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一　

は
じ
め
に

小
林
秀
雄
『
近
代
繪
畫
』
は
、
一
九
五
二
年
か
ら
五
三
年
に
か
け
て
の
欧
州

旅
行
の
体
験
を
踏
ま
え
て
行
っ
た
ラ
ジ
オ
連
続
講
演
（
日
本
文
化
放
送
、
一
九

五
三
・
一
一
）
を
基
に
、
一
九
五
四
年
か
ら
約
四
年
に
亙
る
『
新
潮
』（
一
九

五
四
・
三
～
五
五
・
一
）
と
『
藝
術
新
潮
』（
一
九
五
六
・
一
～
五
八
・
二
）

に
連
載
さ
れ
、
大
幅
な
加
筆
訂
正
の
上
、
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
（
人
文

書
院
、
一
九
五
八
・
四
）。
戦
後
、
国
内
で
も
西
欧
絵
画
展
が
頻
繁
に
開
催
さ
れ
、

絵
画
に
触
れ
る
機
会
が
多
く
な
り
、
美
術
文
献
が
飛
躍
的
に
増
加
し
た
と
い
う

状
況
と
、
小
林
自
身
の
実
体
験
を
背
景
と
し
、
国
内
外
の
膨
大
な
文
献
を
参
照

し
つ
つ
生
成
さ
れ
た
こ
の
批
評
の
方
法
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
ヴ
ァ
レ
リ
ー
か

ら
の
受
容
が
支
え
と
な
っ
て
い
る⑴
。

先
行
研
究
に
お
い
て
、「
時
代
か
ら
の
逃
避⑵
」
で
あ
る
と
い
う
批
判
的
な
捉

え
方
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、『
近
代
繪
畫
』
は
む
し
ろ
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
ヴ
ァ

レ
リ
ー
の
批
評
を
受
容
し
な
が
ら
「
新
し
い
批
評
形
式
」
創
造
の
試
み⑶
と
し
て

取
り
組
ま
れ
た
批
評
と
言
え
、〈
近
代
〉
を
そ
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
お
り
、「
逃

避
」
的
批
評
と
は
言
い
難
い
。
本
稿
で
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
ヴ
ァ
レ
リ
ー
受

容
と
モ
チ
ー
フ
〈
近
代
〉
と
の
関
わ
り
を
検
証
し
た
い
。

二　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
〈m

モ

デ

ル

ニ

テ

odernité

〉
と
『
近
代
繪
畫
』

〈
近
代
〉
絵
画
を
め
ぐ
る
批
評
『
近
代
繪
畫
』
の
全
編
に
亙
る
モ
チ
ー
フ
と

し
て
、〈
近
代
〉
が
指
摘
で
き
る
。

そ
も
そ
も
近
代
と
は
一
般
的
に
、
西
欧
で
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
降
、
日
本
で

は
明
治
維
新
以
後
の
一
定
の
時
期
を
示
す
。
こ
れ
ら
一
般
的
近
代
は
、
西
欧
文

明
社
会
の
歴
史
の
あ
る
時
点
に
成
立
っ
た
政
治
的
、
制
度
的
な
段
階
を
示
し
た

言
葉
で
あ
り
、
時
間
軸
に
沿
っ
た
捉
え
方
を
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

一
方
、
小
林
の
〈
近
代
〉
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
舊
文
學
界
同
人
と
の
対

話
（
座
談
）」（『
新
夕
刊
』
一
九
四
七
・
六
）
で
の
発
言
を
見
た
い
。

河
上　
（
…
）
わ
れ
わ
れ
は
近
代
の
超
克
と
言
っ
た
け
れ
ど
も
近
代
と
言

う
の
は
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
を
言
っ
て
る
ん
だ
ろ
う
。
こ

れ
が
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
精
神
を
堕
落
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

な
ん
だ
。（
…
）

小
林　

例
え
ば
聖
徳
太
子
が
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
か
、
日
本
に
近
代
が

あ
る
か
な
い
か
な
ん
て
。
あ
の
高
級
知
識
人
は
、
一
生
懸
命
で
近
代
を

輸
入
し
よ
う
と
し
た
人
だ
。
ま
た
例
え
ば
、
福
沢
諭
吉
が
そ
ん
な
こ
と

小
林
秀
雄
『
近
代
繪
畫
』
論

―
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
〈
近
代
〉
―

鈴　
　

木　
　

美　
　

穂
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を
言
っ
た
か
。
中
野
好
夫
的
近
代
が
な
い
か
ら
ど
う
な
ん
で
す
か
？
日

本
の
歴
史
と
は
―
ま
た
一
般
に
歴
史
と
は
、
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
傍
観
者
と
い
う
も
の
は
歴
史
を
作
ら
ぬ
か
ら
ね
。

林　

僕
は
日
本
に
は
千
年
ほ
ど
前
か
ら
近
代
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
ん
だ

よ
。

小
林　

あ
る
よ
。

林　

ギ
リ
シ
ャ
に
あ
っ
た
よ
う
に
日
本
の
飛
鳥
、
天
平
時
代
に
も
あ
っ
た

し
、
織
田
信
長
が
黒
人
を
連
れ
て
き
て
小
姓
に
し
た
安
土
時
代
は
近
代

で
す
ね
。
豪
華
な
る
桃
山
時
代
、
奔
放
無
残
な
る
江
戸
時
代
は
近
代
で

す
。
近
代
と
は
な
ん
ぞ
や
、
完
全
な
る
全
人
の
姿
が
実
現
し
た
時
代
、

そ
れ
を
近
代
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
人
生
を
完
全
に
理
解
し
、
完
全
に

享
楽
し
、
完
全
に
支
配
す
る
の
が
近
代
だ
。
そ
の
近
代
が
日
本
に
な

か
っ
た
の
で
す
か
？
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
。

小
林　

あ
り
ま
し
た
。�

（
傍
線
は
論
者
に
よ
る
。
以
下
同
様
。）

河
上
徹
太
郎
が
〈
近
代
〉
を
「
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
」
と
時
系

列
に
沿
っ
た
時
代
区
分
と
捉
え
る
の
に
対
し
、
小
林
と
林
房
雄
は
〈
近
代
〉
を

状
態
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
こ
で
話
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
主
に
日
本
の

〈
近
代
〉
で
あ
る
が
、
林
の
考
え
る
〈
近
代
〉
は
「
完
全
な
る
全
人
の
姿
が
実

現
し
」、「
人
生
を
完
全
に
理
解
し
、
完
全
に
享
楽
し
、
完
全
に
支
配
す
る
」
状

態
で
あ
り
、
複
数
存
在
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
小
林
も
そ
れ
に
同
意
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
小
林
が
〈
近
代
〉
を
状
態
と
し
、
複
数
の
時
代
に
存
在
す

る
も
の
で
あ
る
と
、『
近
代
繪
畫
』
と
比
較
的
近
い
時
期
に
捉
え
て
い
る
こ
と

に
ま
ず
注
目
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
近
代
絵
画
の
始
ま
り
は
、
美
術
史
上
、
印
象
派
と
さ
れ
る⑷
。『
近

代
繪
畫
』
で
も
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
、
ク
ー
ル
ベ
、
コ
ロ
ー
は
印
象
派
の
先
駆
け
と

さ
れ
、「
近
代
の
曙
」
と
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
」
の
章
で
言
及
さ
れ
る
。

「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
」
の
章
に
は
、
一
方
で
、
ア
ン
ド
レ
・
ロ
ー
ト
の
著
作
に

