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テ
ィ
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の
芸
術
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い
て
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　こ
の
小
論
は
、
丈
化
神
学
と
い
う
立
場
を
標
榜
し
た
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ヅ
ヒ
が
、
何
を
キ
リ
ス
ト
教
美
術
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
言
い
方
で

は
宗

教
芸術
）
と
考
え
て
い
た
か
と
い
う
問
題
を
扱
う
。

　
テ

ィ
リ
ヅ
ヒ
が
芸
術
神
学
（
↓
ゲ
8
げ
σ
q
δ
山
霞
国
自
。
。
け
）
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
の
は
、
晩
年
の
教
会
建
築
会
議
で
の
講
演
に
基
づ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

論
丈

『

造
形
芸術
と
建
築
と
の
神
学
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
の
み
の
よ
う
で
あ
る
が
、
芸
術
神
学
（
と
い
っ
て
も
、
も
っ
ぱ
ら
造
形
芸
術

にさ
し
む
け
ら
れ
て
い
る
）
の
も
く
ろ
み
自
体
は
は
や
く
か
ら
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
彼
が
一
九
一
九
年
の
『
文
化
の
神
学
と
い
う
理
念

に

つ
いて
』
に
お
い
て
、
文
化
神
学
（
↓
げ
o
o
げ
σ
q
帯
傷
鶏
丙
信
＃
霞
）
と
い
う
自
己
の
立
場
を
う
ち
だ
し
た
さ
い
に
、
丈
化
神
学
の
一
環
と
し

て明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
丈
化
神
学
的
分
析
を
造
形
芸
術
に
適
用
し
て
芸
術
神
学
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
出
て
き

たと
い
う
関
係
で
は
な
く
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
丈
化
神
学
と
い
ヲ
立
場
を
形
成
す
る
の
に
、
造
形
芸
術
を
観
賞
し
て
得
た
体
験
と
思
索
と
が

大き
な
形
成
力
と
な
っ
て
い
た
と
言
え
る
ふ
し
が
あ
る
。
丈
化
神
学
の
根
本
範
躊
「
形
式
と
内
実
」
は
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ッ
リ
の
絵
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ド
イ
ツ
表
現
主
義
の
絵
の
印
象
の
も
と
に
構
成
さ
れ
た
、
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。

　
テ

ィ
リ
ッ
ヒ
は
牧
師
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
そ
の
父
は
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
ト
の
牧
師
の
家
庭
の
音
楽
的
伝
統
を
自
ら
創
造
的
に
担
っ
て



　
　
　
　
　
　
（
3
）

い

た人
で
あ
っ
た
L
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
音
楽
の
才
を
受
け
継
が
ず
、
建
築
と
造
形
芸
術
に
傾
倒
し
た
。
も
っ
と
も
彼
が
絵
画
を
み

る
楽
し
み
に
目
を
ひ
ら
か
れ
た
の
は
、
か
な
り
長
じ
て
か
ら
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
従
軍
し
て
い
た
頃
（
一
九
一
四
～
一
八
年
、
二
十
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

～
三
十
二
歳
）
の
こ
と
で
あ
る
。
　
「
そ
れ
は
、
戦
争
の
漢
惨
さ
、
醜
怪
さ
、
生
の
破
壊
な
ど
に
対
す
る
反
動
と
し
て
生
じ
た
噂
」
野
戦
の

本屋
で
買
い
求
め
た
複
製
画
を
見
る
喜
び
は
、
芸
術
史
の
体
系
的
研
究
に
ま
で
発
展
し
、
そ
し
て
そ
う
し
た
研
究
か
ら
絵
画
体
験
が
生
ま

れた
。
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ッ
リ
の
絵
を
前
に
し
て
の
最
初
の
啓
示
的
体
験
（
一
九
一
八
年
）
の
こ
と
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
も
自
伝
『
境
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に

立
っ
て
』
と
、
　
『
造
形
芸
術
と
建
築
と
の
神
学
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
筆
に
し
て
い
る
が
、
詳
し
い
記
述
は
バ
ウ
ク
夫
妻
共
著
『
パ
ウ

ル
・

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
』
を
み
る
の
が
よ
い
。

　
そ
の絵
は
ベ
ル
リ
ソ
の
カ
イ
ザ
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
美
術
館
の
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ッ
リ
の
円
形
聖
母
像
「
唱
歌
の
天
使
を
伴
う
聖
母
」

であ
っ
た
。
そ
の
絵
は
入
口
に
向
き
あ
う
壁
に
そ
れ
一
点
だ
け
か
か
げ
ら
れ
て
あ
り
、
そ
う
い
う
配
置
自
体
が
観
覧
者
に
讃
嘆
と
畏
敬
の

念
を
生
じ
さ
せ
る
の
に
役
立
っ
て
い
た
。
　
「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
絵
の
前
に
立
っ
た
時
、
突
如
と
し
て
そ
の
偉
大
な
美
と
力
と
に
よ
っ
て

の

みな
ら
ず
、
絶
対
的
な
も
の
の
実
在
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
の
を
感
じ
た
。
彼
は
自
分
が
天
使
た
ち
を
見
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
聖
な

る
も
の
そ
の
も
の
を
見
て
い
る
と
感
じ
た
。
絶
対
的
な
も
の
を
彼
に
伝
達
し
た
の
は
、
聖
母
子
・
天
使
た
ち
と
い
う
こ
の
絵
の
宗
教
的
主

題
で
は
なく
、
色
彩
、
質
感
描
出
、
表
現
、
均
衡
の
結
合
で
あ
っ
た
。
こ
の
魔
術
的
瞬
間
の
こ
と
を
、
彼
は
後
に
も
よ
く
語
っ
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
時
に
彼
は
、
単
に
教
会
的
象
徴
と
し
る
し
以
外
の
も
の
を
通
じ
て
絶
対
的
な
も
の
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
1
彼
の
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

い

廻し
を
使
え
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
ー
こ
と
を
会
得
し
た
の
で
あ
る
。
」
問
題
の
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ッ

リ
の
絵
は
世
俗
画
で
は
な
く
、
宗
教
画
で
あ
る
が
、
　
「
絶
対
的
な
も
の
を
彼
に
伝
達
し
た
の
は
、
こ
の
絵
の
宗
教
的
主
題
で
は
な
く
、
形

