
は
じ
め
に

今
日
グ
ス
タ
フ
・
ク
リ
ム
ト
の
名
前
を
聞
い
た
と
き
に
、
人
は
ど
の
よ
う
な
作
品
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
か
。
た
い
て
い
の
人
は
、
金

を
多
用
し
た
、
二
次
元
と
三
次
元
が
奇
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
つ
つ
画
面
の
な
か
に
並
存
す
る
《
接
吻
》
で
あ
る
と
か
《
ア
デ
ー
レ
・
ブ
ロ
ッ

ホ＝

バ
ウ
ア
ー
の
肖
像
Ⅰ
》
な
ど
の
作
品
を
思
い
浮
か
べ
る
は
ず
だ
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
金
の
時
代
」
の
様
式
を
も
っ

た
作
品
は
、
ク
リ
ム
ト
の
長
い
画
歴
の
な
か
で
、
ほ
ん
の
一
時
期
の
も
の
を
指
す
に
す
ぎ
な
い
。
事
実
、
ク
リ
ム
ト
が
ま
だ
生
き
て
い
た
時

代
か
ら
彼
の
作
品
を
知
っ
て
い
る
美
術
評
論
家
ム
タ
ー
は
ク
リ
ム
ト
の
様
式
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ア
ッ
シ
リ
ア
、
日
本
、
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
、
Ｃ
・
ク
リ
ベ
リ
、
Ｊ
・
ト
ー
ロ
ッ
プ
、
Ｆ
・
ク
ノ
ッ
プ
フ
な
ど
、
自
然
よ
り
も
、
さ
ま

（
１
）

ざ
ま
な
時
代
の
芸
術
が
生
ん
だ
き
わ
め
て
洗
練
さ
れ
た
も
の
が
、
紛
れ
も
な
く
ク
リ
ム
ト
の
様
式
形
成
に
役
立
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
、
ク
リ
ム
ト
の
様
式
形
成
に
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
画
家
の
な
か
で
、
最
後
に
登
場
す
る
ベ
ル
ギ
ー
の
画
家
ク
ノ
ッ

プ
フ
は
、
今
日
、
少
な
く
と
も
日
本
で
は
、
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ほ
と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
た
に
も
等
し
い
画
家
だ
が
、

世
紀
末
ウ
ィ
ー
ン
に
お
い
て
は
、
絶
大
な
る
人
気
を
博
し
て
い
た
。
そ
の
証
拠
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
皇
帝
フ
ラ
ン
ツ
・

（
２
）

ヨ
ー
ゼ
フ
は
、
一
九
〇
〇
年
に
ク
ノ
ッ
プ
フ
に
対
し
、
前
の
年
に
殺
さ
れ
た
妻
エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
の
等
身
大
の
肖
像
画
を
描
か
せ
て
い
る
。
そ

し
て
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
が
ウ
ィ
ー
ン
で
人
気
を
博
し
て
い
た
こ
の
時
期
は
、
ち
ょ
う
ど
ク
リ
ム
ト
が
自
己
の
進
む
べ
き
道
を
模
索
し
て
い
た
時

ク
リ
ム
ト
と
ク
ノ
ッ
プ
フ

西

田

兼

ク
リ
ム
ト
と
ク
ノ
ッ
プ
フ

一
九



期
で
も
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
時
期
の
ク
リ
ム
ト
の
作
品
に
は
、
先
の
引
用
の
な
か
で
ム
タ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
を
思
わ
せ

る
も
の
が
数
多
く
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
小
論
で
は
、
分
離
派
結
成
前
後
の
ク
リ
ム
ト
の
初
期
寓
意
画
を
中
心
に
、
そ
こ
に
ク
ノ
ッ
プ

フ
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
点
に
現
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る

こ
と
に
し
よ
う
。

ク
ノ
ッ
プ
フ
と
世
紀
末
ウ
ィ
ー
ン

フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ク
ノ
ッ
プ
フ
（Fernand

K
hnopff

一
八
五
八
―
一
九
二
一
）
は
十
九
世
紀
末
に
活
躍
し
た
、
ベ
ル
ギ
ー
象
徴
派
を
代
表

す
る
画
家
で
あ
る
。
一
八
八
三
年
、「
二
十
人
会
」
の
創
立
と
と
も
に
文
学
的
象
徴
主
義
の
旗
手
と
し
て
頭
角
を
あ
ら
わ
し
た
ク
ノ
ッ
プ
フ

は
、
祖
国
ベ
ル
ギ
ー
は
も
と
よ
り
、
一
八
八
六
年
に
は
リ
バ
プ
ー
ル
（
初
の
個
展
）、
八
九
年
に
は
パ
リ
万
博
、
九
〇
年
に
は
ロ
ン
ド
ン
、

九
四
年
に
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
次
々
と
展
覧
会
を
開
催
し
、
国
外
で
も
大
き
な
成
功
を
収
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で

広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ク
ノ
ッ
プ
フ
が
ウ
ィ
ー
ン
で
初
め
て
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
ウ
ィ
ー
ン
分
離
派
の
第
一
回
展
に
先
立
つ
こ
と
三

年
、
一
八
九
五
年
に
開
催
さ
れ
た
芸
術
家
組
合
（K

ünstlerhaus

）
の
第
二
三
回
定
期
展
覧
会
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
ク
ノ
ッ

プ
フ
に
は
こ
の
展
覧
会
に
参
加
し
た
ほ
か
の
芸
術
家
と
と
も
に
国
家
か
ら
小
金
十
字
功
労
勲
章
が
贈
ら
れ
た
が
、
展
示
さ
れ
た
作
品
が
一
点

だ
け
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
残
念
な
が
ら
一
部
の
熱
心
な
美
術
愛
好
家
や
専
門
家
を
除
け
ば
、
マ
ス
コ
ミ
や
一
般
民
衆
か
ら
の
反
応

は
、
ほ
と
ん
ど
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
ウ
ィ
ー
ン
で
の
初
の
展
覧
会
参
加
は
、
お
世
辞
に
も
成
功
と
は
呼
べ
な
い

も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
分
離
派
結
成
以
前
に
、
し
か
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
都
市
に
比
べ
て
、
そ
れ
ほ
ど
遅
れ
る
こ
と
な
く
ク
ノ
ッ
プ

フ
の
作
品
を
ウ
ィ
ー
ン
で
実
際
に
目
に
す
る
機
会
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
記
憶
に
と
ど
め
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
結
果
的
に
、
ク

ノ
ッ
プ
フ
の
ウ
ィ
ー
ン
に
お
け
る
実
質
的
な
デ
ビ
ュ
ー
は
、
分
離
派
の
展
覧
会
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
八
九
七
年
四
月
三
日
、
こ
れ
ま
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
芸
術
界
を
率
い
て
き
た
芸
術
家
組
合
の
展
覧
会
運
営
方
針
に
不
満
を
い
だ
い
た
若

い
芸
術
家
た
ち
は
、
ク
リ
ム
ト
を
初
代
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
ウ
ィ
ー
ン
分
離
派
（
正
式
名
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
造
形
芸
術
家
連
盟
）
を
結
成
す

二
〇



る
。
結
成
後
、
彼
ら
は
直
ち
に
展
覧
会
の
準
備
に
入
り
、
翌
一
八
九
八
年
、
晴
れ
て
第
一
回
の
展
覧
会
を
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝

国
造
園
協
会
の
建
物
を
借
り
て
開
催
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
展
覧
会
に
ク
ノ
ッ
プ
フ
は
、
前
回
不
幸
に
も
不
成
功
に
終
わ
っ
た
芸
術
家

組
合
の
展
覧
会
の
時
と
は
う
っ
て
か
わ
っ
て
、《
愛
撫
》（
図
１
）、《
眠
れ
る
メ
ド
ゥ
ー
サ
》（
図
２
）、《
赤
い
唇
》（
図
３
）、《
捧
げ
も
の
》（
図

４
）
な
ど
、
後
に
彼
の
代
表
作
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
重
要
な
作
品
を
網
羅
し
た
二
十
点
に
も
お
よ
ぶ
作
品
を
出
品
し
た
。
ま
る
一
部
屋

分
に
相
当
す
る
、
こ
の
二
十
点
と
い
う
数
字
は
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
に
対
す
る
分
離
派
の
期
待
が
、
あ
る
い
は
こ
の
展
覧
会
に
対
す
る
ク
ノ
ッ
プ