共
鳴
し
て
の｢

近
代
の
曙｣

に
対
す
る
次
の
よ
う
な
言
及
が
あ
る
。

印
象
主
義
の
技
法
は
近
代
の
曙
に
現
れ
た
遠
近
法
と
い
ふ
技
法
と
、
根
本

で
は
同
じ
性
質
の
も
の
だ
、
と
い
ふ
意
見
を
読
ん
で
、
成
る
程
、
と
思
つ

た
事
が
あ
る
。（
…
）（
遠
近
法
と
印
象
派
の
技
法
―
論
者
注
）
両
方
と
も

審
美
上
の
懐
疑
主
義
を
現
し
て
ゐ
る
、
さ
う
い
ふ
考
へ
で
あ
る
。（
…
）

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
に
現
れ
た
遠
近
法
と
い
ふ
技
法
は
や
は
り
そ
の
時
代
の

人
間
性
の
解
放
と
い
ふ
思
想
の
上
に
立
つ
た
も
の
で
あ
つ
た
の
だ
つ
た
。

（「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
」）

小
林
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
を
「
近
代
の
曙
」
と
捉
え
て
い
る
。
一
方
、
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
を
「
近
代
の
曙
に
立
ち
会
っ
た
」（「
ピ
カ
ソ
」
一
〇
）
と
捉
え
て
も

い
る
。
次
の
記
述
に
着
目
し
た
い
。

遠
近
法
と
い
ふ
見
え
る
が
儘
の
物
の
形
に
つ
い
て
の
分
析
的
な
技
法
が
、

見
え
る
が
儘
の
色
彩
に
つ
い
て
も
行
は
れ
る
に
は
、
十
九
世
紀
の
印
象
派

ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
と
す
る
と
、
そ
の
間
、
画
家
は
見
え
る
が

儘
の
対
象
の
再
現
に
は
、
ま
こ
と
に
中
途
半
端
な
事
を
や
つ
て
ゐ
た
と
い

ふ
事
に
な
る
（「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
」）

近
代
絵
画
の
到
達
点
を
印
象
派
と
し
、
そ
れ
以
前
を
「
中
途
半
端
な
」
過
渡

期
に
あ
り
、
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
「
近
代
の
曙
」
が
見
ら
れ
た
と
捉
え
て
い
る
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こ
と
を
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
印
象
主
義
も
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
遠
近
法
も

「
審
美
上
の
懐
疑
主
義
」
と
い
う
点
で
、
時
代
を
超
克
す
る
技
法
で
あ
っ
た
と

捉
え
て
お
り
、「
時
代
を
超
克
す
る
」
点
に
そ
の
特
徴
を
捉
え
て
い
る
こ
と
か

ら
、
小
林
は
必
ず
し
も
一
般
的
〈
近
代
〉
観
を
抱
い
て
い
た
と
言
え
な
い
の
で

あ
る
。

さ
て
、『
近
代
繪
畫
』
の
冒
頭
の
章
題
と
も
さ
れ
て
い
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は

〈
近
代
〉
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
。

近
代
的
と
い
う
語
は
、
時
代
に
対
し
て
で
は
な
く
、
作
風
に
適
用
さ
れ
る

も
の
だ
。（Q

uelques�caricaturistes�français;� Curiositiés esthétiques. ⑸
）

「
時
代
に
対
し
て
で
は
な
く
、
作
風
に
適
用
さ
れ
る
も
の
」
と
い
う
、
時
系

列
に
即
さ
な
い
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
考
え
方
は
、
小
林
の
考
え
方
と
重
な
る
。
さ

ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
考
え
方
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー

の
〈
近
代
〉
観
（La C

rise de l’esprit

「
精
神
の
危
機
」）
に
示
さ
れ
た
ロ
ー

マ
末
期
も
第
一
次
世
界
大
戦
直
前
に
も
〈
近
代
〉
が
現
れ
る
と
い
う
考
え
）
と

も
通
じ
る
よ
う
な
概
念
と
言
え
、
そ
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ヴ
ァ

レ
リ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
後
述
し
た
い
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
小
林
の
歴
史
観
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
林
に
は
、

「
歴
史
に
つ
い
て
」（『
文
藝
』
一
九
三
九
・
五
）
で
示
さ
れ
た
「
歴
史
は
決
し

て
繰
り
返
し
は
し
な
い
」
と
い
う
有
名
な
歴
史
の
一
回
性
を
説
い
た
歴
史
観⑹
が

あ
る
。
こ
の
「
歴
史
の
一
回
性
」
を
考
え
る
と
、
こ
こ
ま
で
に
確
認
し
て
き
た

小
林
の
非
時
間
的
近
代
観
と
は
矛
盾
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
「
歴

史
に
つ
い
て
」
で
示
さ
れ
た
小
林
の
歴
史
観
は
非
時
間
的
な
概
念
と
一
見
対
立

す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
歴
史
観
の
中
で
小
林
は
、
歴

史
事
実
を
過
去
の
あ
る
一
時
点
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
過
去
と
現
在

が
せ
め
ぎ
あ
う
「
永
遠
の
現
在
」
と
い
う
場
に
あ
る
と
し
て
お
り
、
非
時
間
的

な
考
え
方
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
中

心
的
概
念
〈m

モ

デ

ル

ニ

テ

odernité

〉
の
性
質
を
併
せ
持
つ
発
想
と
言
え
る
の
で
あ
る
。�����

『
近
代
繪
畫
』�

で
示
さ
れ
て
い
る
歴
史
に
関
す
る
言
及
に
着
目
す
る
と
、
ま

ず
、
一
九
世
紀
の
、
歴
史
を
発
展
、
進
歩
の
上
に
成
り
立
つ
と
考
え
る
進
歩
史

観
を
持
つ
人
々
に
対
比
さ
せ
、
ロ
マ
ン
主
義
の
洗
礼
を
受
け
た
画
家
達
へ
の
言

及
が
特
徴
的
と
言
え
る
。

歴
史
へ
の
関
心
は
、
画
家
達
の
心
か
ら
、
過
去
の
重
荷
を
決
し
て
除
き
は

し
な
か
っ
た
。
全
く
逆
な
の
で
あ
つ
て
、
彼
等
ほ
ど
過
去
の
重
荷
に
苦
し

ん
だ
も
の
は
な
い
。（
…
）
画
家
た
ち
は
烈
し
く
過
去
に
問
ふ
や
う
に
な

つ
た
。（
…
）
彼
等
は
過
去
と
い
ふ
鏡
に
映
ず
る
限
り
な
い
自
己
の
像
に

苦
し
む
様
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。（「
ピ
カ
ソ
」
五
）

画
家
た
ち
の
「
過
去
の
重
荷
」
に
「
苦
し
む
」
姿
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
在
を

過
去
の
発
展
上
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
現
在
を
過
去
に
対
し
て
衰
退
し
た
状

態
と
位
置
づ
け
る
反
進
歩
史
観
と
言
え
る
。

歴
史
と
い
ふ
も
の
は
不
思
議
な
も
の
だ
。
何
事
も
取
返
し
の
つ
か
ぬ
様
に

時
は
経
つ
て
行
く
の
だ
が
、
又
そ
れ
故
に
、
私
達
は
、
現
在
に
基
い
て
過

去
を
取
返
す
真
似
し
か
出
来
な
い
。（「
セ
ザ
ン
ヌ
」
三
）

歴
史
は
二
度
繰
返
さ
な
い
が
、
異
つ
た
条
件
の
下
に
非
常
に
よ
く
似
た
事

が
起
る
事
は
考
へ
ら
れ
よ
う
。（「
ピ
カ
ソ
」
一
〇
）
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こ
れ
ら
は
、「
歴
史
に
つ
い
て
」
の
歴
史
観
と
共
通
性
を
見
出
せ
る
歴
史
観