式的
要
素
で
あ
る
」
と
言
い
う
る
の
は
、
こ
れ
が
彼
の
「
最
初
の
」
啓
示
的
絵
画
体
験
で
あ
り
、
同
様
の
絵
画
体
験
が
生
涯
何
度
も
あ
っ
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た
の

であ
っ
て
、
そ
う
い
う
体
験
を
彼
に
ひ
き
お
こ
す
絵
画
は
、
静
物
画
、
風
景
画
、
人
物
画
、
抽
象
画
と
い
う
ふ
う
に
世
俗
的
主
題
の

絵
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　と
こ
ろ
で
文
化
の
神
学
と
い
う
立
揚
の
前
提
と
な
る
宗
教
概
念
は
、
　
「
宗
教
と
は
無
制
約
的
な
も
の
の
経
験
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
の
宗
教
概
念
は
、
制
約
的
な
も
の
に
キ
リ
ス
ト
教
を
基
づ
け
る
の
を
拒
否
す
る
と
と
も
に
、
無
制
約
的
な
も
の
が
丈
化
の
あ
ら

ゆ
る
領
域
で
発
現
し
う
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
宗
教
経
験
が
そ
れ
自
体
は
制
約
的
な
丈
化
の
領
域
で
お
こ
り
う
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
丈
化
神
学
と
い
う
立
場
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
破
局
に
よ
り
そ
の
破
綻
を
露
呈
し
た
、
十
九
世
紀
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
精
神
に
基

づく
丈
化
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
を
、
新
た
に
無
制
約
的
な
も
の
に
基
づ
け
よ
う
と
す
る
と
と
も
に
、
無
制
約
的
な
も
の

は
、
制
約
的
な
丈
化
の
な
か
で
特
殊
な
一
領
域
を
区
切
っ
て
存
続
し
て
き
た
宗
教
の
な
か
で
経
験
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
本
来
は
丈
化
の

あ
ら
ゆ
る
領
域
で
経
験
さ
れ
う
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
前
述
の
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ッ
リ
体
験
は
、
造
形
芸
術
と
い
う
丈
化
領
域
に
お
け
る

「

無制
約
的
な
も
の
の
経
験
」
と
言
う
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
う
い
う
体
験
は
、
　
「
形
式
の
う
え
で
は
丈
化
的
で
あ
り
、
実
質

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

的
に
は
宗
教
的
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
造
形
芸
術
の
神
学
は
、
芸
術
作
品
に
お
い
て
あ
る
質
（
①
ぼ
Φ
O
ロ
巴
譲
け
）
す
な
わ
ち
聖
な

る
も
の
な
い
し
我
々
に
無
制
約
的
に
か
か
わ
る
も
の
の
質
の
発
現
を
認
め
る
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
教
説
で
あ
る
。

　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
丈
化
神
学
の
三
様
の
課
題
に
対
応
し
て
、
芸
術
神
学
を
次
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
と
い
ち
お
う
言
え
る
。
　
（
1
）
造

形
神
学
の

丈
化
神
学
的

分析
、
　
（
2
）
宗
教
類
型
学
と
造
形
芸
術
の
歴
史
哲
学
、
　
（
3
）
造
形
芸
術
の
具
体
的
な
宗
教
体
系
化
。

　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
芸
術
神
学
の
体
系
的
な
展
開
を
一
つ
の
著
作
に
ま
と
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
ド
イ
ッ
表
現
主
義
を
唯
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の

主
題と
す
る
初
期
の
論
文
『
造
形
芸
術
に
お
け
る
宗
教
的
様
式
と
宗
教
的
題
材
』
　
（
一
九
二
一
）
は
か
な
り
体
系
的
で
あ
る
。
彼
は
生

涯
に
わ
たり
、
宗
教
芸
術
関
係
の
展
覧
会
、
教
会
建
築
の
会
議
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
な
ど
で
造
形
芸
術
特
に
宗
教
芸
術
を
主
題



と
す
る
講
演
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
う
い
っ
た
講
演
に
基
づ
く
論
丈
か
ら
彼
の
芸
術
神
学
の
展
開
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
彼

は
『

丈化
の
神
学
と
い
う
理
念
に
つ
い
て
』
そ
の
他
の
神
学
的
著
作
の
な
か
で
も
、
た
び
た
び
造
形
芸
術
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
で
、

そう
い
う
箇
所
か
ら
も
彼
の
芸
術
神
学
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
な

お

芸
術
神学
の
三
様
の
課
題
の
う
ち
（
3
）
造
形
芸
術
の
具
体
的
な
宗
教
体
系
化
は
、
も
ち
ろ
ん
造
形
芸
術
全
領
域
を
そ
の
射
程
と

する
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
問
題
と
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
発
言
は
、
教
会
建
築
と
そ
れ
に
含
ま
れ
る
造
形
芸
術
に
集
中
し
て
い
る
。
丈
化

神
学
の
立
場
は
、
特
に
宗
教
的
な
文
化
領
域
す
な
わ
ち
教
会
を
原
理
的
に
止
揚
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
　
「
丈
化
が
最
後
に
は
自
己
の
宗
教

的
な
質
の
維
持
と
向
上
の
た
め
に
、
特
に
宗
教
的
な
文
化
領
域
を
、
し
か
も
独
立
し
た
、
論
理
的
で
な
く
目
的
論
的
な
威
信
を
も
つ
領
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

と
し
て
、
自
己
自
身
の
内
部
か
ら
造
り
出
す
」
こ
と
を
認
め
る
。

一

　
テ

ィ
リ
ッ
ヒ
は
『
文
化
の
神
学
と
い
う
理
念
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
丈
化
神
学
の
根
本
範
躊
と
し
て
「
形
式
と
内
実
」
を
立
て
、
次

のよ
う
な
命
題
を
提
示
す
る
。

　
「

文
化
の

諸
機能
の
自
律
性
は
、
そ
の
形
式
に
、
つ
ま
り
そ
れ
が
機
能
す
る
さ
い
の
諸
法
則
に
基
づ
い
て
お
り
、
神
律
性
は
そ
の
内
実
、

