
は
じ
め
に

一　

ユ
ー
ト
ピ
ア
文
学
史
か
ら
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
史
へ

二　

ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
ハ
ラ
ル
ド
・
ゼ
ー
マ
ン

三　

ユ
ー
ト
ピ
ア
学
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

四　

広
義
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
ド
ク
メ
ン
タ
︵
13
︶

お
わ
り
に

　
　

は
じ
め
に

　

国
際
美
術
展
の
図
録
の
多
く
に
は
、
そ
の
展
覧
会
の
企
画
に
携
わ
っ
た
キ
ュ

レ
ー
タ
ー
の
文
章
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
イ
や
論
文
を
読
む

と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
の
芸
術
観
や
実
現
を
目
指
し
た
展
覧
会
像
、

そ
し
て
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
た
ち
が
読
者
や
展
覧
会
の
観
賞
者
た
ち
と
共
有
し
た
い

と
考
え
て
い
る
、現
代
社
会
の
諸
課
題
に
対
す
る
洞
察
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
︒

　

二
〇
一
二
年
六
月
九
日
か
ら
九
月
十
六
日
ま
で
の
百
日
間
、
ド
イ
ツ
の
ほ
ぼ

中
央
に
位
置
す
る
古
都
カ
ッ
セ
ル
で
開
催
さ
れ
た
国
際
美
術
展﹁
ド
ク
メ
ン
タ
﹂

の
第
十
三
回
展
で
あ
る
﹁dO

C
U

M
EN

TA

︵13

︶﹂
の
図
録
に
は
、
総
合
監
督

を
務
め
た
キ
ャ
ロ
リ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ=

バ
カ
ル
ギ
エ
フ
の
エ
ッ
セ
イ
﹁
ダ
ン

ス
は
と
て
も
熱
狂
的
で
、
生
き
生
き
と
し
て
、
ガ
ラ
ガ
ラ
、
カ
ラ
カ
ラ
と
音
を

立
て
、回
転
し
、ね
じ
れ
な
が
ら
、い
つ
ま
で
も
続
い
た
﹂
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒

同
エ
ッ
セ
イ
に
は
、﹁
不
安
定
性
﹂
を
意
味
す
る
名
詞
﹁precariousness

﹂、
お

よ
び
そ
の
形
容
詞
形
﹁precarious

﹂
が
合
わ
せ
て
五
回
登
場
し
、
看
過
し
え

な
い
影
を
落
と
し
て
い
る︵
１
︶︒
ク
リ
ス
ト
フ=

バ
カ
ル
ギ
エ
フ
は
、﹁
総
体
﹂
と

し
て
の
文
化
の
不
安
定
性
に
加
え
て
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
不
安
定
性
、﹁
ア
ラ

ブ
の
春
﹂
に
代
表
さ
れ
る
政
治
的
な
不
安
定
性
に
言
及
し
、﹁
世
界
中
で
、
生

き
る
こ
と
自
体
の
不
安
定
性
が
規
範
と
な
っ
た
﹂
と
説
き
及
ん
だ
後
、
新
た
な

提
案
に
向
か
っ
て
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
で
﹁
判
断
の
留
保
﹂
に
積
極
的

な
価
値
を
認
め
る︵
２
︶︒
先
の
見
え
な
い
時
代
に
、
即
断
せ
ず
、
つ
ね
に
ぎ
り
ぎ
り

ま
で
判
断
を
留
保
し
て
お
く
こ
と
は
、
よ
り
良
い
選
択
肢
が
登
場
し
た
と
き
に

素
早
く
そ
れ
に
対
応
で
き
る
と
い
う
点
で
、
実
は
有
利
な
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
投
げ
か
け
と
読
め
る
︒
同
エ
ッ
セ
イ
中
に
登
場
す
る
﹁
ド
ク
メ
ン
タ
時
間

　
　
　

国
際
美
術
展
の
企
画
方
針
に
み
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想

　
　
　
　
　
　
　

─
─ 

ゼ
ー
マ
ン
、
ネ
ス
ビ
ッ
ト
＋
オ
ブ
リ
ス
ト
＋
テ
ィ
ー
ラ
ワ
ニ
ッ
ト
、
ク
リ
ス
ト
フ
＝
バ
カ
ル
ギ
エ
フ

�

藤　

川　
　
　

哲　
　

二
一
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e

︶﹂
と
い
う
造
語
と
相
ま
っ
て
、
右
の
よ
う
に
語
る
ク
リ
ス

ト
フ=
バ
カ
ル
ギ
エ
フ
が
言
外
に
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
世
界
中
で
新
設

が
続
く
国
際
美
術
展
の
趨
勢
を
占
め
る
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
や
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
が

二
年
に
一
回
、
三
年
に
一
回
の
ペ
ー
ス
で
開
催
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ド
ク

メ
ン
タ
の
開
催
が
五
年
に
一
回
と
い
う
や
や
長
い
準
備
期
間
を
持
っ
て
い
る
こ

と
の
優
位
性
で
あ
ろ
う
︒

　
﹁
可
能
性
に
向
け
て
開
か
れ
た
﹂
形
式
と
い
う
観
点
で
国
際
美
術
展
の
企
画

思
想
史
を
振
り
返
れ
ば
、
ほ
ぼ
十
年
前
、
二
〇
〇
三
年
に
開
催
さ
れ
た
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
第
五
十
回
国
際
美
術
展
の
一
企
画
展
と
し
て
実
現
さ

れ
た
﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂
が
想
起
さ
れ
る
︒
モ
ー
リ
ー
・
ネ
ス

ビ
ッ
ト
、
ハ
ン
ス
・
ウ
ル
リ
ヒ
・
オ
ブ
リ
ス
ト
、
リ
ク
リ
ッ
ト
・
テ
ィ
ー
ラ
ワ

ニ
ッ
ト
の
三
人
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
の
共
同
企
画
に
よ
る
本
展
に
つ
い
て
、
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
第
五
十
回
国
際
美
術
展
の
図
録
に
三
人
の
署
名

で
寄
稿
さ
れ
た
﹁
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か
？
﹂
に
は
、﹁
展
示
プ
ラ
ン
は
そ

れ
自
体
で
完
成
図
を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
く
﹂、﹁
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
夏
と

秋
を
通
じ
て
あ
ら
ゆ
る
物
事
が
追
加
さ
れ
る
﹂
と
説
明
さ
れ
て
い
る︵
３
︶︒
さ
ま
ざ

ま
な
人
々
が
行
き
交
い
、
情
報
や
意
見
を
交
換
し
、
と
き
に
は
休
息
す
る
、
そ

う
し
た
場
所
が
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
︒
ま
た
、
同
エ
ッ
セ
イ
の
共
同
執
筆
者

た
ち
は
、
社
会
学
者
イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
﹃
ユ
ー
ト
ピ

ア
学
﹄︵
一
九
九
八
年
︶
に
も
触
れ
て
、
資
本
の
蓄
積
を
最
優
先
と
し
、
そ
れ

を
際
限
無
く
行
っ
て
き
た
現
行
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
限
界
を
指
摘
し
た
同
書
を

﹁
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
理
解
す
る
た
め
の
書
﹂
と
位
置
づ
け
て
い
る︵
４
︶︒﹁
ユ
ー
ト
ピ

ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
﹁
触
媒
﹂
で
あ
り
、私
た
ち
は
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
社
会
の
未
来
像
や
将
来
像
に
つ
い
て
議
論
を
開
始
す
る
こ

と
を
促
さ
れ
て
い
る
︒

　

ネ
ス
ビ
ッ
ト
、オ
ブ
リ
ス
ト
、テ
ィ
ー
ラ
ワ
ニ
ッ
ト
が
企
画
展
に
冠
し
た
ユ
ー

ト
ピ
ア
は
、
ド
ク
メ
ン
タ
や
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
な
ど
、
数
々
の

国
際
美
術
展
の
企
画
を
手
掛
け
、
特
定
の
美
術
館
や
文
化
機
関
に
専
属
し
な
い

﹁
独
立
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
﹂の
先
駆
け
と
し
て
活
躍
し
た
ハ
ラ
ル
ド
・
ゼ
ー
マ
ン︵
一

九
三
三
︱
二
〇
〇
五
︶
が
、
展
覧
会
を
企
画
す
る
際
に
繰
り
返
し
思
い
描
い
て

い
た
主
題
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
︒
そ
の
根
拠
は
、﹁
私
は
す
べ
て
の
偉
大
な

芸
術
の
背
後
に
あ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
対
し
て
忠
実
で
あ
り
続
け
て
き
た
﹂
と
い

う
彼
の
晩
年
の
言
葉
に
求
め
ら
れ
る︵
５
︶︒
ゼ
ー
マ
ン
の
足
跡
を
国
際
美
術
展
を
中

心
に
略
述
す
る
な
ら
ば
、六
九
年
の
﹁
態
度
が
形
に
な
る
と
き
﹂、七
二
年
の
﹁
ド

ク
メ
ン
タ
５
﹂、
八
〇
年
の
﹁
ア
ペ
ル
ト
80
﹂、
九
七
年
の
第
四
回
リ
ヨ
ン
・
ビ

エ
ン
ナ
ー
レ
、
九
九
年
と
二
〇
〇
一
年
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
国

際
美
術
展
、
〇
四
年
の
第
一
回
セ
ビ
ー
リ
ャ
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
、
そ
し
て
最
後

の
企
画
と
な
っ
た
〇
五
年
の
﹁
夢
想
の
ベ
ル
ギ
ー
﹂
の
八
つ
の
展
覧
会
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
う
ち
、
一
九
八
〇
年
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ビ

エ
ン
ナ
ー
レ
国
際
美
術
展
に
新
設
さ
れ
、
以
後
九
三
年
ま
で
継
続
さ
れ
た
﹁
ア

ペ
ル
ト
﹂
展
は
、
そ
の
四
カ
国
語
表
記
﹁A

PERTO
 80/ O

PEN
 80/ O

U
B

ERT 

80/ O
FFEN

 80

﹂
に
明
ら
か
な
通
り
、
国
際
性
と
開
放
性
と
を
志
向
し
た
展
覧

会
で
あ
っ
た
︒

　

本
稿
で
は
、
ゼ
ー
マ
ン
の
企
画
展
の
構
想
に
繰
り
返
し
現
わ
れ
る
ユ
ー
ト
ピ

二
二



ア
へ
の
志
向
を
読
み
解
き
、
ネ
ス
ビ
ッ
ト
、
オ
ブ
リ
ス
ト
、
テ
ィ
ー
ラ
ワ
ニ
ッ

ト
ら
に
よ
る
〇
三
年
の
﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂、
ク
リ
ス
ト
フ=

バ
カ
ル
ギ
エ
フ
に
よ
る
一
二
年
の
﹁
ド
ク
メ
ン
タ
︵
13
︶﹂
と
関
連
づ
け
て
論

じ
る
︒
そ
う
し
た
考
察
を
通
じ
て
、
国
際
美
術
展
の
企
画
方
針
に
み
る
ユ
ー
ト

ピ
ア
思
想
を
、
ゼ
ー
マ
ン
を
基
点
と
し
て
、
の
ち
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
た
ち
に
受

け
継
が
れ
て
い
る
部
分
と
、
新
た
に
展
開
さ
れ
た
部
分
と
が
か
ら
み
合
っ
た
芸

術
思
想
史
と
し
て
呈
示
し
た
い
︒
し
か
し
、
そ
う
し
た
比
較
の
前
に
、
ま
ず
は

﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
思
想
史
﹂
が
い
か
に
記
述
可
能
で
あ
る
の
か
、に
つ
い
て
ユ
ー

ト
ピ
ア
の
語
源
や
そ
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
︒

　
　

一　

ユ
ー
ト
ピ
ア
文
学
史
か
ら
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
史
へ

　

ユ
ー
ト
ピ
ア
︵U

topia

︶
は
イ
ギ
リ
ス
の
人
文
主
義
者
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
造

語
で
、
彼
が
一
五
一
六
年
に
ラ
テ
ン
語
で
著
し
た
同
名
の
書
に
登
場
す
る
架

空
の
島
の
名
前
で
あ
る
︒
同
書
初
版
の
序
文
に
は
﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
島
に
つ
い

て
の
六
行
詩
﹂
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
第
一
行
目
は
﹁
わ
れ
孤
絶
し
た

存
在
ゆ
え
か
つ
て
ウ
ー
ト
ピ
ア
と
ぞ
呼
ば
れ
け
り
︵V

topia priscis dicta ob 

infrequentiam
,

︶﹂
で
始
ま
り
、
六
行
目
は
﹁
さ
れ
ば
エ
ウ
ト
ピ
ア
と
呼
ば
る

る
べ
か
り
け
り
︵Eutopia m

erito sum
 vocanda nom

ine.