フ
の
意
気
込
み
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
彼
ら
の
期
待
と
意
気
込
み
は
、
結
果
的
に
、
裏
切
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
分
離
派
の
擁
護
者
で
世
紀
末
ウ
ィ
ー
ン
を
代
表
す
る
批
評
家
ヘ
ヴ
ェ
シ
ー
は
、
分
離
派
第
一
回
展
で
の
ク
ノ
ッ
プ
フ
の

人
気
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
超
神
秘
主
義
者
が
ウ
ィ
ー
ン
で
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
大
成
功
を
収
め
る
な
ど
と
は
、
誰
一
人
と
し
て
思
い
つ
か
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
…
…
現
在
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
日
数
と
は
い
え
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
は
ウ
ィ
ー
ン
に
滞
在
中
で
あ
る
。
若
い
芸
術
家

（
３
）

た
ち
は
彼
に
握
手
を
求
め
、
歓
迎
パ
ー
テ
ィ
を
開
い
て
彼
を
祝
福
し
て
い
る
。

こ
の
ヘ
ヴ
ェ
シ
ー
の
報
告
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
作
品
は
、
ウ
ィ
ー
ン
の
人
々
か
ら
予
想
を
は
る
か
に
超
え
た
熱
狂
的
賞
賛

と
と
も
に
迎
え
入
れ
ら
れ
、
彼
は
ウ
ィ
ー
ン
で
一
躍
有
名
に
な
っ
た
。
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
人
気
の
高
さ
は
、
彼
が
こ
の
展
覧
会
に
用
意
し
た
作

（
４
）

品
の
ほ
と
ん
ど
に
、
展
覧
会
の
開
幕
を
ま
た
ず
し
て
買
い
手
が
つ
い
た
と
い
う
こ
と
や
、
同
年
末
に
発
行
さ
れ
た
分
離
派
の
機
関
誌
『
ヴ
ェ

ル
・
サ
ク
ル
ム
』十
二
月
号
が
す
べ
て
ク
ノ
ッ
プ
フ
に
捧
げ
ら
れ
た
特
集
号
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
こ
の
特
集
号
に
は
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
側
か
ら
、
バ
ー
ル
、
ホ
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
、
ベ
ル
ギ
ー
側
か
ら
メ
ー
テ
ル
ラ
ン
ク
な
ど
錚
々
た
る
メ
ン
バ
ー
が
寄
稿
し
、
ク
ノ
ッ

プ
フ
自
身
も
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
特
集
号
の
た
め
に
新
作
の
挿
絵
を
制
作
し
て
い
る
。
ま
た
翌
一
八
九
九
年
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
は
、
不
幸
に
し
て
亡

く
な
っ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
皇
后
エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
の
肖
像
画
（
図
５
）
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
は
分
離
派
と
は
直
接
関

係
が
な
い
と
は
い
え
、
彼
の
ウ
ィ
ー
ン
で
の
成
功
が
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

分
離
派
第
一
回
展
に
お
け
る
成
功
に
よ
り
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
は
、
以
後
数
年
に
わ
た
っ
て
分
離
派
の
展
覧
会
に
定
期
的
に
作
品
を
出
品
す
る

ク
リ
ム
ト
と
ク
ノ
ッ
プ
フ

二
一



こ
と
と
な
っ
た
。
ク
ノ
ッ
プ
フ
は
、
第
二
回
展
「
ア
ン
デ
ル
ス
・
ソ
ル
ン
特
別
展
」（
一
八
九
八
年
十
一
月
十
二
日
―
十
二
月
二
八
日
）
に
七

点
、
第
五
回
展
「
素
描
と
版
画
の
特
別
展
」（
一
八
九
九
年
十
一
月
一
五
日
―
一
九
〇
〇
年
一
月
一
日
）
に
七
点
、
第
七
回
展
「
ポ
ー
ル
・
シ

ニ
ャ
ッ
ク
特
別
展
」（
一
九
〇
〇
年
三
月
八
日
―
六
月
六
日
）
に
四
点
、
そ
し
て
ク
ノ
ッ
プ
フ
に
と
っ
て
実
質
上
最
後
の
分
離
派
の
展
覧
会
と

な
る
第
八
回
展「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
工
芸
展
」（
一
九
〇
〇
年
十
一
月
三
日
―
十
二
月
二
七
日
）に
一
点
の
作
品
を
出
品
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、

彼
は
第
三
九
回
の
展
覧
会
（
一
九
一
一
年
十
一
月
九
日
―
十
二
月
二
六
日
）
に
も
参
加
し
て
い
る
が
、
そ
の
間
に
あ
る
大
幅
な
年
月
の
隔
た

り
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
例
外
的
な
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
第
八
回
展
以
降
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
が
分
離
派
の
展
覧
会
に
出
展
し
な
く
な
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
単
純
か
つ
あ
り
き
た
り
な
も
の
は
、
ク
ノ
ッ

プ
フ
の
芸
術
が
ウ
ィ
ー
ン
の
人
々
に
と
っ
て
流
行
遅
れ
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
も
の
だ
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
こ

の
論
文
の
後
半
部
分
で
、
私
た
ち
が
ク
リ
ム
ト
と
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
影
響
関
係
を
考
察
す
る
際
、
非
常
に
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
、
こ
こ
で

は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一
九
〇
〇
年
と
い
う
年
は
、
分
離
派
の
将
来
を
決
め
る
う
え
で
非
常
に
重
要
な
分
岐
点
と
な
る
年
で
あ
っ
た
。
旧
体
制
か
ら
離
脱
し
、
そ

れ
ま
で
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
美
術
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
術
先
進
国
と
同
じ
水
準
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と

を
目
標
に
掲
げ
た
分
離
派
は
、
そ
の
目
標
を
達
成
す
べ
く
、
で
き
る
か
ぎ
り
多
く
の
展
覧
会
を
開
く
こ
と
に
よ
り
、
自
分
た
ち
の
視
野
を
広

げ
、
経
験
を
蓄
積
す
る
こ
と
に
全
力
を
注
い
で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
ら
が
結
成
か
ら
わ
ず
か
三
年
ほ
ど
の
間
に
定
期
的
に
八
回
も
の
展

覧
会
を
開
催
し
、
し
か
も
そ
こ
で
取
り
上
げ
た
テ
ー
マ
が
、
象
徴
主
義
（
ほ
ぼ
毎
回
）、
印
象
派
（
第
七
回
）、
工
芸
（
第
八
回
）、
イ
ン
テ

リ
ア
・
デ
ザ
イ
ン
（
第
八
回
）、
は
て
は
日
本
美
術
（
第
六
回
）
に
い
た
る
ま
で
、
時
代
・
地
域
・
様
式
に
関
し
、
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。こ
う
し
て
、最
初
は
あ
る
意
味
わ
き
目
も
振
ら
ず
に
走
り
続
け
て
き
た
分
離
派
の
芸
術
家
に
と
っ
て
、

よ
う
や
く
そ
の
活
動
が
軌
道
に
乗
り
、
展
覧
会
を
通
じ
て
獲
得
し
た
国
外
の
芸
術
の
動
向
に
関
す
る
豊
富
な
知
識
を
も
と
に
、
余
裕
を
持
っ

て
自
分
た
ち
の
次
な
る
目
標
を
探
し
始
め
た
の
が
一
九
〇
〇
年
頃
で
あ
っ
た
。
分
離
派
が
結
成
さ
れ
た
当
時
、
ウ
ィ
ー
ン
の
美
術
界
で
モ
ダ

ン
な
、
す
な
わ
ち
時
代
に
即
し
た
芸
術
は
、「Stim

m
ungskunst

（
雰
囲
気
芸
術
）」、「N

ervenkunst

（
神
経
芸
術
）」、「Seelenkunst

（
精

神
芸
術
）」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
名
称
は
異
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
観
者
の
精
神
と
か
心
情

二
二



に
主
観
的
に
訴
え
か
け
て
く
る
、
い
わ
ゆ
る
象
徴
主
義
的
な
芸
術
で
あ
る
。
し
か
し
時
代
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
、
モ
ダ
ン
な
芸
術
に
対

す
る
人
々
の
好
み
に
も
変
化
が
生
じ
、
そ
の
結
果
、
象
徴
主
義
的
な
芸
術
は
、
か
つ
て
は
目
指
す
べ
き
唯
一
の
目
標
で
あ
っ
た
が
、
今
や
数

あ
る
目
標
の
な
か
の
一
つ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
た
象
徴
主
義
的
な
芸
術
に
か
わ
り
、
新
た
な
時
代
を
反
映
す
る