つま
り
そ
の
諸
法
則
に
よ
っ
て
衷
現
さ
れ
成
就
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
実
在
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
原
則
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。
形
式
が
増
せ
ば
そ
れ
だ
け
自
律
的
と
な
り
、
内
実
が
増
せ
ば
そ
れ
だ
け
神
律
的
と
な
る
。
」

　
つ
づ
い
て
「
一
方
は
他
方
な
し
に
は
存
在
し
え
な
い
。
形
成
す
る
も
の
を
も
た
な
い
形
式
と
は
、
何
ら
の
形
式
を
も
た
な
い
内
実
と
同
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様
、
不
可
解
で
あ
る
。
も
し
人
が
内
実
を
形
式
か
ら
切
り
離
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
最
悪
の
他
律
に
逆
行
す
る
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
た
だ
ち
に
一
つ
の
形
式
を
な
す
に
い
た
り
、
自
律
的
な
形
式
と
対
立
し
、
そ
れ
を
自
律
性
の
な
か
に
閉
鎖
し
て

し
ま
う
。
内
実
と
形
式
と
の
関
係
は
、
一
方
の
端
が
純
粋
な
形
式
を
、
他
方
の
端
が
純
粋
な
内
実
を
意
味
す
る
よ
う
な
一
本
の
線
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

考え
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
線
そ
の
も
の
の
上
で
は
内
実
と
形
式
と
は
統
一
を
な
し
て
い
る
。
圧
倒
的
な
内
実
の
啓
示
と
は
、
形
式
が
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

すま
す
不
十
分
と
な
り
、
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
豊
か
な
実
在
が
、
そ
れ
を
保
持
す
る
は
ず
の
形
式
を
破
壊
す
る
こ
と
に
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ず
、
こ
の
よ
う
に
あ
ふ
れ
る
こ
と
も
破
壊
す
る
こ
と
も
そ
れ
自
体
な
お
も
形
式
で
あ
る
。
L
　
（
傍
点
筆
者
）

　こ
の
丈
章
と
、
そ
し
て
命
題
そ
の
も
の
に
も
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
命
題
を
造
形
芸
術
に
あ
て
は
め
て
文
化
神
学
的
分

析
を
行
な
お
う
と
す
る
と
、
問
題
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
文
章
の
問
題
と
し
て
、
こ
の
丈
で
は
「
形
式
」
と
い
う
語
が
首

尾
一
貫
し
た
意
味
を
に
な
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ぽ
終
わ
り
か
ら
数
え
て
二
行
目
の
、
傍
点
を
付
し
た
「
形
式
」

の

指し
示
す
意
味
と
、
最
終
行
の
「
形
式
」
の
指
示
す
る
意
味
と
は
相
反
す
る
の
に
、
同
一
の
「
形
式
」
と
い
う
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
こ
の
丈
の
冒
頭
で
は
、
　
「
形
式
」
は
丈
化
の
諸
機
能
（
我
々
が
今
問
題
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
造
形
芸
術
に
か
か
わ
る
美
的

機能
）
が
「
機
能
す
る
さ
い
の
諸
法
則
」
、
そ
し
て
「
内
実
」
は
「
そ
の
諸
法
則
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
成
就
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
実
在
」
だ

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
よ
い
と
し
て
、
そ
の
形
式
と
内
実
と
の
関
係
は
、
　
「
一
方
の
端
が
純
粋
な
形
式
を
、
他
方
の
端
が
純
粋
な
内
実

を

意
味
する
よ
う
な
一
本
の
線
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
な
ら
ぽ
、
い
く
ら
「
線
そ
の
も
の
の
上
で
内
実
と
形
式
と
は
統
一

を
な
し
て
い
る
」
と
言
っ
て
も
、
そ
の
統
一
は
形
式
が
増
せ
ば
内
実
が
減
じ
、
内
実
が
増
せ
ぽ
形
式
が
減
ず
る
と
い
う
様
相
で
の
統
一
で

あ
る
。
つ
ま
り
形
式
と
内
実
と
は
対
立
す
る
契
機
で
の
み
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
造
形
芸
術
と
い
う
も
の
の
性
質
に
即
し
て
考
え

て

みる
と
、
形
式
が
増
せ
ぽ
内
実
が
増
し
、
内
実
が
増
せ
ぽ
形
式
が
増
し
、
内
実
が
減
ず
れ
ば
形
式
が
減
ず
る
と
い
う
事
態
も
考
え
ら
れ



る
の
で
は
な
い
か
。
第
三
に
、
芸
術
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
内
実
と
そ
れ
に
即
し
た
形
式
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
あ

ら
ゆ
る
芸
術
作
品
を
一
律
に
一
本
の
線
上
に
並
べ
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
も
し
可
能
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
の
内
実
と
は
ど
う
い
う
も

の

であ
り
、
ま
た
形
式
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。

　以
上
の
よ
う
な
疑
闇
を
抱
き
な
が
ら
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
造
形
芸
術
に
対
す
る
文
化
神
学
的
分
析
を
検
討
し
て
み
る
と
、
彼
が
た
て
た

「

形
式と
内
実
」
と
い
う
範
疇
の
特
徴
と
問
題
点
と
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
　
『
文
化
の
神
学
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、

彼
が
ド
イ
ッ
表
現
主
義
絵
画
に
対
し
て
な
し
て
い
る
丈
化
神
学
的
分
析
に
よ
る
と
、
表
現
主
義
の
絵
で
は
、
　
「
事
物
の
外
面
的
事
実
性
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

極度
に
意
義
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
」
　
「
自
然
は
そ
の
外
見
を
は
が
さ
れ
て
い
る
。
」
だ
か
ら
表
現
主
義
絵
画
が
コ
み
な
ぎ
る
生
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

め

に

形
式
を

放棄
し
よ
う
と
す
る
L
、
そ
の
「
形
式
」
と
は
、
事
物
の
外
面
的
事
実
性
、
自
然
の
外
見
を
再
現
・
模
倣
し
よ
う
と
す
る
造

形
形
式
すな
わ
ち
ル
ネ
サ
ソ
ス
以
来
の
写
実
主
義
造
形
形
式
の
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。

　ま
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
　
『
文
化
の
神
学
と
い
う
理
念
に
つ
い
て
』
の
二
年
後
に
著
わ
し
た
、
　
『
造
形
芸
術
に
お
け
る
宗
教
的
様
式
と
宗