︶﹂
で
終
わ
る︵
６
︶︒
ウ
ー

ト
ピ
ア
︵V

topia

︶
と
エ
ウ
ト
ピ
ア
︵Eutopia

︶
と
い
う
二
通
り
の
呼
び
方
は
、

ト
マ
ス
・
モ
ア
︵
あ
る
い
は
彼
の
友
人
ピ
ー
タ
ー
・
ジ
ャ
イ
ル
ズ
︶
に
よ
る
一

種
の
言
葉
遊
び
と
解
釈
さ
れ
て
い
る︵
７
︶︒
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
発
音
に
ひ
っ
か
け
た

ウ
ー
ト
ピ
ア
と
エ
ウ
ト
ピ
ア
の
二
種
類
の
表
記
法
は
、
英
語
発
音
で
は
﹁ju:

﹂

で
同
じ
と
な
り
、
造
語
の
元
と
な
っ
た
ギ
リ
シ
ア
語
を
辿
る
と
﹁ou

︵
ど
こ
に

も
な
い
︶
＋topos

︵
場
所
︶﹂、﹁eu

︵
良
い
︶
＋topos

︵
場
所
︶﹂
の
よ
う
に
、

異
な
る
意
味
を
示
す
︒
こ
れ
ら
の
違
い
を
意
識
し
て
訳
せ
ば
、
前
者
は
﹁
非
在

郷
﹂、
後
者
は
﹁
福
楽
郷
﹂
と
な
る
だ
ろ
う︵
８
︶︒

　

ト
マ
ス
・
モ
ア
の
﹃
ユ
ー
ト
ピ
ア
﹄
を
い
か
に
読
む
か
、
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
は
、
長
年
に
わ
た
る
議
論
の
積
み
重
ね
が
あ
る
が
、
右
に
見
た
非
在
郷
と

福
楽
郷
の
二
つ
の
意
味
が
発
表
当
初
か
ら
著
者
や
そ
の
友
人
に
意
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
端
的
に
見
ら
れ
る
通
り
、
ひ
と
ま
ず
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い
最
善

の
国
の
描
写
を
介
し
て
、
自
ら
の
社
会
を
照
ら
し
返
す
社
会
風
刺
の
性
格
が
色

濃
い
、
と
整
理
で
き
る
︒
同
書
は
慎
重
に
も
、
モ
ア
が
あ
る
人
物
か
ら
聞
い
た

話
の
再
現
、
と
い
う
構
成
を
と
る
︒
あ
る
人
物
と
は
、
モ
ア
が
ア
ン
ト
ワ
ー
プ

滞
在
中
に
知
り
合
っ
た
ジ
ャ
イ
ル
ズ
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
学
者
で
あ
り
、
船

乗
り
で
も
あ
る
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
︱
︱
ラ
テ
ン
語

名
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
エ
ウ
ス
︵H

ythlodaeus

︶
︱
︱
は
、
先
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
同

じ
く
、
モ
ア
が
創
造
し
た
架
空
の
人
物
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
﹁ythloz

︵
無

意
味
︶
＋daioz

︵
物
知
り
︶﹂
に
由
来
す
る︵
９
︶︒
饒
舌
家
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
の
語
る
ユ
ー

ト
ピ
ア
は
、
最
善
の
国
と
し
て
紹
介
さ
れ
な
が
ら
も
、﹁
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
人

の
風
俗
や
法
律
な
ど
の
中
に
は
、
必
ず
し
も
そ
の
成
立
の
根
拠
が
合
理
的
と
は

思
わ
れ
な
い
点
が
沢
山
あ
る
よ
う
に
、
私
に
は
感
ぜ
ら
れ
た
﹂
と
い
う
著
者
自

身
に
よ
る
﹁
別
の
﹂
見
方
が
、ヒ
ス
ロ
デ
ィ
の
話
に
続
け
て
記
さ
れ
る
こ
と
で
、

批
判
的
距
離
を
確
保
し
た
上
で
の
提
示
と
な
っ
て
い
る︶
₁₀
︵

︒
ま
た
、
著
者
モ
ア
が

二
三



感
じ
た
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
他
日
、
機
会
が
あ
れ
ば
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
と
﹁
忌
憚

な
く
話
し
合
っ
て
み
た
い
﹂
と
さ
れ
、諸
問
題
は
﹁
開
か
れ
た
状
態
﹂
の
ま
ま
、

筆
が
置
か
れ
る
︒
つ
ま
り
、
文
学
作
品
と
し
て
の
﹃
ユ
ー
ト
ピ
ア
﹄
の
主
題
は

読
者
に
向
け
て
開
か
れ
て
お
り
、
同
書
に
よ
っ
て
そ
の
一
端
を
描
き
出
さ
れ
た

ユ
ー
ト
ピ
ア
像
も
ま
た
、
開
か
れ
た
可
能
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
歴
史
に
登

場
し
た
の
で
あ
る
︒
語
の
由
来
と
な
っ
た
非
在
郷
や
福
楽
郷
に
加
え
て
、現
在
、

私
た
ち
が
﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
﹂
と
い
う
言
い
方
に
込
め
る
﹁
空
想
的
﹂、﹁
理
想

論
的
﹂
な
ど
、
肯
定
、
否
定
が
綯
い
交
ぜ
と
な
っ
た
複
雑
な
意
味
合
い
も
ま
た
、

﹃
ユ
ー
ト
ピ
ア
﹄
の
文
学
的
な
多
義
性
に
由
来
す
る
も
の
と
言
え
る
︒

　

こ
う
し
た
﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
﹂
の
多
義
性
を
整
理
す
る
意
味
で
、
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
の
語
釈
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
同
辞
典
に
は
、﹁
１
．

ト
マ
ス
・
モ
ア
が
描
写
し
た
想
像
上
の
島
﹂、﹁
ｂ
．
想
像
上
の
、
あ
る
い
は
遠

く
に
あ
る
国
﹂、﹁
２
．
政
治
・
法
・
生
活
様
式
に
お
い
て
理
想
的
な
国
や
状
態
﹂、

﹁
ｂ
．
実
現
不
可
能
な
ほ
ど
理
想
的
な
枠
組
み
︵
特
に
社
会
改
革
に
お
い
て
︶﹂、

﹁
３
．
ユ
ー
ト
ピ
ア
・
メ
ー
カ
ー︵
作
り
手
︶、
︱
・
マ
ン
ジ
ャ
ー︵
売
る
人
︶
な

ど
の
造
語
要
素
﹂と
整
理
さ
れ
て
い
る︶
₁₁
︵

︒
構
造
化
し
て
再
整
理
す
る
な
ら
、︵
１
︶

原
義
、︵
１
ｂ
︶
原
義
の
一
般
化
、︵
２
︶
派
生
的
な
語
義
、︵
２
ｂ
︶
派
生
し

た
語
義
か
ら
の
転
用
、︵
３
︶
特
殊
な
使
用
例
、
と
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
現

代
の
私
た
ち
は
、︵
１
︶
や
︵
１
ｂ
︶
よ
り
も
、︵
２
︶
や
︵
２
ｂ
︶
の
意
味
に

お
い
て
﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

　

二
〇
世
紀
に
入
っ
て
、
ト
マ
ス
・
モ
ア
以
前
に
遡
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
系

譜
を
跡
づ
け
る
二
つ
の
著
作
が
刊
行
さ
れ
た
︒
ル
イ
ス
・
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
の

﹃
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
物
語
﹄︵
一
九
二
二
年
︶︶
₁₂
︵

と
、
Ｊ
・
Ｏ
・
ヘ
ル
ツ
ラ
ー
の
﹃
ユ
ー

ト
ピ
ア
思
想
の
歴
史
﹄︵
一
九
二
三
年
︶
で
あ
る︶
₁₃
︵

︒

　
﹃
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
物
語
﹄
は
、
の
ち
に
﹃
技
術
と
文
明
﹄︵
一
九
三
四
年
︶
や

﹃
歴
史
に
お
け
る
都
市
﹄︵
一
九
六
一
年
︶
な
ど
の
著
作
で
文
明
史
家
、
建
築
評

論
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
処
女
作
で
あ
る
︒
同
書

は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
イ
ド
ラ
︵idola

︱
︱
偶
像
や
観
念
を
意
味
す
るidolum

の

複
数
形
︶
の
諸
特
徴
を
理
解
す
る
た
め
、
プ
ラ
ト
ン
の
﹃
国
家
﹄︵
紀
元
前
三

七
五
年
頃︶
₁₄
︵

︶
か
ら
、
Ｈ
・
Ｇ
・
ウ
ェ
ル
ズ
の
﹃
モ
ダ
ン
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
﹄︵
一

九
〇
五
年
︶
ま
で
を
例
に
挙
げ
て
論
じ
、
私
た
ち
自
身
が
再
び
理
想
の
社
会
を

そ
の
全
体
性
に
お
い
て
構
想
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
実
現
に
向
け
て
努
力
す

べ
き
で
あ
る
、
と
説
く
︒
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
自
身
は
、
同
書
の
中
で
ユ
ー
ト
ピ
ア

主
義
︵utopianism

︶
と
い
う
単
語
を
二
度
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
歴
史
︵the 

history of utopian thought

︶
と
い
う
表
現
を
一
度
使
用
し
て
い
る
の
み
で
あ

る
が︶
₁₅
︵

、ユ
ー
ト
ピ
ア
の
イ
ド
ラ
の
歴
史
的
変
容
に
つ
い
て
論
じ
た
同
書
を
、ユ
ー

ト
ピ
ア
の
思
想
史
を
跡
づ
け
た
︵
お
そ
ら
く
最
初
の
︶
著
作
と
見
な
し
て
問
題

は
な
い
だ
ろ
う
︒
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
は
、
人
間
の
世
界
を
二
つ
に
分
け
、
自
然
地

理
学
者
が
記
述
す
る
と
こ
ろ
の
﹁
外
側
の
世
界
﹂
と
、
人
々
の
頭
の
中
に
生
成

さ
れ
る
﹁
内
な
る
世
界
﹂
と
の
重
な
り
合
い
と
し
て
説
明
す
る
︒
彼
は
こ
の
内

な
る
世
界
を
﹁
イ
ド
ラ
﹂
と
呼
び
、
自
然
や
都
市
環
境
の
時
間
的
変
化
と
は
異

な
る
流
れ
と
し
て
、
こ
の
イ
ド
ラ
が
変
容
し
て
き
た
歴
史
を
描
き
出
す︶
₁₆
︵

︒

　

ヘ
ル
ツ
ラ
ー
の
﹃
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
歴
史
﹄
に
は
、
一
九
二
二
年
九
月
四

日
の
日
付
を
持
つ
序
文
に
﹁
私
の
知
る
限
り
、
社
会
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
一
つ
の

