
遠
の
価
値
を
有
す
る
形
相
」
の
こ
と

で
あ
り
、
芸
術
家
個
人
の
独
創
性
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
イ

デ
ア
を
知
覚
す
る
手
法
は
、
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
。

　

ま
ず
プ
ラ
ト
ン
の
頃
に
イ
デ
ア
を
知
覚
す
る
と
は
真
理
を
知
覚
す
る
こ

と
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
科
学
者
＝
哲
学
者
」
の
領
分
で
あ
っ
た
。
美
は
自

然
科
学
の
探
求
の
中
で
、
副
産
物
と
し
て
生
じ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
を
挟
ん
で
、
中
世
に
変

化
す
る
。
イ
デ
ア
は
科
学
の
領
分
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
キ
リ
ス
ト
教
の

神
の
領
分
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
イ
デ
ア
を

知
覚
す
る
に
あ
た
っ
て
は
信
仰
心
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
時
代
の
芸
術
家
は
言
わ
ば
、
絵
筆
や
鑿
の
扱
い
方
を
心
得
た
宗
教
者
な

の
で
あ
っ
て
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
を
は
じ
め
、
芸
術
家
が
宗
教
者
を
兼
ね

て
い
る
こ
と
も
め
ず
ら
し
く
な
い
の
で
あ
る（

9
）。
こ
の
よ
う
に
美
は
、
美

そ
の
も
の
の
探
求
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
真
や
善
の
探
求
か



図 1　《ベルヴェデーレのアポロ》，大理石，
ピオ・クレメンティーノ美術館．

図 2　《ベルヴェデーレのアポロ》の上半身．

言語社会　第 8号　　298

す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
細
部
は
、
仕
上
げ
の
段
階
で
は
捨
象

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
古
代
人
た
ち
は
神
々
の
血
管
を
決
し
て
表
現

し
よ
う
と
し
な
か
っ
た（

14
）」。
こ
れ
は
、
古
代
の
神
々
が
不
死
で
あ
る
が

故
に
、
血
液
が
流
れ
て
い
な
い
と
し
た
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
の
記
述
を
踏
ま

え
た
も
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
《
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の
ア
ポ
ロ
》
像
は
、
こ
れ
ら
の
特
徴
に
合

致
す
る
。
彫
像
が
裸
体
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
彫
像

は
筋
肉
を
描
写
し
て
い
る
も
の
の
、
肉
付
き
を
過
剰
に
強
調
し
て
い
な
い

（
図
2
）。
し
か
し
ア
ポ
ロ
は
弓
矢
の
神
で
あ
り
、
こ
の
彫
像
は
狩
り
に
臨

む
姿
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
左
手
に
弓
を
持
ち
、
右
手
で
矢

筒
か
ら
矢
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
戦
士
だ
と
す
る
な
ら
、
筋
肉
の
ど
こ
に

1-

2
　
単
純
さ
の
追
求
、
捨
象

　

次
に
「
理
想
美
」
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
単
純
さ
で
あ
る
。
ヴ
ィ

ン
ケ
ル
マ
ン
は
解
剖
学
的
な
観
察
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
は
制
作
準
備
の
段
階
で
あ
っ
て
、
仕
上
げ
の
際
に
は
細
部
を

捨
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。「
全
て
の
美
し
い
も
の
は
、
統
合

と
単
純
さ
に
よ
っ
て
、
崇
高
な
も
の
と
な
る（

12
）」。
一
七
五
六
年
か
ら
翌

年
に
か
け
て
書
か
れ
た
手
稿
に
は
、
こ
の
点
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

一
つ
は
衣
服
を
着
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
裸
体
こ
そ

が
そ
の
精
神
の
無
垢
な
姿
を
表
象
す
る
。「
古
代
の
彫
刻
家
た
ち
は
、
決

し
て
衣
服
の
美
し
さ
を
借
り
な
か
っ
た（

13
）」。
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
は
衣
服

を
詳
細
に
描
く
代
わ
り
に
、
筋
肉
を
解
剖
学
的
に
観
察
す
る
こ
と
を
推
奨
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く
、
理
想
の
美
そ
の
も
の
を
体
現
し
て
い
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

作
品
と
は
「
誰
そ
れ
と
わ
か
る
個
人
の
特
徴
」
や
「
そ
こ
に
あ
る
魂
の
状

態
や
情
熱
と
い
っ
た
も
の
を
描
き
出
す
」
こ
と
と
無
縁
で
あ
る
と
ヴ
ィ
ン

ケ
ル
マ
ン
は
定
め
る（

16
）。
こ
れ
を
追
求
す
る
に
あ
た
っ
て
、
表
情
や
筋
肉

の
隆
起
の
仕
方
を
抑
制
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
し
、
そ
れ
は
二
番

目
で
述
べ
た
ポ
イ
ン
ト
に
該
当
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
ら
な
い
。

　

ク
ロ
ト
ン
の
街
の
娘
た
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
美
し
い
部
分
を
繫
ぎ
あ
わ

せ
る
こ
と
で
一
人
の
美
女
を
現
前
さ
せ
た
ゼ
ウ
ク
シ
ス
の
故
事
を
引
き
合

い
に
出
す
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
は
、
芸
術
家
が
一
人
の
モ
デ
ル
を

描
く
の
で
は
な
く
、
複
数
の
モ
デ
ル
を
参
考
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
優
れ
た

パ
ー
ツ
を
張
り
合
わ
せ
て
作
品
を
完
成
さ
せ
る
べ
き
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
に
作
品
は
、
も
は
や
一
人
の
モ
デ
ル
を
描
い
て
い
な
い
こ
と
に
な

る
。

　

こ
う
し
た
主
張
は
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
固
有
の
も
の
で
は
な
い
。
ゼ
ウ
ク

シ
ス
の
故
事
は
古
典
主
義
の
頃
か
ら
重
要
視
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
先
の
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
議
論
に
即
せ
ば
、
十
八
世
紀
中
葉
ほ
ど
自
然

を
模
倣
す
る
こ
と
が
低
く
み
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た（

17
）。
こ
の
意
味
で

は
「
理
想
美
」
の
一
つ
の
特
徴
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

§

　

以
上
が
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
示
し
た
「
理
想
美
」
の
概
要
で
あ
る
。
し

も
力
み
が
入
っ
て
お
ら
ず
、
顔
が
無
表
情
に
近
い
こ
と
は
、
む
し
ろ
不
自

然
な
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
は
こ
う
し
た
非
現
実
的
な

と
こ
ろ
に
神
々
し
さ
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　

モ
デ
ル
の
詳
細
な
観
察
を
経
て
、
捨
象
を
行
う
と
い
う
手
法
は
、
人
間

を
モ
デ
ル
と
し
な
が
ら
も
、
不
死
の
神
々
を
表
象
す
る
た
め
の
工
夫
で
あ

る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
こ
れ
は
後
年
、
レ
ア
リ
ス
ム
を
排
除
す
る
こ

と
に
な
る
。
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
た
事
例
は
、
ジ
ャ
ン＝

ア
ン
ト
ワ
ー

ヌ
・
ウ
ー
ド
ン
（
一
七
四
一
―
一
八
二
八
）
の
困
難
な
境
遇
で
あ
る（

15
）。

　

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
胸
像
な
ど
で
知
ら
れ
る
ウ
ー
ド
ン
は
、
卓
越
し
た
写

実
主
義
の
彫
刻
家
で
あ
っ
た
が
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
後
継
者
の
批
判
を

恐
れ
て
自
由
に
写
実
的
な
作
品
を
作
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
批
判
に

よ
っ
て
ス
ポ
ン
サ
ー
が
離
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
結

果
、
彼
は
写
実
的
な
作
品
を
制
作
し
て
お
き
な
が
ら
も
、「
理
想
美
」
の

規
範
に
あ
わ
せ
て
、
細
部
を
捨
象
し
て
作
品
を
発
表
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

る
。「
理
想
美
」
と
レ
ア
リ
ス
ム
は
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
。
ヴ
ィ
ン
ケ
ル

マ
ン
主
義
者
ら
の
覇
権
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
の
庇
護
下
で
頂
点
を
迎
え
、

以
後
は
陰
り
を
見
せ
る
。
し
か
し
レ
ア
リ
ス
ム
批
判
は
十
九
世
紀
中
葉
ま

で
、
連
綿
と
続
い
た
の
で
あ
る
。

1-

3
　
ゼ
ウ
ク
シ
ス
の
故
事

　