芸
術
と
し
て
分
離
派
が
選
ん
だ
の
は
、
線
に
価
値
を
見
出
し
た
「Stilkunst

（
様
式
芸
術
）」
と
建
築
的
な
上
位
の
構
成
要
素
に
下
位
の
構

成
要
素
が
従
属
す
る
「R

aum
kunst

（
空
間
芸
術
）」
と
呼
ば
れ
る
芸
術
で
あ
っ
た
。
分
離
派
の
第
七
回
と
第
八
回
の
展
覧
会
は
、
ま
さ
に

分
離
派
の
と
っ
て
の
古
い
芸
術
と
新
し
い
芸
術
と
の
世
代
交
代
の
場
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
証
拠
に
、
こ
れ
ら
の
展
覧
会
に
新
た
に
参
加
し

た
芸
術
家
た
ち
―
―
ク
ノ
ッ
プ
フ
と
同
じ
ベ
ル
ギ
ー
の
彫
刻
家
ミ
ン
ヌ
、オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
ト
ー
ロ
ッ
プ
、そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
デ
ザ
イ
ナ
ー

兼
画
家
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
―
―
の
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
個
性
を
も
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
す
べ
て
「
様
式
芸
術
」、「
空
間
芸
術
」

と
い
う
枠
の
な
か
に
ひ
と
ま
と
め
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
い
っ
た
新
し
く
登
場
し
た
芸
術
家
の
な
か
か
ら
ト
ー
ロ
ッ
プ

を
取
り
上
げ
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
と
比
較
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ト
ー
ロ
ッ
プ
は
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
も
そ
の
創
立
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
前
衛
芸
術
グ
ル
ー
プ
「
二
十
人
会
」
に
一
八

八
四
年
に
加
わ
り
、
一
八
九
二
年
に
は
「
薔
薇
十
字
」
展
に
参
加
す
る
な
ど
、
芸
術
信
条
に
関
し
て
ク
ノ
ッ
プ
フ
と
多
く
の
共
通
点
を
も
っ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
当
然
な
が
ら
、
両
者
が
作
品
の
な
か
で
取
り
上
げ
る
テ
ー
マ
は
、
と
も
に
神
秘
的
で
謎
め
い
た
、
象
徴
主
義
的
な
も

の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
二
人
の
間
に
大
き
な
違
い
は
な
い
。
内
容
的
に
違
い
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
は
古
い
、

も
う
一
方
は
新
し
い
と
見
な
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
原
因
は
二
人
の
間
の
造
形
的
な
表
現
形
式
の
違
い
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
両
者
の
表
現
形
式
に
注
目
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
対
照
的
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
大
き
な
相
違
が
存
在
す
る
。
ま
ず
、

画
面
全
体
を
支
配
す
る
特
徴
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
場
合
、
モ
チ
ー
フ
の
輪
郭
線
は
、
そ
の
細
部
に
い
た
る
ま
で
、
繊
細
な
タ
ッ

チ
を
用
い
て
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
に
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
ト
ー
ロ
ッ
プ
の
場
合
、
す
べ
て
の
モ
チ
ー
フ
に
は
っ
き
り
と
し
た

輪
郭
線
を
施
し
、
輪
郭
線
そ
の
も
の
が
主
役
と
な
る
よ
う
な
描
き
方
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
人
物
像
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ク
ノ
ッ
プ

フ
の
場
合
、
と
く
に
女
性
像
は
、
み
ず
か
ら
が
終
生
愛
し
て
や
ま
な
か
っ
た
、
実
の
妹
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
の
面
影
に
美
的
修
正
を
加
え
た
、
い

わ
ば
彼
に
と
っ
て
の
究
極
の
美
の
化
身
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
ト
ー
ロ
ッ
プ
の
場
合
、
人
物
像
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
醜
い
と
思
わ
せ

ク
リ
ム
ト
と
ク
ノ
ッ
プ
フ
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る
ほ
ど
、
不
自
然
な
ま
で
に
細
く
引
き
伸
ば
さ
れ
、
理
想
的
な
人
物
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
違
い
こ
そ
が
、
両
者
の
評

価
を
分
か
つ
点
な
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
こ
こ
に
あ
げ
た
、
ト
ー
ロ
ッ
プ
の
特
徴
は
、
第
七
、
八
回
展
に
新
た
に
参
加
し
た
残
り
の
二

人
の
特
徴
と
も
み
ご
と
に
一
致
す
る
。
ミ
ン
ヌ
の
特
徴
が
ゴ
シ
ッ
ク
彫
刻
を
思
わ
せ
る
、
細
長
く
引
き
伸
ば
さ
れ
、
が
り
が
り
に
や
せ
細
っ

た
人
物
像
に
、
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
の
特
徴
が
流
れ
る
よ
う
な
線
を
中
心
と
し
た
画
面
構
成
に
あ
る
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
。
結

局
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
作
品
を
他
と
区
別
す
る
特
徴
が
、
い
い
か
え
る
な
ら
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
を
ク
ノ
ッ
プ
フ
た
ら
し
め
て
い
る
特
徴
こ
そ
が
、

ク
ノ
ッ
プ
フ
に
対
す
る
分
離
派
の
評
価
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
、
新
た
に
台
頭
し
て
え
た
芸
術
に
そ
の
道
を
譲
る
こ
と
に
な
る
と
は
い
え
、
世
紀
末
ウ
ィ
ー

ン
に
お
い
て
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
が
高
い
人
気
を
博
し
て
い
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
の
圧
倒
的
な
人
気
を
背
景
に
、
彼
の
芸
術
が
ク
リ
ム

ト
を
始
め
と
す
る
分
離
派
の
芸
術
家
た
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
ク
リ
ム
ト
と

ク
ノ
ッ
プ
フ
の
作
品
を
比
較
し
、
そ
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
に
検
証
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ク
リ
ム
ト
と
ク
ノ
ッ
プ
フ

ク
リ
ム
ト
が
初
め
て
世
間
に
認
め
ら
れ
た
の
は
、
当
時
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
美
術
界
で
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
マ
カ
ル
ト
の
後
継
者

と
し
て
で
あ
っ
た
。
マ
カ
ル
ト
の
ス
タ
イ
ル
は
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
折
衷
主
義
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
ル
ネ
サ
ン
ス
や
バ
ロ
ッ
ク
な
ど
各
時

代
の
様
式
が
混
在
す
る
、
い
か
に
も
宮
廷
好
み
の
華
麗
さ
と
豪
奢
さ
を
そ
の
特
徴
と
し
て
い
た
。
こ
の
マ
カ
ル
ト
風
の
様
式
を
、
設
立
さ
れ

た
ば
か
り
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
美
術
工
芸
学
校
で
学
び
終
え
た
ク
リ
ム
ト
は
、
ウ
ィ
ー
ン
の
都
市
改
造
計
画
に
と
も
な
う
公
共
建
造
物
の
建
築

ラ
ッ
シ
ュ
と
い
う
追
い
風
に
も
恵
ま
れ
、
ブ
ル
ク
劇
場
や
美
術
史
美
術
館
の
壁
面
装
飾
な
ど
の
公
的
な
注
文
を
こ
な
す
こ
と
で
そ
の
頭
角
を

現
す
こ
と
と
な
っ
た
。
彼
の
優
れ
た
才
能
は
、
す
ぐ
に
世
間
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
ブ
ル
ク
劇
場
の
仕
事
に
対
し
て
、
一
八
八
八
年
に

は
国
家
か
ら
小
金
功
労
十
字
勲
章
が
贈
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
画
家
と
し
て
幸
先
の
よ
い
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
ク
リ
ム
ト
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
才
能
あ
る
若
き
画
家
は
、
そ
の
後
も
ず
っ
と
こ
の
マ
カ
ル
ト
風
の
様
式
に
と
ど
ま
り
続
け
る
こ
と
を
よ
し
と
せ
ず
、
彼
独
自
の
新
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た
な
画
風
を
確
立
す
べ
く
試
行
錯
誤
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
一
八
九
〇
年
頃
か
ら
分
離
派
の
初
代
総
裁
と
な
る
一
八
九
七
年
ま
で
の

（
５
）

「
独
自
の
様
式
へ
の
模
索
の
時
期
」
に
、
ク
リ
ム
ト
が
み
ず
か
ら
の
次
な
る
様
式
と
し
て
選
択
し
た
の
が
ク
ノ
ッ
プ
フ
な
ど
に
代
表
さ
れ
る

象
徴
主
義
で
あ
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
作
品
が
初
め
て
ウ
ィ
ー
ン
で
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
一
八
九
五
年
の
芸
術
家

組
合
の
展
覧
会
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ク
リ
ム
ト
研
究
の
第
一
人
者
ネ
ー
ベ
ハ
イ
が
ク
リ
ム
ト
の
《
ギ
リ
シ
ア
古
代
》（
一
八
九
〇