二
四



全
体
と
し
て
、
偏
見
な
く
、
体
系
的
に
扱
っ
た
最
初
の
本
で
あ
り
、
こ
の
事
実

に
本
書
の
価
値
が
あ
る
と
私
は
願
う
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
が︶
₁₇
︵

、
マ
ン
フ
ォ
ー
ド

の
著
作
が
同
年
六
月
に
脱
稿
し
て
い
た
と
さ
れ
て
お
り︶
₁₈
︵

、
ヘ
ル
ツ
ラ
ー
の
著
作

は
刊
行
も
そ
の
翌
年
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
最
初
の
本
︵the first book

︶
で

は
な
く
最
初
期
の
著
作
の
一
つ
︵one of the earliest books

︶
と
位
置
づ
け
ら

れ
る
だ
ろ
う
︒
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
物
語
﹂
が
、
二
分
さ
れ
た

世
界
の
片
方
を
扱
い
、﹁
人
類
の
物
語
の
半
分
﹂
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
通

り︶
₁₉
︵

、
そ
の
構
想
に
お
い
て
広
大
無
辺
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ヘ
ル
ツ
ラ
ー
の
研

究
書
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
の
定
義
を
試
み
、
よ
り
限
定
可
能
な
枠
組
み
を
与
え

た
点
に
功
績
が
あ
る
︒

　
　

 ﹁
私
た
ち
は
、
本
書
の
最
初
の
部
分
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
本

質
的
要
素
は
、
著
述
家
た
ち
が
頭
の
中
に
思
い
描
い
た
社
会
の
完
全
な
姿

を
、
具
体
的
に
実
現
す
る
た
め
の
手
段
の
記
述
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
︒
こ
の
希
望
に
満
ち
た
精
神
は
、
明
快
な
提
案
と
人
々
を
刺
激
す
る
よ

う
な
行
動
の
中
に
体
現
さ
れ
る
︒
私
た
ち
は
そ
れ
を
﹃
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義

︵U
topianism

︶﹄
と
呼
ん
だ
︒
そ
れ
は
、
社
会
が
進
む
べ
き
道
の
よ
う
に

人
々
が
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
何
ら
か
の
理
想
に

向
け
て
人
々
が
歩
み
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
無
意
識
的
な
場

合
も
あ
る︶
₂₀
︵

︒﹂

　

ヘ
ル
ツ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
は
、
人
々
に
希
望
を
与
え
、
行

動
を
鼓
舞
す
る
精
神
︵a spirit

︶
で
あ
る
︒
そ
れ
を
読
み
解
く
手
掛
か
り
は
文

字
で
書
き
記
さ
れ
た
も
の
に
限
定
さ
れ
な
い
︒
た
と
え
現
実
の
社
会
が
不
完
全

な
姿
を
し
て
い
た
と
し
て
も
、
達
成
し
損
ね
た
目
標
と
し
て
、
そ
の
社
会
が
標

榜
し
て
い
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
を
類
推
し
、
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る︶
₂₁
︵

︒

ま
た
、
ヘ
ル
ツ
ラ
ー
は
、
た
と
え
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
思
想
が
歴
史
に
登
場
し
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
社
会
は
そ
れ
ぞ
れ
の
発
展
を
促
す
諸
要
素
に
従
っ
て
成
長

す
る
こ
と
を
止
め
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
要
素
の
存
在
は
、

そ
う
し
た
歩
み
を
加
速
し
、
刺
激
し
た
、
と
も
論
じ
て
い
る︶
₂₂
︵

︒
あ
る
種
の
精
神

と
し
て
規
定
さ
れ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
要
素
と
い
う
か
た

ち
で
、
種
々
の
文
学
作
品
の
中
に
断
片
的
に
、
あ
る
い
は
文
学
以
外
の
芸
術
作

品
や
社
会
運
動
に
も
見
出
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
︒

　

マ
ン
フ
ォ
ー
ド
も
、
多
数
の
作
品
に
部
分
的
に
表
現
さ
れ
て
は
い
る
が
、
一

つ
の
作
品
に
完
全
な
姿
で
は
描
写
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
﹁
社
会
神
話
﹂
を
ユ
ー

ト
ピ
ア
の
イ
ド
ラ
に
含
め
、
カ
ン
ト
リ
ー
ハ
ウ
ス
︵
田
園
の
大
邸
宅
︶、
コ
ー

ク
タ
ウ
ン
︵
石
炭
の
町
︶、
国
民
国
家
の
三
つ
を
挙
げ
て
論
じ
て
い
た︶
₂₃
︵

︒
広
々

と
し
た
田
園
の
真
ん
中
に
建
て
ら
れ
、
完
璧
な
設
備
を
誇
る
カ
ン
ト
リ
ー
ハ
ウ

ス
の
内
部
で
、
人
々
は
自
由
を
謳
歌
し
、
欲
す
る
こ
と
を
行
う︶
₂₄
︵

︒
ま
た
、
炭
鉱

に
近
い
地
域
に
新
し
く
形
成
さ
れ
た
コ
ー
ク
タ
ウ
ン
で
は
、
生
産
性
を
徹
底
的

に
追
求
し
た
﹁
最
善
﹂
の
町
が
技
術
者
に
よ
っ
て
設
計
さ
れ
る︶
₂₅
︵

︒
コ
ー
ク
タ
ウ

ン
で
働
く
人
々
は
、
国
民
国
家
と
い
う
共
同
体
意
識
の
下
、
カ
ン
ト
リ
ー
ハ
ウ

ス
で
消
費
を
続
け
る
人
々
に
奉
仕
さ
せ
ら
れ
る︶
₂₆
︵

︒
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
一
定
の
段
階
ま
で
は
効
用
が
認
め
ら
れ
た
が
、
現
代
社
会

二
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で
は
放
埒
、画
一
化
、非
人
間
性
い
う
観
点
に
お
い
て
行
き
す
ぎ
が
目
立
ち
、﹁
諸

悪
の
根
源
﹂
と
化
し
て
し
ま
っ
た
悪
し
き
イ
ド
ラ
で
あ
る︶
₂₇
︵

︒

　

マ
ン
フ
ォ
ー
ド
も
ヘ
ル
ツ
ラ
ー
も
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
文
学
史
を
出
発
点
と
し
て

ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
し
た
︒
そ
し
て
そ
の
過
程
で
、
ユ
ー

ト
ピ
ア
の
思
想
史
が
文
学
研
究
に
限
定
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
明
か
に
し
た
の
で

あ
る
︒

　
　

二　

ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
ハ
ラ
ル
ド
・
ゼ
ー
マ
ン

　

ハ
ラ
ル
ド
・
ゼ
ー
マ
ン
が
彼
の
経
歴
の
初
期
に
企
画
し
た
現
代
美
術
展
の
中

で
画
期
的
な
展
覧
会
と
し
て
注
目
さ
れ
、
晩
年
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
も
繰
り
返

し
話
題
に
上
る
の
が
、
一
九
六
九
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
ベ
ル
ン
の
ク
ン

ス
ト
ハ
レ
で
開
催
さ
れ
た
﹁
態
度
が
形
に
な
る
と
き
﹂
で
あ
る︶
₂₈
︵

︒
タ
イ
ト
ル
に

続
け
て
﹁
作
品
︱
概
念
︱
過
程
︱
状
況
︱
情
報
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
モ

ン
ケ
ン
︵
ビ
ル
等
の
解
体
に
使
用
さ
れ
る
ク
レ
ー
ン
で
吊
り
下
げ
た
鉄
球
︶
を

使
っ
て
ク
ン
ス
ト
ハ
レ
前
広
場
の
地
面
を
粉
砕
し
た
マ
イ
ケ
ル
・
ハ
イ
ザ
ー
、

溶
か
し
た
鉛
二
一
〇
キ
ロ
を
展
示
室
の
壁
と
床
の
境
目
め
が
け
て
ぶ
っ
か
け
続

け
る
行
為
と
そ
の
痕
跡
を
作
品
と
し
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
セ
ラ
、
市
内
の
百
枚
の

掲
示
板
の
ポ
ス
タ
ー
の
上
に
ピ
ン
ク
と
白
の
縞
模
様
の
紙
を
貼
っ
て
警
察
に
逮

捕
さ
れ
た
ダ
ニ
エ
ル
・
ビ
ュ
ラ
ン
な
ど
、
新
た
な
表
現
手
法
を
探
究
し
、
確
立

し
つ
つ
あ
っ
た
六
十
九
名
︵
ビ
ュ
ラ
ン
を
含
ま
ず
︶
の
欧
米
の
現
代
美
術
家
が

参
加
し
た
︒

　

同
展
の
ポ
ス
タ
ー
や
図
録
の
表
紙
に
は
さ
ら
に
﹁
頭
の
中
に
生
き
ろ
︵Live 

in Your H
ead

︶﹂
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
見
ら
れ
る
︒
こ
の
言
葉
は
、
当
時
の
ゼ
ー

マ
ン
の
手
帳
の
二
月
八
日
か
ら
三
月
十
五
日
の
日
付
を
持
つ
箇
所
に
、キ
ー
ス
・

ソ
ニ
ア
が
言
っ
た
も
の
と
し
て
メ
モ
さ
れ
て
い
る︶
₂₉
︵

︒
六
〇
年
代
後
半
に
ネ
オ
ン

管
を
素
材
と
し
た
レ
リ
ー
フ
作
品
と
い
う
手
法
で
独
自
の
表
現
を
開
拓
し
つ
つ

あ
っ
た
キ
ー
ス
・
ソ
ニ
ア
が
、当
時
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
ゼ
ー

マ
ン
に
語
っ
た
の
か
は
未
詳
だ
が
、
同
フ
レ
ー
ズ
中
の
﹁
頭
の
中
﹂
は
、
前
節

に
見
た
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
﹁
内
な
る
世
界
﹂
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
可
能
と
思

わ
れ
る
︒
誰
し
も
﹁
頭
の
中
﹂
に
生
き
ろ
と
い
う
命
令
文
を
、
文
字
通
り
、
頭

蓋
骨
の
内
部
で
生
活
す
る
こ
と
と
は
受
け
取
ら
な
い
だ
ろ
う
︵
人
を
親
指
サ
イ

ズ
以
下
に
縮
小
し
、
脳
脊
髄
液
内
で
呼
吸
と
食
事
と
排
泄
を
可
能
に
し
︙
︙
と

Ｓ
Ｆ
的
な
条
件
を
整
え
て
い
け
ば
可
能
と
は
な
る
が
︶︒
ま
た
、
こ
の
言
葉
を

展
覧
会
の
キ
ー
・
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
採
用
し
た
ゼ
ー
マ
ン
が
、
六
九
年
の
時
点

で
、
ど
の
程
度
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
思
考
と
関
連
づ
け
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
同
じ

く
未
詳
で
あ
る
が
、ゼ
ー
マ
ン
の
展
覧
会
企
画
史
を
辿
る
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、

参
照
点
の
一
つ
と
し
て
最
初
に
数
え
上
げ
て
お
き
た
い
も
の
で
あ
る
︒

　

ゼ
ー
マ
ン
が
事
務
局
長
を
務
め
た
一
九
七
二
年
の
﹁
ド
ク
メ
ン
タ
５
﹂
に
は
、

﹁
態
度
が
形
に
な
る
と
き
﹂
に
参
加
し
た
美
術
家
の
半
数
以
上
が
再
び
招
待
さ

れ
た
︒
ダ
ニ
エ
ル
・
ビ
ュ
ラ
ン
を
含
む
三
十
九
名
は
、
図
録
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
主
要
作
家
百
六
十
三
名
＋
四
組
の
約
四
分
の
一
に
相
当
す
る︶
₃₀
︵