三
つ
目
の
特
徴
は
、
作
品
は
あ
る
特
定
の
モ
デ
ル
を
描
く
も
の
で
は
な
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こ
の
よ
う
に
十
九
世
紀
中
葉
に
「
理
想
美
」
の
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
全

て
守
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
一
つ
を
守
っ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
、

ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主
義
に
反
対
し
て
い
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

全
体
的
な
傾
向
を
検
討
し
た
上
で
、
総
合
的
に
判
断
す
る
べ
き
な
の
で
あ

る
。
次
章
で
は
こ
う
し
た
注
意
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に

お
け
る
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主
義
の
受
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
2
章
　
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る 

　
　
　
　
　
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主
義
の
受
容

　

以
下
で
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
評
論
に
焦
点
を
当
て
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン

主
義
と
の
関
連
で
要
所
と
な
る
点
を
手
短
に
整
理
す
る
。
こ
れ
に
あ
た
っ

て
は
、
一
八
四
〇
年
代
、
一
八
五
〇
年
代
の
前
半
か
ら
中
期
、
一
八
五
〇

年
代
の
後
半
か
ら
六
〇
年
代
前
半
の
三
つ
に
分
け
る
。
一
八
五
〇
年
代
を

二
つ
に
分
け
る
の
は
、
後
半
の
仕
事
が
六
〇
年
代
に
発
表
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
我
々
は
、
二
人
が
美
の
対
象
と
し
て
関
心
を
寄
せ
る

も
の
が
異
な
る
一
方
で
、
自
然
を
醜
い
も
の
と
看
做
し
、
レ
ア
リ
ス
ム
を

批
判
す
る
と
い
う
点
で
共
通
点
が
あ
る
こ
と
を
概
観
す
る
こ
と
に
な
る
。

2-

1
　
一
八
四
〇
年
代

　

一
八
四
〇
年
代
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
古
代
彫
刻
に
し
ば
し
ば
関
心
を
示

か
し
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
信
奉
者
と
て
、
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
常
に
遵
守

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
時
代
ご
と
に
文
脈
が
変
化
し
、
そ
れ
に
対
応

す
る
た
め
に
は
、
ど
れ
か
一
つ
を
切
り
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
顕
著
な
問
題
は
裸
体
の
扱
い
で
あ
る
。

『
古
代
美
術
史
』
に
お
い
て
裸
体
は
、
真
善
美
の
一
致
を
体
現
す
る
モ
チ

ー
フ
だ
と
看
做
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
八
二
四
年
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館

の
美
術
局
長
ソ
ス
テ
ー
ヌ
・
ド
・
ラ
シ
ュ
フ
ー
コ
ー
子
爵
が
古
代
彫
刻
の

局
部
を
膏
薬
で
覆
い
、
そ
の
後
の
美
術
局
長
ア
ル
フ
レ
ッ
ド＝

エ
ミ
リ
ア

ン
・
ド
・
ニ
ュ
ー
ヴ
ェ
ル
ケ
ル
ク
伯
爵
も
ま
た
局
部
を
葡
萄
の
葉
で
覆
っ

た
。
裸
体
は
恥
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
美
を
と
る
の
で
あ
れ
ば
裸

体
を
と
る
こ
と
に
な
り
、
善
を
と
る
の
な
ら
ば
裸
体
を
捨
て
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

こ
れ
は
評
論
家
た
ち
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
ゴ
ー

テ
ィ
エ
は
『
モ
ー
パ
ン
嬢
』
序
文
（
一
八
三
四
）
を
発
表
し
た
時
、
既
に

古
代
ギ
リ
シ
ア
に
つ
い
て
大
き
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
こ
の
頃
か
ら
既

に
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主
義
を
支
持
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い（

18
）。
だ
が
彼

は
裸
体
を
重
要
視
す
る
際
に
、
裸
体
を
悪
と
考
え
る
同
時
代
の
ヴ
ィ
ン
ケ

ル
マ
ン
主
義
者
ら
に
対
し
て
釈
明
を
行
う
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
特
に
『
一

八
五
五
年
の
欧
州
美
術
』（
一
八
五
六
）
に
お
い
て
は
『
古
代
美
術
史
』

を
引
用
し
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
そ
の
人
が
裸
体
を
善
の
現
れ
と
考
え
た
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る（

19
）。



図 3　《ベルヴェデーレのアンティ
ノオス》，大理石，ピオ・クレメ
ンティーノ美術館．

図 4　《ベルヴェデーレのアンティ
ノオス》の上半身
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ス
の
方
が
好
き
だ
。
な
ぜ
な
ら
ア
ン
テ
ィ
ノ
オ
ス
は
、
魅
力
的
な
ア
ン

テ
ィ
ノ
オ
ス
の
理
想
で
あ
る
か
ら（

23
）。

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
が
最
も
重
要
視
し
た
《
ベ
ル
ヴ
ェ

デ
ー
レ
の
ア
ポ
ロ
》
像
で
は
な
く
、《
ア
ン
テ
ィ
ノ
オ
ス
》
像
（
図
3
）

に
積
極
的
な
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
。

《
ア
ン
テ
ィ
ノ
オ
ス
像
》

―
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
が
寵
愛
し
た
美
少
年
を

偲
ぶ
た
め
に
各
地
に
複
数
の
制
作
を
命
じ
た
像
は
、
故
人
の
在
り
し
日
の

姿
を
再
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
れ
は
普
遍
的
な
美
を
追
求
す
る

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
モ
デ
ル
の
個
性
を
表
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
た

も
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
が
『
古
代
美
術
史
』
で
触
れ
る
《
ア
ン

テ
ィ
ノ
オ
ス
》
像
は
全
部
で
四
体
あ
る
が（

24
）、
そ
の
中
で
も
よ
く
知
ら
れ

し
て
い
る
。
ジ
ュ
ー
ル
・
ム
ー
ケ
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
ソ
ネ
や（

20
）、

「
我
は
愛
す
る
裸
の
時
代
の
思
い
出
を
」
は
古
典
古
代
の
彫
像
を
モ
チ
ー

フ
と
す
る（

21
）。
し
か
し
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
と
の
関
わ
り
が
明
示
的
な
形
で

現
れ
る
の
は
、『
一
八
四
六
年
の
サ
ロ
ン
』（
一
八
四
六
）
の
第
七
章
「
理

想
と
モ
デ
ル
に
つ
い
て
」
で
古
代
彫
刻
《
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の
ア
ポ
ロ
》

に
触
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
名
は
出
て
来
な
い
。

し
か
し
こ
の
彫
像
が
『
古
代
美
術
史
』
の
中
で
美
の
典
例
と
目
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
箇
所
は
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主
義
者
ら
に
対
す

る
目
配
せ
と
理
解
し
て
よ
い（

22
）。
興
味
深
い
の
は
彫
像
の
位
置
づ
け
で
あ

る
。私

は
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の
ア
ポ
ロ
や
剣
闘
士
よ
り
も
、
ア
ン
テ
ィ
ノ
オ
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こ
の
点
か
ら
振
り
返
る
と
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
《
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の

ア
ポ
ロ
》
像
を
「
批
判
」
し
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
例
え
ば

彼
が
『
サ
ロ
ン
』
を
書
く
上
で
参
照
し
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
『
イ
タ
リ
ア

絵
画
史
』（
一
八
一
七
）
で
明
確
に
そ
れ
を
批
判
し
て
い
る（

28
）。
彼
に
よ

れ
ば
、
過
剰
な
省
略
は
作
品
を
「
子
供
」
が
作
る
も
の
と
変
わ
ら
な
い
状

態
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
名
声
が
あ
っ
て
も
退
屈
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
場
合
、
二
つ
の
彫
像
の
ど
ち
ら
も
優
れ

て
い
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
自
ら
の
関
心
と
し
て
《
ア
ン
テ
ィ
ノ
オ

ス
》
に
軍
配
を
上
げ
る
。

　

一
八
四
〇
年
代
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
こ
と
さ
ら
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
と
対

立
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
的
な
ロ
マ
ン
主
義
と
ヴ
ィ
ン

ケ
ル
マ
ン
主
義
の
二
つ
に
目
配
り
し
つ
つ
も
、
多
様
な
美
の
在
り
方
を
認

め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

2-

2
　
一
八
五
〇
年
代
前
半
か
ら
中
頃

　

一
八
五
〇
年
代
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
次
第
に
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主
義
に

批
判
的
に
な
る
。
だ
が
こ
こ
で
も
彼
は
理
論
的
に
は
「
理
想
美
」
に
同
意

を
示
し
て
い
る
。

　

