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一、

?
i
と
言
葉

　
こ
の
小
論
は
南
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ク
ス
・
ア
ン
・
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
に
生
ま

れ
た
十
九
世
紀
の
画
家
ポ
ー
ル
・
セ
ザ
ン
ヌ
℃
国
巳
O
①
い
o
づ
昌
Φ
（
δ
ω
㊤
1

一
⑫
O
①
）
の
芸
術
思
想
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
芸
術
に
極
め

て
大
き
な
影
響
を
投
げ
か
け
た
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
に
、
す
ぐ
れ
て
重
要
な

現
代
的
性
格
の
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
彼
の
書
き
残
し
た
言

葉
の
う
ち
に
は
こ
れ
と
対
膝
的
に
か
な
り
保
守
的
な
表
現
が
多
く
み
ら
れ

る
。
こ
の
小
論
の
目
的
は
作
品
と
言
葉
と
の
間
に
存
す
る
こ
う
し
た
隔
た

り
が
持
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
セ
ザ
ソ
ヌ
が
抱
い
て
い
た

芸
術
思
想
に
ひ
と
つ
の
統
一
的
な
か
た
ち
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
。

　
セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
に
於
け
る
現
代
的
性
格
の
第
一
と
し
て
先
ず
挙
げ
ら

れ
る
べ
き
こ
と
は
、
絵
画
か
ら
の
文
学
性
の
排
除
と
造
形
性
の
重
視
で
あ

る
。
印
象
主
義
芸
術
に
は
一
般
的
に
「
文
学
性
の
排
除
」
を
目
指
す
傾
向

が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
セ
ザ
ン
ヌ
に
於
い
て
そ
れ
は
最
も
大
胆
に
押
し
進

め
ら
れ
た
。
イ
タ
リ
ア
・
°
ル
ネ
サ
ン
ス
期
以
来
、
西
洋
に
あ
っ
て
絵
画
は

自
然
主
義
を
基
本
的
理
念
と
し
て
展
開
す
る
が
、
そ
の
主
要
な
テ
ー
マ
は

宗
教
乃
至
歴
史
で
あ
っ
て
や
は
り
何
ら
か
の
宗
教
的
、
逸
話
的
意
味
を
含

み
、
殆
ど
常
に
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
を
背
景
と
し
て
き
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
セ
ザ
ン
ヌ
は
そ
う
し
た
文
学
性
を
殆
ど
排
し
、
そ
れ
ま
で

は
単
に
題
材
に
す
ぎ
な
か
っ
た
樹
々
や
静
物
の
構
成
に
よ
る
絵
画
性
・
造

形
性
の
追
求
と
い
っ
た
言
わ
ぱ
「
絵
画
的
な
絵
画
」
を
試
み
て
お
り
、
そ

こ
で
は
例
え
ば
果
実
の
肌
合
い
や
色
艶
、
陶
器
の
豪
華
さ
の
描
写
に
対
す

る
自
然
主
義
的
な
興
味
の
所
産
を
指
摘
す
る
の
は
容
易
で
な
い
だ
ろ
う
。

第
二
に
は
ル
ネ
サ
ソ
ス
的
遠
近
法
の
放
棄
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
性
格
を

示
す
彼
の
作
品
は
殆
ど
枚
挙
に
暇
が
な
い
程
で
、
プ
リ
ッ
ツ
・
ノ
ヴ
ォ
ト

ニ
ー
が
こ
れ
を
問
題
と
し
て
以
来
（
1
）
、
セ
ザ
ソ
ヌ
芸
術
の
主
要
な
特
質
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と
看
倣
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
第
三
に
は
、
ア
ー
ル
・
・
ロ
ー
ラ
ン

（
2
）
が
好
ん
で
指
摘
す
る
同
一
作
品
に
於
け
る
視
点
の
移
動
を
挙
げ
る
。

第
四
に
は
表
現
さ
れ
る
モ
チ
ー
フ
に
加
え
ら
れ
る
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
ョ
ン
を

挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
モ
チ
ー
フ
に
加
え
ら
れ
る
単
純
化
、
彩

色
の
省
略
等
を
も
っ
て
一
応
こ
こ
で
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
に
み
ら
れ
る
現

代
的
性
格
と
す
る
。
そ
し
て
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
期
か
ら
十
九
世
紀

・
ま
で
に
亘
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
絵
画
の
対
象
で
あ
っ
た
「
自
然
」
の
現
実

的
で
幾
何
学
的
な
秩
序
と
は
別
箇
に
、
ひ
と
つ
の
独
立
し
て
完
結
す
る
絵

画
的
世
界
と
し
て
芸
術
を
看
倣
す
態
度
を
示
す
ご
・
れ
ら
の
現
代
的
性
格
を

抽
象
志
向
と
呼
ぶ
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
セ
ザ
ン
ヌ
の
語
っ
た
言
葉
の
う
ち
に
は
こ
う
し
た
現
代
的
性

格
を
持
つ
芸
術
思
想
の
表
明
が
殆
ど
欠
如
し
て
お
り
、
む
し
ろ
そ
れ
と
は

相
容
れ
な
い
よ
う
な
性
格
の
も
の
す
ら
残
っ
て
い
る
。
彼
に
は
一
篇
の
論

文
も
一
冊
の
著
作
も
な
く
、
直
接
画
家
の
手
に
帰
せ
ら
れ
る
章
句
は
二
三

六
通
に
及
ぶ
そ
の
書
簡
に
限
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
書
簡
の
う
ち
文
学
性

の
排
除
と
造
形
性
の
重
視
を
直
接
に
表
明
す
る
も
の
は
僅
か
に
一
箇
所
し

か
な
い
。
　
「
自
然
を
円
筒
、
球
、
円
錐
に
よ
っ
て
扱
い
、
す
べ
て
を
遠
近

法
の
な
か
に
入
れ
な
さ
い
。
物
や
プ
ラ
ン
の
各
側
面
が
ひ
と
つ
の
中
心
点

に
向
か
う
よ
う
に
（
3
）
。
」
（
リ
ォ
ネ
ル
ロ
・
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
は
こ
の
言
葉

が
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
論
理
的
支
柱
と
ざ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
っ

た
と
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
イ
タ
リ

ア
人
の
よ
う
に
構
図
の
遠
近
法
的
統
一
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
創
始
者
の
よ
う
に
で
は
な
い
（
4
）
。
　
ま
た
ル
ネ
・

ユ
イ
グ
は
こ
れ
と
同
様
の
言
葉
が
ル
ー
ベ
ン
ス
の
「
人
体
論
」
の
な
か
に

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
こ
れ
を
む
し
ろ
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
期
以

来
の
造
形
的
把
握
と
結
び
つ
け
る
興
味
深
い
見
解
を
示
し
て
い
る
（
5
）
。
）

こ
こ
で
「
遠
近
法
」
が
肯
定
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
書
簡

で
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
的
遠
近
法
の
否
定
に
つ
い
て
も
放
棄
に
つ
い
て
も
一

切
語
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
セ
ザ
ン
ヌ
は
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
ヨ

ン
を
主
張
し
た
り
推
賞
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
言
葉
を
使
う
こ
と
が
全
く

な
い
。
視
点
の
移
動
に
つ
い
て
述
べ
る
書
簡
は
存
在
し
な
い
。
彩
色
の
省

略
に
つ
い
て
も
彼
は
口
を
閉
ざ
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
結
局
、
セ
ザ
ン
ヌ
の

書
簡
に
は
「
抽
象
」
を
も
っ
て
絵
画
を
論
ず
る
如
何
な
る
芸
術
思
想
も
表

明
さ
れ
て
い
な
い
。
第
一
彼
が
「
抽
象
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
の

は
二
三
六
通
の
書
簡
の
う
ち
た
だ
の
三
度
し
か
な
く
、
ど
の
場
合
で
も
否

定
的
に
語
ら
れ
て
い
る
（
6
）
。
　
セ
ザ
ン
ヌ
が
芸
術
に
つ
い
て
語
る
と
き
に

先
ず
口
を
つ
い
て
現
わ
れ
る
言
葉
は
「
自
然
」
で
あ
っ
て
、
彼
の
芸
術
思

想
は
こ
の
「
自
然
」
概
念
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

或
る
と
き
は
南
フ
ラ
ン
ス
の
太
陽
を
讃
え
、
ま
た
或
る
と
き
は
そ
の
大
気

に
寄
せ
る
感
動
に
つ
い
て
語
り
、
シ
ャ
ル
ル
・
カ
モ
ワ
ン
に
は
「
し
か
し

そ
こ
（
1
ー
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
）
に
あ
る
巨
匠
た
ち
を
観
た
後
に
は
、
急
い

で
脱
け
だ
し
て
、
自
然
と
の
接
触
に
よ
っ
て
自
分
で
、
本
能
を
、
私
た
ち

の
う
ち
に
あ
る
芸
術
感
覚
を
生
き
生
き
と
さ
せ
ね
ぽ
な
り
ま
せ
ん
。
…
…

私
が
あ
な
た
に
望
む
の
は
、
自
然
を
前
に
し
た
秀
れ
た
研
究
で
す
。
そ
れ
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が
一
番
よ
い
の
で
す
（
7
）
」
と
述
ぺ
て
い
る
。
　
エ
ミ
ー
ル
・
ベ
ル
ナ
ー
ル

に
は
「
画
家
は
自
然
の
研
究
に
一
身
を
捧
げ
、
ひ
と
つ
の
教
え
と
な
る
よ

う
な
絵
画
を
生
み
だ
す
こ
と
に
努
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
（
8
）
」
と
語
る
セ

ザ
ン
ヌ
の
書
簡
に
み
ら
れ
る
芸
術
思
想
上
の
非
現
代
的
性
格
は
、
自
然
讃

美
と
呼
び
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
作
品
と
言
葉
と
の
間
に
は
抽

象
志
向
と
自
然
讃
美
と
い
っ
た
一
見
甚
だ
し
く
矛
盾
す
る
か
と
思
わ
れ
る

隔
た
り
が
あ
り
、
そ
れ
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
思
想
を
規
定
す
べ
く
試
み
る

諸
家
の
見
解
を
抽
象
主
義
か
ら
自
然
主
義
ま
で
に
亙
る
多
様
さ
へ
と
導
い

た
混
乱
の
因
と
も
な
っ
て
い
る
。

　
セ
ザ
ン
ヌ
書
簡
集
の
編
纂
者
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
リ
ウ
ォ
ル
ド
は
、
し
か

し
、
画
家
の
作
品
と
言
葉
と
の
隔
た
り
の
解
明
を
放
棄
し
て
い
る
。
彼
は

一
九
三
九
年
の
著
書
の
な
か
で
「
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
筆
を
導
い
て
き
た
も
の

は
決
し
て
彼
の
理
論
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
（
9
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
も
っ
と
も
一
九
五
〇
年
の
英
語
版
で
は
こ

の
断
定
的
な
言
辞
を
削
除
し
て
い
る
が
、
や
は
り
セ
ザ
ン
ヌ
の
書
簡
か
ら

統
一
的
な
芸
術
思
想
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
断
念
し
て
い
る
。
ま
た
セ
ザ

ン
ヌ
の
作
品
総
カ
タ
ロ
グ
の
編
纂
者
で
あ
る
リ
オ
ネ
ル
ロ
・
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ

ー
リ
も
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
「
理
論
」
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
で
あ
る
。
　
「
セ
ザ

ン
ヌ
は
、
当
然
な
が
ら
、
決
し
て
理
論
を
練
り
あ
げ
た
の
で
は
な
い
。
彼

は
自
分
の
経
験
や
反
省
の
或
る
も
の
を
説
明
し
た
の
で
あ
っ
て
他
意
は
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
仕
事
に
対
す
る
鼓
舞
で
あ
り
、
趣
味
の
肯
定
で
あ
り
、

自
己
の
芸
術
の
正
当
化
と
い
う
以
外
の
価
値
は
な
く
、
未
来
の
芸
術
の
諸

規
則
と
な
る
ど
ん
な
意
図
も
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
（
－
o
）
。
」
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ

ー
リ
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
諸
作
品
に
於
け
る
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
ョ
ソ
に
つ
い
て
語

り
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
抽
象
志
向
性
を
持
つ
と
い
う
見
解
は
抱
い
て
い
な

い
。
例
え
ば
一
八
七
ニ
ー
七
年
の
作
品
『
オ
ー
ヴ
ェ
ー
ル
の
道
』
　
（
ヴ
ェ

ン
ト
ゥ
ー
リ
番
号
《
以
下
V
・
と
略
す
》
　
＝
二
四
）
を
、
そ
の
場
所
の
実

景
写
真
と
比
較
し
て
、
遠
近
法
の
変
形
は
画
家
の
意
識
的
な
試
み
で
あ
る

と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
様
式
の
統
一
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
こ

う
述
べ
て
い
る
。
　
「
写
真
の
な
か
で
こ
の
道
は
平
凡
だ
が
、
絵
画
の
な
か

で
は
貧
困
の
ポ
エ
ジ
ー
で
あ
る
」
と
。
　
『
ベ
ル
ビ
ュ
の
家
』
　
（
V
・
六
五

五
）
に
つ
い
て
も
実
景
写
真
と
比
較
し
な
が
ら
、
写
真
の
な
か
の
モ
チ
ー

フ
は
単
純
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
に
は
悲
劇
的
な
偉
大

さ
が
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
こ
で
は
す
べ
て
の
自
然
物
が
あ
る
基
準
を
も
っ

て
、
自
然
的
で
は
な
い
絵
画
的
な
プ
ラ
ン
へ
と
転
移
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

ら
の
レ
ア
リ
テ
は
写
真
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
感
じ
方
に
よ

っ
て
測
ら
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
を

描
い
た
作
品
（
V
・
六
五
五
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
そ
の
実
景
写
真
と

比
較
し
な
が
ら
、
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ー
リ
は
作
品
の
う
ち
に
「
造
形
的
な
ダ
イ

ナ
、
・
・
ズ
ム
」
の
あ
る
こ
と
を
認
め
、
写
真
に
は
そ
れ
が
な
く
、
山
の
ヴ
ォ

リ
ュ
ー
ム
は
弱
々
し
い
と
述
ぺ
て
い
る
。
ま
た
彼
は
ビ
ベ
ミ
ュ
の
石
切
場

を
描
い
た
作
品
（
V
・
七
六
七
）
を
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
奇

蹟
と
呼
び
、
こ
れ
も
ま
た
実
景
写
真
と
比
較
し
て
、
・
写
真
の
方
が
人
工
的
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で
あ
る
の
に
対
し
て
作
品
の
方
が
自
然
な
感
じ
を
与
え
る
と
す
る
。
　
「
セ

ザ
ン
ヌ
の
ド
ラ
マ
と
偉
大
さ
を
理
解
す
る
に
は
彼
の
感
じ
方
の
ま
ま
に
従

う
し
か
な
い
の
で
あ
る
（
1
1
）
。
」
彼
に
よ
れ
ば
セ
ザ
ン
ヌ
の
「
感
覚
」
と
は

「
理
想
」
で
あ
っ
て
、
円
筒
や
球
に
関
す
る
先
の
一
節
は
こ
の
「
感
覚
」

の
光
の
下
で
読
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
　
「
セ
ザ
ン
ヌ
の
人
格
と

作
品
の
な
か
に
は
、
デ
カ
ダ
ソ
も
抽
象
も
な
く
、
芸
術
の
た
め
の
芸
術
も

な
く
、
芸
術
を
創
造
す
る
抑
え
難
い
自
然
な
衝
動
以
外
の
何
物
も
な
い

（
1
2
）
。
」

　
こ
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
は
セ
ザ
ソ
ヌ
の
作
品
に
も
芸
術
思
想
に

も
抽
象
主
義
或
い
は
抽
象
志
向
性
を
認
め
て
は
い
な
い
。
セ
ザ
ン
ヌ
を

　
「
不
完
全
な
芸
術
家
」
或
い
は
現
代
芸
術
の
単
な
る
「
先
駆
者
」
と
す
る

当
時
の
支
配
的
な
位
置
づ
け
を
否
定
し
、
ひ
と
り
の
完
成
し
た
独
自
な
芸

術
家
と
し
て
十
九
世
紀
の
芸
術
思
潮
の
う
ち
に
改
め
て
位
置
づ
け
し
直
し

た
こ
と
は
確
か
に
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の
功
績
で
あ
る
。
し
か
し
セ
ザ
ン
ヌ

の
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
ヨ
ン
が
意
図
的
な
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
そ
の
作
品

が
「
ポ
エ
ジ
i
」
と
し
て
よ
り
も
「
抽
象
的
な
る
も
の
」
と
し
て
把
捉
さ

れ
た
か
ら
こ
そ
、
彼
の
芸
術
が
実
際
に
後
世
の
芸
術
家
た
ち
に
甚
大
な
影

響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
作
品
の
う
ち
に
単
に
「
抑
え
難
い
自
然

な
衝
動
」
の
み
な
ら
ず
、
自
然
主
義
と
は
全
く
別
箇
な
秩
序
に
基
づ
く
芸

，
術
へ
の
志
向
性
が
看
取
さ
れ
た
が
故
に
、
彼
が
二
〇
世
紀
芸
術
の
父
た
り

得
た
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
リ
リ
ア
ヌ
・
ゲ
リ
ー
が
そ
の
著

作
（
1
3
）
に
於
い
て
セ
ザ
ン
ヌ
の
初
期
か
ら
晩
年
に
至
る
周
到
な
作
品
分
析

を
繰
り
拡
げ
る
際
に
、
基
本
的
に
は
大
気
と
対
象
と
の
調
和
的
な
表
現
と

い
う
自
然
主
義
的
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
て
も
、
一
八
七
九
年
か
ら
一
八

八
九
年
の
時
期
に
抽
象
主
義
時
代
と
い
う
名
称
を
与
え
て
、
こ
の
時
期
の

作
品
の
「
不
安
定
な
釣
合
い
」
を
説
明
し
て
い
る
こ
と
は
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
，

リ
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
疑
問
の
呈
示
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
パ
リ
国
立
近
代
美
術
館
の
副
館
長
で
あ
っ
た
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ド

リ
ヴ
ァ
ル
の
見
解
と
な
る
と
、
か
な
り
逆
説
的
で
あ
る
。
ド
リ
ヴ
ァ
ル
に

よ
れ
ば
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
生
涯
一
貫
し
て
「
綜
合
」
を
目
指
し
て
き
た
の
に

対
し
て
、
彼
か
ら
影
響
を
与
え
ら
れ
た
殆
ど
す
べ
て
の
画
家
は
彼
の
芸
術

の
一
部
分
を
受
け
継
い
だ
に
す
ぎ
な
い
。
　
「
セ
ザ
ン
ヌ
が
統
一
　
　
或
い

は
む
し
ろ
統
一
す
る
こ
と
ー
を
夢
み
た
の
と
同
じ
程
、
我
々
の
同
時
代

人
は
排
他
的
な
も
の
に
甘
ん
じ
て
い
る
（
1
4
）
」
の
で
あ
っ
て
、
　
セ
ザ
ン
ヌ

の
生
涯
は
レ
ア
リ
ス
ム
の
追
求
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
「
レ
ア
リ
ス
ム
と
ユ

マ
ニ
ス
ム
と
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
る
こ
の
作
品
（
1
ー
セ
ザ
ン
ヌ
の
作

品
）
は
、
し
か
し
な
が
ら
現
代
絵
画
の
ア
ン
ニ
ュ
マ
ニ
ス
ト
の
イ
レ
ア
リ

ス
ム
の
最
初
の
現
わ
れ
で
も
あ
る
の
だ
h
1
5
）
。
」
セ
ザ
ン
ヌ
は
レ
ア
リ
ス
ム

の
休
む
こ
と
の
な
い
追
求
の
故
に
レ
ア
リ
ス
ム
を
越
え
た
の
で
あ
る
。
彼

は
我
々
が
物
を
見
る
よ
う
に
で
も
、
彼
が
見
る
よ
う
に
で
も
な
く
、
彼
が

感
じ
る
よ
う
に
描
い
た
。
　
「
自
然
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
与
え
る
こ
と
を
欲
し

な
が
ら
「
ひ
と
つ
の
啓
示
」
を
齎
し
た
と
こ
ろ
に
セ
ザ
ン
ヌ
の
逆
説
が
あ

る
。
　
「
ユ
マ
ニ
ス
ム
が
そ
の
美
し
い
果
実
を
み
の
ら
せ
た
こ
の
絵
画
は
ま

た
現
代
の
ア
ン
ニ
ュ
マ
ニ
ス
ト
の
芸
術
の
序
曲
で
も
あ
っ
た
（
1
6
）
。
」
ド
リ
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ヴ
ィ
ル
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
抱
い
て
い
た
芸
術
思
想
を
レ
ア
リ
ス
ム
と
し
て
お

り
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
結
果
生
ま
れ
た
作
品
は
イ
レ
ア
リ
ス
ム
で
も
あ

っ
て
、
そ
れ
が
故
に
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
的
な
絵
画
概
念
の
否
定
の

開
始
と
い
う
美
術
史
的
位
置
に
立
つ
セ
ザ
ン
ヌ
を
「
逆
立
ち
し
た
ジ
ョ
ッ

ト
」
と
呼
び
、
且
つ
「
不
本
意
な
る
ジ
ョ
ッ
ト
」
と
規
定
出
来
た
訳
で
あ

る
。
　
（
だ
が
、
こ
こ
に
ま
た
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
以
来
の
「
不
完
全
な
画

家
」
と
い
う
亡
霊
が
姿
を
覗
か
せ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
）

　
以
上
の
三
者
は
と
も
に
セ
ザ
ン
ヌ
の
う
ち
に
抽
象
志
向
或
い
は
抽
象
主

義
を
み
と
め
て
は
い
な
い
が
、
作
品
に
、
殊
に
そ
の
現
代
的
性
格
に
重
き

を
置
く
批
評
家
は
彼
ら
と
は
異
な
る
解
釈
を
提
出
す
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
最

も
詳
細
な
伝
記
作
者
で
あ
る
ガ
ー
ス
ル
・
マ
ッ
ク
は
、
彼
の
芸
術
の
価
値

は
写
実
的
な
表
現
か
ら
抽
象
へ
向
か
う
道
を
切
り
開
い
た
こ
と
に
あ
る
と

し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
大
成
し
た
頃
の
セ
ザ
ン
ヌ
の
目
的
は

自
然
の
模
倣
で
は
な
か
っ
た
。
印
象
主
義
者
と
は
異
な
り
、
彼
は
外
的
で

は
な
い
内
的
な
絵
画
を
想
い
描
い
て
い
た
。
彼
が
モ
デ
ル
に
負
う
自
然
の

形
態
は
1
風
景
な
ら
ば
丘
陵
、
’
樹
々
、
家
や
市
松
模
様
の
畑
、
肖
像
な

ら
ば
頭
、
ト
ル
ソ
、
肢
体
、
静
物
な
ら
ば
林
檎
、
梨
、
花
、
陶
器
i
彼

の
精
神
の
う
ち
で
球
、
立
方
体
、
円
錐
、
円
筒
と
い
っ
た
単
純
な
幾
何
学

的
諸
形
象
に
還
元
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
抽
象
的
な
諸
要
素
を
用
い
て
彼
は

絵
画
を
作
り
あ
げ
、
構
成
し
、
変
形
し
、
自
己
の
内
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に

応
え
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
彼
の
目
的
は
な
に
よ
り
も
対
象
の
目
に
見

え
る
よ
う
な
再
現
で
は
な
く
、
美
的
な
構
造
の
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ソ
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
り
、
彼
は
自
分
が
見
て
い
た
諸
形
態
に
画
面
の
上
で
の
望
ま

し
い
関
係
を
与
え
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
を
変
形
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
か