︒
展
覧
会
の
会

場
は
ノ
イ
エ
・
ガ
レ
リ
ー
と
フ
リ
デ
リ
シ
ア
ヌ
ム
美
術
館
の
二
箇
所
に
分
か
れ

て
お
り
、
十
九
の
コ
ー
ナ
ー
に
分
け
て
展
示
構
成
さ
れ
て
い
た
︒
導
入
部
と
な

二
六



る
ノ
イ
エ
・
ガ
レ
リ
ー
の
地
下
一
階
に
は
﹁
並
行
す
る
イ
メ
ー
ジ
世
界
﹂
と
い

う
共
通
テ
ー
マ
の
下
に
六
つ
の
コ
ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
、そ
れ
ぞ
れ︵
１
︶広
告
、

︵
２
︶
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
、︵
３
︶
Ｓ
Ｆ
、︵
４
︶
遊
戯
と
現
実
性
、

︵
５
︶
社
会
の
図
像
学
、︵
６
︶
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
、に
分
類
さ
れ
て
い
る
︒

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
ら
四
名
の
共
同
企
画
に
よ
る
﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
と

プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
﹂
は
、
建
築
家
集
団
ア
ー
キ
グ
ラ
ム
や
ハ
ウ
ス
＝
ル
ッ
カ
ー
等

の
都
市
計
画
の
模
型
や
建
物
の
図
面
を
紹
介
す
る
も
の
で
、
図
録
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
エ
ッ
セ
イ
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
﹃
国
家
﹄
や
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
﹃
ユ
ー
ト

ピ
ア
﹄
か
ら
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
﹃
一
九
八
四
﹄︵
一
九
四
九
年
︶、
エ

ル
ン
ス
ト
・
ブ
ロ
ッ
ホ
の
﹃
希
望
の
原
理
﹄︵
一
九
五
九
年
︶
に
至
る
ユ
ー
ト

ピ
ア
文
学
史
を
略
述
し
た
の
ち
、
現
代
建
築
家
た
ち
の
仕
事
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的

側
面
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る︶
₃₁
︵

︒
ま
た
、
二
十
五
の
分
冊
を
リ
ン
グ
で
閉
じ
た
図

録
の
第
一
分
冊
を
成
す
巻
頭
論
文
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
思
想
家
ハ
ン
ス
・
ハ

イ
ン
ツ
・
ホ
ル
ツ
に
よ
る
も
の
で
、﹁
美
的
対
象
の
批
評
理
論
﹂
と
題
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
第
四
章
で
は
、
イ
メ
ー
ジ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
性
や
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
建

築
が
論
じ
ら
れ
て
い
る︶
₃₂
︵

︒
事
務
局
長
の
ゼ
ー
マ
ン
は
展
覧
会
の
全
体
を
統
括
す

る
立
場
に
あ
っ
た
が
、﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
﹂
の
企
画
や
巻
頭
論

文
執
筆
者
の
選
定
、
論
文
の
主
題
選
定
等
に
ど
の
程
度
関
わ
っ
た
か
確
定
的
な

こ
と
は
言
え
な
い︶
₃₃
︵

︒
し
か
し
、
先
述
の
﹁
頭
の
中
に
生
き
ろ
﹂
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

と
と
も
に
、
ゼ
ー
マ
ン
の
展
覧
会
企
画
史
に
お
け
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
軌
跡

の
一
部
と
し
て
見
逃
し
え
な
い
︒

　

一
九
八
〇
年
の
﹁
ア
ペ
ル
ト
80
﹂
の
二
年
前
、
ゼ
ー
マ
ン
は
政
治
的
ユ
ー
ト

ピ
ア
と
新
し
い
生
活
様
式
の
探
究
、
そ
し
て
芸
術
の
愛
好
と
が
出
会
っ
た
地
域

の
歴
史
を
紹
介
す
る
﹁
モ
ン
テ
・
ヴ
ェ
リ
タ
﹂
を
企
画
し
て
い
る
︒
図
録
の
扉

に
は﹁
近
代
の
聖
な
る
地
誌
の
再
発
見
に
貢
献
す
る
た
め
の
地
域
的
な
人
類
学
﹂

と
い
う
、
副
題
と
見
な
せ
る
言
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
る︶
₃₄
︵

︒
同
展
は
、
一
九
七
八

年
十
一
月
か
ら
翌
七
九
年
一
月
ま
で
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
ク
ン
ス
ト
ハ
ウ
ス
で
開

催
さ
れ
、
同
年
ベ
ル
リ
ン
と
ウ
ィ
ー
ン
、
八
〇
年
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
へ
と
巡
回
し

た
の
ち
、
八
一
年
以
降
は
そ
の
聖
地
へ
﹁
里
帰
り
﹂
し
て
ア
ス
コ
ナ
の
モ
ン

テ
・
ヴ
ェ
リ
タ
に
あ
る
カ
ー
ザ
・
ア
ナ
ッ
タ
美
術
館
の
常
設
展
示
と
な
っ
て
い

る︶
₃₅
︵

︒
ス
イ
ス
と
イ
タ
リ
ア
の
国
境
沿
い
に
位
置
す
る
ア
ス
コ
ナ
に
は
、
十
九
世

紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
菜
食
主
義
者
、
生
活
改
革
者
、
ア
ナ
キ
ス

ト
、
神
智
学
者
、
心
霊
術
家
、
オ
カ
ル
ト
主
義
者
な
ど
様
々
な
思
想
的
背
景
を

持
っ
た
人
々
が
移
り
住
ん
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
生
活
様
式
を
追
求
し
た︶
₃₆
︵

︒
短
期

的
な
滞
在
者
や
訪
問
者
の
中
に
は
、
作
家
や
詩
人
、
芸
術
家
ら
が
多
数
含
ま
れ

て
お
り
、
そ
の
代
表
的
な
人
々
に
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
や
フ
ー
ゴ
・
バ
ル
、
ヤ

ウ
レ
ン
ス
キ
ー
、
ハ
ン
ス
・
ア
ル
プ
、
イ
ザ
ド
ラ
・
ダ
ン
カ
ン
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
る︶
₃₇
︵

︒

　

同
展
を
実
現
し
た
時
点
で
、
展
覧
会
企
画
者
と
し
て
の
ゼ
ー
マ
ン
の
経
歴
は

す
で
に
二
十
年
を
超
え
て
い
た
︒
そ
う
し
た
長
い
歳
月
を
隔
て
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
こ
の
﹁
モ
ン
テ
・
ヴ
ェ
リ
タ
﹂
と
、
ゼ
ー
マ
ン
が
そ
の
経
歴
を
開
始

す
る
一
九
五
七
年
に
企
画
し
た
二
つ
の
展
覧
会
は
、
フ
ー
ゴ
・
バ
ル
と
い
う
ダ

ダ
イ
ス
ト
を
介
し
て
一
本
の
線
で
結
ば
れ
て
い
る
︒
一
五
〇
作
家
の
八
〇
〇
点

が
展
示
さ
れ
た
と
い
う
﹁
絵
を
描
く
詩
人
︱
詩
を
書
く
画
家
﹂︵
一
九
五
七
年

二
七



八
月
︱
十
月
、
ザ
ン
ク
ト
・
ガ
レ
ン
美
術
館
︶
の
図
録
に
は
、
一
九
〇
〇
年

ま
で
の
十
五
名
、
一
九
〇
〇
年
以
降
の
四
十
六
名
の
合
計
八
十
一
名
の
文
学

者
や
画
家
の
名
前
と
、
百
八
十
点
の
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る︶
₃₈
︵

︒
図
録
に
記

載
さ
れ
た
八
十
一
名
の
作
家
の
中
に
フ
ー
ゴ
・
バ
ル
の
名
は
見
出
せ
な
い
が

︵
彼
の
盟
友
ト
リ
ス
タ
ン
・
ツ
ァ
ラ
の
名
は
あ
る
︶、
絵
を
描
く
詩
人
︱
詩
を
書

く
画
家
︵M

alende D
ichter-dichtende M

aler

︶
と
い
う
展
覧
会
タ
イ
ト
ル
は

﹁
言
葉
と
像
は
一
体
だ
︒
画
家
と
詩
人
は
全
体
に
属
し
て
互
い
に
係
わ
り
合
っ

て
い
る
︒︵D

as W
ort und das B

ild sind eins. M
aler und D

ichter gehören 

zusam
m

en.

︶﹂
と
い
う
バ
ル
の
言
葉
を
想
起
さ
せ
る︶
₃₉
︵

︒
そ
し
て
同
展
の
会
期
中

で
も
あ
る
九
月
、
ベ
ル
ン
の
小
劇
場
の
地
下
室
で
開
催
さ
れ
た
企
画
展
が
フ
ー

ゴ
・
バ
ル
の
回
顧
展
で
あ
っ
た
︒

　

わ
ず
か
四
十
一
年
と
い
う
短
い
生
涯
な
が
ら
劇
作
家
、
演
出
家
、
詩
人
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
多
方
面
に
活
躍
し
、
ダ
ダ
創
始
者
の
一
人
と
し
て
美

術
史
と
文
学
史
に
名
を
残
し
て
い
る
フ
ー
ゴ
・
バ
ル
に
つ
い
て
、
ユ
ー
ト
ピ
ア

主
義
者
と
い
う
見
方
を
直
ち
に
追
加
で
き
る
程
の
十
分
な
検
討
は
本
論
に
は
で

き
な
い
が
、
彼
の
﹁
日
記︶
₄₀
︵

﹂
に
散
見
さ
れ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
的
な
要
素
を
指

摘
し
、
展
覧
会
企
画
者
と
し
て
の
ゼ
ー
マ
ン
の
経
歴
が
、
そ
の
出
発
点
に
お
い

て
、
す
で
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
へ
の
親
近
性
を
見
せ
て
い
た
と
い
う
主
張
の
検

討
材
料
を
提
供
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
︒

　

バ
ル
の
﹁
日
記
﹂
の
一
九
一
四
年
三
月
に
つ
い
て
回
想
さ
れ
た
記
述
の
中

に
﹁
演
劇
だ
け
が
新
し
い
社
会
に
形
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹂
と
い
う
文

章
が
見
出
せ
る︶
₄₁
︵

︒
翌
一
五
年
十
一
月
六
日
の
記
述
に
は
﹁
人
間
は
、
子
供
の
こ

ろ
、
自
分
自
身
と
世
界
の
理
想
の
姿
を
ま
っ
た
く
自
明
な
も
の
と
し
て
夢
み
て

い
る
︒﹂
と
い
う
文
言
が
あ
り︶

₄₂
︵

、
さ
ら
に
一
七
年
三
月
五
日
の
記
述
に
は
﹁
夢

と
現
実
と
を
結
び
つ
け
る
道
、
し
か
も
、
は
る
か
か
な
た
の
夢
を
陳
腐
こ
の
上

な
い
現
実
と
結
び
つ
け
る
道
、
そ
れ
は
何
処
に
あ
る
の
か
︒
︙
︵
中
略
︶
︙
わ

た
し
の
芸
術
研
究
と
政
治
研
究
と
は
、
た
が
い
に
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
︒
だ
が
し
か
し
、
わ
た
し
は
、
両
者
に
架
け
る
橋
を
見
つ
け
よ
う
と
ひ
た

す
ら
努
め
て
い
る︶
₄₃
︵

︒﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
考
え

れ
ば
、
バ
ル
が
、
は
る
か
彼
方
の
存
在
と
し
て
夢
想
さ
れ
る
理
想
社
会
の
姿
を

芸
術
に
よ
っ
て
形
象
化
し
よ
う
と
努
め
て
い
た
と
理
解
で
き
る
︒
バ
ル
の
日
記

に
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
単
語
が
登
場
す
る
の
は
、﹁
こ
の
世
の
何
か
が
腐
敗
し
、