と
言
え
る
。
し
か
し
、「
ピ
カ
ソ
」
の
箇
所
、
特
に
後
半
部
分
の
「
異
つ
た
条

件
の
下
に
非
常
に
よ
く
似
た
事
が
起
る
」
と
言
う
箇
所
に
注
目
す
る
と
、
繰
り

返
し
「
同
じ
事
が
起
こ
る
」
と
ま
で
は
言
い
切
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
類
似
し

た
状
況
が
起
こ
り
う
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
林
の
歴
史
観
の
変
遷
に

つ
い
て
は
他
の
批
評
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
「
歴
史
に
つ

い
て
」
と
『
近
代
繪
畫
』
と
を
比
較
す
る
時
、
も
と
も
と
時
間
を
「
永
遠
の
現

在
」
と
す
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
的
発
想
を
持
っ
た
歴
史
観
を
持
っ
て
い
た
点
か
ら

考
え
て
、
決
し
て
非
時
間
的
近
代
を
考
え
る
上
で
、
矛
盾
と
は
な
ら
な
い
。
む

し
ろ
『
近
代
繪
畫
』
に
お
い
て
も
小
林
の
歴
史
観
が
か
つ
て
見
ら
れ
た
そ
れ
と

は
変
化
し
て
き
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
で
き
、
そ
れ
は
先
に
確
認
し
た
〈
近
代
〉

が
何
度
も
存
在
す
る
と
い
う
考
え
方
（「
舊
文
學
界
同
人
と
の
対
話
」）
と
繋
が

る
も
の
と
言
え
る
。

さ
て
、
次
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
〈
モ
デ
ル
ニ
テ
〉
に
注
目
す
る
。
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
の
〈
モ
デ
ル
ニ
テ
〉
と
は
、
多
様
な
要
素
を
含
み
、
幅
の
あ
る
語
で
あ

る
。Le Peintre de la vie m

oderne

（「
現
代
生
活
の
画
家
」）
で
は
次
の
よ

う
に
定
義
付
け
ら
れ
て
い
る
。

①
モ
デ
ル
ニ
テ
と
は
、
一
時
的
な
も
の
、
束
の
間
の
も
の
、
偶
発
的
な
も

の
で
あ
り
、
芸
術
の
半
分
を
な
す
。
他
の
半
分
は
、
永
遠
な
も
の
、
不
易

な
も
の
で
あ
る
。（Le�Peintre�de�la�vie�m

oderne;� L’art� rom
antique.

）

「
一
時
的
な
も
の
、
束
の
間
の
も
の
、
偶
発
的
な
も
の
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、

「
移
ろ
い
う
る
」
同
時
代
的
な
表
現
と
、「
永
遠
な
も
の
、
不
易
な
も
の
」
に
示

さ
れ
る
よ
う
な
「
永
遠
な
る
も
の
」
と
の
両
面
か
ら
成
る
状
態
と
さ
れ
る
。
こ

れ
と
同
じ
章
の
中
の
次
の
記
述
も
見
た
い
。

②
昔
の
画
家
一
人
一
人
に
と
っ
て
、
一
個
ず
つ
の
モ
デ
ル
ニ
テ
が
あ
っ
た
。

前
の
諸
時
代
か
ら
我
々
に
残
さ
れ
た
美
し
い
肖
像
画
の
大
部
分
は
、
そ
の

当
時
の
衣
裳
を
ま
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
肖
像
画
が
完
璧
に
調
和
の
と

れ
た
も
の
で
あ
る
の
は
、
衣
裳
、
髪
型
、
そ
し
て
、
身
振
り
や
眼
差
し
や

微
笑
ま
で
も
が
（
ど
の
時
代
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
独
特
の
身
の
こ
な
し
、
眼

差
し
、
微
笑
が
あ
る
）、
完
全
な
生
命
感
を
持
つ
一
個
の
総
体
を
形
作
っ

て
い
る
か
ら
だ
。
一
時
的
で
、
束
の
間
で
、
あ
ま
り
に
頻
繁
に
変
貌
す
る

こ
の
要
素
を
、
あ
な
た
方
は
軽
蔑
す
る
権
利
も
、
通
り
過
ご
す
権
利
も
な
い
。

こ
の
要
素
を
抹
殺
す
る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
、
人
類
最
初
の
罪
以
前
の
唯

一
の
女
性
と
い
っ
た
類
の
、
抽
象
的
で
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
美
の
、
虚
無

へ
と
陥
る
の
だ
。（Le�Peintre�de�la�vie�m

oderne,� L’art� rom
antique.

）

「
昔
の
画
家
一
人
一
人
に
と
っ
て
、
一
個
ず
つ
の
モ
デ
ル
ニ
テ
が
あ
っ
た
」

か
ら
は
、〈
モ
デ
ル
ニ
テ
〉
が
一
時
代
一
様
式
で
は
な
く
、
一
時
代
に
多
様
式

と
い
う
性
質
を
有
す
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
続
け
て
、

Ｃ
・
ギ
ー
ス
の
方
法
を
提
示
す
る
。

③
モ
ー
ド
が
歴
史
的
な
も
の
の
中
に
含
み
得
る
詩
的
な
も
の
を
モ
ー
ド
の

中
か
ら
引
き
出
す
こ
と
、
一
時
的
な
も
の
か
ら
永
遠
な
も
の
を
取
り
出
す

こ
と
（Le�Peintre�de�la�vie�m

oderne;� L’art rom
antique.

）

ギ
ー
ス
の
方
法
と
し
て
、
近
代
芸
術
の
方
法
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

近
代
芸
術
家
は
現
在
を
歴
史
の
中
に
据
え
、「
一
時
的
な
も
の
」
と
「
永
遠
な
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る
も
の
」
と
い
う
相
反
す
る
要
素
の
せ
め
ぎ
合
い
の
中
に
身
を
置
き
創
作
す
る

役
割
を
負
う
も
の
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
研
究
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
、
阿
部
良
雄⑺

や
宮
川
淳⑻
ら
の
研
究
に
も
あ
る
よ
う
に
、
①
②
に
引
用
し
た
〈
モ
デ
ル
ニ
テ
〉

は
、「
前=
近
代
性
」
を
脱
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、「
同
時
代
性
」
の

同
義
語
と
し
て
の
性
格
を
強
く
持
っ
て
い
る
概
念
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
つ
の

様
式
概
念
と
し
て
〈
近
代
〉
と
訳
せ
る
よ
う
な
性
質
を
併
せ
持
っ
て
い
る
と
い

え
、
二
面
性
の
あ
る
語
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
モ
デ
ル
ニ

テ
〉
と
は
、
絵
画
の
中
で
時
間
性
を
「
永
遠
な
る
も
の
」
に
瞬
間
的
に
接
近
さ

せ
る
も
の
と
し
て
成
立
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
美
術
批

評
は
、
こ
の
〈
モ
デ
ル
ニ
テ
〉
の
追
求
で
あ
り
、
近
代
芸
術
家
と
し
て
、
同
時

代
の
評
価
が
定
ま
っ
て
い
な
い
ド
ラ
ク
ロ
ワ
、
マ
ネ
等
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら

永
遠
な
る
も
の
を
見
出
す
、
と
い
う
姿
勢
を
貫
い
て
い
る
の
が
そ
の
特
徴
と
言

え
る
。

一
方
、
小
林
の
『
近
代
繪
畫
』
は
、
前
半
は
過
去
の
時
代
の
既
に
評
価
の
定

ま
っ
て
い
る
画
家
（
モ
ネ･

セ
ザ
ン
ヌ･

ゴ
ッ
ホ･

ゴ
ー
ガ
ン･
ル
ノ
ア
ー
ル
・

ド
ガ
）
に
言
及
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
美
術
批
評
の
同
時
代

に
対
す
る
姿
勢
と
は
異
な
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
評
価
の
定
ま
っ
た
印
象
派
の

画
家
達
に
つ
い
て
は
、「
瞬
時
も
止
ま
ら
ず
移
ろ
ひ
消
え
て
行
く
印
象
に
、
各

瞬
間
毎
に
、
確
乎
た
る
統
一
の
感
覚
が
あ
ら
は
れ
る
」（「
セ
ザ
ン
ヌ
」
三
）
と

あ
る
よ
う
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
〈
モ
デ
ル
ニ
テ
〉
の
定
義
と
重
な
る
も
の
を

見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
初
出
は
ピ
カ
ソ
に
対
す
る
違
和
感
か
ら
出
発
し
、「
甚
だ
不
安
定
な

曖
昧
な
ピ
カ
ソ
鑑
賞
者
」
で
あ
る
と
自
ら
を
位
置
づ
け
て
書
き
進
め
ら
れ
な
が

ら
、
こ
の
同
時
代
芸
術
家
に
最
終
章
と
し
て
紙
幅
の
面
も
含
め
、
大
き
な
比
重

が
置
か
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
た
い
。
ピ
カ
ソ
は
こ
の
当
時
既
に
世
間
的
に
認

知
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
が
、
小
林
も
違
和
感
に
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、

｢

わ
か
ら
な
い
画｣

と
い
う
評
価
を
受
け
、
世
間
の
不
理
解
に
あ
っ
て
い
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
、
印
象
派
が
そ
の
当
時
同
時
代
人
の
理
解
を
得

て
い
な
か
っ
た
姿
と
重
な
る
と
言
え
、
そ
こ
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
対
象
と
し
た

画
家
た
ち
へ
の
姿
勢
、
つ
ま
り
〈
モ
デ
ル
ニ
テ
〉
の
追
求
の
姿
勢
と
、
小
林
が

対
象
と
し
た
ピ
カ
ソ
へ
の
姿
勢
の
重
な
り
が
指
摘
で
き
る
。

『
近
代
繪
畫
』
は
、
膨
大
な
文
献
を
駆
使
し
、
時
に
恣
意
的
と
も
い
え
る
姿

勢
を
持
ち
な
が
ら
も
、
極
力
、
画
家
自
身
の
言
葉
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
、
各
章

そ
れ
ぞ
れ
画
家
の
自
己
を
超
克
し
よ
う
と
孤
軍
奮
闘
す
る
姿
に
焦
点
を
当
て
た

人
間
劇
と
な
っ
て
い
る⑼
。
そ
も
そ
も
こ
の
作
品
内
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
印

象
派
の
画
家
達
は
、
一
派
を
な
し
な
が
ら
決
し
て
同
一
の
主
義
を
貫
い
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
美
術
史
上
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り⑽
で
あ
る
。
一
人

一
人
独
立
し
た
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
人
間
劇
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
画
家
が
、
時
代
と
の
不
調
和
の
下
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
言
う
「
昔
の
画
家
一
人
一
人
に
と
つ
て
、
一
個
ず
つ
の
モ
デ

ル
ニ
テ
が
あ
っ
た
」
と
い
う
部
分
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、『
近
代
繪
畫
』
に

お
い
て
各
章
で
描
い
た
人
間
劇
も
各
（
昔
の
）
画
家
「
一
人
一
人
に
と
つ
て
、

一
個
ず
つ
の
モ
デ
ル
ニ
テ
」
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

こ
こ
で
再
び
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
目
を
向
け
、〈
近
代
〉
芸
術
に
つ
い
て
の
言

及
部
分
を
見
た
い
。

ロ
マ
ン
主
義
を
語
る
こ
と
は
、
近
代
芸
術
を
語
る
こ
と
で
あ
る
。
―
つ

ま
り
、
諸
芸
術
の
有
す
る
全
手
段
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
内
面
性
、
精

神
性
、
色
彩
、
無
限
へ
の
憧
れ
で
あ
る
。（Salon�de�1846;�Curiositiés�
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esthétiques.

）

こ
こ
で
は
ロ
マ
ン
主
義
が
近
代
芸
術
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。��

『
近
代
繪
畫
』
は
ロ
マ
ン
主
義
の
旗
手
で
あ
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
章
か
ら
書

き
始
め
ら
れ
て
い
る
が
、
全
体
を
通
し
て
「
ロ
マ
ン
主
義
」
と
い
う｢

近
代
芸

術｣

が
基
本
線
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
最
終
章
「
ピ
カ
ソ
」
で
ピ
カ
ソ
を
「
ロ

マ
ン
チ
ス
ム
の
終
局
」
と
位
置
付
け
る
。
様
々
な
主
義
か
ら
学
び
、
多
面
的
な

要
素
を
持
つ
ピ
カ
ソ
の
う
ち
、
従
来
の
美
術
史
で
焦
点
を
当
て
ら
れ
る
キ
ュ
ビ

ス
ム
の
画
家
と
し
て
の
側
面
で
は
な
く
、
若
年
期
の
ロ
マ
ン
主
義
の
側
面
を
最

重
要
視
し
て
い
る
点
か
ら
考
え
て
も
、『
近
代
繪
畫
』
に
お
い
て｢

近
代
絵
画｣

の
問
題
を
考
え
る
上
で
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
は
「
ロ
マ
ン
主
義
絵
画
」
と

考
え
て
よ
い
。

ロ
マ
ン
チ
ス
ム
は
、
元
来
、
そ
の
固
有
の
様
式
、
一
つ
の
全
体
と
し
て
の

そ
の
時
代
と
同
質
な
様
式
を
持
つ
て
ゐ
な
い
の
を
特
色
と
す
る
の
だ
か
ら
、

他
の
ど
ん
な
時
代
の
ど
ん
な
様
式
と
も
対
立
す
る
と
い
ふ
事
は
あ
り
得
な

い
。（「
ピ
カ
ソ
」
五
）

一
時
代
一
様
式
の
否
定
は
、「
一
人
一
人
に
と
っ
て
一
個
ず
つ
の
モ
デ
ル
ニ

テ
」
が
あ
る
と
す
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
見
解
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

ロ
マ
ン
チ
ス
ム
が
、
そ
の
根
底
に
於
て
、
一
つ
の
崩
壊
の
過
程
な
ら
、
毎

日
、
新
ら
し
い
も
の
を
追
加
す
る
事
に
よ
つ
て
、
こ
れ
か
ら
逃
れ
る
事
は

出
来
な
い
。
寧
ろ
破
壊
が
、
創
造
で
あ
る
様
な
、
さ
う
い
ふ
道
を
選
ぶ
事

だ
。（「
ピ
カ
ソ
」
一
五
）

ロ
マ
ン
主
義
を
「
破
壊
が
、
創
造
で
あ
る
よ
う
な
、
さ
う
い
ふ
道
を
選
ぶ
事
」

と
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
自
立
性
の
回
復
に
「
凡
て
の
対
象
を
破
壊
し