古
典
古
代
へ
の
懐
疑
が
最
初
に
表
明
さ
れ
た
の
は
、
一
八
五
二
年
に
発

表
さ
れ
た
「
異
教
派
」
で
あ
る
。「
誰
が
我
々
を
ギ
リ
シ
ア
人
や
ロ
ー
マ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

人
か
ら
自
由
に
し
て
く
れ
る
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〔
強
調
は
原
文
〕（29
）」。
彼
が
警
戒
す
る

る
《
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
オ
ス
》
は
、
脇
の
下
の
前
鋸
筋
が

強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
筋
肉
の
描
写
を
抑
制
す
る
こ
と
が
な
い
（
図

4
）。
こ
こ
で
先
の
《
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の
ア
ポ
ロ
》
像
が
筋
肉
の
隆
起

を
抑
制
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
《
ベ

ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
オ
ス
》
像
は
レ
ア
リ
ス
ム
の
先
駆
け
と
な

る
も
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
ま
さ
に
こ
の
彫
像
が
モ
デ
ル
の
個
性

を
反
映
し
て
い
る
と
賞
賛
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
と

方
向
性
を
異
に
す
る
。

　

し
か
し
仕
上
げ
に
関
す
る
見
解
で
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
見
解
は
ヴ
ィ
ン

ケ
ル
マ
ン
と
似
通
っ
て
い
る
。
彼
は
「
自
ら
の
モ
デ
ル
の
ゆ
っ
く
り
と
し

た
誠
実
な
研
究
」
を
重
要
視
す
る
一
方
で
、「
崇
高
な
る
も
の
は
細
部
を

退
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る（

25
）。
つ
ま
り
写
実
的
な
描
写
を
退
け

る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
理
由
は
「
自
然
は
絶
対
的
な
も
の
を
何
一
つ
与
え
な
い（

26
）」
一
方

で
、
画
家
や
彫
刻
家
は
モ
デ
ル
が
「
自
ら
生
来
も
つ
調
和
の
真
実（

27
）」
へ

と
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
共
に
、
自
然
に

対
す
る
不
信
感
を
表
明
す
る
と
同
時
に
、
芸
術
家
は
モ
デ
ル
の
本
来
の
理

想
の
姿
を
求
め
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
際
し
て
は
忠
実
に
モ
デ
ル
を

模
倣
す
る
の
で
は
な
く
、
修
正
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
先
に
示
し
た
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
「
理
想
美
」
の
三
つ
の

要
件
と
通
底
し
て
い
る
。
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し
か
し
彼
の
古
代
趣
味
に
対
す
る
倦
怠
感
は
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
い

く
。『
一
八
五
五
年
の
万
国
博
覧
会
』（
一
八
五
五
）
に
お
い
て
は
、
コ
ス

モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
い
う
見
地
か
ら
「
普
遍
的
な
美
」
を
考
え
よ
う
す
る

際
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主
義
が
弊
害
に
な
っ
て
い
る
と
糾
弾
す
る
。
そ
れ

は
美
の
領
域
を
西
欧
的
な
古
典
古
代
に
の
み
狭
め
て
し
ま
い
、
非
西
欧
圏

の
物
品
の
価
値
を
見
え
な
く
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

多
少
な
り
と
も
思
索
し
た
こ
と
が
あ
り
、
多
少
な
り
と
も
旅
を
し
た
こ

と
が
あ
る
と
い
う
方
々
、
つ
ま
り
良
識
あ
る
方
々
皆
に
、
私
は
お
尋
ね

し
た
い
。
一
体
、
現
代
の
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主
義
（
そ
う
い
う
手
合
い

は
、
我
々
の
中
に
満
ち
て
い
る
し
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
は
あ
ふ
れ
ん
ば
か

り
に
い
る
の
だ
し
、
怠
け
者
こ
そ
、
こ
の
主
義
に
夢
中
で
あ
る
）
は
ど

う
す
る
の
だ
ろ
う
？

何
と
い
う
の
だ
ろ
う
？

中
国
の
産
物
は
、
奇

妙
で
、
異
様
で
、
形
は
捩
じ
れ
て
、
色
彩
は
強
烈
で
、
そ
れ
で
い
な
が

ら
時
と
し
て
、
消
え
入
ら
ん
ば
か
り
に
繊
細
だ
。
こ
の
産
物
を
前
に
し

て
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
流
は
何
も
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
？

と
こ

ろ
が
、
そ
れ
こ
そ
が
普
遍
的
な
美
の
典
例
な
の
だ
。
し
か
し
、
こ
の
美

の
典
例
が
理
解
さ
れ
る
た
め
に
は
、
批
評
家
、
鑑
賞
者
が
、
自
ら
、
秘

技
に
属
す
る
変
化
を
成
し
遂
げ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
想
像
力
に
対
し

て
意
志
で
働
き
か
け
て
、
こ
の
奇
妙
な
花
を
咲
か
せ
た
環
境
に
参
入
す

る
術
を
自
ら
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
人
が
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ

の
は
、
同
時
代
の
芸
術
家
ら
が
、
同
時
代
の
風
俗
を
描
く
の
で
は
な
く
、

あ
ま
り
に
も
古
典
古
代
の
テ
ー
マ
を
重
要
視
す
る
傾
向
で
あ
る
。
彼
は
古

代
ギ
リ
シ
ア
の
彫
像
が
何
の
役
に
立
つ
か
と
糾
弾
す
る
。「
臨
終
の
日
、

悔
恨
の
日
、
不
能
の
日
、
あ
れ
ら
全
て
の
大
理
石
ど
も
は
、
献
身
的
な
女

に
で
も
な
っ
て
く
れ
る
の
か（

30
）」。

　

こ
れ
は
一
見
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主
義
と
決
別
し
た
か
に
思
え
る
。
確

か
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
古
代
趣
味
の
氾
濫
に
対
し
て
は
嫌
悪
感
を
隠
さ

な
い
の
だ
し
、
そ
れ
を
皮
肉
っ
た
オ
ノ
レ
・
ド
ー
ミ
エ
（
一
八
〇
八
―
一

八
七
九
）
の
『
古
代
史
』（
一
八
四
一
―
一
八
四
三
）
に
拍
手
喝
采
を
贈

る
の
で
あ
る
。
彼
が
興
味
を
持
つ
の
は
古
典
古
代
よ
り
も
む
し
ろ
、
現
代

の
パ
リ
の
風
俗
を
描
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
興
味
深
い
の
は
彼
が
こ
の
時
、
美
の
み
な
ら
ず
「
有
用
性
、
真
、

善
」
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
我
々
は
真
善
美

の
一
致
を
唱
え
た
の
は
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
自
身
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
1︲

1
）。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
批
判
し

て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
真
と
善
が
忘
れ
ら
れ
、
美
だ
け
を
重
要
視
す
る
時

代
の
風
潮
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
指
摘
は
、
あ
た
か
も
彼
が
ヴ
ィ
ン
ケ

ル
マ
ン
主
義
の
本
流
に
立
ち
返
り
、
古
代
趣
味
の
濫
用
を
批
判
し
て
い
る

と
さ
え
み
な
せ
る
。
後
年
、
こ
う
し
た
美
を
善
や
真
と
一
致
さ
せ
る
思
想

は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
仕
事
で
鳴
り
を
潜
め
る
。
と
は
い
え
一
八
五
〇
年
頃

に
は
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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2-

3
　
一
八
五
〇
年
代
後
半
か
ら
一
八
六
〇
年
代

　

一
八
五
〇
年
代
後
半
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主
義
で
は

捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
主
題
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
関
心
を
寄
せ
る

よ
う
に
な
る
。

『
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
』（
一
八
五
九
）
で
彼
が
関
心
を
持
つ
の
は
あ

く
ま
で
現
代
で
あ
る
。
彼
は
サ
ロ
ン
の
様
相
が
「
か
く
も
単
純
で
、
か
く

も
古
風
で
、
か
く
も
古
典
的
な
部
類
に
属
す
る
」
こ
と
を
嘆
く（

36
）。
だ
か

ら
こ
そ
、
ゴ
ー
テ
ィ
エ
が
評
価
す
る
「
新
ギ
リ
シ
ア
」
派
に
対
し
て
痛
烈

な
批
判
を
行
う（

37
）。

　