老
朽
し
て
い
る
︒
経
済
上
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
し
て
も
同
様
だ
︒﹂
と
い
う
一
九

一
五
年
六
月
三
十
日
付
け
の
記
述
の
み
の
よ
う
で
あ
る
が︶
₄₄
︵

、
こ
う
し
た
自
ら
の

社
会
に
対
す
る
批
評
精
神
も
ま
た
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
的
な
要
素
に
数
え
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
︒

　
﹁
日
記
﹂
は
バ
ル
の
没
年
、
一
九
二
七
年
に
﹃
時
代
か
ら
の
逃
走
﹄
と
い
う

名
で
刊
行
さ
れ
た
︒
バ
ル
が
同
書
の
執
筆
に
着
手
し
た
場
所
が
、
ア
ス
コ
ナ
の

別
荘
で
あ
っ
た︶
₄₅
︵

︒
フ
ー
ゴ
・
バ
ル
以
外
に
も
多
く
の
思
想
家
や
芸
術
家
た
ち
が

訪
れ
た
モ
ン
テ
・
ヴ
ェ
リ
タ
が
、
ゼ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
特
別
な
場
所
で
あ
り
続

け
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
彼
の
古
希
を
祝
っ
て
書
か
れ
た
二
〇
〇
三
年
の
新
聞

記
事
は
、
同
地
に
ゼ
ー
マ
ン
が
設
立
を
望
ん
で
い
る
美
術
館
が
未
だ
実
現
し
て

い
な
い
こ
と
に
触
れ
て
、﹁
テ
ィ
チ
ー
ノ
州
政
府
は
何
を
待
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
﹂
と
い
う
不
穏
な
一
文
で
結
ん
で
い
る︶
₄₆
︵

︒
〇
五
年
二
月
の
彼
の
死
後
、
〇

二
八



七
年
一
月
よ
り
、
先
述
の
カ
ー
ザ
・
ア
ナ
ッ
タ
美
術
館
の
展
示
品
を
含
む
ゼ
ー

マ
ン
が
集
め
た
資
料
は
、
モ
ン
テ
・
ヴ
ェ
リ
タ
財
団
の
管
理
下
へ
移
さ
れ
、﹁
ハ

ラ
ル
ド
・
ゼ
ー
マ
ン
基
金
﹂
の
名
称
で
運
営
さ
れ
て
い
る︶
₄₇
︵

︒

　

一
九
九
七
年
の
第
四
回
リ
ヨ
ン
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
、
九
九
年
と
二
〇
〇
一
年

の
第
四
十
八
回
、
四
十
九
回
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
に
つ
い
て
は
、

展
覧
会
を
実
際
に
見
る
機
会
を
得
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
﹁
他
者
﹂、﹁
全
開
放
﹂、﹁
人

類
の
舞
台
﹂
と
い
っ
た
副
題
が
与
え
ら
れ
た
国
際
美
術
展
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
の

中
で
も
、
リ
ヨ
ン
に
出
品
さ
れ
た
ク
リ
ス
・
バ
ー
デ
ン
の
︽
フ
ラ
イ
ン
グ
・
ス

チ
ー
ム
ロ
ー
ラ
ー
︾︵
一
九
九
一
︱
九
六
年
︶
は
、十
二
ト
ン
の
ス
チ
ー
ム
ロ
ー

ラ
ー
︵
地
面
を
固
め
る
重
機
︶
と
約
四
十
八
ト
ン
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
ブ
ロ
ッ

ク
を
天
秤
状
の
回
転
ア
ー
ム
に
釣
り
合
わ
せ
、
ロ
ー
ラ
ー
車
を
最
高
速
度
で
周

回
さ
せ
る
う
ち
に
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
ブ
ロ
ッ
ク
に
遠
心
力
が
働
い
て
ス
チ
ー

ム
ロ
ー
ラ
ー
を
宙
に
浮
か
せ
る
と
い
う
仕
組
み
で
、
目
を
疑
う
よ
う
な
光
景
を

出
現
さ
せ
る
注
目
作
で
あ
っ
た︶
₄₈
︵

︒
同
作
品
は
、
〇
一
年
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
も

出
品
が
検
討
さ
れ
た
が
、
展
覧
会
予
算
の
削
減
に
よ
っ
て
実
現
し
な
か
っ
た
と

伝
え
ら
れ
る︶
₄₉
︵

︒
作
品
に
使
用
さ
れ
た
ス
チ
ー
ム
ロ
ー
ラ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
海
軍

か
ら
の
払
い
下
げ
品
で
あ
る
︒
ゼ
ー
マ
ン
は
、
本
来
の
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て

平
和
主
義
を
表
わ
し
た
作
品
で
あ
り
、
実
験
精
神
に
溢
れ
た
想
像
力
を
具
現
化

し
た
も
の
と
評
し
て
い
る︶
₅₀
︵

︒
晩
年
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
登
場
す
る
﹁
す
べ
て
の

偉
大
な
芸
術
の
背
後
に
あ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
﹂
と
い
う
言
葉
の
実
例
の
一
つ
と
言

え
る
だ
ろ
う
︒

　

二
〇
〇
四
年
の
第
一
回
セ
ビ
ー
リ
ャ
国
際
現
代
美
術
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
副
題

﹁
私
の
夢
の
喜
び︵La alegría de m

is sueños

︶﹂︵
フ
ラ
メ
ン
コ
歌
手
カ
マ
ロ
ン
・

デ
・
ラ
・
イ
ス
ラ
の
詩
の
タ
イ
ト
ル
よ
り
借
用
さ
れ
た
︶
や
、
生
涯
最
後
の
企

画
と
な
っ
た
〇
五
年
の
﹁
夢
想
の
ベ
ル
ギ
ー
︵La B

elgique visionnaire

︶﹂
に

も
、
ゼ
ー
マ
ン
の
視
点
が
現
実
と
想
像
力
と
の
間
を
自
由
に
行
き
来
す
る
美
術

家
の
活
動
に
注
が
れ
て
い
た
様
子
が
看
取
さ
れ
る
︒

　

モ
ン
テ
・
ヴ
ェ
リ
タ
と
フ
ー
ゴ
・
バ
ル
、
そ
し
て
ド
ク
メ
ン
タ
５
の
一
つ
の

コ
ー
ナ
ー
と
、﹁
態
度
が
形
に
な
る
と
き
﹂
に
採
用
さ
れ
た
キ
ー
ス
・
ソ
ニ
ア

の
言
葉
、
ま
た
そ
の
後
の
い
く
つ
か
の
大
き
な
展
覧
会
の
テ
ー
マ
に
、﹁
私
は

す
べ
て
の
偉
大
な
芸
術
の
背
後
に
あ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
対
し
て
忠
実
で
あ
り
続

け
て
き
た
﹂
と
語
っ
た
ゼ
ー
マ
ン
の
企
画
思
想
の
表
出
を
確
認
で
き
る
︒﹁
強

迫
観
念
の
美
術
館
︵M

useum
 der O

bsessionen

︶﹂
や
﹁
精
神
的
雇
わ
れ
仕
事

の
代
行
業
︵A

gentur für geistige G
astarbeit

︶﹂
な
ど
、
ゼ
ー
マ
ン
に
は
自
ら

の
企
画
思
想
を
説
明
す
る
た
め
に
彼
自
身
が
考
え
出
し
た
言
い
回
し
が
す
で
に

あ
っ
た
が︶
₅₁
︵

、
そ
れ
ら
は
独
自
の
詩
的
な
閉
域
を
新
た
に
創
り
出
し
、
他
の
人
々

の
思
想
的
営
為
と
関
連
づ
け
て
論
じ
る
こ
と
を
難
し
く
し
て
い
た
︒
バ
ル
の

ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
に
つ
い
て
本
論
が
提
示
す
る
の
は
、試
論
の
域
に
と
ど
ま
る
︒

だ
が
、
バ
ル
の
﹁
日
記
﹂
か
ら
読
み
解
い
た
思
想
︱
︱
人
間
の
想
像
力
が
描
き

出
す
こ
と
の
で
き
る
理
想
社
会
の
姿
を
、
芸
術
を
通
し
て
目
に
見
え
る
も
の
に

す
る
こ
と
︱
︱
を
、
ゼ
ー
マ
ン
が
そ
の
生
涯
の
仕
事
と
見
定
め
て
い
た
可
能
性

を
示
唆
す
る
こ
と
は
、
十
分
出
来
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

二
九



　
　

三　

ユ
ー
ト
ピ
ア
学
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　

本
稿
に
限
ら
ず
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
︵utopianism

︶
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想

︵utopian thought
︶
は
、
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒

本
稿
の
第
一
節
で
は
、
ヘ
ル
ツ
ラ
ー
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
の
定
義
を
試
み
て
い

る
箇
所
を
訳
出
し
た
が
、明
解
と
は
言
い
難
い
︒マ
ン
フ
ォ
ー
ド
や
ヘ
ル
ツ
ラ
ー

の
研
究
が
公
刊
さ
れ
た
一
九
二
〇
年
代
以
降
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
研
究
は
一
領
域
を

形
成
し
た
と
言
え
る
程
、
文
学
史
や
社
会
思
想
史
の
領
域
で
隆
盛
し
、
一
九
九

九
年
に
は
関
連
す
る
人
物
と
事
項
を
収
録
し
た
歴
史
事
典
が
編
纂
さ
れ
る
ま
で

に
な
っ
た︶
₅₂
︵

︒
ま
た
、
単
著
と
し
て
は
九
一
年
に
オ
ー
プ
ン
・
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ

テ
ィ
の
叢
書
﹁
社
会
科
学
の
概
念
﹂
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
﹃
ユ
ー
ト
ピ
ア

主
義
﹄
が
刊
行
さ
れ
て
い
る︶
₅₃
︵

︒
だ
が
、
い
ず
れ
も
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
め
ぐ
る
思
想

や
運
動
の
多
様
性
を
歴
史
的
に
整
理
し
た
仕
事
で
あ
り
、
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
や
ヘ

ル
ツ
ラ
ー
と
比
べ
て
新
味
が
あ
る
と
は
言
い
難
い
︒
そ
れ
ら
と
比
べ
て
、
イ
マ

ニ
ュ
エ
ル
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
造
語﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
学︵utopistics
︶﹂は
、

既
存
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
や
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
一
線
を
画
す
も
の
と
し
て
構

想
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
／
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
﹂
に
新

た
な
光
を
照
射
し
、
両
者
に
一
定
の
役
割
分
担
を
割
り
振
る
可
能
性
を
拓
い
て

い
る
︒

　

ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
に
拠
れ
ば
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
学
は
﹁
私
た
ち
が
選
択
し

得
る
史
的
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
実
質
的
な
合
理
性
を
持
つ
か
否
か
を
判
断
す

る
行
為
﹂
を
指
す︶
₅₄
︵

︒
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
や
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
が
﹁
ど
こ
に
も
な

い
場
所
﹂
を
提
示
し
て
幻
想
を
育
て
た
結
果
、
そ
れ
を
求
め
て
努
力
し
た
人
々

に
幻
滅
を
も
た
ら
し
て
き
た
点
を
反
省
と
し
て
踏
ま
え
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
学
は
、

歴
史
的
理
解
に
根
ざ
し
て
選
択
可
能
な
複
数
の
未
来
像
を
構
想
し
、
私
た
ち
が

未
来
に
ど
の
よ
う
な
社
会
像
を
選
ぶ
か
を
見
定
め
、
科
学
や
道
徳
や
政
治
の
領

域
を
そ
の
未
来
社
会
の
実
現
と
い
う
目
的
に
調
和
さ
せ
て
い
く
行
為
と
し
て
構

想
さ
れ
て
い
る︶
₅₅
︵

︒
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
学
を
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
や
ユ
ー
ト
ピ
ア