ら
で
あ
る
（
1
7
）
。
」
こ
う
し
て
ガ
ー
ス
ル
・
マ
ッ
ク
は
、
抽
象
と
い
う
大
胆

な
概
念
と
自
然
へ
の
執
着
と
の
争
い
が
セ
ザ
ン
ヌ
に
於
い
て
永
遠
な
も
の

と
な
り
、
画
家
の
語
っ
た
「
実
現
」
出
来
な
い
苦
し
み
と
は
、
こ
の
争
い

に
よ
っ
て
齎
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
プ
リ
ッ
ツ
・
ノ
ヴ
ォ
ト
ニ
ー

は
詳
細
な
作
品
分
析
を
展
開
し
、
科
学
的
遠
近
法
の
否
定
が
セ
ザ
ン
ヌ
か

ら
開
始
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
モ
ー
リ
ス
・
セ
リ
ュ
ラ
ス
に
よ
れ

ば
、
印
象
主
義
時
代
（
一
八
七
ニ
ー
一
八
八
二
年
）
か
ら
既
に
「
セ
ザ
ン

ヌ
の
作
品
に
於
げ
る
幾
何
学
的
な
面
に
対
す
る
嗜
好
を
指
摘
出
来
る
し
、

そ
れ
は
そ
の
後
、
彼
の
生
涯
を
通
じ
て
強
ま
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
（
1
8
）
。
」

ま
た
綜
合
時
代
（
一
八
八
三
－
一
八
九
五
年
）
に
エ
ス
タ
ッ
ク
湾
を
描
い

た
作
品
群
は
「
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
先
駆
者
と
し
て
の
最
初
の
諸
要
素
を
指
摘

出
来
る
諸
形
象
の
幾
何
学
化
を
ぎ
わ
だ
た
せ
て
い
る
（
1
9
）
」
し
、
晩
年
に

も
『
玉
葱
の
あ
る
静
物
』
　
（
V
・
七
三
〇
）
で
は
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
原
理
に

先
が
け
て
お
り
、
　
『
大
水
浴
』
　
（
V
・
七
一
九
）
で
も
ピ
カ
ソ
の
『
ア
ヴ

ィ
ニ
ョ
ン
の
娘
た
ち
』
と
共
通
す
る
キ
ュ
ビ
ス
ム
的
な
様
式
化
を
示
し
て

い
る
、
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
ア
ー
ル
・
ロ
ー
ラ
ン
は
「
セ
ザ
ン
ヌ
は
自
然

を
ど
の
程
度
ま
で
修
正
し
た
か
」
を
問
題
と
し
て
作
品
分
析
を
行
な
っ
て

い
る
。
ロ
ー
ラ
ソ
に
至
る
と
セ
ザ
ン
ヌ
が
自
然
に
加
え
た
変
形
・
修
正
の

み
が
考
察
の
対
象
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
感
性
的
・
精
神
的
諸
要
素
は
一
切

顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
う
し
た
作
品
分
析
か
ら
様
々
な
所
謂
「
修
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正
」
が
指
摘
さ
れ
、
そ
う
し
て
浮
か
び
あ
が
る
セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
は
完
全

に
イ
レ
ア
レ
ス
ム
の
そ
れ
で
あ
り
、
抽
象
芸
術
の
先
駆
的
存
在
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
セ
ザ
ン
ヌ
が
抽
象
画
家
に
与
え
た
驚
く
べ
き
影
響
の
ひ
と

つ
は
科
学
的
遠
近
法
の
放
棄
に
他
な
ら
な
い
。
だ
が
、
彼
は
こ
の
よ
う
な

セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
は
画
家
自
身
の
言
葉
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
な
い
こ
と
を

素
直
に
認
め
て
い
る
。
ロ
ー
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
セ
ザ
ン
ヌ
が

「
そ
の
創
造
的
作
品
と
一
致
す
る
よ
う
な
知
的
理
論
を
考
え
出
せ
な
か
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
2
0
）
。
」
（
こ
う
し
て
「
不
完
全
な
画
家
」

ポ
ー
ル
・
セ
ザ
ン
ヌ
の
亡
霊
は
再
び
新
し
い
装
い
を
ほ
ど
こ
し
て
私
た
ち

の
前
に
登
場
す
る
。
）

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
セ
ザ
ソ
ヌ
の
作
品
分
析
に
際
し
て
そ
の
現

代
的
性
格
を
重
視
し
、
影
響
関
係
を
肯
定
的
・
必
然
的
に
把
捉
す
る
論
者

は
、
彼
の
芸
術
に
窺
え
る
抽
象
志
向
性
を
無
視
出
来
な
い
。
し
か
し
そ
の

場
合
に
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
作
品
と
言
葉
と
の
隔
た
り
乃
至
矛
盾
の
前
に
立
た

さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
回
避
す
る
に
は
ド
リ
ヴ
ァ
ル
の
よ
う
な
逆
説
的

解
釈
を
取
る
か
、
ロ
ー
ラ
ン
の
よ
う
に
言
葉
を
無
視
す
る
か
し
か
な
く
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
思
想
に
関
す
る
諸
家
の
見
解

は
こ
の
よ
う
に
か
な
り
錯
雑
と
し
て
い
る
が
、
我
々
は
、
画
家
の
書
簡
に

基
づ
い
て
そ
の
芸
術
思
想
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
作
品
か
言
葉
か
と
い
っ

た
二
者
択
一
を
迫
る
こ
と
な
く
こ
の
両
者
の
間
に
あ
る
隔
た
り
の
意
味
を

明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。
あ
ら
ゆ
る
神
秘
主
義
を
免
れ
た
セ
ザ
ン
ヌ
書

簡
の
む
し
ろ
生
硬
な
言
辞
は
、
芸
術
理
論
の
把
持
を
示
唆
す
る
も
の
を
含

ん
で
お
り
、
画
家
自
身
の
強
い
自
信
に
支
え
ら
れ
た
知
的
な
構
造
を
持
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

二
、
　
「
自
然
」
概
念

　
セ
ザ
ン
ヌ
は
画
家
に
と
っ
て
芸
術
制
作
上
の
最
大
事
は
先
ず
も
っ
て
自

然
と
と
も
に
あ
る
こ
と
、
自
然
に
接
す
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
た
。
彼
が

エ
ミ
ー
ル
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
伝
え
る
べ
く
努
力
し
て
い
た
の
は
「
自
然
と

の
接
触
に
よ
る
芸
術
の
発
展
と
い
う
実
に
健
全
で
、
力
に
な
る
、
唯
一
の

正
し
い
思
想
（
2
1
）
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
「
自
然
に
即
し
て
」
「
自
然
と
の

接
触
に
よ
っ
て
」
　
「
自
然
に
よ
っ
て
」
と
い
っ
た
頻
繁
に
現
わ
れ
る
語
句

は
、
具
体
的
に
は
自
然
と
い
う
対
象
を
眼
前
に
し
た
制
作
、
印
象
主
義
の

画
家
た
ち
が
最
も
普
遍
的
か
つ
具
体
的
な
信
条
と
し
て
い
た
戸
外
制
作
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
書
簡
で
は
想
像
に
よ
る
制
作
は
閑
却
さ

れ
て
も
は
や
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
彼
の
自
然
讃
美
は
ル
ー
ブ
ル
美

術
館
に
ひ
し
め
く
巨
匠
た
ち
の
傑
作
を
前
に
し
て
も
衰
え
ず
、
た
と
え
ど

れ
程
秀
れ
た
ミ
ケ
ラ
ソ
ジ
ェ
ロ
の
彫
刻
と
い
え
ど
も
輝
か
し
い
自
然
へ
と

誘
う
「
仲
介
物
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
の
芸
術
思
想
に
於
い
て
「
自

然
」
概
念
は
殆
ど
中
心
的
位
置
を
占
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
常
に
エ
ク

ス
・
ア
ン
「
・
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
或
い
は
南
フ
ラ
ソ
ス
と
い
う
具
体
的
・
箇
別

的
な
も
の
と
し
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
自
然
」
が
彼
の
精

神
生
活
と
密
接
な
連
関
の
う
ち
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
e
彼
の
語
る
「
自
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然
」
が
観
念
的
な
抽
象
概
念
で
は
な
く
、
具
体
的
な
位
置
と
量
と
を
持
つ

箇
別
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
普
遍
的
な
概
念
で
あ
る
よ
り
も
箇
別
的
な

樹
々
で
あ
り
、
丘
陵
で
あ
り
、
大
気
で
あ
る
こ
と
、
⇔
こ
の
「
自
然
」
即

ち
エ
ク
ス
・
ア
ン
・
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
が
彼
の
故
郷
で
あ
る
こ
と
の
二
点
に

支
え
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
彼
は
こ
の
「
自
然
」
概
念
に
さ
ら
に
或
る
限
定
を
加
え
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
八
九
九
年
に
ア
ン
リ
・
ガ
ス
ケ
に
宛
て
た
次
の
書

簡
か
ら
示
唆
さ
れ
る
。
ア
ン
リ
の
息
子
ジ
ョ
ア
シ
ャ
ン
・
ガ
ス
ケ
の
エ
ク

ス
に
関
す
る
文
章
を
ほ
め
た
た
え
た
セ
ザ
ン
ス
は
、
パ
リ
に
あ
っ
て
も
懐

し
く
南
フ
ラ
ン
ス
を
想
起
す
る
。
　
「
彼
の
回
想
に
は
感
動
さ
せ
ら
れ
た
の

で
、
私
に
、
つ
ま
り
サ
ン
・
ジ
ョ
ゼ
フ
学
校
の
君
の
古
ぎ
寄
宿
学
友
に
呼

び
醒
ま
さ
れ
た
感
慨
を
彼
に
伝
え
て
く
れ
る
よ
う
に
お
願
い
す
る
。
と
い

う
の
も
私
た
ち
の
裡
で
は
い
つ
で
も
プ
ロ
ヴ
ア
ン
ス
の
素
晴
ら
し
い
太
陽

に
、
青
春
時
代
の
遥
か
な
想
い
出
に
、
地
平
線
や
、
風
景
や
、
私
た
ち
に

あ
れ
程
多
く
の
深
い
印
象
を
刻
み
つ
け
た
興
味
深
い
形
に
共
鳴
す
る
諸
感

覚
の
揺
ら
め
き
が
消
え
る
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
（
2
2
）
。
」

　
こ
こ
で
注
意
を
喚
起
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
一
節
に
よ
れ
ば
セ
ザ
ン
ヌ

の
感
動
は
南
フ
ラ
ン
ス
の
自
然
の
一
体
何
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
て
い
る
か
、

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
彼
は
自
然
の
」
体
何
を
、

自
己
の
感
動
の
源
泉
と
し
て
列
挙
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
　
一

読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
そ
れ
は
「
太
陽
」
と
様
々
な
「
形
」
で
あ
る
。

こ
こ
に
太
陽
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
セ
ザ
ン
ヌ
が
太
陽
を
直
接
の
絵
画

的
題
材
と
し
て
そ
の
ま
ま
描
く
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
画
家

で
あ
る
彼
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
む
し
ろ
太
陽
の
光
線
を
意
味
し
て
い
る
と

考
え
る
方
が
相
応
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
当
然
な
が
ら
、
太
陽

光
線
に
よ
っ
て
生
命
を
与
え
ら
れ
る
様
々
な
色
彩
を
示
唆
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
従
っ
て
セ
ザ
ン
ヌ
が
南
フ
ラ
ン
ス
の
自
然
か
ら
受
け
る
感
動
と

は
、
畢
寛
そ
の
自
然
が
持
つ
色
彩
と
形
象
と
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
る
も
の
に

他
な
ら
な
い
。
彼
の
芸
術
的
感
性
は
お
そ
ら
く
殆
ど
無
意
識
の
う
ち
に
、

純
粋
に
絵
画
的
・
造
形
的
な
基
本
的
諸
要
素
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
・
っ

て
、
自
然
が
我
々
の
精
神
に
与
え
る
で
あ
ろ
う
心
理
的
・
情
緒
的
・
文
学

的
な
感
動
の
一
切
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
打
ち
捨
て
ら
れ
た
ま
ま
一
瞥
と

し
て
投
げ
か
け
ら
れ
は
し
な
い
。
換
言
す
れ
ば
彼
は
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
大