だ
が
一
方
で
、
彼
は
随
所
で
「
理
想
美
」
へ
の
理
論
的
な
同
意
を
表
明

し
て
い
る
。
こ
の
評
論
の
中
核
に
彼
が
据
え
る
の
は
「
想
像
力
」
で
あ
る
。

こ
の
「
想
像
力
」
は
、「
理
想
美
」
と
重
な
り
合
わ
さ
る
。
そ
れ
は
写
実

を
退
け
る
文
脈
で
提
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

私
は
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
を
表
象
す
る
こ
と
が
、
無
意
味
で
下
ら
な
い

こ
と
だ
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
は
私
を
満
足
さ
せ

な
い
か
ら
だ
。
自
然
は
醜
い
。
私
は
実
証
的
な
不
毛
さ
よ
り
も
、
私
の

幻
想
が
生
み
出
す
怪
物
た
ち
を
好
む（

38
）。

　

彼
は
端
的
に
レ
ア
リ
ス
ム
を
批
判
す
る
。
実
際
、
過
剰
な
写
実
の
顕
著

ズ
ム
と
い
う
神
々
し
い
美
の
恩
恵
を

―
完
璧
に
は

―
有
し
て
い
な

い
。
し
か
し
誰
も
が
、
様
々
な
レ
ベ
ル
で
そ
れ
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で

き
る（

31
）。

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
憂
慮
す
る
よ
う
に
、
一
八
五
五
年
の
パ
リ
万
博
で
中

国
展
は
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主
義
者
ら
の
偏
見
が
一
つ
の
障
壁
と
な
っ
て
、

等
閑
視
の
憂
き
目
に
遭
う（

32
）。

　

し
か
し
一
八
五
〇
年
代
中
期
頃
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
「
理
想
美
」
の
全

て
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
が
「
美
と
は
奇
矯
な
る
も
の
で
あ

る（
33
）」
と
定
義
し
た
時
、
そ
の
射
程
に
は
「
理
想
美
」
の
定
式
に
従
っ
て

捨
象
を
過
剰
に
行
っ
た
結
果
、
現
実
離
れ
し
た
ア
ン
グ
ル
の
絵
画
も
含
ま

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（「
ア
ン
グ
ル
の
諸
作
品
に
し
ば
し
ば
奇
矯
な
魅

力
を
与
え
る
の
は
、
こ
の
接
合
で
あ
る（

34
）」）。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
「
理
想

美
」
を
全
否
定
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
理
想
美
」
の
み
な
ら
ず
、

他
の
美
を
包
括
的
に
捉
え
る
枠
組
み
を
模
索
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
際
、
美
の
典
例
を
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
限
る
視
野
狭
窄
を
批
判
す
る

必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
る（

35
）。

　

か
く
し
て
一
八
五
〇
年
代
の
前
半
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
現
代
の
パ
リ
や
、

中
国
の
物
品
な
ど
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主
義
の
扱
い
き
れ
な
い
テ
ー
マ
に
目

を
向
け
た
一
方
で
、
自
ら
の
理
論
に
「
理
想
美
」
を
包
摂
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。



305　　ボードレールにおけるヴィンケルマン主義の受容

で
あ
り
、
人
間
は
そ
の
不
完
全
な
モ
デ
ル
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
う
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
解
剖
学
的
な
観
察
を
し
て
お
き
な
が
ら
仕
上
げ
で
捨
象
し

（
1︲

2
）、
モ
デ
ル
の
パ
ー
ツ
を
張
り
合
わ
せ
て
美
し
い
女
を
造
る

（
1︲

3
）。
し
か
し
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
ま
ず
女
の
不
完
全
さ
を
直
視
す
る

こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
。
こ
れ
は
「
理
想
美
」
と
大
き
く
違
う
。

　

だ
が
、
彼
は
裸
体
の
醜
さ
を
不
問
に
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
捨
象

の
効
果
を
依
然
と
し
て
重
要
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
白
粉
の
効
果
に

注
目
し
つ
つ
読
ん
で
み
よ
う
。

魔
術
的
で
超
自
然
的
に
自
ら
を
見
せ
よ
う
と
専
念
す
る
の
は
、
女
の
正

当
な
権
利
で
あ
り
、
一
種
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
で
さ
え
あ
る
。（
中

略
）
女
た
ち
が
用
い
て
来
た
手
段
に
つ
い
て
並
べ
立
て
る
と
数
に
限
り

が
な
い
。
我
々
の
時
代
が
俗
に
化
粧

0

0

と
呼
ん
で
い
る
も
の
に
限
っ
て
お

こ
う
。
以
下
の
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
米

の
粉
末
を
使
っ
た
白
粉
は
、
無
邪
気
な
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
愚
か
し

く
も
排
斥
さ
れ
た
。
だ
が
そ
れ
は
自
然
が
無
礼
に
も
ま
き
散
ら
し
た
あ

ら
ゆ
る
染
み
を
消
し
、
肌
の
肌
理
や
色
に
抽
象
的
な
統
一
を
作
り
出
す

目
的
と
し
、
ま
た
そ
の
結
果
と
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
統

一
は
、
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
が
作
り
出
す
統
一
感
と
同
様
に
、
人
間
を
直
ち

に
彫
像
に
近
づ
け
て
く
れ
る
。
つ
ま
り
神
々
し
く
、
一
段
上
の
存
在
に

近
づ
け
て
く
れ
る
の
で
あ
る
〔
強
調
は
原
文
〕（41
）。

な
例
と
し
て
写
真
は
、
芸
術
の
範
疇
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
が
述

べ
ら
れ
て
い
る（

39
）。

　

こ
こ
で
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
示
す
の
は
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主
義
者
と
異

な
る
対
象
に
関
心
を
持
ち
な
が
ら
も
、
理
論
的
に
は
通
底
し
て
い
る
と
い

う
捩
じ
れ
た
状
態
で
あ
る
。
こ
の
図
式
は
『
サ
ロ
ン
』
と
同
時
期
に
書
か

れ
た
『
現
代
生
活
の
画
家
』（
前
半
部
の
発
表
は
一
八
六
三
年
で
、
以
下

で
扱
う
後
半
部
は
一
八
六
九
年
に
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
レ
ヴ
ィ
版
全
集
『
ロ
マ

ン
派
芸
術
』
で
公
表
さ
れ
た
）
で
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
が
現

代
的
な
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
る
も
の
は
、
同
時
代
の
風
俗
や
戦
争
や

祭
典
で
あ
る
。
し
か
し
特
に
生
き
た
女
の
魅
力
に
つ
い
て
、
彼
は
「
ヴ
ィ

ン
ケ
ル
マ
ン
」
の
名
を
示
し
た
上
で
、「
理
想
美
」
の
範
疇
で
は
捉
え
ら

れ
な
い
旨
を
述
べ
る
。

こ
れ
〔
偶
像
で
あ
る
と
こ
ろ
の
女
〕
は
正
確
に
接
合
さ
れ
た
四
肢
を
持

ち
調
和
の
完
璧
な
見
本
を
示
す
と
い
う
動
物
で
は
な
い
。
彫
刻
家
が
こ

の
上
も
な
く
厳
し
い
瞑
想
で
夢
見
る
よ
う
な
、
純
粋
な
美
の
典
例
で
は

な
い
の
だ
。
い
や
、
こ
れ
で
は
女
の
神
秘
的
で
複
雑
な
魅
力
を
説
明
す

る
の
に
ま
だ
十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
や
ラ

フ
ァ
エ
ロ
を
持
ち
出
し
て
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い（

40
）。

　

ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主
義
に
お
い
て
、
芸
術
は
神
々
を
表
す
た
め
の
も
の



言語社会　第 8号　　306

ロ
》
像
の
み
を
賞
賛
す
る
の
で
は
《
ア
ン
テ
ィ
ノ
オ
ス
》
像
の
個
性
を
見

失
っ
て
し
ま
う
（『
一
八
四
六
年
の
サ
ロ
ン
』）。
古
典
古
代
の
み
を
重
要

視
す
る
の
で
は
、
同
時
代
の
パ
リ
の
特
徴
を
捉
え
損
な
っ
て
し
ま
う

（「
異
教
派
」）。
西
欧
の
芸
術
作
品
に
捕
わ
れ
る
の
な
ら
、
万
博
と
い
う
時

代
の
イ
ベ
ン
ト
で
「
中
国
の
産
物
」
に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
な
い

（『
一
八
五
五
年
の
万
国
博
覧
会
』）。
彫
像
の
女
を
理
想
と
す
る
の
な
ら
、

生
き
た
女
の
魅
力
を
見
損
な
っ
て
し
ま
う
（『
現
代
生
活
の
画
家
』）。

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
と
っ
て
重
要
に
な
る
の
は
モ
デ
ル
の
個
性
、
地
域
性
、