（
６
）

年
）
を
「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
か
ら
の
人
知
れ
ぬ
離
反
の
第
一
歩
」
と
み
な
し
て
い
る
よ
う
に
、
芸
術
家
組
合
の
展
覧
会
に
先
立
つ
一
八
九
〇

年
頃
か
ら
、
ク
リ
ム
ト
の
作
品
に
は
そ
れ
ま
で
の
彼
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
た
な
要
素
が
登
場
し
始
め
る
。
こ
の
一
八
九
〇
年
頃

と
い
う
時
期
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
、
芸
術
に
関
す
る
新
た
な
動
向
を
い
ち
早
く
伝
え
る
有
名
な
美
術
雑
誌
が
誕
生
し
た
時
期
で
も
あ
っ

た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
『
ル
ヴ
ュ
ー
・
ブ
ラ
ン
シ
ュ
』（
一
八
九
一
年
）、
ド
イ
ツ
で
は
『
パ
ン
』（
一
八
九
五
年
）、
イ
ギ
リ
ス
で
は
『
ス
テ
ュ
ー

デ
ィ
オ
』（
一
八
九
三
年
）
が
相
次
い
で
創
刊
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
う
い
っ
た
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
複
製
図
版
の
お
か
げ
で
、
ク
リ

ム
ト
に
は
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
を
始
め
と
す
る
当
時
の
新
し
い
美
術
に
つ
い
て
、
学
ぶ
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
は
ず
だ
。
そ
の

結
果
が
新
し
い
要
素
と
し
て
ク
リ
ム
ト
の
作
品
の
な
か
に
現
れ
て
き
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
作
品
の
な
か
か
ら
、
こ
こ
で
は

ク
リ
ム
ト
の
一
八
八
九
年
の
《
彫
刻
の
寓
意
》（
図
６
）
と
い
う
作
品
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
八
八
九
年
、
ク
リ
ム
ト
が
教
育
を
受
け
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
美
術
工
芸
学
校
は
、
創
立
二
五
周
年
記
念
に
際
し
、
学
校
の
よ
き
パ
ト
ロ
ン

で
あ
っ
た
ラ
イ
ナ
ー
大
公
に
、
日
ご
ろ
の
感
謝
と
敬
意
の
表
明
と
し
て
、
豪
華
本
を
献
上
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
画
学
生
時
代
か
ら
そ
の
将

来
を
有
望
視
さ
れ
て
い
た
ク
リ
ム
ト
は
、
当
時
共
同
で
ア
ト
リ
エ
を
運
営
し
て
い
た
弟
の
エ
ル
ン
ス
ト
と
学
友
フ
ラ
ン
ツ
・
マ
ッ
チ
ュ
と
と

も
に
こ
の
豪
華
本
の
た
め
に
作
品
を
提
供
し
て
い
る
。
三
人
は
そ
れ
ぞ
れ
、
彫
刻
、
絵
画
、
建
築
と
い
う
芸
術
の
代
表
的
な
三
分
野
の
寓
意

画
を
制
作
し
た
。
ク
リ
ム
ト
が
担
当
し
た
彫
刻
の
寓
意
画
に
は
、
ひ
と
き
わ
大
き
な
頭
部
と
し
て
描
か
れ
た《
ル
ド
ヴ
ィ
シ
の
ユ
ー
ノ
ー
》、

《
棘
を
抜
く
少
年
》、
そ
の
背
後
に
立
つ
《
ア
テ
ナ
・
パ
ル
テ
ノ
ス
》
な
ど
、
い
ず
れ
も
よ
く
知
ら
れ
た
彫
刻
が
並
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
勝

利
の
女
神
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
の
小
像
を
掲
げ
た
女
性
は
、
い
か
に
も
そ
の
上
に
彫
刻
を
載
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
台
座
の
上
に
立
っ
て
い
る
の

で
、
彼
女
も
ま
た
彫
刻
か
と
思
い
き
や
、
よ
く
見
る
と
、
じ
つ
は
彼
女
は
彫
刻
で
は
な
く
、
ピ
ュ
グ
マ
リ
オ
ン
伝
説
を
思
わ
せ
る
生
身
の
人

間
な
の
で
あ
る
。
ほ
か
の
二
人
が
画
家
、
建
築
家
を
き
わ
め
て
わ
か
り
や
す
い
か
た
ち
で
描
く
と
い
う
平
凡
な
寓
意
表
現
を
と
っ
て
い
る（
図
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１１
、
１２
）
の
に
対
し
、
ク
リ
ム
ト
は
あ
え
て
彫
刻
家
を
描
い
て
い
な
い
こ
と
も
彼
の
表
現
の
新
し
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彫

刻
と
い
う
石
で
で
き
た
命
を
持
た
な
い
も
の
と
命
あ
る
人
間
と
が
何
の
説
明
も
な
く
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
一
瞬
の
混
乱
は
、

同
時
に
観
者
の
頭
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
や
不
安
を
抱
か
せ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
表
現
は
、
そ
れ
を
象
徴
主
義
的
と
呼
ぶ
か

ど
う
か
は
別
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
ク
リ
ム
ト
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
私
た
ち
は
、
ク
リ
ム
ト
に
対
す
る
ク

ノ
ッ
プ
フ
の
影
響
の
も
っ
と
も
早
い
一
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
命
を
持
た
な
い
も
の
と
命
を
持
つ
も
の

と
を
対
比
さ
せ
る
表
現
は
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
特
徴
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
第
一
回
分
離
派
展
に
出
品
さ
れ
た
《
捧
げ
も
の
》
な
ど
の
ク
ノ
ッ
プ

フ
の
作
品
の
特
徴
に
つ
い
て
、
ヘ
ヴ
ェ
シ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ク
ノ
ッ
プ
フ
が
戯
れ
に
想
像
力
を
働
か
せ
る
と
、
彫
像
は
人
間
に
、
人
間
は
彫
像
に
そ
の
姿
を
変
え
る
。
彼
は
そ
の
こ
と
を
十
分

（
７
）

理
解
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
を
互
い
に
入
れ
替
え
て
い
る
の
だ
。

た
し
か
に
、
こ
の
時
点
で
は
、
ク
リ
ム
ト
の
こ
の
新
し
い
芽
は
、
ま
だ
ほ
ん
の
小
さ
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
一
八
九
五
年
か

ら
順
次
刊
行
が
始
ま
っ
た
ゲ
ル
ラ
ッ
ハ
・
ア
ン
ド
・
シ
ェ
ン
ク
社
の
教
則
画
集
『
寓
意
（
新
編
）』
に
ク
リ
ム
ト
が
寄
せ
た
作
品
の
中
で
、

大
き
く
花
開
く
こ
と
に
な
る
。

『
寓
意
（
新
編
）』
の
た
め
に
ク
リ
ム
ト
は
《
彫
刻
》（
図
７
）、《
六
月
》（
図
８
）、《
悲
劇
》（
図
９
）
と
い
う
三
点
の
作
品
を
制
作
し
た
。

こ
れ
ら
の
作
品
は
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
細
部
に
い
た
る
ま
で
神
経
を
使
っ
た
柔
ら
か
い
繊
細
な
タ
ッ
チ
で
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な

特
徴
は
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
が
誰
よ
り
も
得
意
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
当
時
の
人
々
の
目
に
も
明
ら
か
だ
っ
た
よ
う
で
、
す
で
に

（
８
）

ク
リ
ム
ト
の
作
品
に
あ
ら
わ
れ
た
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
影
響
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
で
は
そ
の
影
響
と
は
、
よ
り
具
体

的
に
い
え
ば
、
ど
う
い
っ
た
点
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
い
わ
い
、
こ
こ
に
は
先
の
《
彫
刻
の
寓
意
》
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
タ
イ
ト
ル
が
つ
け

ら
れ
た
《
彫
刻
》
と
い
う
作
品
が
あ
る
（
以
下
、
便
宜
上
、
一
八
八
九
年
の
《
彫
刻
の
寓
意
》
を
《
彫
刻
Ⅰ
》、
一
八
九
六
年
の
《
彫
刻
》
を

《
彫
刻
Ⅱ
》
と
す
る
）。
こ
の
二
つ
の
作
品
を
比
較
し
て
み
る
と
、
一
見
同
じ
よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
実
は
異
な
っ
て
い
る
部
分
に
、
ク
ノ
ッ

プ
フ
の
影
響
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
ま
ず
は
両
方
の
作
品
に
共
通
す
る
特
徴
か
ら
見
て
い
こ
う
。