て
し
ま
ふ
事
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら
の
考
え
と
し
て
示

さ
れ
て
い
る
箇
所
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、『
近
代
繪
畫
』
で
、
膨
大
な
文
献
を
用
い
て
時
に
恣
意
的
に
作
り

上
げ
ら
れ
た
画
家
の
あ
り
方⑾
に
着
目
す
る
と
、
ゴ
ッ
ホ
が
「
表
現
し
て
い
る
と

言
ふ
よ
り
破
壊
し
て
ゐ
る
」
と
し
、
ピ
カ
ソ
を
先
程
の
「
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
の
終

局
」
と
捉
え
る
の
に
加
え
、「
破
壊
の
総
計
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
点
、
ゴ
ッ
ホ
と
ゴ
ー
ガ
ン
を
「
同
時
代
へ
の
不
信
と
反
逆
に
於
て
セ
ザ

ン
ヌ
の
弟
子
で
あ
つ
た
」
と
し
て
い
る
点
、
ま
た
、
モ
ネ
に
つ
い
て
も
「
光
の

壊
れ
方
に
気
付
い
た
時
、
画
家
は
、
物
と
の
相
似
性
の
観
念
を
も
う
壊
し
て
い

た
。（
…
）
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
画
壇
や
、
こ
れ
に
慣
れ
た
絵
画
愛
好
者
に
鋭
く

衝
突
し
た
」
と
し
、
ル
ノ
ア
ー
ル
は
、
ロ
マ
ン
主
義
の
革
命
的
な
側
面
が
あ
ま

り
に
日
常
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
期
に
古
典
派
研
究
に
没
頭
す
る
と
い
う

「
同
時
代
へ
の
反
逆
」
を
行
い
、
そ
こ
か
ら
独
創
的
な
創
造
を
行
っ
た
面
を
強

調
、
ま
た
、
ド
ガ
に
つ
い
て
は
、
自
他
に
つ
い
て
「
悉
く
批
判
さ
れ
理
解
さ
れ
」

た
面
を
強
調
し
て
い
る
点
か
ら
考
え
て
も
、「
ロ
マ
ン
主
義
」
を
「
反
逆
の
上

に
し
か
咲
か
な
い
花
」
で
あ
る
と
し
、
各
画
家
の
特
性
と
し
て
描
き
出
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
如
実
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
画
家
像
か
ら
、『
近

代
繪
畫
』
成
立
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
〈
モ
デ
ル
ニ
テ
〉
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。�

三　

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
〈
近
代
〉
と
『
近
代
繪
畫
』

ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、『
近
代
繪
畫
』
の
方
法
の
枠
組
み
に
受
容
さ
れ
たD

egas 
D

anse D
essin

（「
ド
ガ
・
ダ
ン
ス
・
デ
ッ
サ
ン
）
以
外
に
も
、〈
近
代
〉
に
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つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
るLa C

rise de l’esprit�

（「
精
神
の

危
機
」）
等
多
く
の
文
明
批
評
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
明
批
評
を
発
表
す

る
一
方
で
、
芸
術
批
評
も
発
表
し
て
い
る
。
小
林
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
の
出
逢
い

の
書
と
さ
れ
るIntroduction à la� m

éthode de Léonard de Vinci

（「
レ

オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
方
法
序
説
」）
を
初
め
と
し
た
、
多
く
の
建
築
、

美
術
批
評
が
あ
る
。
中
で
も
美
術
批
評
は
、
ベ
ル
ト
・
モ
リ
ゾ
を
叔
母
に
持
っ

て
い
た
こ
と
も
関
係
し
、
印
象
派
画
家
と
の
交
流
が
あ
り
、
そ
の
批
評
対
象
は

マ
ネ
、
ド
ガ
、
ベ
ル
ト
・
モ
リ
ゾ
と
い
っ
た
印
象
派
画
家
が
中
核
を
な
し
て
い

る
。
美
術
批
評
の
う
ち
、「
ド
ガ
・
ダ
ン
ス
・
デ
ッ
サ
ン
」
が
『
近
代
繪
畫
』

の
批
評
方
法
上
、
重
要
な
こ
と
は
既
に
別
稿
で
検
証
し
た
通
り
で
あ
る⑿
。

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
美
術
批
評
は
、
作
品
の
随
所
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
美
術
批
評

か
ら
の
引
用
や
そ
れ
に
対
す
る
考
察
が
記
さ
れ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
美
術
批
評

の
延
長
線
上
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る⒀
。
た
だ
し
、
Ｆ
・
フ
ォ
ス
カ
が
指
摘⒁
す

る
よ
う
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
美
術
批
評
の
特
徴
は
、｢
色
彩｣

に
関
す
る
関

心
が
大
き
い
の
に
対
し
（
こ
れ
は
、
美
術
批
評
に
お
い
て
に
限
ら
ず
、『
悪
の

華
』
や
『
パ
リ
の
憂
鬱
』
の
よ
う
な
詩
業
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。）、
ヴ
ァ

レ
リ
ー
も｢

色
彩｣

に
対
す
る
関
心
を
持
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
最
大
の
関
心

は
画
家
特
有
の
視
覚
作
用
の
機
能
と
構
造
の
問
題
に
向
け
ら
れ
て
い
る
点
が
大

き
な
違
い
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、〈
近
代
〉

観
で
あ
る
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
美
術
批
評
の
う
ちTriom

phe de M
anet

（「
マ

ネ
の
勝
利
」）
に
は
そ
の
〈
近
代
〉
観
に
筆
が
費
や
さ
れ
て
い
る
。

既
に
見
た
よ
う
に
、
小
林
は
〈
近
代
〉
を
状
態
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
共
通
す
る
捉
え
方
で
あ
る
の
だ
が
、
同
様

の
捉
え
方
を
ヴ
ァ
レ
リ
ー
も
し
て
い
る
事
は
二
章
で
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
批
評
に
お
い
て
〈
近
代
〉
観
が
最
も
色
濃
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る

La C
rise de l’esprit

（「
精
神
の
危
機
」）
の
一
節
を
以
下
に
挙
げ
る
。

そ
し
て
わ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
的
な
こ
の
混
乱
は
何
か
ら
作
ら
れ
て
い

た
の
か
。
―
す
べ
て
の
教
養
あ
る
頭
脳
に
お
い
て
、
最
も
異
な
っ
た
多
く

の
概
念
の
、
ま
た
人
生
及
び
知
識
に
関
す
る
最
も
相
対
し
た
多
く
の
原
理

の
、
自
由
な
共
存
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
近
代
的
な
一
時
期
を
特
徴
づ

け
る
も
の
で
あ
る
。

　

私
は
、
近
代
と
い
う
名
詞
を
同
時
代
の
単
な
る
同
義
語
と
す
る
か
わ
り

に
、
こ
れ
を
一
般
化
し
、
こ
の
名
詞
を
あ
る
生
活
の
様
式
に
与
え
る
こ
と

を
い
と
う
も
の
で
は
な
い
。�

歴
史
上
に
は
、
我
々
近
代
人
が
非
常
に
そ

の
時
代
の
調
和
を
乱
す
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
ま
た
我
々
が
、
非
常
に
関

心
を
ひ
き
、
非
常
に
目
立
つ
対
象
、
つ
ま
り
、
不
快
な
、
不
調
和
な
、
適

応
さ
せ
る
こ
と
の
出
来
な
い
存
在
と
は
な
ら
ず
に
忍
び
込
め
る
時
と
場
所

が
あ
る
。
我
々
が
入
っ
て
い
っ
て
も
最
小
限
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
し
か
起

こ
さ
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
、
我
々
は
我
が
家
に
い
る
の
と
同
じ
だ
。

ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
の
ロ
ー
マ
や
プ
ト
レ
マ
エ
ウ
ス
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
が

我
々
を
吸
収
す
る
こ
と
は
、
時
間
的
に
よ
り
近
く
と
も
、
た
だ
一
つ
の
風

習
の
型
の
内
に
よ
り
特
殊
化
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
唯
一
の
人
種
、
唯
一
の

文
化
そ
し
て
唯
一
の
生
活
の
様
式
に
の
み
捧
げ
ら
れ
た
よ
う
な
多
く
の
場

所
よ
り
も
、
は
る
か
に
容
易
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
だ
。�

と
こ

ろ
で
、
一
九
一
四
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
恐
ら
く
、
こ
の
近
代
主
義
の
極

限
に
ま
で
達
し
て
い
た
。（La C

rise de l’esprit.