時
代
性
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
自
身
の
言
葉
に
沿
っ
て
考

え
れ
ば
、「
モ
デ
ル
ニ
テ
」
に
合
致
す
る
。
彼
は
「
モ
デ
ル
ニ
テ
」
を
次

の
よ
う
に
定
義
す
る
。

モ
デ
ル
ニ
テ
と
は
、
一
時
的
な
も
の
、
移
ろ
い
や
す
い
も
の
、
偶
発
的

な
も
の
で
、
こ
れ
が
芸
術
の
半
分
を
な
し
、
他
の
半
分
が
永
遠
な
も
の
、

不
変
の
も
の
で
あ
る
。
ど
の
古
代
の
画
家
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ

モ
デ
ル
ニ
テ
が
あ
っ
た
の
だ（

43
）。

「
モ
デ
ル
ニ
テ
」
と
は
現
代
の
芸
術
家
の
み
な
ら
ず
、
古
代
の
芸
術
家
に

も
見
出
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
、
芸
術
家
が
そ
の
時
代
の
固
有
の

も
の
に
向
き
合
っ
た
態
度
を
考
え
る
枠
組
み
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が

「
理
想
美
」
を
退
け
る
の
は
、
そ
れ
が
普
遍
的
な
美
を
あ
ま
り
に
も
追
求

　

彼
は
化
粧
に
よ
っ
て
、
女
の
醜
さ
を
覆
い
隠
そ
う
と
す
る
。
特
に
白
粉

は
「
自
然
が
無
礼
に
も
ま
き
散
ら
し
た
あ
ら
ゆ
る
染
み
を
消
し
、
肌
の
肌

理
や
色
に
抽
象
的
な
統
一
を
作
り
出
す
」。
こ
の
時
、
彼
は
明
確
に
写
実

主
義
を
退
け
て
い
る
。「
誰
が
芸
術
に
自
然
を
模
倣
す
る
な
ど
と
い
う
無

益
な
役
割
を
割
り
当
て
る
だ
ろ
う
か（

42
）」。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
一
八
五
〇
年
代
後
半
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は

「
理
想
美
」
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
す
る
主
題
に
大
き
な
関
心
を
持
っ
た
も

の
の
、
レ
ア
リ
ス
ム
批
判
と
い
う
点
で
依
然
と
し
て
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主

義
と
通
底
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
3
章
　
二
つ
の
理
論
と
レ
ア
リ
ス
ム
批
判

　

以
下
で
は
第
2
章
の
議
論
を
整
理
し
た
上
で
、「
理
想
美
」
と
「
モ
デ

ル
ニ
テ
」
の
共
通
点
で
あ
る
レ
ア
リ
ス
ム
批
判
に
注
目
す
る
。
だ
が
一
口

に
レ
ア
リ
ス
ム
批
判
と
言
っ
た
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
様
々
な
層
が
あ
る
と

言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
「
歴
史
」
と
い
う
切
り
口
を
設
定

し
、
二
つ
の
理
論
の
分
水
嶺
を
明
ら
か
に
す
る
。

3-

1
　
レ
ア
リ
ス
ム
批
判
の
程
度

　

ま
ず
前
章
の
議
論
を
整
理
し
て
お
こ
う
。《
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の
ア
ポ
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「
唯
一
で
絶
対
的
な
美
の
理
論
」
が
、
普
遍
的
な
美
を
求
め
る
「
理
想

美
」
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
提

唱
す
る
「
モ
デ
ル
ニ
テ
」
は
「
合
理
的
で
歴
史
的
な
美
の
理
論
」
な
の
で

あ
る
。
写
実
に
よ
る
記
録
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、
情
報
の
集
積
が

「
歴
史
」
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
話
は
分
か
り
や
す
い
。
だ
が
彼
の
場
合
、

写
実
を
否
定
し
つ
つ
も
、
芸
術
が
歴
史
に
結
び
つ
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

彼
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
歴
史
」
を
構
想
す
る
の
か
。
こ
の
疑
問
を
手
掛

か
り
に
「
理
想
美
」
と
「
モ
デ
ル
ニ
テ
」
の
分
水
嶺
を
考
え
て
み
る
こ
と

に
す
る
。

3-

2
　
二
つ
の
「
歴
史
」

　

ま
ず
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の

『
古
代
美
術
史
』
も
ま
た
、
歴
史
的
な
射
程
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る（

46
）。
し
か
し
彼
が
想
定
し
た
「
歴
史
」
と
は
物
語his-

toire

と
し
て
の
「
歴
史
」
で
あ
っ
た
。
彼
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
を
は
じ
め
、

各
国
の
文
明
に
注
目
す
る
。
だ
が
彼
は
そ
れ
ら
を
平
等
に
扱
わ
な
い
。
む

し
ろ
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
が
治
め
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
を
頂
点
に
据
え
、

そ
の
他
を
下
位
に
置
く
の
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
彼
は
、
人
類
が
未

熟
な
段
階
か
ら
次
第
に
成
熟
し
、
頂
点
を
過
ぎ
て
衰
退
し
て
い
く
物
語
を

構
想
す
る
。
こ
こ
で
意
図
さ
れ
る
「
歴
史
」
は
美
の
発
展
を
整
理
し
た
も

の
で
あ
り
、
地
域
の
記
録
と
し
て
の
「
歴
史
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
、
現
実
を
顧
み
な
い
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
こ
こ
で
我
々
は
、
一
つ
の
矛
盾
に
気
付
く
こ
と
に
な
る
。
第
2

章
で
見
た
よ
う
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
自
然
の
醜
さ
を
退
け
る
が
故
に
、

捨
象
を
支
持
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
「
理
想
美
」
と
関
心
の
対

象
を
比
較
し
て
み
た
時
、
あ
た
か
も
「
モ
デ
ル
ニ
テ
」
が
レ
ア
リ
ス
ム
を

肯
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
結
果
が
導
き
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
口
に

レ
ア
リ
ス
ム
批
判
と
言
っ
た
に
せ
よ
、
批
判
の
強
弱
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

こ
こ
で
思
い
返
し
て
お
く
べ
き
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
レ
ア
リ
ス
ム
批
判

が
一
面
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る（

44
）。
彼
は
、
一
八
四
〇
年

代
は
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ク
ー
ル
ベ
（
一
八
一
九
―
一
八
七
七
）
を
擁
護
し

た
の
だ
し
、
シ
ャ
ン
フ
ル
ー
リ
（
一
八
二
一
―
一
八
八
九
）
と
は
生
涯
の

親
交
が
あ
っ
た
。
彼
は
レ
ア
リ
ス
ム
の
批
判
者
で
あ
る
と
同
時
に
擁
護
者

で
あ
り
、
こ
の
両
義
性
が
我
々
の
議
論
に
と
っ
て
重
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
理
想
美
」
と
「
モ
デ
ル
ニ
テ
」
の
分
水

嶺
を
示
す
用
語
と
し
て
「
歴
史
」
と
い
う
形
容
辞
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
言

葉
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る
。

唯
一
で
絶
対
的
な
美
の
理
論
に
対
向
し
て
、
合
理
的
で
歴
史
的
な
美
の

理
論
を
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
よ
い
機
会
で
あ

る（
45
）。
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こ
こ
で
彼
は
「
普
遍
的
な
美
」
と
「
特
殊
な
美
」
を
対
置
さ
せ
、
二
流

と
烙
印
を
押
さ
れ
た
「
特
殊
な
美
」
に
も
、
見
る
べ
き
点
が
あ
る
の
だ
と

す
る
。
こ
の
よ
う
に
頂
点
を
退
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
進
歩
を
問
題

外
に
す
る
の
で
あ
る
。
発
展
の
頂
点
が
示
せ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
進
歩
と

し
て
の
物
語
を
描
き
出
せ
な
い
。

　

こ
れ
は
一
つ
の
方
法
論
と
し
て
示
さ
れ
る
。
例
え
ば
成
熟
し
た
大
人
の

目
線
で
は
な
く
、
子
供
の
目
線
を
も
つ
こ
と
の
意
義
を
強
調
し
た
く
だ
り

で
あ
る
。

で
き
る
こ
と
な
ら
ば
、
遡
ろ
う
で
は
な
い
か
。
想
像
力
の
過
去
を
振
り

返
る
力
に
よ
っ
て
、
我
々
が
も
っ
と
も
若
か
っ
た
頃
、
も
っ
と
も
黎
明

期
の
印
象
へ
と
（
中
略
）。
子
供
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
新
し
い