二
六



二
枚
と
も
全
体
の
お
お
ま
か
な
構
成
は
、
水
平
・
垂
直
軸
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
Ｔ
字
型
の
上
に
古
代
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
を
経
て
バ
ロ
ッ

ク
、
ロ
コ
コ
に
い
た
る
、
各
時
代
を
代
表
す
る
彫
刻
が
並
び
、
そ
れ
ら
の
彫
刻
群
を
背
景
に
裸
の
女
性
が
立
つ
と
い
う
も
の
だ
。
ま
た
主
人

公
の
女
性
は
と
も
に
命
あ
る
生
身
の
人
間
で
、
そ
の
片
手
に
何
が
し
か
の
も
の
を
掲
げ
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
も
同
じ
だ
。
で
は
、
こ
の
二

枚
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
女
性
の
顔
を
と
ら
え
る
視
点
が
《
彫
刻
Ⅰ
》
で
は
西
洋
美
術
に
お
い
て
は
も
っ
と
も
一
般

的
な
四
分
の
三
正
面
で
あ
る
の
に
対
し
、《
彫
刻
Ⅱ
》
で
は
真
正
面
に
変
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
と
観
者
の
視
線
が
合
う
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
。
つ
ぎ
に
、《
彫
刻
Ⅰ
》
の
女
性
お
よ
び
彫
刻
群
の
両
側
に
引
か
れ
た
画
面
を
区
切
る
二
本
の
垂
直
線
が
《
彫
刻
Ⅱ
》
で
は
取

り
除
か
れ
、
そ
の
結
果
、
画
面
内
の
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
空
間
と
モ
チ
ー
フ
で
埋
め
ら
れ
た
空
間
と
の
対
照
性
が
よ
り
強
く
な
っ
て
い
る

こ
と
。
さ
ら
に
、
モ
チ
ー
フ
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
描
き
方
が
《
彫
刻
Ⅰ
》
で
は
輪
郭
線
を
比
較
的
は
っ
き
り
と
残
し
て
い
る
の
に
対
し
、《
彫

刻
Ⅱ
》
で
は
あ
い
ま
い
で
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
最
後
に
、《
彫
刻
Ⅰ
》
に
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ

た
正
面
を
向
い
た
女
性
の
頭
部
（
生
首
？
）
が
《
彫
刻
Ⅱ
》
で
は
画
面
の
前
面
最
下
部
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
が
二
枚
の
作

品
の
主
な
違
い
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
私
た
ち
は
そ
こ
に
ク
ノ
ッ
プ
フ
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、《
彫
刻
Ⅰ
》
と
の

対
比
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
《
彫
刻
Ⅱ
》
の
特
徴
を
ひ
と
つ
ず
つ
詳
し
く
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
一
つ
め
の
人
物
の
正

面
観
は
、
西
洋
美
術
で
は
神
の
構
図
と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
も
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
イ
エ
ス
の
肖
像
画
や
イ
コ
ン
を
除
い
て
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な

い
が
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
は
こ
の
構
図
を
多
く
の
作
品
で
用
い
て
お
り
、
彼
の
作
品
が
私
た
ち
に
ど
こ
と
な
く
イ
コ
ン
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る

の
も
、
こ
の
構
図
と
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
作
中
の
人
物
と
観
者
の
視
線
の
合
致
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
二
つ
め
の
何
も
な
い
空
間

に
意
味
を
も
た
せ
る
と
い
う
手
法
も
ク
ノ
ッ
プ
フ
が
得
意
と
し
た
手
法
だ
。
た
と
え
ば
、
一
八
九
一
年
の
《
捧
げ
も
の
》
に
見
ら
れ
る
、
ア

ン
ド
ロ
ギ
ュ
ヌ
ス
的
な
人
物
と
そ
の
長
く
伸
ば
し
た
手
の
先
に
あ
る
彫
刻
と
の
背
後
に
あ
る
台
座
が
作
る
白
い
空
間
や
、一
八
九
五
年
の《
ア

ラ
ム
百
合
》（
図
１０
）
に
見
ら
れ
る
、
わ
ざ
わ
ざ
人
物
を
中
央
か
ら
ず
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
画
面
左
側
に
作
ら
れ
た
空
間
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た

る
。
と
く
に
《
ア
ラ
ム
百
合
》
は
、
ウ
ィ
ー
ン
分
離
派
が
そ
の
設
立
に
あ
た
っ
て
手
本
と
し
た
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
分
離
派
の
一
八
九
五
年
の
展
覧

（
９
）

会
に
出
品
さ
れ
、
そ
の
際
に
ウ
ィ
ー
ン
の
収
集
家
マ
イ
ヤ
ー＝

シ
ュ
タ
メ
ッ
ツ
の
手
に
渡
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ク
リ
ム
ト
が
こ
の
作

品
を
直
接
見
知
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
三
つ
め
の
ぼ
ん
や
り
と
し
た
輪
郭
線
と
い
う
特
徴
に
関
し
て
は
、
す
で
に
こ
の

ク
リ
ム
ト
と
ク
ノ
ッ
プ
フ

二
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前
の
章
に
お
い
て
、
そ
れ
が
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
特
徴
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
済
み
だ
。
こ
の
特
徴
ゆ
え
に
、
彼
の
芸
術
は
、
は
っ
き
り
と

し
た
輪
郭
線
を
も
っ
た
次
世
代
の
「
様
式
芸
術
」
に
ウ
ィ
ー
ン
で
は
道
を
譲
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
自
身
は
、
こ
の
あ
い
ま
い

な
輪
郭
線
と
い
う
特
徴
を
終
生
変
わ
る
こ
と
な
く
守
り
続
け
た
と
い
う
事
実
か
ら
も
、
こ
の
特
徴
が
ク
ノ
ッ
プ
フ
に
と
っ
て
い
か
に
大
切
な

も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
四
つ
め
の
女
性
の
頭
部
だ
が
、
こ
れ
は
、
モ
チ
ー
フ
を
ア
ッ
プ
で
見
せ
た
り
、
モ
チ
ー

フ
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
た
り
す
る
た
め
に
ク
ノ
ッ
プ
フ
が
し
ば
し
ば
用
い
る
、
画
面
の
端
を
利
用
し
た
モ
チ
ー
フ
の
大
胆
な
切
り
取
り
と

い
う
手
法
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
部
分
で
あ
る
。
第
一
回
分
離
派
展
に
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
多
く
の
作
品
が
出
品
さ
れ
た
際
、
こ
の
大
胆
な
切
り

取
り
や
省
略
と
い
う
特
徴
は
、
ヘ
ヴ
ェ
シ
ー
の
目
に
も
興
味
深
く
映
っ
た
よ
う
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ク
ノ
ッ
プ
フ
は
と
く
に
ト
ル
ソ
を
好
ん
で
い
る
。
彼
は
み
ず
か
ら
の
好
み
に
し
た
が
っ
て
、
自
然
を
上
部
と
下
部
と
で
切
断
し
て

い
る
。
な
か
に
は
目
の
下
で
切
り
取
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
頭
部
も
あ
る
ほ
ど
だ
。
み
ず
か
ら
が
生
み
出
し
た
黄
金
分
割
の
規
則

に
そ
っ
て
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
は
人
物
の
外
見
を
切
断
す（
１０
）

る
。

ク
リ
ム
ト
の《
彫
刻
Ⅱ
》に
お
け
る
女
性
の
頭
部
も
、
わ
ざ
と
首
の
真
ん
中
あ
た
り
を
画
面
の
下
枠
で
切
り
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
者
に
、

彼
女
は
単
に
画
面
の
端
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
て
い
る
だ
け
な
の
か
、
そ
れ
と
も
彼
女
は
本
当
に
首
か
ら
下
が
な
い
の
か
と
い
っ
た
強
烈
な

印
象
を
残
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

ク
リ
ム
ト
の
《
彫
刻
Ⅱ
》
を
主
に
造
形
上
の
形
式
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
結
果
、
そ
こ
に
は
ク
ノ
ッ
プ
フ
か
ら
の
影
響
を
思
わ
せ
る
数
々

の
要
素
が
見
つ
か
っ
た
。
す
で
に
こ
れ
だ
け
で
も
、
ク
リ
ム
ト
の
初
期
様
式
の
確
立
に
対
し
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

た
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
少
し
観
点
を
変
え
、
今
度
は
内
容
の
表
現
方
法
と
い
う
観
点
か
ら
二
人
の
作
品
を
比
較

す
る
こ
と
で
、
先
の
結
論
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
し
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
い
う
内
容
の
表
現
方
法
と
は
、
作
品
が
何
が
し
か
の
寓
意
を
表
現