思
想
に
対
す
る
反
省
と
現
実
路
線
へ
の
転
換
と
し
て
の
み
理
解
す
る
な
ら
ば
、

そ
こ
に
新
し
い
可
能
性
の
萌
芽
は
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
か
つ
て
マ
ン

フ
ォ
ー
ド
も
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
幻
想
世
界
に
封
印
し
、
現
実
の
世
界
に
エ
ウ
ト
ピ

ア
を
実
現
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
て
い
た︶
₅₆
︵

︒
し
か
し
彼
は
ま
た
、
正
し
い
エ
ウ

ト
ピ
ア
の
イ
ド
ラ
へ
と
人
々
を
導
く
役
割
を
芸
術
家
に
期
待
し
て
も
い
た
︒
マ

ン
フ
ォ
ー
ド
曰
く
、﹁
善
い
生
活
へ
の
直
観
が
生
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
偉
大
な

芸
術
家
以
外
に
そ
れ
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
人
間
は
い
な
い︶
₅₇
︵

﹂︒
ウ
ォ
ー
ラ
ー

ス
テ
イ
ン
も
、
人
間
の
創
造
性
を
担
保
に
、
よ
り
善
き
社
会
の
実
現
に
向
け
た

期
待
を
語
っ
て
い
る
点
で
は
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
と
同
じ
で
あ
る
が
、
ユ
ー
ト
ピ
ア

学
の
実
践
は
す
べ
て
の
人
々
に
期
待
さ
れ
て
お
り
、
芸
術
的
直
観
の
よ
う
な
も

の
を
必
要
と
し
て
い
な
い
点
で
異
な
る
︒
両
者
を
対
照
的
に
整
理
す
る
な
ら
、

マ
ン
フ
ォ
ー
ド
は
未
だ
実
現
せ
ざ
る
エ
ウ
ト
ピ
ア
を
芸
術
家
の
直
観
に
よ
っ
て

掴
み
取
ろ
う
と
す
る
未
来
先
取
り
型
の
思
考
で
あ
っ
て
特
別
の
才
能
に
そ
の
端

緒
が
あ
る
の
に
対
し
、
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
は
現
実
社
会
の
成
り
立
ち
と
そ

の
改
善
可
能
な
選
択
肢
に
未
来
の
社
会
像
を
探
る
現
状
分
析
型
の
思
考
で
あ
っ

て
、
な
る
べ
く
多
く
の
人
々
の
智
恵
と
協
働
と
を
必
要
と
し
て
い
る
︒
ウ
ォ
ー

三
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ラ
ー
ス
テ
イ
ン
曰
く
、﹁
私
が
提
起
し
て
い
る
の
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
を
想
起
し
て
欲
し
い
︒
私
は
よ
り
大
き
な
実
質
的
合
理
性
に
い
た
る

道
を
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
る︶
₅₈
︵

﹂︒こ
こ
に
私
た
ち
は
、ユ
ー
ト
ピ
ア
学
を﹁
ユ
ー

ト
ピ
ア
主
義
／
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
﹂
の
全
体
を
俯
瞰
す
る
立
場
、
す
な
わ
ち
そ

れ
ら
の
﹁
外
側
に
﹂
位
置
づ
け
る
可
能
性
を
手
に
入
れ
る
︒

　

ユ
ー
ト
ピ
ア
学
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
外
部
に
設
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
段
階
の
概
念
の
弁
別
が
可
能
に
な
る
︒
一
つ
は
﹁
狭
義

の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
﹂
と
﹁
広
義
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
﹂
の
区
別
︒
今
一
つ
は
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
実
現
へ
の
努
力
を
肯
定
的
に
見
る
﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
﹂
と
、
肯

定
否
定
に
関
わ
ら
ず
ユ
ー
ト
ピ
ア
概
念
に
何
ら
か
の
関
わ
り
を
持
つ
﹁
ユ
ー
ト

ピ
ア
思
想
﹂
の
区
別
で
あ
る
︒
集
合
の
概
念
を
用
い
て
整
理
す
れ
ば
、
ユ
ー
ト

ピ
ア
主
義＜

ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
︵
狭
義
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想＜

広
義
の
ユ
ー
ト

ピ
ア
思
想
︶
と
な
る
︒

　

ユ
ー
ト
ピ
ア
の
代
わ
り
に
エ
ウ
ト
ピ
ア
と
い
う
語
を
用
い
て
い
た
と
し
て
も

マ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
提
案
は
、
何
ら
か
の
善
き
社
会
像
の
実
現
を
目
指
し
て
い
る

点
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
に
分
類
さ
れ
る
︒
他
方
、
実
現
す
る
か
も
知
れ
な
い
悪

し
き
社
会
像
を
提
示
す
る
こ
と
で
目
指
さ
れ
る
べ
き
社
会
像
を
逆
照
射
す
る
よ

う
な
試
み
は
、
そ
の
描
か
れ
ざ
る
理
想
像
の
読
者
に
対
す
る
喚
起
力
に
応
じ
て

極
端
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
と
単
な
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
を
両
端
と
す
る
直
線

上
の
い
ず
れ
か
の
地
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
そ
し
て
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
概
念

と
何
ら
か
の
関
係
を
持
つ
思
考
は
す
べ
て
狭
義
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
に
含
み
込

ま
れ
る
が
、
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
学
﹂
の
よ
う
に
、
ユ
ー

ト
ピ
ア
像
を
拒
否
し
て
現
実
的
な
選
択
肢
か
ら
未
来
像
を
探
る
よ
う
な
提
案

は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
の
緊
張
関
係
の
ゆ
え
に
、
新
た
に
広
義
の
ユ
ー
ト
ピ

ア
思
想
と
い
っ
た
枠
組
み
を
設
定
し
て
そ
こ
に
含
み
込
む
こ
と
に
な
る
︒

　

以
上
に
述
べ
た
概
念
区
分
に
従
っ
て
、前
節
の
ハ
ラ
ル
ド
・
ゼ
ー
マ
ン
や
フ
ー

ゴ
・
バ
ル
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
マ
ン
フ
ォ
ー

ド
と
同
様
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ

う
︒
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
が
芸
術
家
に
エ
ウ
ト
ピ
ア
の
イ
ド
ラ
の
直
観
的
把
握
を
期

待
し
て
い
た
の
と
同
様
に
、
バ
ル
も
ま
た
芸
術
に
よ
っ
て
理
想
の
社
会
像
を
表

現
す
る
こ
と
を
課
題
と
捉
え
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
︒
ゼ
ー
マ
ン
が
﹁
す
べ
て
の

偉
大
な
芸
術
作
品
の
背
後
に
あ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
﹂
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
そ
こ

に
想
定
さ
れ
て
い
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
人
々
の
精
神
生
活
を
豊
か
に
す
る
啓
示
が

期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
︒
ヘ
ル
ツ
ラ
ー
の
議
論
に
つ
い
て
も
一

貫
し
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
を
肯
定
的
に
論
じ
て
い
る
の
で
矛
盾
は
な
い
︒
た
だ

し
、
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
議
論
を
子
細
に
検
討
し
た
場
合
に
は
、
悪
し
き
ユ
ー
ト

ピ
ア
の
イ
ド
ラ
と
し
て
カ
ン
ト
リ
ー
ハ
ウ
ス
、
コ
ー
ク
タ
ウ
ン
、
国
民
国
家
を

論
じ
て
い
る
箇
所
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
か
ら
は
み
出
し
て
、
狭
義
の
ユ
ー
ト
ピ

ア
思
想
の
枠
組
み
で
把
握
さ
れ
る
と
言
え
る
︒

　

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
第
五
十
回
国
際
美
術
展
︵
二
〇
〇
三
年
六

月
︱
十
一
月
、ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
市
内
各
所
︶
に
お
い
て
﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
・
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
﹂
を
企
画
し
た
モ
ー
リ
ー
・
ネ
ス
ビ
ッ
ト
、
ハ
ン
ス
・
ウ
ル
リ
ヒ
・
オ

ブ
リ
ス
ト
、
リ
ク
リ
ッ
ト
・
テ
ィ
ー
ラ
ワ
ニ
ッ
ト
ら
の
考
え
も
、
ユ
ー
ト
ピ
ア

を
﹁
触
媒
﹂
と
考
え
て
い
た
点
で︶
₅₉
︵

、
狭
義
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
外
側
、
す
な

三
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わ
ち
広
義
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
に
分
類
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
︒
ユ
ー
ト
ピ

ア
を
私
た
ち
の
社
会
と
芸
術
に
つ
い
て
の
議
論
を
誘
発
す
る
た
め
の
触
媒
と
位

置
づ
け
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
を
問
わ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
︒
同
展

が
意
図
し
て
い
る
の
は
、﹁
ど
の
よ
う
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
な
ら
正
当
性
を
持
ち
う

る
か
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
な
い
︒
三
人
の
連
名
に
よ
る
図
録
論
文
﹁
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
と
は
何
か
？
﹂
は
、
冒
頭
に
テ
オ
ド
ー
ル
・
ア
ド
ル
ノ
と
エ
ル
ン
ス
ト
・

ブ
ロ
ッ
ホ
に
よ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
め
ぐ
る
一
九
六
四
年
の
議
論
を
引
用
し
て
い

る
︒
ア
ド
ル
ノ
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
引
導
を
渡
そ
う
と
試
み
、
ブ
ロ
ッ
ホ
は
そ
の

延
命
を
図
る︶
₆₀
︵

︒

　

当
時
、
テ
レ
ビ
放
送
は
実
現
し
、
惑
星
間
旅
行
や
超
音
速
旅
客
機
の
実
現
も

視
野
に
入
っ
て
い
た
︒
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
夢
の
い
く
つ
か
は
実
現
さ
れ
た
が
、
次

か
ら
次
へ
の
達
成
と
そ
の
凡
庸
化
の
繰
り
返
し
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
ユ
ー
ト

ピ
ア
の
実
現
と
は
結
局
、﹁
今
日
﹂
と
同
じ
毎
日
の
繰
り
返
し
に
過
ぎ
な
い
、

と
ア
ド
ル
ノ
は
論
じ
る
︒
ブ
ロ
ッ
ホ
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
言
葉
の
力
は
失

効
し
た
が
、
科
学
空
想
小
説
や
﹁
も
し
何
々
で
あ
っ
た
な
ら
︙
︙
﹂
と
い
っ
た

言
葉
に
、ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
思
考
法
が
形
を
変
え
て
生
き
て
い
る
と
反
論
す
る
︒

ア
ド
ル
ノ
は
さ
ら
に
自
説
を
展
開
す
る
︒
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
異
な
る
社
会
を
想
像

す
る
力
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
全
体
的
な
刷
新
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
だ

が
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
達
成
は
い
ず
れ
も
部
分
的
で
あ
り
、
人
々
は
ま
っ
た
く
異

な
る
社
会
を
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
想
像
す
る
力
を
失
っ
て
い
る
︒唯
一
、ユ
ー

ト
ピ
ア
の
可
能
性
が
残
る
と
す
れ
ば
、﹁
死
か
ら
解
放
さ
れ
た
生
き
方
﹂
と
い

う
考
え
の
み
で
あ
っ
て
、
肯
定
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
像
も
い
か
な
る
ユ
ー
ト
ピ
ア

の
達
成
も
不
可
能
で
あ
る
︒
ブ
ロ
ッ
ホ
は
、
ベ
ル
ト
ル
ト
・
ブ
レ
ヒ
ト
の
﹁
何

か
が
足
り
な
い
﹂
と
い
う
言
葉
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
の
志
向
を
集
約
さ
せ
て
、
全

体
像
と
し
て
描
け
な
く
と
も
、
そ
こ
へ
近
づ
い
て
い
く
過
程
は
可
能
で
あ
る
と

す
る
︒

　
﹁
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か
？
﹂
の
執
筆
者
︵
た
ち
︶
は
、
ブ
ロ
ッ
ホ
＝
ブ