0

0

0

も
の
と

し
て
眺
め
る
〔
強
調
は
原
文
〕（49
）。

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
述
べ
る
の
は
、
純
粋
無
垢
な
童
心
に
立
ち
返
ろ
う
と

い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
大
人
の
成
熟
し
た
目
線
の
否
定
な
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
子
供
ら
し
い
目
線
を
持
っ
た
芸
術
家
は
、
凡
人
の
気
が
つ

か
な
い
細
部
に
目
を
配
る
。
例
え
ば
、
同
時
代
の
風
俗
を
描
く
意
義
を
強

調
し
た
く
だ
り
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

も
し
洋
服
の
裁
断
の
仕
方
が
少
し
変
わ
っ
た
り
、
リ
ボ
ン
の
結
び
目
や

　

し
か
し
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
「
進
歩
の
観
念
」
そ
の
も
の
を
懐
疑
に
付
す
。

こ
れ
が
最
初
に
示
さ
れ
た
の
は
『
一
八
五
五
年
の
万
国
博
覧
会
』
に
お
い

て
で
あ
る
。「
ま
だ
一
つ
、
私
が
地
獄
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
避
け
た
い

と
思
う
流
行
の
間
違
い
が
あ
る
。
進
歩
の
観
念
の
こ
と
を
言
い
た
い
の

だ（
47
）」。
こ
の
よ
う
に
進
歩
を
認
め
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
美
の
発
展
の
物

語
と
し
て
の
「
歴
史
」
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　

進
歩
に
対
す
る
批
判
の
流
れ
を
踏
ま
え
て
『
現
代
生
活
の
画
家
』
を
読

む
と
、「
モ
デ
ル
ニ
テ
」
が
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
と
異
な
る
「
歴
史
」
の
あ

り
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
ま
ず
彼
が
進
歩
の

「
歴
史
」
を
否
定
し
た
方
法
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
評
論
の
始
ま
り
で
、

彼
は
「
普
遍
的
な
美
」
を
絶
対
視
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
。

幸
い
に
し
て
、
正
義
の
味
方
や
、
批
評
家
や
、
愛
好
家
や
、
好
事
家
が

登
場
し
て
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
全
て
が
ラ
フ
ァ

エ
ロ
に
あ
る
の
で
は
な
い
、
全
て
が
ラ
シ
ー
ヌ
に
あ
る
の
で
も
な
い
、

二
流
の
詩
人
た
ち

0

0

0

0

0

0

0

に
も
よ
い
と
こ
ろ
や
、
し
っ
か
り
し
た
と
こ
ろ
、
甘

美
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
結
局
は
、
古
典
的
な
詩
人
た
ち
や
芸
術
家
た
ち

が
表
現
す
る
普
遍
的
な
美
を
い
く
ら
愛
す
る
の
で
あ
っ
て
も
、
特
殊
な

美
や
、
偶
然
の
美
や
、
風
俗
の
特
徴
を
無
視
す
る
こ
と
は
よ
く
な
い

〔
強
調
は
原
文
〕（48
）。
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解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
彼
が
「
モ
デ
ル
ニ
テ
」
の
議
論
を
構
築
す
る
基

盤
と
し
た
コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
・
ギ
ー
ス
（
一
八
〇
二
―
一
八
九
二
）
の
仕

事
と
、
そ
れ
に
対
す
る
彼
の
理
解
の
仕
方
を
具
体
的
に
見
て
お
く
必
要
が

あ
る
。

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
評
論
で
紹
介
す
る
よ
う
に
、
ギ
ー
ス
の
仕
事
は
戦
地

な
ど
海
外
に
赴
き
、
ク
ロ
ッ
キ
ー
に
ル
ポ
タ
ー
ジ
ュ
を
添
え
て
ロ
ン
ド
ン

の
新
聞
社
に
送
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
新
聞
社

が
記
事
を
書
き
、
銅
版
画
に
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
ラ
フ
ス

ケ
ッ
チ
が
客
観
的
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
精
度
を
有
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
点
を
示
す
た
め
に
、
ギ
ー
ス
研
究
の
ピ
エ
ー
ル
・
デ
ュ
フ

ロ
ー
が
蒐
集
し
た
ス
ケ
ッ
チ
の
中
で
も
、
最
も
確
実
に
『
現
代
生
活
の
画

家
』
と
対
応
関
係
が
と
れ
る
《
慈
善
修
道
女
た
ち
》（
一
八
五
四
）
を
取

り
上
げ
て
み
よ
う
（
図
5
）（51
）。
ギ
ー
ス
の
絵
は
ク
リ
ミ
ア
戦
争
で
ペ
ラ

（
ギ
リ
シ
ア
）
の
修
道
院
が
、
負
傷
兵
の
た
め
の
臨
時
の
病
院
に
な
っ
た

様
相
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。あ

る
と
き
は
空
気
さ
え
病
ん
で
い
て
、
悲
し
げ
で
、
重
苦
し
い
病
院
が

現
れ
る
。
そ
こ
で
は
各
々
の
ベ
ッ
ド
が
、
一
つ
の
苦
し
み
を
収
め
て
い

る
。
あ
る
と
き
は
ペ
ラ
の
病
院
で
あ
る
。
そ
こ
に
私
は
一
人
の
来
訪
者

の
姿
を
見
る
。
彼
は
二
人
の
慈
善
修
道
女
と
お
し
ゃ
べ
り
し
て
い
る
。

留
め
金
が
花
飾
り
に
変
わ
っ
た
り
、
帽
子
の
リ
ボ
ン
が
広
が
っ
た
り
、

巻
き
髪
が
項
の
上
で
一
段
下
が
っ
た
り
、
ベ
ル
ト
の
位
置
が
上
が
っ
た

り
、
ス
カ
ー
ト
の
広
が
り
方
が
大
き
く
な
っ
た
り
す
れ
ば
、
こ
の
モ
ー

ド
を
と
て
つ
も
な
く
遠
く
か
ら
彼
の
鷲
の
目

0

0

0

0

0

が
見
抜
い
て
い
る
と
信
じ

て
い
た
だ
き
た
い
〔
強
調
は
原
文
〕（50
）。

　

裁
断
の
仕
方
、
リ
ボ
ン
の
結
び
目
や
留
め
金
、
帽
子
の
リ
ボ
ン
、
巻
き

毛
、
ベ
ル
ト
の
位
置
、
ス
カ
ー
ト
の
広
が
り
方

―
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
列

挙
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
軽
微
な
変
化
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
流
行
は
「
大

人
の
目
線
」
に
と
っ
て
大
し
た
価
値
を
持
た
な
い
。
特
に
画
家
に
し
て
み

れ
ば
、
描
く
甲
斐
の
あ
る
美
し
い
衣
服
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
チ
ュ
ニ
ッ
ク

で
あ
る
。
同
時
代
の
衣
服
は
形
が
平
板
で
、
色
彩
も
タ
キ
シ
ー
ド
の
よ
う

に
黒
く
、
華
や
か
さ
に
欠
け
る
。
だ
が
子
供
ら
し
い
純
粋
な
目
線
を
持
っ

た
画
家
は
細
部
に
注
目
し
、
記
録
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

3-

3
　
詩
的
想
像
力
と
「
歴
史
」

　

こ
の
よ
う
に
辿
っ
て
い
く
と
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
歴
史
」
と
は
、
考

証
学
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
、
記
録
の
「
歴
史
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
る
。
だ
が
そ
れ
で
も
な
お
、
彼
は
写
実
を
表
現
手
段
と
し
て
退
け
て

い
る
。
細
部
が
曖
昧
と
し
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
お
も
記
録
的
な

価
値
を
有
す
る
芸
術
と
は
、
い
か
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
理



図 5　コンスタン・ギース，《慈善修道女たち》，クロッキー，1854．

図 6　《慈善修道女たち》の右下拡大．《My humble 
self》と読める．

図 7　《慈善修道女たち》の顔拡大．
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資
料
の
照
合
で
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
は
、「
取
る
に
足
ら
な
い
私
自
身

M
y hum

ble self

」
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
こ
れ
は
訪
問
者
が
画
家
ギ
ー

ス
自
身
で
あ
る
こ
と
を
示
す
言
葉
で
あ
る
が
、
原
画
の
右
下
に
し
か
見
当

た
ら
な
い
（
図
6
）。
つ
ま
り
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、

あ
く
ま
で
ギ
ー
ス
の
原
画
の
方
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
確
認
を
し
た
上

で
、
ギ
ー
ス
の
絵
か
ら
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
引
き
出
し
た
解
釈
と
、「
ロ
ン