教的
題
材
』
　
（
一
九
二
一
）
に
お
い
て
は
、
新
た
に
様
式
と
い
う
概
念
を
明
瞭
に
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
、
西
洋
の
造
形
芸
術
史
上
の
諸
様

式
の
類
型
学
を
、
丈
化
神
学
の
立
場
か
ら
行
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
用
い
て
い
る
の
は
、
　
『
丈
化
の
神
学
と
い
う
理
念
に
つ
い
て
』
に
お

け
る
一
方
の
端
が
純
粋
の
形
式
を
、
他
方
の
端
が
純
粋
の
内
実
を
意
味
す
る
一
本
の
線
と
同
型
の
シ
ェ
ー
マ
、
遊
星
運
動
の
シ
ェ
ー
マ
で

あ
る
。
　
「
か
り
に
内
実
を
太
陽
と
し
て
、
形
式
を
遊
星
軌
道
と
し
て
想
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
丈
化
形
式
に
は
内
実
に
対
す
る
近

日
点
と
遠
日
点
と
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
近
日
点
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
の
が
太
陽
の
カ
で
あ
る
な
ら
ば
、
遠
日
点
に
お
い
て
表

わ
れる
の
は
遊
星
運
動
の
固
有
の
力
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
近
さ
と
遠
さ
と
の
両
方
を
担
っ
て
い
る
の
は
太
陽
で
あ
る
。
か
く
て
形
式
に

対
する
内
実
の
支
配
が
鋭
く
抜
き
ん
出
て
い
る
様
式
が
存
在
す
る
の
は
、
他
の
様
式
に
お
い
て
形
式
の
固
有
の
運
動
が
際
立
っ
て
い
る
の

　
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
芸
術
神
学
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

と
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
内
実
が
支
配
す
る
様
式
と
形
式
が
支
配
す
る
様
式
と
は
共
に
、
様
式
と
し
て
は
内
実
の
表
現
な
の

　
　
（
1
3
）

であ
る
。
L
つ
い
で
近
日
点
に
位
置
す
る
様
式
（
内
実
が
形
式
を
麦
配
す
る
様
式
）
と
し
て
ロ
マ
ソ
主
義
－
表
現
主
義
が
あ
げ
ら
れ
、
遠

日
点
に
あ
る
様
式
（
形
式
が
優
位
の
様
式
）
と
し
て
印
象
主
義
－
写
実
主
義
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
両
方
の
中
間
に
位
置
す
る
平
均
的
様

式
が
理
想
主
義
－
古
典
主
義
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
の
内
部
で
二
重
の
様
式
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
主
観
性
と
客
観
性
と
の
相
違

に関
連
す
る
。
こ
の
シ
ェ
ー
マ
か
ら
も
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
ル
ネ
サ
ソ
ス
か
ら
ド
イ
ツ
表
現
主
義
に
い
た
る
ま
で
の

造
形
芸
術史
で
あ
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
と
っ
て
の
「
形
式
」
と
は
ル
ネ
サ
ソ
ス
以
来
の
写
実
主
義
造
形
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
白
に
な

る
。　

こ
の
写
実
主
義
の
造
形
形
式
に
つ
い
て
美
術
史
家
の
解
説
を
引
用
す
る
と
、
　
「
十
四
世
紀
の
中
頃
の
イ
タ
リ
ア
に
始
ま
り
、
た
ち
ま
ち

に
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
を
包
み
込
ん
だ
ル
ネ
サ
ソ
ス
の
波
の
な
か
で
、
画
家
た
ち
は
目
に
見
え
る
事
実
に
忠
実
な
（
あ
る
い
は
宗
教
的
、

歴
史
的

逸
話
を

眼前
の
事
実
の
よ
う
に
表
わ
す
）
芸
術
の
た
め
に
、
中
世
美
術
の
も
っ
て
い
た
象
徴
的
な
図
形
や
色
彩
、
経
験
的
概
念
に

基
づ
く
造
形
を
惜
し
げ
も
な
く
忘
れ
去
っ
た
。
そ
の
画
家
た
ち
は
マ
サ
ッ
チ
ョ
、
フ
ィ
リ
ッ
ポ
・
リ
ッ
ピ
、
フ
ー
ケ
、
ヴ
ァ
ン
一
エ
イ
ク

兄弟
、
コ
ソ
ラ
ー
ト
・
ヴ
ィ
ッ
ツ
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
一
点
透
視
法
と
明
暗
法
に
よ
っ
て
、
空
間
の
広
が
り
や
人
物
、
物
体
の
量
感
と
い

っ

た
視覚
的
現
実
、
つ
ま
り
三
次
元
的
世
界
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ソ
を
絵
画
の
中
に
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
成
功
し
た
最
初
の
画
家
た
ち
で
あ

る
。
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絵
画
は
さ
ま
ざ
ま
な
交
代
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
視
覚
的
現
実
に
基
づ
く
写
実
主
義
の
一
本
道
を
歩
み

　
　
（
4
1
）

続け
た
。
」

　し
た
が
っ
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
丈
化
神
学
の
根
本
範
嘩
の
概
念
規
定
「
形
式
は
美
的
機
能
が
機
能
す
る
さ
い
の
諸
法
則
」
、
「
内
実
は
そ
の

諸
法則
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
成
就
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
実
在
」
を
無
前
提
に
理
解
し
て
、
造
形
芸
術
史
上
あ
ら
わ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
の
芸
術
作



品
を
具
体
的
に
思
い
う
か
べ
て
、
前
掲
の
命
題
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
私
が
先
に
あ
げ
た
第
二
、
第
三
の
疑
問
が
出
て
き
て
当
然
で
あ

る
。
こ
の
概
念
規
定
に
は
実
は
前
提
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
　
『
丈
化
の
神
学
と
い
う
理
念
に
つ
い
て
』
の
後
の
方
で
、
　
「
表
現
主
義
は
私

には
、
さ
き
に
述
べ
た
形
式
と
内
実
の
関
係
の
、
特
に
印
象
深
い
例
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
こ
の
概
念
規
定
も
ま
た
表
現
主
義
の
印
象

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

のも
と
に
構
成
さ
れ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
と
っ
て
は
、
　
「
内
実
」
と
は
何
と
も
あ
れ