し
て
い
る
場
合
、
そ
の
寓
意
を
ど
の
よ
う
な
表
現
手
段
で
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
寓
意
は
ど
う
い
っ
た
種
類
の
も
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
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ク
リ
ム
ト
の
《
彫
刻
Ⅰ
》
の
場
合
、
寓
意
の
表
現
方
法
は
比
較
的
単
純
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
数
々
の
彫
刻
を
背
景
に
、
理
想
化

の
施
さ
れ
た
裸
の
女
性
が
、
勝
利
の
女
神
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
を
手
に
掲
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
理
想
的
人
体
の
表
現
手
段
と
し
て
の
彫
刻
の

優
位
性
を
表
し
て
い
る
の
だ
と
解
釈
さ
れ
よ（
１１
）

う
。
た
し
か
に
、
こ
の
《
彫
刻
Ⅰ
》
と
同
じ
目
的
で
描
か
れ
た
、
弟
エ
ル
ン
ス
ト
の
《
絵
画
の

寓
意
》（
図
１１
）
や
マ
ッ
チ
ュ
の
《
建
築
の
寓
意
》（
図
１２
）
が
、
画
面
の
な
か
に
そ
れ
ぞ
れ
実
際
に
画
家
と
建
築
家
を
描
く
と
い
う
い
か
に
も

直
接
的
な
表
現
を
と
っ
て
い
る
の
と
比
べ
れ
ば
、
ク
リ
ム
ト
の
《
彫
刻
Ⅰ
》
は
そ
こ
に
彫
刻
家
を
描
い
て
い
な
い
分
だ
け
複
雑
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
、
こ
の
後
に
続
く
《
彫
刻
Ⅱ
》
を
見
れ
ば
、
そ
れ
が
ま
だ
ま
だ
謎
解
き
の
し
や
す
い
表
現
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
《
彫
刻
Ⅱ
》
に
お
け
る
寓
意
表
現
は
い
っ
た
い
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、《
彫
刻
Ⅰ
》
と
《
彫
刻
Ⅱ
》
の
間
に
は
、
見
か
け
の
類
似
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
造
形
上
の
細
か
い
表
現
形
式
に

差
が
見
ら
れ
た
が
、
同
じ
こ
と
が
、
寓
意
の
表
現
方
法
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
た
と
え
ば
《
彫
刻
Ⅰ
》
の
女
性
は
勝
利
の
女
神
ヴ
ィ
ク

ト
リ
ア
を
手
に
し
て
い
た
が
、《
彫
刻
Ⅱ
》
で
は
、
小
像
は
リ
ン
ゴ
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
《
彫
刻
Ⅰ
》
の
女
性
の
足
元
に
は
、

い
か
に
も
そ
の
上
に
彫
刻
を
載
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
台
座
し
か
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、《
彫
刻
Ⅱ
》
で
は
、
女
性
の
足
元
や
画
面
の
あ

ち
こ
ち
に
薔
薇
の
花
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
変
更
が
加
え
ら
れ
た
結
果
、《
彫
刻
Ⅰ
》
で
私
た
ち
が
と
っ
た
解
釈
を
同
じ
よ

う
に
こ
の
《
彫
刻
Ⅱ
》
に
対
し
て
適
用
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
、
あ
る
い
は
不
可
能
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
に
代
わ

り
リ
ン
ゴ
を
手
に
し
た
裸
の
女
性
は
、
伝
統
的
な
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
の
っ
と
れ
ば
、
エ
ヴ
ァ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
付
け
加
え
ら

れ
た
薔
薇
の
花
か
ら
解
釈
す
れ
ば
、
彼
女
は
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
ど
ち
ら
の
解
釈
が
正
し
い
の
か
、
簡
単
に
は
決
定
で

き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
作
品
の
場
合
、
画
面
の
下
端
前
部
に
も
う
一
人
の
女
性
の
頭
部
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
釈

は
さ
ら
に
困
難
を
き
わ
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
こ
の
作
品
を
解
釈
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
最
終
的
に
は
個
人
の
知
識
や
経

験
に
よ
っ
て
、
い
か
よ
う
に
も
解
釈
が
可
能
で
、
し
か
も
そ
の
い
ず
れ
も
が
正
し
く
も
あ
り
、
ま
た
ま
ち
が
っ
て
も
い
る
と
い
う
事
態
に
私

た
ち
は
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、《
彫
刻
Ⅱ
》
で
採
用
さ
れ
て
い
る
寓
意
は
、
伝
統
的
な
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
あ
る
程

度
は
の
っ
と
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
部
分
的
に
作
者
に
し
か
解
読
で
き
な
い
コ
ー
ド
が
そ
の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
た
種
類
の

も
の
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
私
的
な
コ
ー
ド
が
埋
め
込
ま
れ
た
寓
意
と
い
う
の
は
、
他
で
も
な
い
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
作
品
を
見
た

ク
リ
ム
ト
と
ク
ノ
ッ
プ
フ

二
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と
き
に
誰
も
が
気
づ
く
特
徴
な
の
だ
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
第
一
回
分
離
派
展
で
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
作
品
に
対
す
る
人
々
の
反
応
を
見
た
ヘ

ヴ
ェ
シ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

ウ
ィ
ー
ン
の
人
々
が
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
作
品
が
掛
け
ら
れ
た
壁
に
向
か
っ
て
、
謎
と
優
雅
な
曖
昧
さ
と
を
何
と
か
し
て
解
明
し
よ
う

と
躍
起
に
な
っ
て
い
る
を
見
る
と
何
と
も
不
思
議
な
気
分
に
な（
１２
）

る
。

こ
の
ヘ
ヴ
ェ
シ
ー
の
報
告
に
あ
る
と
お
り
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
作
品
は
そ
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
謎
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
第
一
回

分
離
派
展
に
も
出
品
さ
れ
た
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
《
眠
れ
る
メ
ド
ゥ
ー
サ
》
を
見
て
み
よ
う
。

メ
ド
ゥ
ー
サ
は
、
神
話
に
登
場
す
る
ゴ
ル
ゴ
ン
の
三
姉
妹
の
一
人
で
、
美
し
い
髪
の
持
ち
主
だ
っ
た
が
、
そ
の
美
し
さ
の
せ
い
で
ア
テ
ネ

の
怒
り
を
買
い
、
蛇
の
髪
と
猪
の
牙
を
も
ち
、
そ
の
顔
を
見
た
も
の
は
石
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
恐
ろ
し
い
怪
物
に
姿
を
変
え
ら
れ
て
し

ま
っ
た
。
ペ
ル
セ
ウ
ス
に
よ
っ
て
切
り
落
と
さ
れ
た
彼
女
の
首
か
ら
流
れ
出
た
血
か
ら
は
、
天
馬
ペ
ガ
ソ
ス
が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
う

し
た
彼
女
の
も
つ
悪
魔
的
な
性
質
の
ゆ
え
、
メ
ド
ゥ
ー
サ
は
サ
ロ
メ
と
並
ぶ
つ
れ
な
き
宿
命
の
女
と
し
て
、
世
紀
末
の
画
家
の
格
好
の
モ
デ

ル
と
な
っ
た
。
ク
ノ
ッ
プ
フ
も
例
外
で
は
な
く
、
彼
は
何
度
も
メ
ド
ゥ
ー
サ
を
扱
っ
た
作
品
を
描
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
私
た
ち
が
取
り
上

げ
た
作
品
は
、
メ
ド
ゥ
ー
サ
を
題
材
に
し
た
一
般
的
な
作
品
と
比
べ
る
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
は
、
メ
ド
ゥ
ー
サ
の
代
名

詞
と
も
い
え
る
、
か
っ
と
大
き
く
見
開
か
れ
た
目
、
切
り
落
と
さ
れ
た
首
、
互
い
に
絡
み
合
う
蛇
の
髪
が
見
当
た
ら
な
い
。
か
わ
り
に
、
彼

女
に
は
大
き
な
翼
を
も
っ
た
鷲
（
あ
る
い
は
鷹
）
の
姿
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
目
は
メ
ド
ゥ
ー
サ
の
一
般
的
な
見
開
い
た
目
と
は
正
反
対
に
静

か
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
メ
ド
ゥ
ー
サ
の
よ
く
知
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
こ
う
し
た
変
形
が
施
さ
れ
た
結
果
、
こ
の
作
品
そ
の
も
の
も

多
義
的
な
解
釈
を
許
す
も
の
へ
と
姿
を
変
え
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
横
顔
と
胴
体
の
相
反
す
る
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
さ
は
、
聖
性
と
獣
性
の
葛
藤