）

文
明
批
評
の
中
で
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
〈
近
代
〉
観
を
示
し
て
い
る
有
名
な
箇

所
で
あ
る
が
、
こ
の
、
近
代
人
が
時
間
の
隔
た
り
を
越
え
て
入
り
込
ん
で
も
、
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極
わ
ず
か
な
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
し
か
受
け
な
い
と
さ
れ
る
状
態
が
複
数
存
在
す

る
、
と
い
う
点
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
〈
近
代
〉
と
は
異
な
っ
た
考
え
方
で
あ

る
。
こ
こ
で
、『
近
代
繪
畫
』
の
次
の
箇
所
を
再
び
挙
げ
る
。

歴
史
は
二
度
繰
返
さ
な
い
が
、
異
つ
た
条
件
の
下
に
非
常
に
よ
く
似
た
事

が
起
こ
る
こ
と
は
考
へ
ら
れ
よ
う
。（「
ピ
カ
ソ
」
一
〇
）

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
〈
近
代
〉
観
を
再
度
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、「
非
常
に
よ
く

似
た
事
が
起
こ
る
」
と
い
う
の
は
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
「
極
わ
ず
か
な
セ
ン
セ
ー

シ
ョ
ン
し
か
受
け
な
い
」
状
態
と
重
な
る
と
指
摘
で
き
る
。
小
林
、
ヴ
ァ
レ

リ
ー
と
も
に
「
繰
り
返
し
全
く
同
じ
状
態
」
が
起
こ
る
と
ま
で
は
言
っ
て
い
な

い
点
に
も
留
意
し
た
い
。
ま
た
、
時
間
の
隔
た
り
を
越
え
て
入
り
込
む
と
い
う

の
は
、『
近
代
繪
畫
』
の
次
の
部
分
に
も
確
認
出
来
よ
う
。

歴
史
は
わ
が
意
に
反
し
、
歴
史
か
ら
の
不
思
議
な
逃
亡
を
彼
等
に
教
へ
て

了
つ
た
と
言
つ
て
よ
い
。
個
性
は
ど
ん
な
遠
い
時
代
か
ら
も
、
ど
ん
な
遠

い
国
か
ら
も
、
裸
体
で
飛
び
出
し
て
来
る
。
飛
び
出
し
て
何
処
へ
行
く
か
。

彼
に
出
会
は
う
と
、
彼
を
迎
へ
る
用
意
を
し
た
人
々
の
め
い
め
い
の
心
の

中
に
し
か
行
き
は
し
な
い
。（「
ピ
カ
ソ
」
六
）

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
言
う
「
極
わ
ず
か
な
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
し
か
受
け
な
い
」
状

態
を
も
た
ら
す
こ
と
を
こ
の
箇
所
は
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

そ
も
そ
も
先
述
し
た
小
林
の
「
歴
史
に
つ
い
て
」
の
発
想
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー

の
次
の
部
分
に
確
認
で
き
る
。

歴
史
は
二
度
と
繰
り
返
さ
な
い
こ
と
に
関
す
る
学
問
（D

iscours sur 
l’histoire.

）

「
歴
史
は
二
度
繰
り
返
さ
ぬ
」
と
い
う
「
歴
史
の
一
回
性
」
へ
の
言
及
部
分

で
あ
る
。
こ
の
〈
近
代
〉
の
特
徴
を
よ
り
詳
述
し
て
い
る
箇
所
が
、『
近
代
繪
畫
』

内
で
書
名
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
ヴ
ァ
レ
リ
ー｢

マ
ネ
の
勝
利｣

に
見
ら
れ
る
。

一
つ
の
時
代
は
、
己
の
う
ち
に
多
く
の
、
全
く
相
矛
盾
し
た
と
ま
で
は
い

か
な
く
と
も
、
甚
だ
相
異
な
っ
た
理
論
、
傾
向
、「
真
理
」
が
等
し
く
許

容
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
同
一
個
人
の
中
で
相
並
ん
で
存
在
し
、
働
き
か
け
て

い
る
と
言
う
事
情
を
見
出
す
時
、
初
め
て
「
近
代
的
」
と
自
ら
感
じ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
は
そ
の
た
め
、
一
つ
の
理
想
、
一
つ
の
信
仰
、

一
つ
の
様
式
の
み
が
支
配
す
る
時
代
よ
り
は
は
る
か
に
大
き
な
包
容
性
を

持
ち
、
ま
た
一
層
「
溌
剌
と
し
た
」
も
の
と
見
ら
れ
る
。（Triom

phe de 
M

anet.

）

｢

精
神
の
危
機｣

と
同
様
に
時
期
と
し
て
の
〈
近
代
〉
で
は
な
く
、〈
近
代
〉

を
状
態
と
し
て
の
呼
称
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
近
代
〉
は
、
そ
の
内

部
に
あ
っ
て
矛
盾
を
は
ら
み
つ
つ
も
同
時
に
包
括
的
な
あ
る｢

様
式｣

で
あ
る

と
さ
れ
、「
多
様
性
」
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
一
人
の
個
人
の
中
に
も
様
々
な

矛
盾
し
た
理
論
や
傾
向
が
共
存
し
て
い
る
点
に
言
及
し
て
い
る
。

ロ
マ
ン
チ
ス
ム
と
レ
ア
リ
ス
ム
、
論
理
的
資
質
と
神
秘
的
感
覚
、｢

自
然｣

の
詩
、
歴
史
ま
た
は
神
話
の
詩
、
そ
し
て
瞬
間
の
詩
ま
で
が
一
流
の
人
々

に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。（D

iscours sur 
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l’histoire.