表
現
主
義
絵
画
のう
ち
に
表
現
さ
れ
成
就
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
実
在
で
あ
り
、
　
「
形
式
」
と
は
表
現
主
義
絵
画
に
お
い
て
破
ら
れ
て
い

る
造
形
形
式
、
す
な
わ
ち
視
覚
的
現
実
に
基
づ
く
写
実
主
義
の
造
形
形
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
『

丈化
の
神
学
と
い
う
理
念
に
つ
い
て
』
は
一
九
一
九
年
に
ベ
ル
リ
ン
で
書
か
れ
て
い
る
。
美
術
史
の
上
で
は
、
一
八
七
〇
年
代
に
フ

ラ
ソ
ス
に
お
こ
っ
た
印
象
主
義
が
視
覚
的
レ
ア
リ
ス
ム
（
視
覚
的
現
実
に
基
づ
く
写
実
主
義
）
の
最
後
の
様
式
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ

を破
っ
て
い
く
噛
矢
の
役
目
を
は
た
し
て
い
る
。
印
象
主
義
以
後
の
現
代
美
術
は
視
覚
的
レ
ア
リ
ス
ム
を
め
ざ
ま
し
く
破
っ
て
い
き
、
い

き
つ
く
と
こ
ろ
抽
象
絵
画
と
い
う
様
式
ま
で
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
我
々
は
「
形
式
は
美
的
機
能
が
機
能
す
る
さ
い
の
諸
法

則
」
と
聞
く
と
、
視
覚
的
レ
ア
リ
ス
ム
も
含
め
て
さ
ま
ざ
ま
の
造
形
形
式
を
思
い
う
か
べ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
一
九
六
五
年
ま
で
生
き
、

特
に
現
代
前
衛
美
術
に
関
心
が
深
く
、
ま
た
死
の
年
ま
で
宗
教
芸
術
に
つ
い
て
発
言
を
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
造
形
形
式
概
念

は

初期
の
こ
の
論
文
か
ら
最
後
ま
で
変
わ
ら
ず
、
彼
に
と
っ
て
「
形
式
」
と
は
「
視
覚
的
現
実
性
」
な
い
し
「
視
覚
的
現
実
性
に
基
づ
く

写実
主
義
造
形
形
式
」
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
現
代
美
術
に
お
け
る
視
覚
的
レ
ア
リ
ス
ム
の
突
破
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
彼

にと
っ
て
啓
示
的
事
象
だ
っ
た
と
言
え
る
。

　な
お
『
造
形
芸
術
に
お
け
る
宗
教
的
様
式
と
宗
教
的
題
材
』
で
は
、
様
式
と
い
う
概
念
が
明
確
に
遵
入
さ
れ
て
い
る
の
で
、
遊
星
運
動

の

シ
ェ

ー
マ
も
、
形
式
と
内
実
と
の
関
係
も
、
個
々
の
芸
術
作
品
で
は
な
く
、
様
式
に
即
し
て
理
解
す
れ
ぽ
、
私
が
さ
き
に
あ
げ
た
第
二
、

　
　

テ

ィ
リ
ッ
ヒ
の
芸
術
神
学
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

第
三
の
疑
問
は
生
じ
な
く
な
る
。
私
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
造
形
芸
術
の
様
式
に
は
④
も
っ
ば
ら
造
形
形
式
の
追
求
を
関
心
事
と
す

る
様
式
と
、
＠
造
形
形
式
以
前
に
何
か
表
現
し
た
い
精
神
的
関
心
事
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
最
も
適
切
な
形
式
を
つ
く
っ

て

いく
様
式
と
が
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
④
を
「
形
式
が
麦
配
す
る
様
式
」
、
◎
を
「
内
実
が
支
配
す
る
様
式
」
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
ろ

う
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
前
掲
の
遊
星
運
動
の
た
と
え
の
な
か
で
、
　
「
そ
れ
で
も
や
は
り
、
内
実
が
支
配
す
る
様
式
と
形
式
が
支
配
す
る
様
式

と
は
共
に
、
様
式
と
し
て
は
内
実
の
表
現
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
い
く
ら
④
の
様
式
が
形
式
を
主
要
関
心
事
と
す
る
と
い

っ

ても
、
造
形
芸
術
が
人
間
の
精
神
の
営
み
で
あ
る
以
上
、
④
の
様
式
の
芸
術
作
品
に
も
形
式
を
と
お
し
て
、
あ
る
精
神
的
な
も
の
が
に

じ
み
で
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
の
芸
術
作
品
が
、
人
間
の
精
神
の
あ
る
あ
り
方
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
④
の
様
式

も
＠
の
様
式
も
同
じ
で
あ
る
。

二

　
前節
で
明
確
に
な
っ
た
、
現
代
美
術
に
お
け
る
視
覚
的
レ
ア
リ
ス
ム
の
解
体
と
い
う
こ
と
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
芸
術
神
学
の
構
成
の
大

き
な
契
機
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
造
形
芸
術
の
丈
化
神
学
的
分
析
も
、
歴
史
哲
学
の
考
察
も
、
宗
教
芸
術
に
つ
い
て
の
具
体

的
体
系
化
も
、
す
べ
て
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
注
意す
べ
き
こ
と
に
、
一
九
二
六
年
の
『
現
在
の
宗
教
的
情
況
』
以
後
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
表
現
主
義
と
い
う
名
称
を
、
ド
イ
ッ
表
現
主
義

に
限ら
ず
、
よ
り
広
義
に
用
い
て
い
る
。
あ
ら
ウ
る
芸
術
は
そ
れ
が
芸
術
で
あ
る
以
上
何
か
の
表
現
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
表
現
的
様
式

要素
は
あ
ら
ゆ
る
芸
術
様
式
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
表
現
と
い
う
こ
と
が
様
式
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
表
現
主
義
様
式



と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
表
現
（
主
義
）
的
様
式
要
素
の
特
徴
は
、
　
「
事
物
の
深
み
を
直
観
に
も
た
ら
す
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

事物
の
表
面
を
突
き
破
っ
て
、
そ
の
自
然
的
構
造
を
変
化
さ
せ
る
」
と
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
デ
フ
ォ
ル
メ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
視
覚

的
レ
ア
リ
ス
ム
を
解
体
し
て
い
る
現
代
絵
画
を
す
べ
て
ひ
っ
く
る
め
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
表
現
主
義
の
な
か
に
入
れ
て
い
る
。
理
想
主
義