を
表
し
、
そ
れ
は
ク
ノ
ッ
プ
フ
が
溺
愛
し
た
妹
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
と
の
精
神
的
な
葛
藤
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え（
１３
）

る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
静
寂

の
な
か
に
一
人
た
た
ず
む
そ
の
姿
を
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
登
場
す
る
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
に
な
ぞ
ら
え
て
、
こ
こ
に
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
な
精
神
の
表
れ
を

見（
１４
）

る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
当
の
正
解
は
作
者
で
あ
る
ク
ノ
ッ
プ
フ
自
身
に
し
か
わ
か
ら
な
い
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

ク
ノ
ッ
プ
フ
自
身
に
も
わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
第
一
回
分
離
派
展
の
た
め
に
ウ
ィ
ー
ン
を
訪
れ
た
ク
ノ
ッ
プ
フ
は
、
誰
も
が
知

三
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り
た
が
る
彼
の
作
品
の
謎
に
つ
い
て
、
ヘ
ヴ
ェ
シ
ー
に
こ
う
語
っ
て
い
る
。

私
は
象
徴
主
義
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
人
は
い
つ
も
隠
さ
れ
た
意
味
に
つ
い
て
知
り
た
が
る
。

ど
の
よ
う
に
し
て
こ
と
の
本
質
を
つ
か
む
の
か
と
か
、
ど
こ
が
出
発
点
な
の
か
、
自
分
自
身
に
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
し
ば
し
ば

あ
る
。
私
は
自
分
の
た
め
に
自
分
だ
け
の
世
界
を
創
り
出
し
、
そ
の
世
界
を
散
歩
す
る
の（
１５
）

だ
。

こ
の
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
言
葉
ほ
ど
彼
の
作
品
の
本
質
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
た
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
ど
お
り
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
の

作
品
に
は
、
最
終
的
に
彼
自
身
し
か
そ
の
秘
密
を
解
く
鍵
を
も
た
な
い
、
き
わ
め
て
私
的
な
コ
ー
ド
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ク

リ
ム
ト
が
《
彫
刻
Ⅱ
》
で
と
っ
た
寓
意
表
現
は
、
ま
さ
に
こ
の
方
法
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
表
現
方
法
が
ク
リ
ム
ト
に
と
っ
て
大
き
な

意
味
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
後
の
彼
の
作
品
の
な
か
に
、
こ
れ
と
同
じ
表
現
方
法
を
用
い
た
も
の
が
た
び
た
び
現
れ
る
と
い

う
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、《
パ
ラ
ス
・
ア
テ
ナ
》（
図
１３
）
や
《
ヌ
ー
ダ
・
ヴ
ェ
リ
タ
ス
（
裸
の
真
理
）》（
図
１４
）
な
ど
の
作
品
は
、

西
洋
美
術
に
お
け
る
既
存
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
な
か
か
ら
取
り
出
し
た
モ
チ
ー
フ
を
使
い
つ
つ
も
、
細
部
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
で
、
通
り

一
遍
の
意
味
で
は
な
く
、
自
己
の
信
条
で
あ
る
と
か
、
置
か
れ
た
状
況
な
ど
、
ク
リ
ム
ト
の
私
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ（
１６
）

る
。

以
上
、
ク
リ
ム
ト
の
初
期
作
品
と
主
に
ク
ノ
ッ
プ
フ
が
第
一
回
の
分
離
派
展
に
出
品
し
た
作
品
と
を
比
較
し
た
結
果
、
ク
リ
ム
ト
が
自
己

の
初
期
様
式
を
確
立
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
造
形
上
の
形
式
お
よ
び
寓
意
の
表
現
方
法
の
両
面
に
お
い
て
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
が
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
か
ら
は
、
ク
リ
ム
ト
に
対
す
る
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
影
響
に
関
す
る

考
察
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
あ
と
少
し
ば
か
り
具
体
例
を
付
け
加
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
影
響
は
ど
う
な
っ
て
い
っ
た

の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

分
離
派
結
成
後
、
し
か
る
べ
き
活
躍
の
場
を
得
た
ク
リ
ム
ト
は
、
精
力
的
に
作
品
を
次
々
に
発
表
し
て
い
っ
た
。
な
か
で
も
彼
が
一
八
九

九
年
に
描
い
た
《
ヌ
ー
ダ
・
ヴ
ェ
リ
タ
ス
（
裸
の
真
理
）》
は
、
数
あ
る
彼
の
寓
意
画
の
な
か
で
ク
ノ
ッ
プ
フ
か
ら
の
影
響
―
―
た
と
え
ば

ク
リ
ム
ト
と
ク
ノ
ッ
プ
フ

三
一



《
赤
い
唇
》（
図
３
）
や
《
女
性
の
頭
部
》（
図
１５
）
―
―
を
も
っ
と
も
強
く
感
じ
さ
せ
る
作
品
だ
。
ま
ず
何
よ
り
も
、
こ
の
作
品
の
縦
に
細
長

い
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
そ
の
も
の
が
す
で
に
ク
ノ
ッ
プ
フ
を
思
わ
せ
る
し
、
真
正
面
か
ら
描
か
れ
た
裸
の
女
性
、
は
る
か
遠
く
を
見
据
え
た
目
、

ほ
ん
の
わ
ず
か
に
開
か
れ
た
薄
い
唇
、
張
り
の
あ
る
し
っ
か
り
し
た
あ
ご
、
ふ
わ
ふ
わ
し
た
柔
ら
か
い
赤
毛
、
女
性
の
足
元
に
絡
み
つ
い
た

蛇
、
女
性
が
手
に
掲
げ
持
つ
鏡
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
ク
ノ
ッ
プ
フ
譲
り
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
作
品
の
画
中
に
は「
ヌ
ー
ダ
・

ヴ
ェ
リ
タ
ス
」
と
い
う
こ
の
絵
の
タ
イ
ト
ル
の
み
な
ら
ず
、
シ
ラ
ー
の
有
名
な
「
汝
の
行
い
と
芸
術
作
品
と
を
も
っ
て
万
人
を
喜
ば
す
こ
と

が
で
き
ぬ
の
な
ら
、
少
数
の
人
に
好
か
れ
る
よ
う
に
成
せ
。
多
く
の
人
に
好
か
れ
る
も
の
は
、
所
詮
よ
か
ら
ぬ
も
の
に
す
ぎ
ぬ
」
と
い
う
銘

が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
う
い
っ
た
画
中
に
銘
を
入
れ
る
と
い
う
描
き
方
も
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
作
品
（
図
１６
、
１７
）
で
は
お
な
じ
み
の
描

き
方
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
、
ク
リ
ム
ト
は
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
影
響
を
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
積
極
的
に
取
り
入
れ
つ
つ
、
徐
々
に
自
分
自
身
の
様
式

を
確
立
さ
せ
て
い
っ
た
わ
け
だ
が
、
分
離
派
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
新
た
な
方
向
性
と
引
き
換
え
に
、
ク
リ
ム
ト
の
作
品
の
な
か
か
ら
次

第
に
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
影
響
は
薄
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ク
リ
ム
ト
が
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
講
堂
の
天
井
画
と
し
て
政
府
か
ら

依
頼
を
受
け
た
「
学
科
絵
」
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
作
品
を
見
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
。
三
枚
あ
る
学
科
絵
の
な
か
で
、
ク
リ
ム
ト
が
最
初
に
手

が
け
た
《
哲
学
》（
図
１８
）
に
は
、
ま
だ
そ
こ
か
し
こ
に
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
モ
チ
ー
フ
の
輪
郭
線
を
曖
昧
に

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
画
面
全
体
の
神
秘
的
な
雰
囲
気
、
画
面
右
に
見
ら
れ
る
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
、
そ
し
て
、《
彫
刻
Ⅱ
》と
ま
っ

た
く
同
じ
画
面
下
部
に
浮
か
び
上
が
る
女
性
の
頭
部
な
ど
を
見
れ
ば
明
ら
か
だ
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
同
時
に
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
に
代
わ
っ
て

ク
リ
ム
ト
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
ト
ー
ロ
ッ
プ
を
思
わ
せ
る
要
素
も
登
場
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
ビ
ザ
ン
ツ＝

プ
ラ
ッ

ケ
ン
に
よ
れ
ば
、
ク
リ
ム
ト
の
《
哲
学
》
は
、
ト
ー
ロ
ッ
プ
が
一
八
九
九
年
に
ウ
ィ
ー
ン
の
芸
術
家
組
合
の
展
覧
会
に
出
品
し
た
《
ス
フ
ィ