地
の
雄
大
さ
や
、
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
の
優
し
さ
、
樹
々
の
か
ぐ
わ
し
さ
や

そ
の
囁
き
、
太
陽
の
ほ
と
ぼ
し
る
情
熱
や
、
そ
う
し
た
自
然
が
暗
示
す
る

本
然
的
な
宇
宙
の
偉
大
さ
に
感
動
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も

画
家
と
し
て
の
セ
ザ
ン
ヌ
は
自
然
の
持
つ
逸
話
的
な
、
文
学
的
な
、
宗
教

的
な
い
か
な
る
意
味
合
い
に
も
感
動
す
る
こ
と
は
な
い
。
画
家
と
し
て
の

彼
の
精
神
を
ふ
る
わ
せ
る
感
動
は
自
然
の
絵
画
的
・
造
形
的
な
諸
要
素
か

ら
の
み
、
直
に
齎
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
ジ
ョ
ア
シ
ャ

ン
・
ガ
ス
ケ
が
そ
の
著
作
に
於
い
て
セ
ザ
ン
ヌ
を
し
て
語
ら
せ
る
次
の
よ

う
な
文
章
は
、
既
に
ジ
ョ
ン
・
リ
ウ
ォ
ル
ド
が
的
確
に
指
摘
し
た
通
り
、

画
家
の
芸
術
思
想
の
あ
ま
り
に
も
恣
意
的
な
歪
曲
に
他
な
ら
な
い
。

　
「
私
は
自
然
の
裡
に
消
え
入
り
た
い
。
ち
ょ
う
ど
自
然
が
巌
の
頑
固
な
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調
子
や
、
山
の
理
知
的
な
堅
固
さ
、
大
気
の
な
め
ら
か
さ
、
太
陽
の
熱
烈

さ
を
持
つ
よ
う
に
、
自
然
と
と
も
に
育
ち
た
い
。
緑
の
な
か
で
木
々
の
蔽

る
樹
液
と
と
も
に
私
の
頭
脳
は
正
し
く
作
用
す
る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
の
前

に
は
光
と
愛
の
偉
大
な
存
在
、
揺
ら
め
く
宇
宙
、
事
物
の
た
め
ら
い
が
あ

る
。
私
は
そ
れ
ら
の
オ
リ
ン
ポ
ス
神
と
な
り
、
そ
れ
ら
の
神
と
な
る
だ
ろ

う
。
天
空
の
理
想
は
私
の
裡
で
結
ば
れ
る
。
ま
あ
聞
き
給
え
。
さ
ま
ざ
ま

な
色
彩
は
諸
観
念
と
神
の
輝
か
し
い
肉
体
な
の
だ
。
神
秘
の
透
明
さ
よ
、

諸
法
則
の
虹
色
の
輝
き
よ
。
そ
れ
ら
の
真
珠
色
の
微
笑
み
は
姿
を
消
し
た

世
界
の
死
せ
る
顔
を
蘇
え
ら
せ
る
（
2
3
）
。
」

　
ジ
ョ
ア
シ
ャ
ン
・
ガ
ス
ケ
の
描
い
た
観
念
的
世
界
が
セ
ザ
ン
ヌ
の
「
自

然
」
的
世
界
か
ら
は
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
に
、
後
者
の
芸

術
思
想
に
は
如
何
な
る
形
而
上
学
的
な
自
然
観
も
、
機
械
論
的
乃
至
進
化

論
的
な
自
然
観
も
そ
の
直
接
の
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
は
い
な
い
。
彼
の

「
自
然
」
は
神
々
の
活
躍
す
る
神
的
霊
的
な
世
界
で
も
な
け
れ
ば
、
物
理

科
学
的
基
本
法
則
に
統
べ
ら
れ
る
数
学
的
・
力
学
的
な
世
界
で
も
な
い
。

そ
れ
は
ま
さ
に
絵
画
的
・
造
形
的
世
界
な
の
で
あ
る
。
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の

大
地
や
そ
こ
に
流
れ
る
ア
ル
ク
河
、
並
び
立
つ
樹
々
、
照
り
つ
け
る
太
陽

の
光
や
、
か
な
た
に
聾
え
る
山
々
の
連
な
り
の
心
理
的
．
情
緒
的
な
意
味

の
故
に
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
絵
画
的
・
造
形
的
な
意
味
の
故
に
成
立
す

る
世
界
こ
そ
が
、
芸
術
家
と
し
て
の
セ
ザ
ン
ヌ
の
精
神
を
捉
え
て
離
さ
ぬ

　
「
自
然
」
と
い
う
世
界
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　
セ
ザ
ン
ヌ
の
語
る
「
自
然
」
は
絵
画
性
・
造
形
性
に
於
い
て
把
握
さ
れ

て
い
る
場
合
が
極
め
て
多
く
、
彼
に
讃
美
さ
れ
る
「
自
然
」
に
は
、
実

は
、
こ
う
し
た
限
定
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
後
に
ジ
ョ
ン
・
リ
ウ
ォ
ル
ド

か
ら
「
屡
々
ぎ
こ
ち
な
く
、
困
惑
し
、
気
詰
り
な
も
の
で
あ
る
（
忽
）
」
と

性
格
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
セ
ザ
ン
ヌ
の
書
簡
に
於
い
て
は
、
激
し
く

熱
を
こ
め
て
語
ら
れ
て
い
て
も
、
自
然
の
限
り
な
い
多
様
性
が
ゆ
た
か
な

比
喩
に
よ
っ
て
言
葉
巧
み
に
形
容
さ
れ
讃
え
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
得

ず
、
殆
ど
の
場
合
、
彼
は
い
か
に
も
数
少
な
い
言
葉
を
用
い
て
自
然
を
称

え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
全
く
絵
画
的
・
造
形
的

な
モ
チ
ー
フ
を
挙
げ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
さ
ら
に
拝
情

的
な
言
辞
を
加
え
て
自
然
を
形
容
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
ま

た
一
九
〇
四
年
に
エ
ミ
ー
ル
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
宛
て
た
手
紙
で
、
彼
は
こ

う
書
い
て
い
る
。
　
「
芸
術
家
は
、
性
格
に
対
す
る
知
的
な
観
察
に
甚
ら
か

な
い
意
見
を
軽
蔑
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
彼
は
文
学
的
な
精
神
を
疑

わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
実
に
屡
々
画
家
を
し
て
真
の
道
－

自
然
の
具
体
的
な
研
究
i
か
ら
遠
ざ
け
、
触
知
で
き
な
い
思
弁
の
う
ち

に
あ
ま
り
に
も
長
く
踏
み
迷
わ
せ
る
も
の
だ
か
ら
（
2
5
）
。
」

　
こ
の
「
自
然
の
具
体
的
研
究
」
と
い
う
言
葉
は
、
自
然
の
背
後
に
如
何

な
る
逸
話
的
、
文
学
的
、
宗
教
的
な
意
味
も
暗
喩
も
想
定
す
る
こ
と
な

く
、
単
に
そ
の
絵
画
的
・
造
形
的
な
性
格
に
於
い
て
の
み
自
然
を
捉
え
る

と
い
う
彼
の
芸
術
思
想
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
年
、

同
じ
く
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
宛
て
て
「
文
学
者
が
抽
象
を
も
っ
て
自
己
を
表
現

、
す
る
の
に
対
し
て
、
画
家
は
デ
ッ
サ
ン
と
色
彩
と
を
用
い
て
自
己
の
感
覚
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と
知
覚
と
を
具
現
す
る
（
2
6
）
」
と
語
る
際
に
は
、
　
デ
ッ
サ
ン
が
表
現
す
べ

ぎ
造
形
性
と
色
彩
が
表
現
す
べ
き
絵
画
性
と
に
於
い
て
の
み
把
握
さ
れ
る

「
自
然
」
概
念
が
想
い
描
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し

た
自
然
把
握
の
最
も
尖
鋭
な
表
現
が
「
自
然
を
円
筒
、
球
、
円
錐
に
よ
っ

て
扱
い
、
…
…
」
と
い
う
言
葉
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
書
簡
に
於
い
て
は
文
学
性
の
排
除
と
造
形
性
の
重
視

と
が
積
極
的
に
主
張
さ
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
彼
の
語
る
「
自
然
」

が
常
に
具
体
的
・
箇
別
的
且
つ
絵
画
的
・
造
形
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
と

す
れ
ば
、
も
は
や
こ
と
さ
ら
に
こ
れ
を
主
張
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
言

え
る
。
何
故
な
ら
仮
に
セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
思
想
が
自
然
主
義
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ぽ
こ
の
必
要
は
全
く
な
く
、
ま
た
自
然
主
義
で
は
な
い
と
し
て

も
、
少
な
く
と
も
そ
の
芸
術
と
芸
術
思
想
と
は
こ
う
し
た
「
自
然
」
と
の

緊
張
関
係
の
上
に
成
立
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
彼
が
印
象
主
義
時
代
以
降
に
描
い
た
多
く
の
風
景
画
、
人
物
画
、

静
物
画
に
な
ん
ら
か
の
逸
話
的
背
景
を
持
つ
「
主
題
」
が
付
せ
ら
れ
る
こ

と
は
殆
ど
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
間
の
事
情
は
さ
ら
に
よ
く
説
明
さ

れ
る
。
勿
論
、
椅
子
に
坐
っ
た
若
者
が
も
の
う
げ
に
肘
を
つ
い
て
い
る
そ

の
机
の
上
に
白
く
冷
た
い
頭
蓋
骨
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
『
頭
蓋
骨
と
若

者
』
　
（
V
・
六
七
九
）
や
、
宗
教
的
な
感
情
を
表
現
し
て
い
る
『
珠
数
を

持
つ
老
婆
』
　
（
V
・
七
〇
二
）
な
ど
の
よ
う
に
、
彼
は
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な

作
品
も
描
い
て
い
る
が
、
自
然
を
主
題
と
す
る
風
景
画
に
於
い
て
、
こ
う

し
た
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
意
味
を
含
ま
せ
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
彼
が
想
像
に
よ
っ
て
水
浴
画
を
描
く
場
合
に
よ
り
端
的
に
示

さ
れ
て
い
る
。
彼
が
残
し
た
幾
多
の
水
浴
画
の
殆
ど
す
べ
て
は
な
に
よ
り

も
先
ず
風
景
の
な
か
に
於
け
る
人
物
群
の
構
成
と
い
っ
た
ー
空
間
と
量

塊
と
の
対
比
や
調
和
に
よ
る
1
造
形
的
課
題
に
対
す
る
あ
く
こ
と
な
い

追
求
か
ら
生
ま
れ
た
作
品
群
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
木

の
幹
と
人
間
の
肉
体
と
は
ほ
ぼ
同
様
の
造
形
的
意
味
を
持
ち
、
男
と
女
の

差
異
は
む
し
ろ
問
題
で
は
な
い
。
文
学
的
な
興
味
を
呼
び
醒
ま
す
に
は
格

好
の
主
題
で
あ
る
水
浴
画
に
於
い
て
も
、
色
彩
と
形
象
と
に
よ
る
絵
画

的
．
造
形
的
な
作
品
の
創
造
に
専
心
し
得
た
の
は
、
彼
が
そ
の
独
自
な

「
自
然
」
概
念
を
有
す
る
芸
術
思
想
の
持
主
で
あ
っ
た
か
ら
に
違
い
な

い
9

　
こ
う
し
て
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
思
想
に
於
け
る
「
自
然
」
概
念
は
エ
ク

ス
．
ア
ン
．
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
と
い
う
箇
別
的
性
格
を
有
し
、
且
つ
絵
画
性

と
造
形
性
と
に
於
い
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
書
簡
か
ら
明
ら
か
に
さ

れ
た
。
先
に
現
代
的
性
格
の
第
一
と
し
て
挙
げ
た
文
学
性
の
排
除
と
造
形

性
の
重
視
と
は
書
簡
で
積
極
的
に
表
明
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
「
自
然
」
概
念
と
の
緊
張
関
係
に
於
い
て
成
立
す

る
彼
の
芸
術
思
想
で
は
む
し
ろ
自
明
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