）

光
や
色
彩
に
関
す
る
絵
画
的
要
素
に
対
す
る
考
え
な
ど
、
様
々
な
も
の
が
一

つ
の
総
体
を
な
し
て
一
人
の
近
代
芸
術
家
を
作
り
上
げ
、
こ
の
よ
う
な
多
様
性

と
独
自
性
と
の
矛
盾
を
包
括
し
た
画
家
を
〈
近
代
的
〉
と
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
捉
え
、

マ
ネ
を
位
置
づ
け
る
。

�

こ
れ
は
二
章
に
お
い
て
も
ふ
れ
た
が
、『
近
代
繪
畫
』
に
お
い
て
「
近
代
絵

画
」=「
ロ
マ
ン
主
義
絵
画
」
と
し
て
行
う
言
及
と
重
な
る
。

ロ
マ
ン
チ
ス
ム
は
元
来
、
そ
の
固
有
の
様
式
、
ひ
と
つ
の
全
体
と
し
て
の

そ
の
時
代
と
同
質
な
様
式
を
持
つ
て
ゐ
な
い
の
を
特
色
と
す
る
の
だ
か
ら
、

他
の
ど
ん
な
時
代
の
ど
ん
な
様
式
と
も
対
立
す
る
と
い
ふ
事
は
あ
り
得
な

い
。（「
ピ
カ
ソ
」
五
）

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
言
及
を
以
下
に
挙
げ
る
。

仮
に
寓
意
画
が
画
壇
の
主
流
を
な
し
て
い
た
と
し
て
、
た
ま
た
ま
、
一
画

家
が｢

マ
ネ
の
勝
利｣

と
い
う
絵
を
構
成
し
よ
う
と
し
た
と
す
れ
ば
、
彼

は
恐
ら
く
こ
の
偉
大
な
芸
術
家
の
画
像
を
取
り
囲
ん
で
一
群
の
著
名
な
同

僚
を
並
べ
る
と
い
う
考
え
を
懐
く
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
マ
ネ
の
才
能
を
た
た

え
、
努
力
を
支
持
し
、
そ
し
て
マ
ネ
の
後
に
続
い
て
栄
冠
を
も
ら
っ
た
画

家
た
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
も
か
れ
ら
全
体
は
決
し
て
ひ
と
つ
の｢

流
派｣

に
な
ぞ
ら
え
て
、
あ
る
い
は｢

流
派｣

を
形
作
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
マ

ネ
を
巡
っ
て
、
ド
ガ
、
モ
ネ
、
バ
ジ
ル
、
ル
ノ
ア
ー
ル
な
ど
の
似
顔
絵
や
、

優
美
で
一
風
変
わ
っ
た
モ
リ
ゾ
嬢
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
互
に

物
の
見
方
、
技
法
、
性
格
に
お
い
て
非
常
に
異
な
っ
て
お
り
、
彼
ら
全
体

が
ま
た
マ
ネ
と
は
非
常
に
異
な
っ
て
い
た
。（Triom

phe de M
anet.

）

「
マ
ネ
の
勝
利
」
の
冒
頭
箇
所
は
『
近
代
繪
畫
』
内
で
、
次
の
よ
う
に
言
及

さ
れ
る
。

ヴ
ア
レ
リ
イ
は
、
マ
ネ
に
就
て
、｢

マ
ネ
の
勝
利｣

と
い
ふ
絵
を
空
想
し

て
み
る
。
若
し
マ
ネ
を
中
心
に
、
こ
れ
を
め
ぐ
つ
て
マ
ネ
を
敬
愛
し
た
当

時
の
画
家
や
文
学
者
の
一
団
が
、
こ
の
絵
に
描
か
れ
た
と
し
た
ら
ど
う
い

ふ
事
に
な
つ
た
か
。（
…
）
同
じ
時
代
に
生
ま
れ
合
せ
な
が
ら
、
そ
の
資

質
を
異
に
し
、
そ
の
理
論
や
思
想
に
至
つ
て
は
全
く
相
反
す
る
人
々
で
あ

つ
た
が
、
め
い
め
い
が
比
類
の
な
い
も
の
と
信
じ
た
め
い
め
い
の
芸
術
、

こ
れ
に
対
す
る
情
熱
の
強
さ
が
、
彼
ら
を
し
つ
か
り
と
結
び
合
せ
、
彼
等

を
、
烈
し
く
当
時
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
に
対
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。（「
ピ
カ
ソ
」

六
）

殆
ど
口
移
し
の
状
態
で
、
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
記
す
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
彼
等
が
等
し
く
求
め
、
現
れ
た
芸
術
的
効
果
は
全
て
明

瞭
な
意
識
と
、
自
己
の
技
術
の
方
法
を
完
全
に
自
己
の
も
の
と
す
る
こ
と

か
ら
生
ま
れ
で
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
け
る
と
同
様
絵
画
に

つ
い
て
も
純
粋
性
が
存
在
し
、
成
立
す
る
。
彼
等
は
「
情
緒
」
を
頼
り
に

し
た
り
、「
思
想
」
を
混
入
し
た
り
す
る
よ
り
は
、「
感
覚
」
を
懸
命
に
、

微
妙
に
組
織
し
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
つ
ま
り
、
芸
術
の
最
高
の
目
的
、

魅
惑
力
（
私
は
こ
こ
で
は
こ
の
言
葉
の
全
力
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
魔
術
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的
な
魅
惑
力
と
い
う
言
葉
に
お
い
て
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
）
を
追

求
し
、
そ
れ
に
到
達
し
て
い
る
の
で
あ
る（Triom

phe de M
anet.

）

「
彼
等
が
等
し
く
求
め
、
現
れ
た
芸
術
的
効
果
は
全
て
明
瞭
な
意
識
と
、
自

己
の
技
術
の
方
法
を
完
全
に
自
己
の
も
の
と
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
で
て
来
た

も
の
」
と
、
こ
こ
で
描
か
れ
た
〈
近
代
〉
の
芸
術
家
は
明
瞭
な
意
識
下
に
芸
術

作
品
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、「
こ
の
点
に
お
け
る
と
同
様

絵
画
に
つ
い
て
も
純
粋
性
が
存
在
し
、
成
立
す
る
」
と
し
て
そ
こ
に
成
立
す
る

の
が
「
純
粋
性
」
で
あ
る
と
す
る
。

〈
近
代
〉
の
多
様
性
、｢

近
代
的｣
画
家
の
多
様
性
と
い
う
特
徴
は
、『
近
代

繪
畫
』
内
に
お
い
て
取
上
げ
ら
れ
た
画
家
た
ち
の
特
徴
と
し
て
上
げ
ら
れ
て
お

り
、
小
林
が
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
か
ら
学
ん
で
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
延
長
線
上
に
い
る
ヴ
ァ
レ
リ
ー
も
〈
近
代
〉
の
芸
術
を
「
純

粋
性
」
に
見
て
お
り
、
小
林
も
そ
れ
に
負
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

四　

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、『
近
代
繪
畫
』
が
、〈
近
代
〉
を
モ
チ
ー
フ
と
し
、
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
や
ヴ
ァ
レ
リ
ー
を
受
容
し
な
が
ら
、「
明
瞭
な
意
識
」
と
「
自
己
超
克
」
の

も
と
に
芸
術
作
品
の
創
出
に
取
り
組
ん
だ
〈
近
代
〉
芸
術
家
た
ち
の
姿
に
、「
永

遠
な
る
も
の
と
」
と
「
移
ろ
い
や
す
い
も
の
」
の
緊
張
関
係
か
ら
な
る
〈
モ
デ

ル
ニ
テ
〉
を
見
出
し
て
い
る
点
を
論
じ
た
。
ま
た
、
そ
の
〈
近
代
〉
観
／
歴
史

観
に
は
戦
前
の
も
の
と
比
較
す
る
と
変
化
が
見
ら
れ
る
点
を
指
摘
し
た
が
、
そ

の
変
遷
と
そ
の
意
義
の
検
証
に
関
し
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

注
⑴　

拙
稿
「
小
林
秀
雄
『
近
代
絵
画
』
論

―
成
立
過
程
を
め
ぐ
っ
て

―
⑴
」（『
日

本
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
二
〇
〇
四
・
三
）、「
小
林
秀
雄
『
近
代
絵