と
写
実
主
義
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
表
現
主
義
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
セ
ザ
ン
ヌ
、
ゴ
ッ
ホ
、
ム
ソ
ク
も
、
イ
タ
リ
ア
の
未
来
派
、

フ

ラ
ソ
ス
の
キ
ュ
ピ
ズ
ム
と
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
、
冒
シ
ア
の
構
成
派
、
そ
し
て
非
対
象
芸
術
（
抽
象
芸
術
）
も
、
あ
る
い
は
ピ
カ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
∬
）

の
ゲ

ル
ニ
カ
も
表
現
主
義
芸
術
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
を
み
る
と
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
丈
化
神
学
は
内
実
か
ら
造
形
芸
術
の
類
型
学
を
行
な
う
と
述
べ
て
い
る
の
に
、
実
際
は
そ
れ
を
形
式

から
行
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
惑
が
も
た
れ
る
。
つ
ま
り
彼
は
広
義
の
表
現
主
義
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
、
視
覚
的
現
実
を

破
っ
て
い
る
と
い
う
一
点
に
お
い
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
だ
が
広
義
の
表
現
主
義
の
な
か
に
入
れ
ら
れ
た
様
式
の
い
ず
れ
も
が
、

「内
実
が
形
式
を
破
壊
し
た
」
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
セ
ザ
ソ
ヌ
↓
キ
ュ
ビ
ズ
ム
の
流
れ
は
、
　
「
形
式
が
形
式
を
解

体
し
た
」
と
み
る
方
が
適
切
で
は
な
い
か
。
ま
た
視
覚
的
レ
ア
リ
ス
ム
の
解
体
と
い
う
現
象
は
け
っ
し
て
ド
イ
ッ
表
現
主
義
に
始
ま
る
も

の

で
はな
い
。
も
ち
ろ
ん
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
ド
イ
ツ
表
現
主
義
の
先
駆
者
と
し
て
セ
ザ
ソ
ヌ
、
ゴ
ッ
ホ
、
ム
ソ
ク
等
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ

れ
だけ
で
は
十
分
で
は
な
く
、
視
覚
的
レ
ア
リ
ス
ム
の
解
体
は
ま
さ
に
印
象
主
義
に
始
ま
る
の
で
あ
り
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ソ
、
新
印
象
主
義
、

フ

ォ

ー
ビ
ズ
ム
な
ど
も
大
き
な
、
お
そ
ら
く
ド
イ
ツ
表
現
主
義
以
上
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
み
て
み
る
と
、

視覚
的
レ
ア
リ
ス
ム
の
解
体
と
い
う
こ
と
は
、
　
「
内
実
が
形
式
を
破
壊
し
た
」
と
ぼ
か
り
言
え
ず
、
造
形
形
式
の
追
求
自
体
が
目
に
見
え

る
現
実
の
形
態
を
解
体
し
て
い
っ
た
と
言
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
面
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　ク
：
ル
ベ
の
自
然
主
義
の
継
承
で
あ
り
、
視
覚
的
レ
ア
リ
ス
ム
の
最
後
の
形
態
で
あ
る
印
象
主
義
の
画
家
た
ち
は
、
ア
ト
リ
エ
を
捨
て
、

　
　

テ

ィ
リ
ッ
ヒ
の
芸
術
神
学
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

戸外
に
画
架
を
立
て
て
眼
前
の
自
然
を
描
こ
う
と
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
光
を
発
見
し
た
。
つ
ま
り
自
然
を
構
成
す

る
一
要
素
で
あ
る
光
を
取
り
出
し
て
、
そ
れ
を
彼
ら
の
芸
術
の
有
機
的
な
様
式
要
素
と
し
た
。
彼
ら
は
写
実
主
義
の
よ
う
に
、
自
然
を
総

体
と
し
て
可
能
な
か
ぎ
り
忠
実
に
再
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
光
を
描
出
す
る
た
め
に
自
然
の
解
釈
を
始
め
た
。
光
は
単
な
る
明

暗
法
以
上
の
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
個
々
の
色
の
な
か
に
分
割
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
絵
具
を
パ
レ
ッ
ト
の
上
で
混
ぜ
て
物
の
固

有
色
を

再
現
する
の
で
は
な
く
、
純
粋
色
が
筆
触
と
し
て
直
接
キ
ャ
ソ
バ
ス
の
上
に
置
か
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
印
象
主
義
者

は
色
彩
そ
のも
の
の
表
現
力
を
発
見
し
た
。
色
彩
が
、
新
印
象
主
義
の
純
粋
色
の
点
描
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
大
き
な
色
面
に
発
展
し
て
い
く

な
か
で
、
視
覚
的
現
実
の
色
彩
を
離
れ
て
、
色
彩
そ
の
も
の
の
、
我
々
の
精
神
に
訴
え
る
喚
起
力
が
発
見
さ
れ
る
。
ま
た
色
彩
の
自
律
性

の

発見
と
絵
画
の
平
面
性
の
発
見
と
は
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
絵
画
が
本
来
的
に
平
面
で
あ
る
こ
と
が
気
づ
か
れ
、
三
次

元
世界
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ソ
を
二
次
元
の
キ
ャ
ソ
バ
ス
に
再
現
す
る
こ
と
の
マ
イ
ナ
ス
効
果
が
意
識
さ
れ
始
め
る
。

　
こ
の
平
面
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ー
こ
れ
は
現
代
絵
画
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
が
ー
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
美
術
史
家
E
・
V
・
シ
ド

ウ
の
説
を
ひ
い
て
、
こ
れ
を
ド
イ
ツ
表
現
主
義
〈
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
〉
の
様
式
的
特
徴
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
て
い
て
、
　
〈
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
〉
の
画

家
た
ち

の絵
の
平
面
性
は
ニ
ー
チ
ェ
流
の
内
在
的
神
秘
主
義
の
様
式
的
帰
結
で
あ
り
、
　
「
こ
れ
に
お
い
て
身
体
な
き
霊
性
が
勝
利
し
て
い

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
絵
画
が
平
面
的
に
な
っ
た
の
は
、
　
〈
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
〉
に
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
印
象
主
義
に
既
に
そ
の
発