り
、
そ
の
限
り
に
於
い
て
作
品
と
言
葉
と
は
矛
盾
な
ぎ
連
闘
の
う
ち
に
あ

る
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。



56

三
、
表
現
対
象

　
セ
ザ
ソ
ヌ
の
芸
術
思
想
が
同
時
代
人
で
あ
っ
た
印
象
主
義
の
芸
術
家
た

ち
と
異
な
り
な
が
ら
も
、
や
は
り
「
自
然
」
概
念
を
中
心
と
し
て
展
開
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
芸
術
に
つ
い
て
語
る
彼
の
言
葉
の
殆
ど
が

「
自
然
」
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
彼
の
書
簡
集
に
眼
を
通
す
者
が
抱
く
で

あ
ろ
う
第
一
印
象
が
画
家
の
執
拗
な
自
然
讃
美
に
他
な
ら
な
い
こ
と
に
ょ

っ
て
い
る
。
エ
ク
ス
・
ア
ン
・
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
美
し
い
風
光
を
称
え
、

故
郷
の
大
地
に
画
架
を
立
て
て
果
て
し
も
な
い
芸
術
の
探
求
に
専
心
す
る

セ
ザ
ン
ヌ
の
「
自
然
」
に
対
す
る
感
情
に
は
、
確
か
に
尋
常
の
熱
烈
さ
を

越
え
た
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
彼
が
南
フ
ラ
ン
ス
の
自
然
を
自
己
の
芸
術

上
の
モ
チ
ー
フ
と
し
た
の
は
印
象
主
義
時
代
以
後
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
は
ロ
マ
ン
主
義
時
代
と
呼
ば
れ
る
一
種
独
特
な

重
苦
し
い
一
連
の
作
品
が
位
置
し
て
い
る
。
自
然
的
対
象
に
基
づ
く
具
象

絵
画
の
製
作
は
決
し
て
生
涯
に
亙
っ
て
一
貫
し
て
追
求
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
し
、
晩
年
の
水
浴
画
連
作
も
モ
チ
ー
フ
に
基
づ
く
作
品
と
は
言
い
難

い
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
所
謂
「
生
涯
か
け
て
追
求
し
て
き
た
永
遠
の
目

的
（
”
）
」
と
は
、
そ
れ
で
は
、
一
体
何
な
の
か
。

　
「
も
し
私
が
こ
の
故
郷
の
大
地
を
こ
れ
程
ま
で
に
愛
し
て
で
も
い
な
か

っ
た
ら
、
私
は
こ
こ
に
居
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
（
肥
）
」
と
語
る
芸
術
家

の
言
葉
は
、
確
か
に
、
南
フ
ラ
ン
ス
の
自
然
に
ど
っ
ぷ
り
と
浸
っ
た
彼
の

精
神
の
か
た
ち
を
物
語
っ
て
あ
ま
り
あ
る
。
姪
の
ポ
ー
ル
・
コ
ニ
ル
に
宛

て
た
手
紙
で
は
自
然
の
美
し
さ
を
台
な
し
に
す
る
ガ
ス
灯
や
電
灯
を
呪

い
、
若
き
画
家
シ
ャ
ル
ル
・
カ
モ
ワ
ン
に
は
自
然
を
眼
前
に
し
た
制
作
が

最
良
で
あ
る
と
語
る
。
旧
友
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
に
つ
い
に
泊
己
の
芸
術
を

理
解
さ
れ
ず
、
文
学
的
精
神
に
対
し
て
拭
い
去
り
得
な
い
疑
惑
を
抱
く
に

至
っ
た
セ
ザ
ン
ヌ
が
、
絵
画
を
解
す
る
の
に
充
分
な
感
覚
を
欠
き
な
が
ら

も
観
念
的
な
思
弁
を
繰
り
広
げ
る
ジ
ョ
ア
シ
ャ
ソ
・
ガ
ス
ケ
を
晩
年
の
友

と
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
お
そ
ら
く
ガ
ス
ケ
が
セ
ザ
ソ
ヌ
の
愛
す
る

そ
の
故
郷
を
等
し
く
愛
す
る
地
方
的
な
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
詩
人
で
あ
っ

た
か
ら
だ
ろ
う
。
　
「
人
は
自
然
に
対
し
て
ど
ん
な
に
細
心
、
誠
実
そ
し
て

従
順
に
な
っ
て
も
、
そ
う
な
り
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
（
2
9
ご
と
書
い
て
潭

る
こ
と
の
な
い
セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
思
想
は
、
あ
た
か
も
自
然
が
人
々
の
眼

前
に
展
開
す
る
限
り
も
な
く
多
様
な
優
美
さ
の
う
ち
に
沈
潜
し
、
自
然
再

現
を
殆
ど
至
上
の
目
的
と
な
し
得
た
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
芸
術
家

た
ち
の
そ
れ
と
な
ん
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
彼
が
こ
れ
程
ま
で
に
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
自
然
を
讃
え
、
そ
れ
の
齎
す
感

動
に
胸
を
ふ
る
わ
せ
て
や
ま
な
か
っ
た
の
は
、
彼
が
太
陽
と
大
気
と
魅
力

的
な
諸
形
象
に
魂
を
奪
わ
れ
た
ま
ま
こ
の
自
然
の
姿
に
盲
従
し
て
い
た
か

ら
で
は
な
く
、
芸
術
を
創
造
す
る
主
体
と
し
て
の
自
己
の
優
越
性
を
自
覚

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
故
に
こ
そ
彼
は
先
の
言
葉
の
後
に
、
す
ぐ

さ
ま
こ
う
続
け
て
い
る
。
　
「
だ
が
人
は
自
分
の
モ
デ
ル
に
対
し
て
は
多
少

　
サと

慰
主
人
な
の
だ
し
、
殊
に
自
分
の
表
現
手
段
と
な
れ
ば
そ
う
な
の
で
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す
。
」

　
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
思
想
の
特
色
が
画
家
個
人

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
感
覚
や
感
動
の
尊
重
に
あ
る
と
看
散
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

イ
タ
リ
ァ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
芸
術
家
た
ち
の
基
本
的
な
芸
術
思
想
が
自
然

の
再
現
に
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
そ
れ
が
自
然
の
表
現
に
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
自
然
再
現
か
ら
自
然
表
現
へ
の
移
行
に

伴
い
、
自
然
と
そ
れ
を
対
象
と
す
る
作
品
の
聞
に
位
置
す
る
芸
術
家
の
個

別
的
な
感
覚
が
よ
り
一
層
尊
重
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
、
実
は
な

い
。
自
然
再
現
的
な
芸
術
が
画
家
の
個
性
の
軽
視
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い

る
の
で
は
決
し
て
な
い
よ
う
に
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
の
独
自
性
が
画
家
の

個
性
の
重
視
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
セ
ザ

ン
ヌ
の
芸
術
作
品
及
び
芸
術
思
想
の
独
自
性
は
、
画
家
の
個
性
の
童
視
と

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
っ
た
程
度
の
問
題
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
然
再
現
を
目
的
と
は
し
な

い
ば
か
り
か
、
自
然
を
表
現
対
象
の
位
置
に
置
か
な
い
こ
と
に
存
し
て
い

る
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
上
の
表
現
対
象
は
自
然
で
は
な
い
。
よ
り
正
確
に

言
え
ば
、
常
識
的
な
判
断
の
範
疇
に
於
い
て
確
か
に
彼
は
自
然
を
描
い
て

い
る
が
、
書
簡
か
ら
厳
密
に
再
構
成
さ
れ
る
画
家
の
芸
術
思
想
の
範
躊
に

於
い
て
自
然
は
彼
の
芸
術
上
の
表
現
対
象
と
し
て
把
捉
さ
れ
て
い
な
い
。

書
簡
に
於
け
る
彼
が
嘗
て
「
自
然
を
表
現
す
る
」
と
い
う
言
辞
を
用
い
た

こ
と
は
た
だ
の
一
度
も
な
く
、
自
然
を
表
現
対
象
と
し
て
挙
げ
て
い
る
章

句
も
ひ
と
つ
と
し
て
な
い
。
人
は
彼
が
好
ん
で
口
に
し
た
言
葉
が
「
自
然

に
即
し
て
」
　
「
自
然
に
よ
っ
て
」
　
「
自
然
と
の
接
触
に
よ
っ
て
」
で
あ
っ

た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
（
3
0
）
。
　
表
現
対
象
は
彼
の
網
膜
上
に
映
じ

て
い
る
自
然
と
い
う
外
的
世
界
で
は
な
く
、
そ
の
視
覚
を
成
立
さ
せ
る
画

家
自
身
な
の
で
あ
る
。
彼
が
自
己
の
芸
術
上
の
表
現
対
象
と
し
て
挙
げ
る

も
の
は
他
に
も
あ
る
が
、
最
も
数
多
い
の
は
「
自
己
」
を
挙
げ
る
こ
と
で

あ
る
（
3
1
）
。
一
九
〇
二
年
に
シ
ャ
ル
ル
・
カ
モ
ワ
ン
に
宛
て
た
手
紙
で
は

「
絵
画
に
於
い
て
私
が
明
晰
に
自
己
を
表
現
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
努
力

を
、
貴
方
が
実
に
快
く
認
め
て
く
れ
た
こ
と
に
お
礼
を
言
い
た
い
（
3
2
）
」

と
述
べ
、
同
日
ル
イ
・
オ
ラ
ン
シ
ュ
に
は
「
芸
術
を
完
全
に
捨
て
去
っ
て

は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
れ
こ
そ
私
た
ち
自
身
の
最
も
親
密
な
表
明
な
の
で
す

か
ら
（
3
3
）
」
と
伝
え
て
い
る
。
　
ま
た
二
年
後
に
は
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
「
モ
デ

ル
を
よ
く
見
つ
め
、
実
に
正
し
く
感
じ
ね
ぽ
な
ら
ず
、
さ
ら
に
品
位
を
も

っ
て
力
強
く
自
己
を
表
現
し
な
け
れ
ぽ
な
り
ま
せ
ん
（
3
4
）
」
と
語
る
。
　
翌

年
に
な
る
と
、
ル
；
ブ
ル
美
術
館
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
や
は
り
自
己
を

表
現
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
　
「
ル
ー
ブ
ル
は
私
た
ち
が
読
み
方

を
習
う
書
物
で
す
。
し
か
し
名
高
い
先
人
た
ち
か
ら
美
し
い
描
き
方
を
覚

え
る
こ
と
で
満
足
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
こ
か
ら
脱
け
出
し
て
美
し
い

自
然
を
研
究
し
、
精
神
を
解
放
さ
せ
、
私
た
ち
の
固
有
な
気
質
に
従
っ
て

自
己
を
表
現
す
る
こ
と
に
努
め
ま
し
ょ
う
（
3
5
）
。
」
　
一
九
〇
六
年
に
は
息
子

宛
て
の
手
紙
で
「
絶
対
に
自
分
自
身
で
感
じ
、
充
分
に
自
己
を
表
現
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
3
6
）
」
と
語
っ
て
い
る
。

　
以
上
列
挙
し
た
よ
う
に
、
セ
ザ
ソ
ヌ
が
そ
の
芸
術
上
の
表
現
対
象
と
し

て
先
ず
第
一
に
提
出
す
る
も
の
は
「
自
己
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、
自
然
再
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現
乃
至
自
然
表
現
を
目
的
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
自
然
主
義
的
な
芸
術
思
想
と

は
甚
だ
し
く
異
な
る
も
の
と
し
て
セ
ザ
ン
ヌ
の
そ
れ
を
位
置
づ
け
得
る
で

あ
ろ
う
。
だ
が
彼
が
芸
術
上
の
表
現
対
象
と
し
て
挙
げ
る
第
二
の
も
の
は

こ
の
「
自
己
」
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
感
じ
を
抱
か
せ
る
。
そ
れ
は
「
感

覚
」
乃
至
「
自
己
の
感
覚
」
で
あ
る
。
一
九
〇
五
年
に
は
若
ぎ
画
家
ル

イ
・
レ
イ
デ
に
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。
　
「
か
の
美
し
き
自
然