画
』
論

―
初
出
に
見
る
モ
チ
ー
フ

―
」（『
日
本
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

紀
要
』
二
〇
〇
五
・
三
）、「
小
林
秀
雄
『
近
代
絵
画
』
論

―
〈
ゴ
ッ
ホ
〉
と
〈
ゴ
ー

ガ
ン
〉
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て

―
」（『
文
学
・
語
学
』
二
〇
〇
七
・
三
）、「
小
林
秀

雄
『
近
代
絵
画
』
論

―
〈
ル
ノ
ア
ー
ル
〉
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て

―
」（『
昭
和
文

学
研
究
』
二
〇
〇
七
・
九
）、「
小
林
秀
雄
『
近
代
絵
画
』
論

―
〈
ド
ガ
〉
の
成
立

を
め
ぐ
っ
て

―
」（『
国
文
目
白
』
二
〇
〇
九
・
二
）、「
小
林
秀
雄
『
近
代
絵
画
』

論

―
〈
ピ
カ
ソ
〉
の
成
立
を
め
ぐ
る
資
料

―
」（『
日
本
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』

二
〇
一
〇
・
三
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑵　

吉
本
隆
明
「
解
説
」（『
近
代
日
本
思
想
体
系
２
９　

小
林
秀
雄
集
』
筑
摩
書
房
、

一
九
七
七
）

⑶　

注
⑴
の
他
、
拙
稿
「
小
林
秀
雄
に
お
け
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

―
戦
後
最
初
期
を
中

心
に

―
」（『
国
文
目
白
』
二
〇
〇
三
・
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。�

⑷　

高
階
秀
爾
『
近
代
絵
画
史�

上
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五
・
二
）

⑸　

本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
上
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
及
び
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
批
評
の
引
用
に

関
し
て
は
、
原
文
は
示
さ
ず
、
訳
文
の
み
を
示
す
形
を
と
る
。

⑹　

�「
歴
史
に
つ
い
て
」（『
文
藝
』
一
九
三
九
・
五
）�

　

歴
史
は
繰
返
す
、
と
は
歴
史
家
の
好
む
比
喩
だ
が
、
一
度
起
こ
つ
て
了
つ
た
事
は
、

二
度
と
取
返
し
が
付
か
な
い
、
と
は
僕
等
が
肝
に
銘
じ
て
承
知
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
僕
等
は
過
去
を
惜
し
む
の
だ
。
歴
史
は
人
類
の
巨
大
な

恨
み
に
似
て
ゐ
る
。
若
し
同
じ
出
来
事
が
、
再
び
繰
り
返
さ
れ
る
様
な
事
が
あ
つ
た

な
ら
、
僕
等
は
、
思
ひ
出
と
い
ふ
様
な
意
味
深
長
な
言
葉
を
、
無
論
発
明
し
損
ね
た

で
あ
ら
う
。（
…
）
歴
史
は
決
し
て
繰
返
し
は
し
な
い
。
た
ゞ
ど
う
に
か
し
て
歴
史

か
ら
科
学
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
人
間
の
一
種
の
欲
望
が
、
歴
史
が
繰
返
し
て
呉

れ
た
ら
ど
ん
な
に
好
都
合
だ
ら
う
か
と
望
む
に
過
ぎ
ぬ
。（
…
）
僕
等
の
発
明
し
た

時
間
は
生
き
物
だ
。
僕
等
は
こ
れ
を
殺
す
事
も
出
来
、
生
か
す
事
も
出
来
る
。
過
去
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と
言
ひ
未
来
と
言
ひ
、
僕
等
に
は
思
い
出
と
希
望
と
の
異
名
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
生
活

感
情
の
言
は
ば
対
称
的
な
二
方
向
を
支
へ
る
も
の
は
、
僕
等
の
時
間
を
発
明
し
た
僕

等
自
身
の
生
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
を
瞬
間
と
呼
ん
で
い
ゝ
か
ど
う
か
さ
へ
僕
等
は
知

ら
ぬ
。
従
つ
て
そ
れ
は
「
永
遠
の
現
在
」
と
さ
へ
思
は
れ
て
、
こ
の
奇
妙
な
場
所
に
、

僕
等
は
未
来
へ
の
希
望
に
準
じ
て
過
去
を
蘇
ら
す
。

⑺　

阿
部
良
雄
『
群
集
の
中
の
芸
術
家
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五
・
六
）、
同
『
シ
ャ

ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

―
現
代
性
の
成
立

―
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
・

六
）

⑻　

宮
川
淳
『
美
術
史
と
そ
の
言
説
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
・
三
）

⑼　

�「
著
者
の
言
葉
」（『
近
代
繪
畫
』
人
文
書
院
版
、
挟
み
込
み
）

　

先
年
、
外
国
旅
行
し
た
時
、
絵
を
一
番
熱
心
に
見
て
廻
つ
た
。
当
時
得
た
感
動
を
基

と
し
て
、
近
代
絵
画
に
関
す
る
自
分
の
考
へ
を
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
ひ
昭
和
二
九

年
の
春
か
ら
書
き
始
め
、
毎
月
雑
誌
に
発
表
し
て
今
日
に
い
た
つ
た
。（
…
）
近
代

の
一
流
の
画
家
た
ち
の
演
じ
た
人
間
劇
は
ま
こ
と
に
意
味
深
長
で
あ
つ
て
、
私
の
興

味
の
集
中
し
た
の
も
そ
の
点
で
あ
り
（
…
）

⑽　

高
階
秀
爾
『
近
代
絵
画
史�

上
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五
・
二
）

⑾　

注
⑴
に
同
じ
。

⑿　

注
⑴
に
同
じ
。

⒀　

Ｆ
・
フ
ォ
ス
カ�『
文
学
者
と
美
術
批
評

―
デ
ィ
ド
ロ
か
ら
ヴ
ァ
レ
リ
ー
へ
』（
美

術
出
版
社
、
一
九
六
二
・
一
〇
）

⒁　

注
⒀
に
同
じ
。

【
附
記
】『
近
代
繪
畫
』
の
引
用
は
、
人
文
書
院
版
（
一
九
五
八
・
四
）
に
よ
る
。
旧
字

体
は
新
字
体
に
改
め
た
。

受　

贈　

雑　

誌
（
八
）

日
本
文
芸
論
稿�

東
北
大
学
文
芸
談
話
会

日
本
文
芸
論
叢�

東
北
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室

年
報
福
永
武
彦
の
世
界�

科
研
費
補
助
金
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

梅
花
日
文
論
叢�

梅
花
女
子
大
学
大
学
院
日
本
文
学
会

花
園
大
学
日
本
文
学
論
究�

花
園
大
学
日
本
文
学
会

阪
大
近
代
文
学
研
究�

大
阪
大
学
近
代
文
学
研
究
会

比
較
文
学
年
誌�

早
稲
田
大
学
比
較
文
学
研
究
室

弘
前
大
学
国
語
国
文
学�

弘
前
大
学
国
語
国
文
学
会

広
島
女
学
院
大
学
国
語
国
文
学
誌�

広
島
女
学
院
大
学
日
本
文
学
会

藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌�

藤
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会

文
学
史
研
究�

大
阪
市
立
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室

�

文
学
史
研
究
会

文
学
論
藻�

東
洋
大
学
文
学
部
日
本
文
学
文
化
学

�

科
研
究
室

文
教
国
文
学�

広
島
文
教
女
子
大
学
国
文
学
会

文
教
大
学
国
文�

文
教
大
学
国
語
研
究
室

文
藝
研
究�

東
北
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室
日

�

本
文
芸
研
究
会

文
藝
と
批
評�

文
藝
と
批
評
の
会

文
藝
論
叢�

大
谷
大
学
文
藝
学
会

平
安
朝
文
学
研
究�

早
稲
田
大
学
平
安
朝
文
学
研
究
会