ド
ン
画
報
」
紙
の
解
釈
を
比
較
し
て
み
た
い
。
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
で

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
原
画
か
ら
引
き
出
し
た
解
釈
の
特
殊
性
が
明
確
に
な
る

彼
女
ら
は
ル
シ
ュ
ウ
ー
ル
の
描
く
人
物
の
よ
う
に
、
細
長
く
、
青
白
く
、

心
の
ま
っ
す
ぐ
だ
。
訪
問
者
で
あ
る
彼
の
服
は
無
頓
着
だ
。
彼
の
こ
と

は
次
の
奇
異
な
タ
イ
ト
ル
で
示
さ
れ
る
。
取
る
に
足
ら
な
い
私

0

0

0

0

0

0

0

0

〔
強
調

は
原
文
〕（52
）。



図 8　《慈善修道女たち》，銅版画，1854．

図 9　銅版画《慈善修道女たち》の顔の拡大．
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彼
女
た
ち
が
働
く
ペ
ラ
の
病
院
を
「
空
気
さ
え
病
ん
で
い
て
、
悲
し
げ
で
、

重
苦
し
い
」
病
院
の
一
例
と
し
て
提
示
す
る
。
だ
が
、
ギ
ー
ス
の
絵
か
ら

こ
れ
ほ
ど
の
情
報
を
引
き
出
せ
る
だ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
ス
ケ
ッ
チ
の
修

道
女
た
ち
は
頰
が
こ
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
（
図
7
）。
だ
が
、
こ
れ

は
ク
ロ
ッ
キ
ー
の
つ
け
た
明
暗
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
ロ
ン
ド
ン
画
報
」
紙
は
、
修
道
女
た
ち
が
貧
し
く
は
あ
る
が
、
献
身
的

に
介
護
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
盛
況
で
あ
る
こ
と
を
報
じ
る
。

か
ら
で
あ
る
。

　

注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
描
写
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
修
道
女

ら
を
「
細
長
く
、
青
白
く
、
心
の
ま
っ
す
ぐ
な
」
と
形
容
す
る
。
そ
し
て

「
金
持
ち
が
頻
繁
に
修
道
女
を
来

さ
せ
、
そ
こ
〔
慈
善
病
院
〕
に
は

ペ
ラ
の
医
療
業
界
が
嫉
妬
す
る
ほ

ど
で
あ
る（

53
）」。
記
事
は
基
本
的

に
、
ギ
ー
ス
の
文
章
に
よ
る
報
告

を
下
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

様
子
は
「
空
気
さ
え
病
ん
で
い
て
、

悲
し
げ
で
、
重
苦
し
い
」
と
い
う

ほ
ど
で
は
な
い
。
実
際
、
銅
版
画

（
図
8
）
に
目
を
移
す
と
、
修
道

女
は
肉
付
き
が
よ
く
（
図
9
）、

ま
た
病
院
内
は
明
る
い
。

　

こ
の
よ
う
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の

描
写
は
、「
ロ
ン
ド
ン
画
報
」
紙
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表
現
は
、
彼
が
詩
人
と
し
て
示
し
た
言
葉
に
重
な
る
。「
高
翔
」
の
末
節

は
、
詩
人
が
「
花
々
や
口
を
利
か
ぬ
も
の
た
ち
の
言
語
」
を
理
解
す
る
力

が
あ
る
と
し
て
い
た（

57
）。
絵
画
の
声
を
聞
く
「
魔
術
」
は
、
詩
人
が
花
々

の
言
葉
を
読
み
解
く
の
と
同
じ
性
質
を
有
し
て
い
る
。

　

か
く
し
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
歴
史
」
は
、
記
録
と
し
て
の
「
歴
史
」

を
目
指
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
考
証
学
の
厳
密
な
手
法
を
持
た
な
い
。
詩

的
想
像
力
に
よ
っ
て
、
主
観
的
に
情
景
を
思
い
描
く
も
の
で
あ
る
。
精
密

さ
に
乏
し
い
芸
術
作
品
が
史
料
の
価
値
を
持
つ
の
は
、
あ
く
ま
で
こ
の
特

殊
な
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。

結
論
　「
理
想
美
」
と
「
モ
デ
ル
ニ
テ
」

　

美
術
評
論
家
と
し
て
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
初
期
か
ら
『
古
代
美
術

史
』
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
。
し
か
し
彼
は
美
の
対
象
と
な
る
主
題
に
つ

い
て
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
と
一
線
を
画
す
。「
理
想
美
」
が
問
題
に
す
る

も
の
は
常
に
、
普
遍
的
な
美
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
モ
デ
ル
の
個
性
や
時
代

性
を
超
え
て
存
在
す
る
。
し
か
し
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
関
心
を
抱
く
も
の
は
、

個
別
の
要
素
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
理
想
美
」
が
美
の
範
疇
か
ら
除
外
し
た

要
素
で
あ
り
、
後
年
、「
モ
デ
ル
ニ
テ
」
と
い
う
枠
組
み
で
ま
と
め
ら
れ
る
。

　

だ
が
、
二
人
は
関
心
の
向
き
が
違
う
一
方
で
、
レ
ア
リ
ス
ム
批
判
と
い

う
点
で
方
向
性
が
一
致
す
る
。
こ
れ
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
古
典
主
義
の
理

の
情
報
と
一
致
し
な
い
。
ギ
ー
ス
の
絵
は
曖
昧
と
し
た
部
分
が
多
い
の
で

あ
っ
て
、
万
人
が
同
じ
情
報
を
共
有
で
き
る
ほ
ど
の
精
度
を
有
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
で
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
絵
を
解
釈
す
る
際
、
ど
の
よ
う
な

情
報
を
元
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
一
節
を
注
意
し
て
読
も
う
。

本
当
の
と
こ
ろ
、
一
本
の
ペ
ン
で
も
っ
て
、
次
の
こ
と
を
や
っ
て
の
け

る
の
は
容
易
い
こ
と
で
は
な
い
の
だ
。
千
も
の
ク
ロ
ッ
キ
ー
か
ら
な
る
、

か
く
も
広
大
で
、
か
く
も
複
雑
な
一
篇
の
詩
を
翻
訳
す
る
こ
と
。
そ
し

て
、
し
ば
し
ば
悲
痛
で
は
あ
っ
て
も
、
感
傷
的
で
は
決
し
て
な
い
、
こ

の
絵
全
体
か
ら
発
散
さ
れ
る
陶
酔
を
表
現
す
る
こ
と
は
。
こ
の
絵
を
蓄

え
た
幾
百
枚
の
紙
の
汚
れ
や
、
破
れ
そ
の
も
の
が
、
画
家
が
一
日
の
思

い
出
を
紙
に
記
し
た
環
境
が
、
い
か
に
困
難
で
騒
が
し
い
も
の
で
あ
っ

た
か
を
独
特
の
方
法
で
語
っ
て
い
る（

54
）。

　

彼
は
「
幾
百
枚
の
紙
の
汚
れ
や
、
破
れ
」
が
語
る
声
を
聞
く
。
こ
れ
は

状
況
証
拠
か
ら
事
態
を
推
測
し
た
と
い
う
比
喩
で
は
な
く
、
文
字
通
り
、

一
つ
の
「
魔
術
」
と
し
て
受
け
取
る
べ
き
こ
と
に
思
わ
れ
る
。
彼
自
身
が

随
所
で
、
絵
画
を
読
み
解
く
こ
と
は
特
殊
な
技
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。『
一
八
四
六
年
の
サ
ロ
ン
』
で
は
「
特
殊
な
イ
ニ
シ
エ
ー
シ

ョ
ン
」
を
必
要
と
す
る
秘
技
で
あ
る（

55
）。『
一
八
五
五
年
の
万
国
博
覧
会
』

で
は
「
降
霊
術évocation

」「
魔
術
的
な
操
作
」
で
あ
る（

56
）。
こ
れ
ら
の
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「
写
実
＝
記
録
」
を
退
け
て
お
き
な
が
ら
、
詩
的
想
像
力
の
力
を
借
り
て
、

芸
術
作
品
に
現
実
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
態
度
は
矛
盾
し
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
に
あ
た
っ
て
は

彼
の
限
界
と
言
う
べ
き
も
の
を
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
彼

に
と
っ
て
現
実
と
は
、
あ
ま
り
に
も
醜
い
も
の
で
あ
り
、
美
を
ヴ
ェ
ー
ル

の
よ
う
に
纏
わ
せ
な
け
れ
ば
、
向
き
合
い
え
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か（

58
）。
こ
れ
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

論
を
継
承
し
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
彼
が
現
実
の
醜
さ
を
直

視
で
き
ず
、
捨
象
が
有
効
な
手
段
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

内
実
は
厳
密
に
は
異
な
る
。
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
は
《
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の

ア
ポ
ロ
》
像
の
よ
う
な
作
品
を
前
に
し
て
、
神
々
し
さ
を
感
じ
る
。
彼
が

レ
ア
リ
ス
ム
を
批
判
す
る
の
は
、
善
と
真
を
体
現
し
た
美
を
求
め
る
か
ら

で
あ
る
。
一
方
で
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
ギ
ー
ス
の
《
慈
善
修
道
女
た
ち
》

が
好
例
と
な
る
よ
う
に
、
作
品
か
ら
悲
惨
な
現
実
さ
え
読
み
解
く
。
彼
は

＊　

以
下
で
は
次
の
略
号
を
使
用
す
る
。H
istoire: Johan Joachim

 W
inckel- 

m
ann, H

istoire de lʼart dans lʼantiquité, traduction de D
om

i-
nique T

assel, introduction et notes de D
aniela Gallo, Librairie 

Général Française, coll. «Pochothèque», 2005.