－
男
だ
ろ
う
と
女
だ
ろ
う
と
静
物
だ
ろ
う
と
ー
に
接
し
て
わ
れ
わ
れ

が
感
じ
る
諸
感
覚
の
充
分
な
る
表
現
に
達
す
る
こ
と
、
そ
し
て
周
囲
の
情

況
が
あ
な
た
に
有
利
に
働
く
こ
と
、
こ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
芸
術
上
の
共
感
の

表
明
に
対
し
て
私
の
望
む
べ
ぎ
こ
と
で
あ
り
ま
す
（
訂
）
。
」
ま
た
翌
年
に
は

息
子
に
宛
て
て
こ
う
述
べ
る
。
　
「
最
後
に
お
前
に
言
っ
て
お
く
と
私
は
、

画
家
と
し
て
、
自
然
を
前
に
す
る
と
も
っ
と
明
晰
に
な
る
が
、
私
の
場

合
、
自
己
の
感
覚
の
表
現
は
常
に
な
ん
と
も
苦
し
い
の
だ
（
3
8
）
。
」

’
セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
思
想
を
自
然
主
義
的
に
解
釈
す
る
こ
と
、
即
ち
そ
の

芸
術
上
の
表
現
対
象
を
自
然
と
看
倣
す
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
・

ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の
よ
う
に
そ
れ
を
「
感
覚
」
と
規
定
す
る
の
も
充
分
で

は
な
い
だ
ろ
う
（
3
9
）
。
　
何
故
な
ら
そ
れ
は
「
自
己
」
で
あ
る
と
同
時
に

「
自
己
の
感
覚
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
の
「
感
覚
」
は
単

に
自
然
的
世
界
が
人
々
に
与
え
る
視
覚
上
の
感
覚
与
件
を
指
す
も
の
で
は

あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
画
家
の
言
葉
に
忠
実
で
あ
る
限
り
「
自
己
」
イ
コ
ー

ル
「
感
覚
」
で
あ
る
よ
う
な
「
感
覚
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
物
理
的
な

視
覚
現
象
と
と
も
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
内
的
な
働
き
を
よ
り
多
く
意
味
し

て
い
る
と
看
散
す
こ
と
が
出
来
る
。
視
覚
上
の
感
覚
与
件
が
問
題
と
な
る

の
は
そ
れ
が
彼
の
精
神
の
内
的
な
働
き
を
引
き
起
こ
し
た
時
に
限
ら
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
的
な
働
き
と
は
単
に
芸
術
的
な
感
受
性
を
指
す
も

の
で
は
な
く
、
も
っ
と
深
い
精
神
的
な
働
き
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

う
で
あ
る
が
故
に
彼
は
「
自
己
」
も
「
自
己
の
感
覚
」
も
全
く
同
様
に
扱

い
、
芸
術
上
の
表
現
対
象
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
例

え
ば
次
に
示
す
ル
イ
・
オ
ラ
ン
シ
ュ
宛
て
の
手
紙
で
は
「
感
覚
」
と
「
感

動
」
と
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
前
者
が
視
覚
上
の

感
覚
与
件
に
近
い
も
の
を
多
く
意
味
し
、
後
者
が
画
家
の
精
神
的
な
働
き

を
よ
り
多
く
意
味
し
て
い
る
と
看
倣
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。
尤
も
他
の
書

簡
で
用
い
ら
れ
る
「
感
覚
」
は
こ
の
場
合
の
「
感
動
」
に
よ
り
近
い
意
味

を
含
む
と
思
わ
れ
る
。
　
「
貴
方
は
お
手
紙
で
芸
術
に
於
け
る
私
の
実
現
に

つ
い
て
書
い
て
居
ら
れ
ま
し
た
ね
。
私
は
、
少
し
辛
く
は
あ
り
ま
す
が
、

日
々
一
層
こ
れ
に
近
づ
い
て
い
る
も
の
と
思
ひ
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
も

し
自
然
の
力
強
い
感
覚
が
ー
そ
し
て
確
か
に
、
私
は
こ
れ
を
し
っ
か
り

と
掴
ん
で
い
ま
す
ー
あ
ら
ゆ
る
芸
術
構
想
の
欠
く
こ
と
の
出
来
ぬ
基
礎

で
あ
り
、
そ
の
上
に
将
来
の
作
品
の
偉
大
さ
と
美
し
さ
が
築
か
れ
る
と
す

れ
ぽ
、
私
た
ち
の
感
動
を
表
現
す
る
手
段
に
つ
い
て
の
知
識
も
同
じ
く
本

質
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
極
め
て
長
い
経
験
に
よ
っ
て
の
み
獲
得
さ
れ
る

も
の
だ
か
ら
で
す
（
4
0
）
。
」
ま
た
一
九
〇
四
年
の
シ
ャ
ル
ル
・
カ
モ
ワ
ン
宛

て
の
手
紙
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
（
4
1
）
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
セ
ザ
ン
ヌ
が
自
分
の
語
る
「
感
覚
」
は
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常
識
的
な
言
葉
の
意
味
と
は
甚
だ
異
な
る
こ
と
に
何
ら
か
の
齪
酷
を
感
じ

て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
く
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
想
い
起
こ
さ
れ

る
の
は
、
晩
年
の
セ
ザ
ン
ヌ
が
事
あ
る
ご
と
に
「
実
現
」
と
い
う
言
葉
を

用
い
な
が
ら
何
を
「
実
現
」
す
る
の
か
に
つ
い
て
殆
ど
語
ら
な
か
っ
た
こ

と
で
あ
る
（
4
2
）
。
　
書
簡
で
も
例
え
ば
ル
イ
・
オ
ラ
ン
シ
ュ
に
宛
て
て
「
自

然
を
前
に
し
た
実
現
の
困
難
（
4
3
）
」
と
述
べ
、
　
息
子
に
宛
て
て
は
「
自
然

に
即
し
て
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
4
4
）
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
　
彼
が

「
自
己
の
感
覚
の
実
現
」
の
よ
う
に
、
実
現
さ
れ
る
べ
ぎ
対
象
を
明
記
し

た
書
簡
は
先
の
息
子
宛
て
の
一
通
に
留
ま
る
。
　
「
感
覚
」
と
呼
ば
れ
る
に

は
も
っ
と
深
い
内
的
な
何
も
の
か
を
充
分
に
意
識
し
て
い
た
が
故
に
、
彼

は
そ
れ
を
再
現
で
も
表
現
で
も
な
く
「
実
現
」
す
る
の
だ
と
語
り
、
そ
れ

が
常
識
的
な
語
義
に
於
け
る
「
感
覚
」
と
は
異
な
っ
て
言
葉
で
は
捉
え
難

い
何
物
か
で
あ
っ
た
が
故
に
、
故
意
の
言
い
落
と
し
を
選
ん
だ
の
で
は
な

い
だ
う
か
。
そ
の
意
味
で
一
九
〇
五
年
に
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
宛
て
た
手
紙
の

次
の
一
節
は
大
変
興
味
深
い
。
「
と
こ
ろ
で
、
展
開
す
べ
き
理
論
と
は

ー
自
然
を
前
に
し
た
私
た
ち
の
気
質
や
力
量
が
ど
う
で
あ
れ
1
眼
の

前
に
あ
っ
た
す
べ
て
を
忘
れ
て
、
私
た
ち
が
見
る
も
の
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を

与
え
る
こ
と
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
芸
術
家
は
、
そ
れ
が
大
き
か
ろ
う
と
小

さ
か
ろ
う
と
、
彼
の
全
個
性
を
（
作
品
に
）
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
し

ょ
う
（
4
5
）
。
」
ベ
ル
ナ
ー
ル
な
ら
ば
こ
の
言
葉
か
ら
象
徴
主
義
的
な
芸
術
理

論
を
引
ぎ
出
し
た
か
も
知
れ
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、
果
た
し
て
眼
前
に
あ
っ

た
す
べ
て
を
忘
れ
て
も
残
る
「
イ
マ
ー
ジ
ご
と
は
何
か
。
対
象
の
或
る

も
の
が
抽
象
さ
れ
、
他
の
も
の
が
捨
象
さ
れ
て
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
が
残
る

と
す
れ
ぽ
、
す
べ
て
を
忘
れ
て
は
こ
れ
は
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
も
し
彼
の
言
う
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
が
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
内
か
ら
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
眼
の
前

に
あ
っ
た
す
べ
て
を
忘
れ
て
」
も
成
立
し
得
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
，
に
セ

ザ
ン
ヌ
が
書
簡
に
於
い
て
そ
の
芸
術
上
の
表
現
対
象
と
し
て
「
イ
マ
ー
ジ

ュ
」
を
挙
げ
て
い
る
の
は
こ
れ
一
通
に
限
ら
れ
る
。
彼
は
「
イ
マ
ー
ジ

ュ
」
と
呼
ん
で
し
ま
う
に
は
、
あ
ま
り
に
も
深
く
内
的
な
何
物
か
を
充
分

に
意
識
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
シ
ャ
ル
ル
・
カ
モ
ワ
ン
に

宛
て
た
一
九
〇
三
年
の
手
紙
で
「
今
度
貴
方
に
お
会
い
し
た
ら
、
誰
よ
り

も
正
し
く
絵
画
に
つ
い
て
お
話
し
よ
う
」
と
書
い
た
セ
ザ
ン
ヌ
が
、
そ
の

後
に
続
け
て
「
到
達
す
べ
ぎ
目
的
に
ま
で
人
を
導
く
こ
と
が
出
来
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
エ
　
　
ゐ

は
、
根
源
的
な
力
、
つ
ま
り
気
質
し
か
あ
り
ま
せ
ん
（
4
6
）
」
（
傍
点
セ
ザ
ン

ヌ
）
と
綴
る
際
に
、
　
「
気
質
」
と
い
う
言
葉
で
指
し
示
さ
れ
た
根
源
的
な

芸
術
衝
動
に
正
し
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
故
に
こ
そ
彼
は

自
己
の
「
感
覚
」
を
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

り
「
私
た
ち
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
っ
て
い
る
あ
の
漠
と
し
た
感
覚
（
岬
）
」

と
呼
び
得
た
に
違
い
な
い
。

　
セ
ザ
ソ
ヌ
の
芸
術
思
想
上
の
表
現
対
象
と
な
る
「
感
覚
」
と
は
、
画
家

自
身
の
う
ち
か
ら
発
現
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
「
自
己
の
感
覚
」
で
あ

り
、
画
家
の
精
神
的
な
働
き
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
伝
え
得
る
程
に
広
範

で
、
強
烈
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
「
自
己
」
と
呼
ん
で
も
さ
し
つ
か
え
な
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く
、
　
「
自
然
」
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
よ
り
も
内
的
に
具
わ
っ
た

も
の
で
あ
る
が
故
に
「
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
っ
て
い
る
あ
の
漠
と
し
た
感

覚
」
と
呼
び
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
（
4
8
）
。
　
こ
の
よ
う
に
彼
の
芸
術
は

「
自
然
」
と
は
別
箇
に
存
す
る
「
自
己
の
感
覚
」
の
表
現
な
の
で
あ
っ

て
、
目
に
見
え
る
視
覚
的
な
世
界
の
秩
序
と
は
何
の
関
わ
り
も
な
い
全
く

自
由
な
絵
画
的
・
造
形
的
世
界
の
形
成
を
初
め
か
ら
目
指
す
も
の
で
あ
っ

た
。
彼
は
芸
術
が
視
覚
的
世
界
で
あ
る
自
然
と
は
別
箇
の
、
独
立
し
た
、

そ
れ
自
体
で
完
結
す
る
絵
画
的
・
造
形
的
世
界
で
あ
る
こ
と
を
最
早
自
明

の
事
柄
と
し
て
そ
の
芸
術
思
想
の
基
礎
と
し
て
い
た
。
だ
が
彼
は
こ
の
自

由
な
世
界
を
「
自
然
」
と
は
無
縁
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
「
自
然
に
即

し
て
」
創
造
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
彼
が
南
フ
ラ
ン
ス
の
自
然
に
よ
っ
て