端
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
キ
ャ
ソ
バ
ス
が
平
面
だ
か
ら
と
い
う
き
わ
め
て
形
式
的
な
根
拠
に
依
っ
て
い
る
。
　
〈
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
〉
の
画
家

たち
も
絵
画
の
平
面
性
や
色
彩
の
自
律
性
と
い
う
こ
と
を
、
新
印
象
主
義
や
ゴ
ー
ギ
ャ
ソ
や
ゴ
ッ
ホ
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
フ
ォ
ー
ビ
ズ

ム

から
も
学
ん
だ
（
も
ち
ろ
ん
彼
ら
の
絵
の
師
の
役
割
を
果
た
す
の
は
当
代
の
フ
ラ
ソ
ス
絵
画
だ
け
で
な
く
、
ア
フ
リ
カ
や
オ
セ
ア
ニ
ア

の

原
始
芸術
、
ゴ
シ
ッ
ク
の
木
版
画
、
マ
テ
ィ
ア
ス
・
グ
リ
ュ
ー
ネ
ヴ
ァ
ル
ト
等
で
あ
っ
た
が
）
。



゜
　
　
　
セ
ザ
ソ
ヌ
↓
キ
ュ
ビ
ズ
ム
の
系
統
は
、
印
象
主
義
が
見
逃
し
て
い
た
形
態
の
追
求
に
か
か
わ
り
、
視
覚
的
現
実
の
形
態
を
単
純
な
幾
何

　
　

学的
立
体
に
還
元
す
る
自
然
の
概
念
化
を
遂
行
し
た
。
色
彩
そ
の
も
の
の
表
現
力
の
発
見
、
絵
画
の
平
面
性
の
発
見
、
幾
何
学
的
立
体
に

　
　
ょ
る
自
然
の
概
念
化
と
い
っ
た
も
の
は
、
形
式
の
側
か
ら
つ
ま
り
当
該
丈
化
科
学
で
あ
る
美
学
の
側
か
ら
み
る
と
、
絵
画
が
ま
す
ま
す
自

　
　
律的
に
な
っ
て
い
く
歩
み
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
自
律
と
は
、
絵
画
が
宗
教
的
、
丈
学
的
、
歴
史
的
主
題
に
価
値
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
な

　
　く
、
そ
し
て
最
後
に
の
こ
っ
て
い
た
対
象
の
視
覚
的
現
実
に
も
価
値
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
や
め
て
、
絵
画
自
体
の
固
有
の
形
式
で
あ
る
色

　
　彩
・
形
態
・
平
面
性
な
ど
に
完
全
に
依
拠
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
キ
ュ
ピ
ズ
ム
か
ら
抽
象
画
（
非
対
象
芸
術
）
に
い
た
っ
て
絵
画
は

　
　

完
全
な自
律
に
達
す
る
。
い
ま
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
流
に
「
形
式
」
と
い
う
語
を
、
　
「
視
覚
的
レ
ア
リ
ス
ム
に
基
づ
く
造
形
形
式
」
と
い
う
意
味

　
　
で用
い
れ
ぽ
、
美
学
の
立
場
か
ら
み
た
印
象
主
義
以
後
の
造
形
芸
術
の
歴
史
は
「
形
式
が
減
ず
れ
ぽ
そ
れ
だ
け
自
律
的
に
な
る
」
と
規
定

　
　
さ
れ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
丈
化
神
学
の
根
本
命
題
「
形
式
が
増
せ
ば
そ
れ
だ
け
自
律
的
に
な
る
」
と
は
逆
で
あ
る
。
も
っ
と
も
美
学
の
立

　
　
場は
、
無
制
約
者
と
の
関
係
が
視
野
に
入
っ
て
こ
な
い
立
場
で
あ
り
、
神
律
を
問
題
と
し
な
い
立
場
で
の
自
律
だ
か
ら
、
美
学
の
立
場
と

　
　

丈
化神
学
の
立
場
と
を
対
決
調
停
す
る
こ
と
は
適
宜
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　角
度
を
変
え
て
考
え
て
み
る
と
、
造
形
形
式
の
追
求
が
形
式
つ
ま
り
視
覚
的
レ
ア
リ
ス
ム
形
式
を
解
体
し
て
い
っ
た
、
そ
れ
は
造
形
芸

　
　術
が
ま
す
ま
す
自
律
的
に
な
っ
て
い
く
歩
み
だ
、
と
い
っ
て
も
、
そ
の
歩
み
が
視
覚
的
現
実
の
再
現
・
模
倣
に
で
は
な
く
、
現
実
と
造
形

　
　
精神
と
が
切
り
む
す
ぶ
接
点
で
お
こ
っ
て
く
る
人
間
精
神
に
よ
る
現
実
解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
以
上
、
内
実
の
立
場
に
立
っ
て
「
内
実
が

　
　
形
式
を

解体
し
て
い
っ
た
」
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
要
は
、
つ
ま
り
何
が
宗
教
芸
術
か
と
い
う
我
々
の
問
題
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
問

　
　題
は
そ
の
造
形
精
神
、
つ
ま
り
視
覚
的
レ
ア
リ
ス
ム
を
解
体
し
て
い
っ
た
造
形
精
神
が
ど
こ
ま
で
無
制
約
者
に
関
係
し
て
い
る
か
と
い
う

　
　点
に
あ
る
。
神
律
は
他
律
の
よ
う
に
自
律
に
対
立
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
、
　
「
丈
化
神
学
者
は
、
自
律
的
生
産
物
に
対
し
て
、
自

　
　
　
　　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
芸
術
神
学
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五

、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
2
）

己
の

具
体
的な
神
学
的
立
場
に
立
っ
て
、
批
判
的
、
否
定
的
、
肯
定
的
な
態
度
を
取
る
L
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
彼
は
、
自
己
の
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

に

生き
て
い
る
内
実
の
表
現
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
文
化
創
造
物
の
な
か
に
全
然
な
い
と
し
て
そ
れ
を
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

三

　
現
代
芸術
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
い
う
広
義
の
表
現
主
義
芸
術
に
対
す
る
彼
の
丈
化
神
学
的
分
析
の
結
論
を
述
べ
れ
ぽ
、
そ
れ
が
世
俗
的
主