レ
ヒ
ト
の
﹁
何
か
が
足
り
な
い
﹂
か
ら
議
論
を
引
き
継
い
で
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の

探
究
が
過
去
の
土
台
の
上
に
築
か
れ
る
点
に
注
意
を
喚
起
す
る
︒
実
現
す
べ
き

未
来
像
を
先
取
り
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実
の
社
会
に
欠
け
て
い
る
部
分
を

補
っ
て
い
く
過
程
へ
と
視
点
を
切
り
換
え
る
議
論
の
方
向
付
け
は
、
ウ
ォ
ー

ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
﹃
ユ
ー
ト
ピ
ア
学
﹄
と
同
一
視
可
能
で
あ
る
︒

　
﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂
に
は
、
百
二
十
四
作
家
と
四
十
五
組
、

合
計
百
六
十
九
作
家
・
組
が
参
加
し
た
︒
ア
ル
セ
ナ
ー
レ
会
場
の
最
奥
部
の
一

画
に
展
開
さ
れ
て
い
た
同
企
画
展
は
、
小
さ
な
パ
ヴ
ィ
リ
オ
ン
や
イ
ン
ス
タ

レ
ー
シ
ョ
ン
、
さ
さ
や
か
な
オ
ブ
ジ
ェ
や
映
像
、
ポ
ス
タ
ー
の
展
示
が
中
心
で
、

ゼ
ー
マ
ン
の
企
画
展
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
大
が
か
り
な
作
品
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
︒
偉
大
な
芸
術
作
品
の
紹
介
で
は
な
く
、
多
く
の
現
代
作
家
た
ち
の
対
話
の

場
と
し
て
実
現
さ
れ
た
展
示
内
容
も
ま
た
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
と
狭
義
の
ユ
ー

ト
ピ
ア
思
想
か
ら
の
新
た
な
展
開
を
示
し
て
い
る
︒

　
　

四　

広
義
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
ド
ク
メ
ン
タ
（
13
）

　

ド
ク
メ
ン
タ︵
13
︶の
総
合
監
督
ク
リ
ス
ト
フ=

バ
カ
ル
ギ
エ
フ
の
図
録
エ
ッ

三
二



セ
イ
﹁
ダ
ン
ス
は
と
て
も
熱
狂
的
で
︙
︙
い
つ
ま
で
も
続
い
た
﹂
は
、
ユ
ー
ト

ピ
ア
に
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
︒
だ
が
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
冒
頭
の
文

章
は
ヘ
ル
ツ
ラ
ー
の
﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
﹂
を
め
ぐ
る
考
察
か
ら
﹁
ユ
ー
ト
ピ

ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂
の
企
画
者
た
ち
が
注
目
し
た
ブ
レ
ヒ
ト
の
言
葉
ま
で
を

結
ぶ
線
の
延
長
上
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
︒

　
　

 ﹁
美
術
の
謎
は
、
私
た
ち
が
最
早
そ
れ
が
そ
う
で
な
く
な
る
ま
で
、
そ
れ

に
気
が
つ
か
な
い
点
に
あ
る
︒
そ
し
て
さ
ら
に
、
美
術
は
そ
れ
が
何
で
あ

る
か
と
同
様
に
、
何
で
な
い
か
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
、
そ
れ
が
何
を
す
る

か
、
何
が
で
き
る
か
と
同
様
に
、
何
を
し
な
い
か
、
何
が
で
き
な
い
か
に

よ
っ
て
も
定
義
さ
れ
、
そ
れ
が
達
成
し
損
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
さ
え
も

定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る︶
₆₁
︵

︒﹂

　

ヘ
ル
ツ
ラ
ー
は
、
達
成
し
損
な
っ
た
社
会
像
か
ら
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
を
解
読

す
る
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
て
い
た
︒
ゼ
ー
マ
ン
が
、
偉
大
な
芸
術
の
背
後
に

ユ
ー
ト
ピ
ア
を
見
出
す
と
き
、
そ
れ
は
実
現
せ
ず
と
も
完
全
な
姿
を
し
て
い
た

は
ず
で
あ
る
︒
そ
し
て
、﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂
の
企
画
者
た
ち

が
期
待
し
た
よ
う
に
、現
代
作
家
た
ち
の
活
動
が
つ
ね
に
﹁
何
か
が
足
り
な
い
﹂

と
い
う
意
識
を
触
媒
と
し
て
発
展
し
続
け
る
な
ら
ば
、
ク
リ
ス
ト
フ=

バ
カ
ル

ギ
エ
フ
が
詩
的
に
表
現
し
た
よ
う
に
、
美
術
は
﹁
逃
げ
去
り
続
け
る
存
在
﹂
と

言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　

ク
リ
ス
ト
フ=

バ
カ
ル
ギ
エ
フ
の
エ
ッ
セ
イ
の
最
初
の
一
節
は
﹁
隕
石
の
視

点
か
ら
見
る
﹂
と
題
さ
れ
て
お
り
、
世
界
で
二
番
目
に
重
い
︵
三
十
七
ト
ン
︶

隕
石
エ
ル
・
チ
ャ
コ
を
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
か
ら
カ
ッ
セ
ル
の
展
覧
会
場
へ
運
ん
で

来
る
グ
リ
エ
ル
モ
・
フ
ァ
イ
ボ
ビ
ッ
チ
と
ニ
コ
ラ
ス
・
ゴ
ー
ル
ド
バ
ー
グ
に
よ

る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
地
元
の
人
々
と
関
係
者
の
反
対
に
よ
っ
て
実
現
し
な

か
っ
た
こ
と
を
め
ぐ
る
考
察
と
な
っ
て
い
る︶
₆₂
︵

︒
隕
石
は
二
十
世
紀
に
掘
り
起
こ

さ
れ
て
同
地
に
住
む
モ
コ
ヴ
ィ
︵M

ocoví / M
oqoit

︶
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
自

然
遺
産
で
あ
り
文
化
遺
産
と
な
っ
た
︒
し
か
し
、
隕
石
が
飛
来
し
た
の
は
数
千

年
前
で
あ
り
、
さ
ら
に
物
質
と
し
て
は
地
球
よ
り
も
古
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
る
︒
争
点
は
、
歴
史
的
で
政
治
的
な
も
の
で
あ
っ
た
︒﹁
先
住
民
﹂

と
呼
ば
れ
る
人
々
の
生
活
と
文
化
を
破
壊
し
て
き
た
西
欧
文
明
ま
た
は
近
代
文

明
の
歴
史
を
背
景
と
し
て
、
同
地
の
人
々
の
態
度
は
硬
化
し
、
人
類
学
者
た
ち

は
不
支
持
に
ま
わ
っ
た
︒
ク
リ
ス
ト
フ=

バ
カ
ル
ギ
エ
フ
は
隕
石
の
一
時
的
な

移
動
︵
＝
借
用
︶
に
よ
っ
て
、
カ
ッ
セ
ル
と
モ
コ
ヴ
ィ
の
人
々
を
想
像
の
世
界

で
結
び
つ
け
る
こ
と
が
本
来
の
意
図
で
あ
っ
た
と
説
明
す
る
が
、
現
実
に
は

人
々
を
分
断
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

　

エ
ル
・
チ
ャ
コ
を
め
ぐ
る
話
を
私
た
ち
の
議
論
に
引
き
つ
け
る
な
ら
ば
、
前

節
に
見
た
ア
ド
ル
ノ
の
議
論
に
接
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
彼
は
現
代
人
が

よ
り
善
い
社
会
を
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
構
想
し
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い

た
︒
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
分
析
を
借
り
て
ア
ド
ル
ノ
の
見
方
を
敷
衍
す
れ
ば
、
十

九
世
紀
以
降
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
が
、
禁
酒
協
会
や
貧
困
撲
滅
運
動
、
売
春
禁

止
団
体
な
ど
枝
葉
を
切
り
落
と
す
こ
と
に
力
を
注
ぐ
人
々
に
担
わ
れ
て
い
る
状

況
を
指
す
と
言
え
る
だ
ろ
う︶
₆₃
︵

︒
先
住
民
文
化
の
保
護
運
動
と
美
術
家
に
よ
る
移

三
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設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
衝
突
も
、
全
体
性
あ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
像
が
不
可
能
な
時
代

の
一
事
例
と
言
え
る
︒
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
ク
リ
ス
ト
フ=

バ
カ
ル
ギ
エ

フ
は
﹁
隕
石
の
視
点
﹂
を
設
定
し
て
、
地
球
上
の
出
来
事
を
そ
の
外
側
か
ら

俯
瞰
し
て
見
る
可
能
性
を
示
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど

ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
学
を
提
唱
し
て
﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
／

ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
﹂
を
対
象
化
し
た
手
法
と
似
て
い
る
︒
私
た
ち
は
ア
ド
ル
ノ

が
不
可
能
視
し
た
全
体
性
を
、
グ
ロ
ー
バ
リ
テ
ィ
︵
地
球
性
︶
や
プ
ラ
ネ
タ
リ

テ
ィ
︵
惑
星
性︶
₆₄
︵

︶
の
視
点
に
よ
っ
て
再
び
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
ド
ク
メ
ン
タ
︵
13
︶
に
限
ら
ず
、
現
代
社

会
の
課
題
に
新
た
な
視
点
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
る
国
際
美
術
展
の
企
画
方
針

は
、い
ず
れ
も
広
義
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
に
分
類
し
う
る
可
能
性
が
出
て
く
る
︒

　
　

お
わ
り
に

　

国
際
美
術
展
の
企
画
方
針
に
み
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
を
、
ゼ
ー
マ
ン
を
基
点

と
し
て
語
り
起
こ
し
、﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂
の
企
画
者
た
ち
か

ら
ド
ク
メ
ン
タ
︵
13
︶
の
ク
リ
ス
ト
フ=

バ
カ
ル
ギ
エ
フ
ま
で
受
け
継
が
れ
て

い
る
部
分
と
新
た
に
展
開
さ
れ
た
部
分
と
か
ら
な
る
芸
術
思
想
史
と
し
て
呈
示

す
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
っ
た
︒

　

ま
ず
、
受
け
継
が
れ
て
い
る
部
分
と
は
ど
の
よ
う
な
思
想
で
あ
ろ
う
か
︒
そ

れ
は
、
美
術
家
た
ち
の
視
点
と
そ
の
表
現
を
多
く
の
人
々
の
間
で
共
有
す
る
こ

と
が
、
よ
り
善
き
社
会
の
建
設
に
貢
献
し
得
る
と
い
う
信
念
で
あ
る
︒
そ
れ
は

ゼ
ー
マ
ン
か
ら
ク
リ
ス
ト
フ=

バ
カ
ル
ギ
エ
フ
ま
で
一
貫
し
て
お
り
、
さ
ら
に

ゼ
ー
マ
ン
以
前
に
つ
い
て
も
、
特
定
の
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
展
覧
会
を
企
画
す

る
こ
と
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
点
か
ら
、
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る

と
予
想
さ
れ
る
思
想
で
あ
る
︒
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
以
前
の
展
覧
会
史
は
、
大
ま
か

に
言
っ
て
、
ア
カ
デ
ミ
ー
が
主
催
す
る
サ
ロ
ン
の
時
代
と
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・

バ
ー
な
ど
の
美
術
館
館
長
に
よ
る
企
画
展
の
時
代
と
に
分
類
で
き
る
︒
ア
カ
デ

ミ
ー
の
時
代
に
も
テ
ー
マ
設
定
は
行
わ
れ
て
お
り
、美
術
館
館
長
の
時
代
、キ
ュ

レ
ー
タ
ー
の
時
代
へ
と
推
移
す
る
に
つ
れ
て
、
よ
り
大
き
く
複
雑
な
社
会
を
対

象
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

で
は
、
ゼ
ー
マ
ン
以
後
、
新
た
に
展
開
さ
れ
た
思
想
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
︒﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂
の
企
画