齎
さ
れ
る
感
動
に
つ
い
て
語
り
、
そ
の
自
然
的
世
界
を
讃
美
し
て
や
ま
な

か
っ
た
の
は
、
そ
の
自
然
を
絵
画
的
・
造
形
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
ら
の
「
感
覚
」
の
横
盗
を
そ
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
た
「
自
然
」
の

持
つ
調
和
に
即
し
て
秩
序
立
て
よ
う
と
努
め
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
思
想
が
一
見
極
め
て
自
然
主
義
的
な
様
相
を
呈
す

る
に
至
っ
た
所
以
は
、
自
ら
の
芸
術
が
有
す
る
べ
き
調
和
は
自
然
的
世
界

が
有
す
る
調
和
と
同
じ
程
度
に
秩
序
立
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
と

す
る
彼
の
芸
術
思
想
に
存
し
て
い
る
。
一
八
九
七
年
に
ジ
ョ
ア
シ
ヤ
ン
・
ガ

ス
ケ
に
宛
て
た
手
紙
の
な
か
の
次
の
言
葉
は
こ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

即
ち
「
芸
術
は
自
然
と
平
行
し
た
ひ
と
つ
の
調
和
で
あ
る
（
4
9
）
」
と
。

　
従
っ
て
セ
ザ
ン
ス
の
芸
術
が
目
指
し
た
も
の
は
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ド
リ
ヴ

ア
ル
の
言
う
レ
ア
リ
ス
ム
で
も
な
け
れ
ば
、
ガ
ー
ス
ル
・
マ
ッ
ク
の
語
る

イ
レ
ア
リ
ス
ム
で
も
な
い
。
彼
の
芸
術
と
芸
術
思
想
に
於
い
て
は
、
レ
ア

リ
ス
ム
か
イ
レ
ア
リ
ス
ム
か
と
い
っ
た
規
準
が
そ
も
そ
も
意
味
を
な
さ
な

い
の
で
あ
る
。
彼
の
芸
術
は
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
が
い
み
じ
く
も
語
っ
た
よ

う
に
「
第
二
の
自
然
（
5
0
）
」
と
呼
ば
れ
る
方
が
相
応
し
い
で
あ
ろ
う
。
　
し

か
し
、
そ
れ
は
自
然
主
義
で
は
な
い
彼
独
自
の
芸
術
思
想
に
支
え
ら
れ
て

お
り
、
そ
う
し
た
芸
術
思
想
を
彼
は
ほ
ぼ
自
覚
的
に
把
握
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
於
い
て
こ
の
章
の
冒
頭
で
提
出
さ
れ
て
い
た
疑
問
に
対
し

て
も
解
答
が
与
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
自
然
を
直
接
の
主
題
と
す
る
か
否
か

と
い
う
判
断
の
規
準
で
は
印
象
主
義
時
代
以
前
と
以
後
と
に
於
い
て
決
定

的
な
違
い
が
存
す
る
け
れ
ど
も
、
　
「
自
己
の
感
覚
の
実
現
」
を
基
本
理
論

と
す
る
彼
の
芸
術
思
想
は
生
涯
に
亙
っ
て
一
貫
し
て
き
た
も
の
と
看
倣
す

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
む
し
ろ
セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
が
自
然
を
主
題
と
す
る

こ
と
で
は
な
く
、
重
苦
し
い
一
種
独
特
な
ロ
マ
ン
的
主
題
を
も
っ
て
開
始

さ
れ
、
晩
年
に
至
っ
て
も
な
お
彼
が
想
縁
的
な
水
浴
画
を
描
い
て
い
た
こ

と
は
彼
の
所
謂
「
感
覚
」
が
自
然
の
再
現
と
は
何
の
関
わ
り
も
な
い
内
的

な
芸
術
衝
動
の
具
現
で
あ
っ
た
こ
と
を
傍
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
思
想
の
基
本
理
論
で
あ
る
「
自
然
に
即
し
た
自
己
の

感
覚
の
実
現
」
の
基
本
的
構
造
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
い
て

こ
の
小
論
の
課
題
で
あ
っ
た
彼
の
作
品
と
言
葉
と
の
隔
た
り
の
意
味
は
一

応
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
即
ち
ル
ネ
サ
ン
ス
的
遠
近
法
の
放
棄
、
視
点
の
移

動
、
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
ヨ
ン
、
モ
チ
ー
フ
の
単
純
化
、
彩
色
の
省
略
と
い
っ
た
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セ
ザ
ン
ヌ
芸
術
の
現
代
的
性
格
は
す
べ
て
自
然
主
義
的
な
観
点
か
ら
抽
出

さ
れ
た
特
質
で
あ
っ
て
、
　
「
自
然
」
で
は
な
く
「
自
己
の
感
覚
」
を
表
現

対
象
と
し
て
成
立
す
る
彼
の
芸
術
思
想
に
於
い
て
は
な
ん
ら
独
自
な
意
味

を
持
つ
特
質
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
の
深
い
精
神
的
な
「
感
覚
」
の
限
り

も
な
く
多
様
で
強
烈
な
横
盗
が
自
然
的
世
界
の
持
つ
秩
序
に
即
し
て
表
現

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
我
々
は
驚
か
ね
ば
な
ら
な
い
（
5
1
）
。
こ
れ
ら
の
現
代

的
性
格
が
セ
ザ
ン
ヌ
の
書
簡
に
於
い
て
表
明
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
彼
の

芸
術
作
品
と
芸
術
思
想
と
の
矛
盾
で
は
な
く
、
そ
の
紛
れ
も
な
い
斉
一
さ

の
証
明
で
あ
る
。

　
さ
て
、
セ
ザ
ソ
ヌ
の
芸
術
は
彼
に
よ
れ
ば
画
家
自
身
の
内
的
な
る
も
の

の
表
現
を
目
指
す
果
て
し
も
な
い
孤
独
な
探
求
の
所
産
で
あ
っ
た
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
ま
た
「
自
然
」
と
の
平
行
関
係
に
於
い
て
希
求
さ
れ
て
お

り
、
様
式
発
展
上
で
は
想
像
的
・
ロ
マ
ン
的
絵
画
か
ら
エ
ク
ス
の
自
然
を

主
題
と
す
る
風
景
画
へ
の
展
開
で
も
あ
っ
て
、
自
己
の
レ
ア
リ
テ
を
獲
得

す
る
道
程
が
自
然
の
レ
ア
リ
テ
を
顕
に
す
る
と
い
っ
た
抜
き
差
し
な
ら
ぬ

緊
張
関
係
の
う
ち
に
あ
っ
た
こ
と
を
見
逃
す
訳
に
は
い
か
な
い
。
彼
の
芸

術
が
む
し
ろ
エ
ク
ス
の
自
然
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
画
家
自
身
の
精
神
の

様
相
で
あ
る
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
絵
画
的
・
造
形
的
に
把
捉
さ

れ
む
き
だ
し
に
さ
れ
た
自
然
は
、
箇
別
化
の
極
限
に
於
い
て
永
遠
の
姿
を

開
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
セ
ザ
ソ
ヌ
の
作
品

分
析
に
は
稿
を
改
め
て
か
か
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
は
こ
う
し
た

自
然
（
視
覚
的
世
界
と
し
て
の
自
然
と
、
そ
れ
を
支
え
る
よ
り
大
い
な
る

自
然
）
と
芸
術
と
の
緊
張
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
努
力
が
要
請
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
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7
0
㊤
．
参
照
。

（
1
6
）
　
O
o
ユ
＜
9
一
り
一
玄
α
こ
，
一
8
参
照
。

（
1
7
）
ζ
碧
ぎ
ρ
”
冨
三
①
9
国
巳
O
①
怒
雪
ρ
嘗
巴
口
9
ご
p
ぐ
雪
o
巴
゜
。
ρ

　
勺
弩
団
。
。
噛
一
〇
ω
O
（
冥
①
≦
嘱
o
「
ぎ
一
〇
ω
朝
）
℃
』
忠
参
照
。

（
1
8
）
　
ω
①
2
ぎ
寧
竃
∴
ピ
．
H
ヨ
買
①
ω
の
剛
8
三
ω
ヨ
ρ
譲
ユ
〔
－
”
一
8
ど
P
O
c
。
（
邦

　
訳
『
印
象
派
』
平
岡
昇
・
丸
山
尚
】
共
訳
、
白
水
社
、
｝
九
六
二
年
）
参
照
。

（
1
9
）
　
留
⊇
一
言
9
ま
α
こ
や
O
O
参
照
。

（
2
0
）
引
用
文
は
内
田
園
生
氏
訳
（
『
セ
ザ
ン
ヌ
の
構
図
』
前
掲
書
、
　
三
四
ー
三

五
頁
）
。

（
2
1
）
O
仙
鴇
コ
ロ
ρ
o
P
c
一
8
0
』
°
。
㊤
参
照
。

（
2
2
）
　
幻
①
署
巴
タ
旨
”
O
お
四
コ
コ
ρ
O
①
h
h
「
o
《
卑
Ω
霧
〇
二
①
F
ω
三
≦
α
o
ω
o
⊆
・

　
＜
①
三
諺
留
「
O
甜
p
弓
⑦
…
嫡
勺
弩
一
゜
り
”
一
〇
㎝
P
旭
゜
ω
。
。
参
照
。

（
2
3
）
　
Ω
鋤
ω
Ω
仁
①
f
ト
”
O
伽
鴇
p
昌
ρ
℃
9
議
u
9
”
一
㊤
謹
サ
　
P
一
㎝
ω
及
び
幻
Φ
奄
巴
鼻

　
一
三
匹
ご
O
°
鰹
－
観
参
照
。

（
2
4
）
　
閃
Φ
毛
巴
ρ

　　　A3029
）　　）

A　　　A　　　A　　　A
28　　27　26　25
）　　）　　）　　）

　
　
　
　
一
三
畠
こ
戸
設
参
照
。

0
曾
雪
コ
ρ
8
°
∩
P
8
℃
』
①
一
参
照
。

∩
甜
p
コ
コ
や
葦
α
二
℃
』
①
b
⊃
参
照
。

O
σ
い
雪
コ
ρ
凶
三
α
．
”
O
』
0
0
1
刈
参
照
。

即
Φ
≦
巴
P
8
°
〇
一
f
ジ
ト
。
ω
参
照
。

O
蕊
雪
コ
ρ
o
℃
°
o
一
2
℃
』
①
㈹
参
照
。

セ
ザ
ン
ヌ
が
絵
画
の
題
材
と
な
る
自
然
物
を
0
9
卑
で
は
な
く
∋
o
仲
罵
と

A　　　A4241
）　　　）

A　　　　A　　　　A　　　　A　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A

40　39　38　37　36　35　34　33　32
）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）

　
語
っ
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
。
そ
れ
は
彼
が
自
然
物
を
画
面
に
写

　
し
取
ら
れ
る
「
対
象
」
と
し
て
で
は
な
く
、
画
家
の
「
感
覚
」
を
呼
び
起
こ
す

　
「
誘
因
」
と
解
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
　
o
σ
①
ヨ
費
ρ
　
国
∴
ω
9
」
・

　
ぐ
①
巳
諺
望
「
勺
蝉
三
〇
甜
僧
弓
Φ
’
：
り
℃
碧
一
゜
。
り
一
8
ρ
O
誌
倉
α
O
参
照
。

（
3
1
）
　
こ
れ
を
例
え
ば
最
も
代
表
的
な
印
象
主
義
の
芸
術
家
ク
ロ
～
ド
・
モ
ネ
の

書
簡
の
一
節
と
比
較
す
る
と
興
味
深
い
。
　
『
睡
蓮
』
の
連
作
を
描
い
て
い
た
晩

　
年
の
モ
ネ
は
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ジ
ェ
フ
ロ
ワ
に
宛
て
て
「
時
刻
や
雰
囲
気
や
あ

　
た
り
の
様
子
を
描
こ
う
」
と
し
て
い
る
と
語
り
、
他
の
手
紙
で
は
自
分
は
「
瞬

時
性
」
を
追
求
し
て
い
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
書
簡
に
於
い