題
に向
か
う
か
ぎ
り
彼
は
肯
定
的
な
態
度
を
と
る
が
、
そ
れ
が
宗
教
的
主
題
に
向
か
っ
た
場
合
は
批
判
的
、
否
定
的
な
判
断
を
下
す
。

「

表
現
主義
は
、
そ
の
素
材
の
選
択
は
ま
っ
た
く
別
に
し
て
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
あ
る
神
話
的
、
宗
教
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
セ
ザ

ソ
ヌ

の

静
物
やヴ
ァ
ソ
・
ゴ
ッ
ホ
の
樹
木
に
、
ウ
ー
デ
（
当
時
の
外
光
画
風
の
宗
教
画
家
、
筆
者
註
）
，
の
イ
エ
ス
像
以
上
に
聖
性
の
質
を

認
め
る
と
い
っ
て
も
い
い
す
ぎ
で
は
な
い
。
し
か
し
い
ま
表
現
主
義
自
身
が
宗
教
的
素
材
に
手
を
の
ば
す
と
、
た
ち
ま
ち
そ
の
特
徴
的
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°

界
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
神
秘
主
義
は
宗
教
的
伝
統
の
外
に
立
っ
て
い
る
。
」
「
世
俗
芸
術
が
教
会
か
ら
独
立
し
て
発
展
し
た
た
め
、
宗

教
芸術
の
ほ
う
は
た
だ
貧
困
化
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
自
体
世
俗
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
宗
教
芸
術
は
、
普
遍
的
内
容
を
も
つ
宗
教
芸
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

であ
っ
た
か
わ
り
に
、
宗
教
的
内
容
を
も
っ
た
世
俗
芸
術
と
な
っ
た
。
」
「
神
学
者
と
し
て
私
は
述
べ
た
い
の
だ
が
、
現
代
は
、
語
の
伝
統

的
な

意味
に
お
け
る
宗
教
的
形
象
と
造
形
と
の
貧
困
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
的
伝
統
が
驚
異
的
な
力
を
以
て
非
宗
教
的
作
品
に
姿
を
現

　
　
　
　
　
　
　
　
（
趾
）

わし
て
い
る
時
代
で
あ
る
。
」
宗
教
的
伝
統
が
ど
の
よ
う
な
様
相
を
と
っ
て
姿
を
現
わ
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
　
「
写
実
主
義
的
要
素
と

理
想
主
義
的
要
素と
に
抗
し
て
表
現
主
義
的
要
素
が
優
勢
に
な
っ
た
結
果
、
事
物
の
表
面
の
徹
底
的
破
開
、
事
物
の
構
成
要
素
内
部
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
茄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

強
烈
な

侵入
、
事
物
の
魔
的
深
み
の
強
烈
な
認
識
。
」
こ
れ
は
「
宗
教
絵
画
の
最
も
偉
大
な
も
の
」
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
呼
ぶ
十
六
世
紀
初



頭
の
マ
テ
ィ
ア
ス
・
グ
リ
ュ
ー
ネ
ヴ
ァ
ル
ト
の
イ
ー
ゼ
ン
ハ
イ
ム
祭
壇
画
の
キ
リ
ス
ト
礫
刑
図
に
つ
ら
な
る
宗
教
的
伝
統
で
あ
る
。
テ
ィ
リ

　
ッ
ヒ
と
い
う
人
は
、
現
実
の
表
面
が
ひ
き
さ
か
れ
、
そ
こ
か
ら
現
実
の
魔
的
根
拠
が
顔
を
出
し
て
い
る
よ
う
な
、
何
か
そ
う
い
っ
た
絵
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

キ
リ
ス
ト
教
的
絵
画
と
み
な
し
た
ら
し
い
。
ピ
カ
ソ
の
ゲ
ル
ニ
カ
（
一
九
三
七
年
制
作
）
を
「
偉
大
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
ト
絵
画
で
あ
る
」

と
評
す
る
の
も
、
同
じ
思
考
の
線
に
立
っ
て
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

　
　
し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
過
去
の
キ
リ
ス
ト
教
芸
術
の
な
か
で
、
ビ
ザ
ソ
テ
ィ
ソ
芸
術
の
黄
金
色
の
地
、
シ
ャ
ト
ル
大
聖
堂
の
ス
テ
ソ
ド

　
　
　
（
2
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

グ
ラ
ス
、
ジ
ョ
ッ
ト
の
聖
フ
ラ
ソ
シ
ス
コ
像
、
シ
ス
テ
ィ
ナ
礼
拝
堂
の
壁
画
や
レ
ソ
ブ
ラ
ン
ト
を
高
く
評
価
し
て
い
る
以
上
、
現
実
の
魔

．

的
根
拠よ
り
も
さ
ら
に
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
神
的
創
造
的
根
拠
が
造
形
芸
術
に
お
い
て
表
現
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
た
だ
、
現
代
の
表
現
主
義
的
芸
術
は
そ
こ
ま
で
達
し
て
い
な
い
、
と
い
う
よ
り
は
現
代
と
い
う
時
代
に
は
そ
れ
が
可
能
で
は
な
い
、

と
彼
は
見
て
い
る
。

　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
現
代
芸
術
を
、
つ
ま
り
広
義
の
表
現
主
義
的
様
式
（
抽
象
的
、
非
具
象
的
形
式
）
を
教
会
建
築
に
活
用
す
る
こ
と
を
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

び
た
び
提案
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
結
局
は
「
聖
な
る
空
虚
」
（
°
・
8
H
鼠
。
目
営
ぎ
Φ
。
。
ω
”
げ
色
一
同
α
q
。
い
8
お
）
を
つ
く
る
の
に
役
立
つ
か
ぎ
り

に
お

い
て

であ
る
。
　
「
聖
な
る
空
虚
」
の
主
張
は
、
無
制
約
者
を
制
約
的
形
象
に
表
現
す
る
こ
と
の
不
可
能
の
主
張
で
あ
り
、
神
の
内
在

性よ
り
も
む
し
ろ
神
の
超
越
性
を
、
神
と
人
間
と
の
隔
た
り
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
「
聖
な
る
空
虚
」
を
つ
く
る
こ
と
が
現
代
の
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

会建
築
と
宗
教
芸
術
の
課
題
だ
と
い
う
の
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
芸
術
に
つ
い
て
の
最
後
の
発
言
で
あ
る
。
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