ン
ク
ス
》（
図
２０
）
を
下
敷
き
に
し
て
お
り
、
宇
宙
を
思
わ
せ
る
舞
台
設
定
、
謎
を
象
徴
す
る
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
存
在
、
そ
の
ス
フ
ィ
ン
ク
ス

の
ま
わ
り
を
通
り
過
ぎ
て
い
く
一
群
の
人
々
な
ど
、
多
く
の
点
に
両
者
の
共
通
項
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ（
１７
）

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
は
ク
リ
ム

ト
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
新
旧
交
代
の
過
渡
期
に
あ
た
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
証
拠
に
、
学
科
絵
の
な
か
で
ク
リ
ム
ト
が
最
後
に
手

が
け
た
《
法
学
》（
図
１９
）
で
は
、
画
面
全
体
を
支
配
す
る
様
式
的
特
徴
が
、
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
一
連
の
作
品
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
と

三
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思
わ
せ
る
ほ
ど
、
初
期
の
《
哲
学
》
と
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。《
哲
学
》
で
見
ら
れ
た
細
部
に
ま
で
こ
だ
わ
り
ぬ
い
た
ク
ノ
ッ

プ
フ
風
の
繊
細
さ
は
、《
法
学
》で
は
明
確
な
輪
郭
線
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
、
大
胆
な
省
略
が
な
さ
れ
た
構
成
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
変
化
が
、
私
た
ち
が
す
で
に
見
た
、
観
者
の
主
観
に
訴
え
か
け
る
「
雰
囲
気
芸
術
」
か
ら
線
に
重
き
を
お
い
た
「
様
式
芸
術
」
へ
の
移

り
変
わ
り
を
意
味
し
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
結
果
、
こ
の
学
科
絵
あ
た
り
を
境
に
、
ク
リ
ム
ト
は
長
き
に
わ
た
っ
た
ク
ノ
ッ

プ
フ
の
影
響
か
ら
み
ず
か
ら
を
解
き
放
ち
、
最
終
的
に
は
、
こ
の
論
文
の
冒
頭
で
述
べ
た
、
金
を
多
用
し
、
二
次
元
と
三
次
元
が
交
差
す
る

彼
独
自
の
様
式
の
完
成
に
向
か
っ
て
歩
み
始
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

分
離
派
の
活
動
拠
点
と
し
て
オ
ル
ブ
リ
ヒ
の
設
計
に
よ
る
分
離
派
館
が
完
成
し
た
際
、
彼
ら
は
み
ず
か
ら
の
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
、
ヘ
ヴ
ェ

シ
ー
の
有
名
な
言
葉
を
誇
ら
し
げ
に
正
面
玄
関
入
り
口
に
掲
げ
た
。

時
代
に
は
そ
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
芸
術
を
、
芸
術
に
は
し
か
る
べ
き
自
由
を（D

er
Z

eit
ihre

K
unst,

D
er

K
unst

ihre

Freiheit

）。

こ
の
言
葉
ど
お
り
、
ク
リ
ム
ト
を
始
め
と
す
る
分
離
派
の
芸
術
家
た
ち
は
、
時
代
を
反
映
す
る
芸
術
を
常
に
探
し
求
め
た
。
な
か
で
も
ク
リ

ム
ト
は
人
一
倍
新
し
い
芸
術
に
敏
感
だ
っ
た
。
そ
ん
な
ク
リ
ム
ト
に
と
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
進
む
べ
き
道
を
模
索
し
て
い
た
と
き
に
出
会
っ

た
ク
ノ
ッ
プ
フ
の
芸
術
は
、
ま
さ
に
時
代
を
写
し
出
す
鏡
で
あ
っ
た
違
い
な
い
。
し
か
し
、
時
代
の
変
化
と
と
も
に
、
そ
の
時
代
を
反
映
す

る
芸
術
も
変
化
し
て
い
く
の
は
、
世
の
常
で
あ
る
。
時
と
と
も
に
移
り
行
く
も
の
に
価
値
を
見
出
す
か
、
時
と
は
関
係
な
く
永
遠
に
変
わ
ら

ぬ
も
の
に
価
値
を
見
出
す
か
、
ど
ち
ら
を
選
択
す
る
か
は
画
家
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
初
め
は
同
じ
道
を
同
じ
方
向
に
進
ん
で
い
た
ク
リ

ム
ト
と
ク
ノ
ッ
プ
フ
は
、
こ
の
選
択
を
迫
ら
れ
た
と
き
、
そ
の
袂
を
分
か
つ
。
前
者
の
道
を
選
択
し
た
ク
リ
ム
ト
は
、
冒
頭
の
評
論
家
の
言

葉
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
後
さ
ら
に
多
く
の
芸
術
を
み
ず
か
ら
の
様
式
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
ク
リ
ム
ト
独
自
の
様
式
を
完
成
さ

ク
リ
ム
ト
と
ク
ノ
ッ
プ
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せ 、 後 者 の 道 を 選 択 し た ク ノ ッ プ フ は 、 そ の 後 ま す ま す み ず か ら 自 身 の 様 式 を 洗 練 さ せ て い く こ と に よ っ て 、 ク ノ ッ プ

フ 独 自 の 世 界 を 完 成 さ せ る こ と に な っ た 。 た し か に 、 こ の 小 論 で 見 て き た よ う に 、 最 終 的 に 、 ク リ ム ト は ク ノ ッ プ フ の

影 響 下 か ら 離 れ て い く こ と に な っ た が 、 だ か ら と い っ て 、 ク ノ ッ プ フ か ら 得 た も の を 完 全 に 捨 て て し ま っ た わ け で は な

い 。 作 品 の 見 か け に 関 す る 様 式 上 の 変 化 と は う ら は ら に 、 ク リ ム ト は 最 後 ま で 象 徴 主 義 的 な 寓 意 を 捨 て る こ と は な か っ

た 。 こ の 事 実 が 教 え る よ う に 、 ク リ ム ト に と っ て 終 生 変 わ ら な い も の と 出 会 う ひ と つ の 契 機 と な っ た ク ノ ッ プ フ は 、 ク

リ ム ト の 芸 術 の 本 質 を 考 え る 際 、 な く て は な ら ぬ 人 物 な の で あ る 。
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図 3 クノップフ《赤い唇》
Fernand Khnopff, Les lèvres rouges, 1987, 25,2

x 17,2

図 2 クノップフ《眠れるメドゥーサ》
Fernand Khnopff, Sleeping Medusa, 1896, 72 x 29

図 1 クノップフ《愛撫》 Fernand Khnopff, Des caresses, 1896, 50,5 x 150
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図 6 クリムト《彫刻の寓意》
Gustav Klimt, Allegorie der Sculptur,

1889, 43,5 x 30

図 4 クノップフ《捧げもの》 Fernand Khnopff, L’offrande, 1891, 14,6 x 29,3

図 5 クノップフ《皇后エリーザベトの肖像》
Fernand Khnopff, Kaiserin Elisabeth von Österreich,

1899, 24,8 x 17,6
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図 9 クリムト《悲劇》
Gustav Klimt, Tragödie, 1896, 42,8 x 33

図 7 クリムト《彫刻》 Gustav Klimt, Sculptur, 1896, 41,8 x 31,3

図 8 クリムト《六月》
Gustav Klimt, Junius, 1896, 41,5 x 31
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図 12 マッチュ《建築の寓意》
Franz Matsch, Allegorie der Architektur, 1889

図 10 クノップフ《アラム百合》
Fernand Khnopff, Arum Lily, 1895, 29,5 x 19,5

図 11 エルンスト・クリムト《絵画の寓意》
Ernst Klimt, Allegorie der Malerei, 1889
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図 15 クノップフ《女性の頭部》
Fernand Khnopff, Tête de femme,

1899, 29,5 x 29,5

図 14クリムト《ヌーダ・ヴェリタス》
Gustav Klimt, Nuda Veritas, 1899, 252 x 56,2

図 13 クリムト《パラス・アテナ》
Gustav Klimt, Pallas Athene, 1898, 75 x 75

図 14の部分
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図 17 クノップフ《時》
Fernand Khnipff, The Hour, 1891, 29,3 x 13,7

図 19 クリムト《法学》
Gustav Klimt, Jurisprudenz,

1902－1907, 430 x 300

図 16 クノップフ《ダナイデス》
Fernand Khnopff, Danaides, 1892, 29 x 18

図 18 クリムト《哲学》
Gustav Klimt, Philosophie,

1898－1907, 430 x 300
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図 20 トーロップ《スフィンクス》Jan Toorop, Sphinx, 1892－1897
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