　
　

O
C

: Baudelaire, Œ
uvres com

plètes, texte présenté et annoté 
par Claude Pichois, Gallim

ard, coll. «Pléiade», 1993, 2 vol.

略
号

に
続
く
ロ
ー
マ
数
字
は
こ
れ
の
巻
を
示
す
。

（
1
）
例
え
ば
美
術
史
家
モ
ッ
シ
ュ
・
バ
ラ
ッ
シ
ュ
は
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世

紀
中
葉
の
百
年
間
の
欧
米
の
美
術
を
概
観
す
る
際
、
そ
の
著
作
を
『
ヴ
ィ

ン
ケ
ル
マ
ン
か
ら
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
へ
』
と
題
す
る
。
だ
が
バ
ラ
ッ
シ
ュ
の

議
論
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
対
す
る
言
及
を
逐
一
考
察

し
た
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
似
た
見
解
を

も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
ヘ
ー
ゲ
ル
以
降
の

評
論
家
と
位
置
づ
け
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
議
論
は
図
式
的
で

あ
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。M

oshe Barasch, M
odern theories of 

A
rt, from

 W
inckelm

ann to Baudelaire, N
ew

 Y
ork U

niversity 
Press, 1990, t. I, pp.210︲223.

（
2
）
本
稿
で
は
「
新
古
典
主
義
」
と
い
う
名
称
を
避
け
、
後
述
す
る
よ
う
に
ボ

ー
ド
レ
ー
ル
が
『
一
八
五
五
年
の
万
国
博
覧
会
』
で
用
い
た
「
ヴ
ィ
ン
ケ

ル
マ
ン
主
義
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主
義
者un W

inckelm
ann

」
と
い
う

呼
称
を
主
に
用
い
る
。
こ
れ
は
「
新
古
典
主
義
」
が
後
年
、
侮
蔑
的
に
つ

け
ら
れ
た
名
称
で
あ
り
、
客
観
的
な
議
論
を
行
う
際
に
相
応
し
く
な
い
と

註
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い
う
理
由
に
加
え
、
本
稿
の
射
程
が
流
派
と
い
う
広
大
な
も
の
で
は
な
く
、

ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
美
の
教
条
に
特
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
3
）
古
典
主
義
に
対
す
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
態
度
と
い
う
点
で
は
、
既
に
重
要

な
指
摘
が
多
く
な
さ
れ
て
お
り
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
例
え
ば
阿
部
良
雄

は
、
彼
が
古
典
主
義
者
に
容
赦
し
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
「
出
来
合
の

観
念
と
形
象
を
何
ら
の
反
省
な
し
に
受
け
入
れ
る
と
い
う
点
」
で
あ
っ
た

と
し
、
全
否
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
（
阿
部
良
雄
『
悪
魔
と

反
復
』
牧
神
社
、
一
九
七
五
、
一
三
六
―
一
三
八
頁
）。
ま
た
ア
ラ
ン
・

ミ
ッ
シ
ェ
ル
は
、
詩
人
の
古
典
主
義
的
な
素
養
を
、
ラ
タ
ニ
ス
ム
と
叙
事
詩

の
テ
ー
マ
を
取
り
入
れ
た
と
い
う
観
点
か
ら
整
理
す
る
（A

lain M
ichel, 

«Baudelaire 
et 

lʼantiquité», 
in 

D
ix 

études 
sur 

Baudelaire, 
réunie par M

artine Bercot et A
ndré Guyaux, Cham

pion, 1993, 
pp.185︲200.

）。

（
4
）
阿
部
良
雄
の
見
解
に
つ
い
て
は
本
論
で
随
時
触
れ
る
の
で
割
愛
す
る
。
ウ

ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ド
ロ
ス
ト
の
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
関
す
る
記
述
は
多
く

な
い
が
、
大
枠
と
し
て
は
、
一
八
四
〇
年
代
に
は
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
顕

著
な
影
響
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、『
一
八
五
五
年
の
万
国
博
覧
会
』
以
降

か
ら
批
判
に
転
じ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
（W

orfgang D
rost, «Syn-

thèse du com
m

entaire», in Baudelaire, Salon de 1859, H
onoré 

Cham
pion, 

2006, 
p.712

）.

ま
た
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ラ
バ
ル
ト
は
「
ア
レ

ゴ
リ
ー
」
と
い
う
切
り
口
か
ら
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
注
目
し
、
テ
ー
ズ

で
あ
る
一
定
の
紙
幅
を
割
い
て
い
る
。
だ
が
ラ
バ
ル
ト
の
議
論
は
、
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
の
仕
事
に
お
け
る
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主
義
の
受
容
を
論
じ
た
も

の
で
は
な
く
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
は
時
代
の
様
相
を
描
く
た
め
の
一
つ
の

要
素
と
し
て
登
場
す
る
の
で
し
か
な
い
（Patrick Labarthe, Baude-

laire et la tradition de lʼallégorie, D
roz, 1999, pp.280︲286.

）。

（
5
）Johan Joachim

 W
inckelm

ann, H
istoire de lʼart chez les anciens, 

traduit par Gottfried Sellius et dirigé par Jean-Baptiste-René 
Robinet, Saillant, 1766, 2 vol.

（
6
）
美
術
史
研
究
の
観
点
か
ら
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
主
義
に
つ
い
て
論
じ
た
研
究

は
多
く
あ
る
。
近
年
の
例
で
言
え
ば
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
の
展
示
を
元
に

し
た
次
の
カ
タ
ロ
グ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。LʼA

ntiquité 
rêvée, 

innovations et résistances au X
V

III e siècle, sous la direction de 
Guillaum

e Faroult, Christophe Leribault et Guilhem
 Scherf, 

Gallim
ard et m

usée du Louvre, 2010.

し
か
し
当
時
の
文
学
者
に
お

け
る
受
容
に
つ
い
て
網
羅
的
に
ま
と
め
た
論
考
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら

な
い
。
と
は
言
え
、
重
要
性
を
理
解
す
る
と
い
う
意
味
で
は
以
下
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。M

yriam
 

Robic, 
H

ellénisim
es 

de 
Banville: 

m
ythe et m

odernité, H
onoré Cham

pion, 2010, p.60.⊘ M
ichel 

Brix, «Esthètique néo-classique et rom
antism

e», in N
ineteenth 

Century Studies, vol.35, 2006, pp.22︲35.

（
7
）H

istoire, p.246.

（
8
）
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
『
イ
デ
ア
』
伊
藤
博
明
、
富
松
保
文
訳
、

平
凡
社
、
二
〇
〇
四
。

（
9
）
キ
リ
ス
ト
教
的
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
例
は
、
ま
ず
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で

あ
る
。
以
後
、
そ
れ
は
各
芸
術
家
が
独
自
の
解
釈
で
引
き
継
い
だ
。
そ
の

様
相
に
つ
い
て
は
子
細
な
検
討
を
要
す
る
も
の
の
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
ミ

ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
関
す
る
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
前
掲
書
、
一
六
〇
―
一

七
〇
頁
。

（
10
）
前
掲
書
、
八
三
頁
。

（
11
）H

istoire, pp.552︲556.

ま
た
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
草
稿
研
究
に
よ
る
と

こ
の
箇
所
は
何
度
も
書
き
直
さ
れ
た
と
い
う
（Élisabeth 

D
éculot, 

«Introduction», 
in 

Johann 
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