　
て
こ
れ
ら
の
も
の
が
芸
術
上
の
表
現
対
象
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て

　
な
い
の
で
あ
る
。
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ジ
ェ
フ
ロ
ワ
『
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
ー
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

象
派
の
歩
み
』
黒
江
光
彦
訳
、
東
京
美
術
、
一
九
七
四
年
、
一
＝
四
頁
（
O
Φ
や

　
ぐ
o
ざ
ρ
”
ζ
o
器
計
詔
≦
ρ
ω
o
コ
け
①
ヨ
O
ρ
゜
o
o
口
0
2
＜
『
ρ
勺
母
一
p
9
1
一
㊤
卜
。
一
）

参
照
。

O
⑬
四
ヨ
ρ
o
喝
゜
　
”
P
隠
①
参
照
。

幻
o
≦
巴
ρ
o
戸
o
一
陣
ご
P
圃
一
参
照
。

O
＆
p
暮
ρ
o
P
6
一
∫
唱
』
9
参
照
。

O
甜
四
言
ρ
董
ユ
．
噛
O
』
胡
参
照
。

O
甜
p
p
ロ
ρ
一
露
α
こ
O
』
8
参
照
。

J
・
リ
ウ
ナ
ル
ド
編
『
セ
ザ
ン
ヌ
の
手
紙
』
前
掲
書
、
二
四
七
頁
参
照
。

O
甜
p
ロ
p
ρ
o
P
．
o
置
”
℃
』
°
。
c
。
参
照
。

＜
窪
2
詳
o
P
葺
二
娼
゜
廊
参
照
。

O
甜
p
雪
ρ
o
P
鼻
こ
℃
』
α
刈
参
照
。

0
①
鴇
弓
ρ
薫
α
二
℃
』
①
。
。
参
照
。

切
禽
墨
a
”
o
P
鼻
こ
や
ト
。
？
ρ
爬
O
参
照
。本
書
に
於
い
て
ベ
ル
ナ
ー
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ル
は
エ
ク
ス
滞
在
の
約
一
ヵ
月
間
（
一
九
〇
四
年
二
月
よ
り
三
月
）
毎
日
の
よ

う
に
「
実
現
」
と
い
う
言
葉
を
セ
ザ
ン
ヌ
か
ら
聞
か
さ
れ
た
と
述
ぺ
て
い
る

（
二
九
頁
）
。

　　　　A4847
）　　　）

A　　　A　　　A　　　A
46　45　44　43
）　　　）　　　）　　　）

　
の
「
私
た
ち
の
う
ち
に
あ
る
芸
術
感
覚
」
と
い
う
言
葉
も
、
同
様
に
、

　
ヌ
の
言
う
「
感
覚
」
が
自
然
よ
り
も
自
己
に
よ
り
多
く
依
存
し
て
い
る
こ
と
を

　
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
（
註
7
参
照
）
。
　
尚
、
私
は
・
－
Φ
房
鋤
け
…
0
5
を
「
感
覚
」
、

　
①
ヨ
o
ま
コ
を
「
感
動
」
、
「
締
一
6
p
ま
コ
を
「
実
現
」
、
8
ヨ
忌
舜
∋
①
暮
を
「
気

　
質
」
と
そ
れ
ぞ
れ
訳
し
て
い
る
。

（
4
9
）
　
閑
①
≦
巴
α
讐
o
ウ
島
f
P
ω
ω
参
照
。
ま
た
こ
の
言
葦
｛
を
ピ
カ
ソ
の
次
の
記

　
述
と
較
べ
て
み
る
の
も
興
味
深
い
。
　
「
自
然
と
芸
術
と
は
二
つ
の
別
箇
の
も
の

　
で
あ
っ
て
、
同
一
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
私
た
ち
は
芸
術
に
よ
っ
て
、
自

　
然
と
は
別
の
も
の
に
対
す
る
、
私
た
ち
の
概
念
を
裏
現
す
る
。
」
パ
ブ
ロ
・
ピ
カ

　
ソ
『
マ
リ
ウ
ス
・
デ
・
サ
ヤ
ス
へ
の
述
懐
』
一
九
二
三
年
（
エ
ド
ワ
！
ド
・

　
F
．
フ
ラ
イ
『
キ
ュ
ビ
ス
ム
』
八
重
樫
春
樹
訳
、
美
術
出
版
社
、
　
一
九
七
三

　
年
、
二
四
四
頁
）
参
照
。

（
5
0
）
　
＜
①
三
ξ
ぞ
8
°
∩
一
8
P
O
α
参
照
。

（
5
1
）
　
我
々
は
先
に
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
が
『
ビ
ベ
ミ
ュ
の
石
切
場
』
　
（
V
・
七
六

　
七
）
に
つ
い
て
、
そ
の
実
景
写
真
が
人
工
的
な
感
じ
を
与
え
る
の
に
対
し
て
、

　
作
品
の
方
が
自
然
な
感
じ
を
抱
か
せ
る
と
し
た
あ
の
論
評
を
こ
こ
に
於
い
て
肯

幻
①
≦
巴
負
o
や
o
一
け
；
℃
．
誤
参
照
。

O
甜
雪
コ
ρ
o
℃
°
o
圃
仲
こ
P
8
圃
参
照
。

O
価
鴇
コ
コ
ρ
筐
α
こ
O
°
卜
。
凱
早
刈
参
照
。

O
⑬
彗
コ
P
詮
血
ご
℃
』
経
参
照
。

菊
Φ
≦
巴
ρ
8
°
6
一
什
゜
”
P
ω
。
。
参
照
。

シ
ャ
ル
ル
・
カ
モ
ワ
ン
に
宛
て
た
一
九
〇
二
年
二
月
三
日
の
手
紙
の
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ザ
ン

う
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
セ
ザ
ン
ヌ
が
自
然
に
課
し
た
「
修
正
」
に
の
み
意
義

を
認
め
た
あ
の
ロ
ー
ラ
ン
で
さ
え
、
最
初
南
フ
ラ
シ
ス
に
訪
れ
て
セ
ザ
ン
ヌ
の

描
い
た
モ
チ
ー
フ
の
写
真
を
撮
り
始
め
た
動
機
は
「
セ
ザ
ン
ヌ
が
如
何
に
自
然

そ
の
ま
ま
を
描
い
た
か
を
示
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
最
初
は
彼

の
画
が
モ
チ
ー
フ
そ
っ
く
り
な
の
を
知
っ
て
驚
い
た
か
ら
で
あ
る
」
（
訳
書
、
二

八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
想
い
浮
か
べ
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

附
記
ー
本
稿
は
学
習
院
大
学
文
学
部
裾
分
「
弘
教
授
、
森
田
良
紀
教
授
、
林

友
春
教
授
の
御
指
導
の
下
に
、
神
戸
大
学
文
学
部
池
上
忠
治
助
教
授
、
上
智
大

学
文
学
部
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・
フ
ロ
モ
ン
教
授
、
日
仏
学
院
教
授
デ
ル
モ
ン
女

史
、
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
美
術
館
客
員
島
田
紀
夫
氏
、
早
稲
田
大
学
文
学
部
丹
尾
安

典
副
手
、
パ
リ
東
洋
語
学
校
学
生
ド
ミ
ニ
ッ
ク
・
ジ
ル
ー
君
、
そ
の
他
多
く
の

方
々
の
御
指
導
．
御
協
力
を
得
て
初
め
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

記
し
て
私
の
心
か
ら
の
謝
意
を
表
し
た
い
。
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La　pens6e．　artistique　de　Paul　C6zanne

Haruo　ASANO

　　Aujourd’hui　on　dit　souvent　que　Palll　C6zame（1839－1906）6tait　un

pr6curseur　de　l’art　du　XXe　si6cle，　et　que　ses　oeuvres・6taient　le

pr61ude　a　1’art　abstrait．　Mais　dans　sa　correspondance（iい1’a　laiss6

ni　livre，　ni　article），　il　n’y　a　presque　jamais　de　r6f6rence　a　u且e

doctrine　de　1，art　abs　trait．　Au　contraire，　on　y　trouve　des　consid6rations

trさs　traditionelles，　trさs　conservatrices．　Dans　cette　6tude　je　vou〔hai

saisir　sa　pens6e　artistique　pour　6claircir　cette　contradiction　entre　ses

　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　コα∋uvreS　et　ses　eCrlts．

　　11est　vrai　qu’il　y　a　quelques　caract6ristiques　modernes　dans　les

㏄uvres　de　C6zanne．　On　pourrait　en　indiquer　six：．1）1’exclusion　des

r6f6rences　‘‘litt6raires”　et　r　exag6ration　de　la　pla．sticit6，　2）　1，abandon

de　la　perspective　de　la　Renaissance，3）1’unification　dans　une　com・

position　de　points　de　vlle　diff6rents，．4＞1a　d6formation　des　objets，

5）la　simplification　des　objets，6）1’omission　de　quelques　couleurs．

Et　je　nommerai　ces　caract6ristiques　modernes：“tendance　ti　1’art　abs・

trait”．　Cependant，　dans　sa　correspondance，　il　n’en　a　pas　du　tout

trait6．　Seulement　il　a　lou61a　beaut6，　la　grace　de　la　nature　et　il　a

consei116　aux　leunes　peintres　d，6tudier　exclusivement“sur　nature”，

Aussi　je　nommerai　ces　caract6ristiques　conservatrices　de　sa　corres－

pondance：　‘‘louange　de　la　nature”．

　　En　somme，　tous　ceux　qui　lisent　sa　correspondance　ressentent　au

premier　abord　une　grande　contradiction　entre　ses　ceuvres　et　ses　6crits．

Cette　contradiction　fait　que　les　critiques　qui　ont　voulu　61ucider　la



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　116．

doctrine　artistique　de　C6zanne　en　ont　donn6　des　explications　diverses，

allant　du　r6alisme　ti　l’irr6alisme．　J’essaye．　dans　cette　6tude’d’y

r6pondre　d’tm　double　point　de　vue：　1）・comment　l’artiste　saisit・il　la

natureP　2）que　veut　exprimer　1，artiste？

　　Ma　r6ponse　est　la　suivante．1）Suivant　sa　correspondance　C6zanne

saisissait　la　nature　exclusivement　comme　celle　d，　Aix．en．Provence　ou

dU　Midi．　Et　encore　il　la　saisissait　presque　toujours　plastiquement．

Par　cons6quent，1a　premiさre　caract6ristique　modeme－rexclusion　des

r6f6rences　‘‘litt6raires”et　1’exag6ration　de　la　plasticit6－sera　unie

avec　sa　pens6e　artistique．2）Seloll　ses　6crits　il　a　voulu　exprimer　de

trさs　profondes　sensations　int6rieures　qui　6taient　presque　6gales　a

“lui・m6me”．　Il　faut　souligner　qu’il　n’a　jamais　vo1tlu　repr6senter．1a

nature，　ni　la　d6former．11　a　pens6　que　“1，art　est　une　harmonie

parallさle　a　la　nature”，　et　que　rart　6tait　un　monde　plastique　qui　6tait

s6par6　du　monde　visible　et　naturel．　C’est　en　se　placant　d’un　point　de

vue　naturaliste　qu，on　est　frapP6　chez　C6zanne　par　les　caract6ristiques

modernes（2－6）que　nous　avons　d6ja　indiqu6es．．　Cependant，　dans　ses

㏄uvres　et　sa　pens6e　artistique　cela　ne　pose　pas　de　problさme．　L’art

de　l，artiste　I1，est　ni　r6aliste　ni　irr6aliste．　Seulement　il　a　voulu　cr6cr

son　art・suivant　l’ordre　et　l’harmonie　de　la　nature．　C’est　POurquoi　il

devait　louer　les　vibrations　de　la　nature，　et　que　sa　correspondance

dδhhe1とu　1〔℃　teur　une　impression　conservatrice，　celle¢e　la“10ua㎎e

de　la　nature”．　Pourtant　cette　louange　ne　s’avさre　point　une　contra－

diction，　mais　clest　le　symbole　de　la．collformit6　entre　ses　ceuvres　et

　　　　　　　ノ
sa　pensee・