者
た
ち
︱
︱
ネ
ス
ビ
ッ
ト
、
オ
ブ
リ
ス
ト
、
テ
ィ
ー
ラ
ワ
ニ
ッ
ト
ら
は
、﹁
何

か
が
足
り
な
い
﹂
と
感
じ
て
い
る
、
よ
り
多
く
の
芸
術
家
の
視
点
を
集
結
さ
せ

る
こ
と
を
目
指
し
た
︒
そ
れ
は
偉
大
な
芸
術
の
背
後
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
像
を
感
じ

取
っ
て
い
た
ゼ
ー
マ
ン
と
は
異
な
る
企
画
の
方
針
で
あ
る
︒
尤
も
、﹁
ユ
ー
ト

ピ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
第
五
十
回
国
際

美
術
展
の
中
の
一
企
画
展
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
予
算
規
模
の
点
で
ド
ク
メ
ン
タ

等
と
比
べ
る
と
必
然
的
に
﹁
さ
さ
や
か
な
﹂
内
容
に
な
る
、
と
い
う
見
方
も
あ

り
得
る
︒こ
の
点
に
つ
い
て
補
足
す
れ
ば
、第
五
十
回
国
際
美
術
展
の
全
体
テ
ー

マ
は
﹁
夢
と
衝
突
﹂
で
あ
り
、
第
四
十
八
回
、
四
十
九
回
展
の
ゼ
ー
マ
ン
に
よ

る
連
続
企
画
を
受
け
て
、第
五
十
回
展
総
合
監
督
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ボ
ナ
ー

ミ
が
、
意
識
的
に
ゼ
ー
マ
ン
流
の
企
画
方
針
と
は
異
な
る
国
際
美
術
展
の
あ
り

三
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方
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
る︶
₆₅
︵

︒
ボ
ナ
ー
ミ
は
、
よ
り
多
く
の
キ
ュ

レ
ー
タ
ー
に
よ
る
協
働
を
打
出
し
て
い
た
︒﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂

が
三
人
の
共
同
企
画
で
あ
る
事
実
は
象
徴
的
で
あ
る
︒
ゼ
ー
マ
ン
が﹁
私
の
夢
﹂

に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
ボ
ナ
ー
ミ
は
そ
こ
に
﹁
衝
突
﹂
を
加
え

て
、観
客
の
目
を
夢
と
現
実
と
の
緊
張
関
係
に
向
け
さ
せ
た
と
言
え
る
︒﹁
ユ
ー

ト
ピ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂
も
ま
た
、
そ
う
し
た
全
体
テ
ー
マ
と
の
対
話
の
中

で
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
学
を
志
向
し
た
の
だ
と

言
え
る
︒﹁
何
か
が
足
り
な
い
﹂
と
い
う
感
覚
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
完
全

性
を
志
向
し
つ
つ
も
そ
の
全
体
像
を
具
体
的
に
描
き
出
す
に
は
至
っ
て
い
な
い

状
態
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
像
の
探
究
を
宙
吊
り
に
す
る
こ
う
し

た
考
え
方
を
狭
義
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
外
側
に
分
類
し
た
︒

　

ク
リ
ス
ト
フ=

バ
カ
ル
ギ
エ
フ
の
ド
ク
メ
ン
タ
︵
13
︶
の
企
画
方
針
に
は
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
に
直
接
言
及
し
な
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
思
想
が
確
認
で
き
る
︒
本

稿
で
は
そ
れ
も
ま
た
広
義
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
枠
の
内
に
収
め
た
︒
ユ
ー
ト

ピ
ア
像
を
宙
吊
り
に
し
た
ネ
ス
ビ
ッ
ト
、
オ
ブ
リ
ス
ト
、
テ
ィ
ー
ラ
ワ
ニ
ッ
ト

ら
の
企
画
思
想
と
、
隕
石
の
視
点
を
想
定
す
る
こ
と
で
地
球
上
の
諸
問
題
を
俯

瞰
す
る
外
部
か
ら
の
視
角
を
同
じ
も
の
と
断
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒し
か
し
、

本
稿
で
は
両
者
を
広
義
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
し
て
分
類
し
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
に

対
す
る
異
な
る
距
離
感
が
あ
る
と
指
摘
す
る
に
留
め
た
い
と
思
う
︒
な
ぜ
な
ら

ば
、
狭
義
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
広
義
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
の
線
引
き
は
相

対
的
な
も
の
で
、
今
後
も
新
た
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
全
体
を
俯
瞰
す
る
視
点
が

提
示
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
都
度
、
広
義
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
境
界
線
は
拡
張
さ

れ
、
従
来
、
狭
義
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
外
側
に
分
類
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、

そ
の
内
側
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
︒
現
時
点
で
言
え
る

こ
と
は
、﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂
の
企
画
方
針
は
狭
義
の
ユ
ー
ト

ピ
ア
思
想
の
﹁
す
ぐ
外
側
﹂
に
、
ド
ク
メ
ン
タ
︵
13
︶
の
企
画
方
針
は
広
義
の

ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
内
で
も
﹁
か
な
り
外
側
﹂
に
配
置
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
の

み
で
あ
る
︒

註︵
１
︶ C

arolyn C
hristov-B

akargiev, "The D
ance W

as Very Frenetic, 

Lively, R
attling, C

langing, R
olling, C

ontorted, and Lasted for A
 

Long Tim
e,"  dO

C
U

M
EN

TA

︵13

︶. The Book of Books. C
atalog 1/3 

︵O
stfildern: H

atje C
antz, 2012

︶: pp.30-44. ﹁precariousness

﹂
の

登
場
箇
所
は
、
三
六
頁
左
段
五
行
目
、
同
右
段
下
か
ら
七
行
目
、
三
七

頁
左
段
一
行
目
、
三
八
頁
左
段
の
節
の
区
切
り
の
下
か
ら
三
行
目
の
四

箇
所
、﹁precarious

﹂
は
、
四
四
頁
右
段
下
か
ら
八
行
目
に
登
場
す
る
︒

︵
２
︶ 

註
１　

C
hristov-B

akargiev, 37.

︵
３
︶ M

olly N
esbit, H

ans U
lrich O

brist, R
irkrit Tiravanija, "W

hat Is A
 

Station?" 50th International Art Exhibition. D
ream

s and C
onflicts: 

The D
ictatorship of The View

er ︵Venezia: La B
iennale di Venezia, 

2003
︶: pp.327-336. 

引
用
箇
所
は
、pp.328, 329.

︵
４
︶ 

註
３　

N
esbit et al., 336.

三
五



︵
５
︶ Tobia B

ezzola, R
om

an K
urzm

eyer ︵eds.

︶, H
arald Szeem

ann: w
ith 

by through because tow
ards despite: C

atalogue of All Exhibitions 

1957-2005 ︵Zürich: Voldem
eer, 2007

︶. 

引
用
し
た
言
葉
は
、
同
書
の

帯
の
裏
面
に
﹁H

arald Szeem
ann, D

ecem
ber 2002

﹂
と
い
う
情
報
と

と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

︵
６
︶ 

日
本
語
訳
は
、
以
下
を
参
照
し
た
上
で
、
ウ
ー
ト
ピ
ア
、
エ
ウ
ト
ピ
ア

の
違
い
を
際
立
た
せ
る
た
め
、
字
句
に
変
更
を
加
え
た
︒
渡
辺
一
夫
責

任
編
集
﹃
エ
ラ
ス
ム
ス 
ト
マ
ス
・
モ
ア
﹄︵
世
界
の
名
著
17
︶︵
中
央

公
論
社
、
一
九
六
九
年
︶、
四
八
九
頁
︒
ラ
テ
ン
語
テ
キ
ス
ト
は
、
以

下
を
参
照
︒O

xford English D
ictionary, 2nd ed. ︵1989

︶, "Eutopia": 

vol.V, p.444; G
eorge M

. Logan, R
obert M

. A
dam

s, C
larence H

. 

M
iller 

︵eds.

︶,  M
ore: U

topia. Latin Text and English Translation 

︵C
am

bridge U
P, 2006

︶: 18.

︵
７
︶ 

序
文
の
執
筆
者
に
つ
い
て
は
、
モ
ア
自
身
に
よ
る
、
あ
る
い
は
ア
ン
ト

ワ
ー
プ
の
役
人
ジ
ャ
イ
ル
ズ
の
書
い
た
も
の
に
多
く
の
加
筆
が
行
わ
れ

た
等
、
複
数
の
可
能
性
が
あ
る
︒
以
下
を
参
照
︒
伊
達
功
﹃
近
代
社
会

思
想
の
源
流
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、一
九
七
〇
年
︶、二
七
頁
︒ま
た
、﹁
言

葉
遊
び
﹂
と
の
解
釈
は
、
前
出
、
註
６
のO

ED
, "Eutopia" 

に
も
見
ら

れ
る
︒

︵
８
︶ 

註
６
の
渡
辺
一
夫
訳
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
﹁
不
可
有
郷
﹂
と
﹁
楽
園
﹂
が

充
て
ら
れ
て
い
る
︵
四
八
九
頁
︶︒
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
対
す
る
﹁
非
在
郷
﹂

の
訳
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー﹃
言
葉
と
物
﹄、
渡
辺
一
民
、
佐
々
木

明
訳
︵
新
潮
社
、
一
九
七
四
年
︶
に
拠
っ
た
︵
一
六
頁
︶︒﹁
福
楽
郷
﹂

に
つ
い
て
は
、
渡
辺
一
夫
訳
、
前
掲
書
、
四
八
九
頁
の
脚
注
を
参
考
に

し
た
︒

︵
９
︶ 

ト
マ
ス
・
モ
ア
﹃
ユ
ー
ト
ピ
ア
﹄、
平
井
正
穂
訳
︵
岩
波
書
店
、
一
九

五
七
年
︶
の
註
︵
二
三
五
頁
︶
を
参
照
︒

︵
10
︶ 

註
９　

モ
ア
、
二
二
三
頁
︒

︵
11
︶ O

xford English D
ictionary, 2nd ed. 

︵1989

︶, "U
topia": vol.X

IX
, 

pp.370-371.

︵
12
︶ Lew

is M
um

ford, The Story of U
topias 

︵N
ew

 Y
ork: B

oni and 

Liveright, 1922

︶. 

ル
イ
ス
・
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
﹃
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
系
譜

︱
理
想
の
都
市
と
は
何
か
﹄、
関
裕
三
郞
訳
︵
一
九
七
一
年
、
新
泉
社
︶︒

マ
ン
フ
ォ
ー
ド
﹃
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
思
想
史
的
省
察
﹄、月
森
左
知
訳
︵
新

評
論
、
一
九
九
七
年
︶︒

︵
13
︶ Joyce O

ram
el H

ertzler, The H
istory of U

topian Thought 

︵N
ew

 

York: M
acm

illan, 1923

︶.

︵
14
︶ 

藤
沢
令
夫
﹁﹃
国
家
﹄
解
説
﹂、﹃
プ
ラ
ト
ン
全
集
11　

ク
レ
イ
ト
ポ
ン 

国
家
﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
︶、
七
八
四
頁
︒

︵
15
︶ ﹁utopianism

﹂
は
、
註
12 M

unford, 123

︵
月
森
訳
一
四
八
頁
︶
と

M
unford, 259

︵
同
二
六
四
頁
︶︒﹁the history of utopian thought

﹂は
、

M
unford, 283

︵
同
二
八
六
頁
︶︒

︵
16
︶ 

註
12 M

um
ford, 12-13. 

マ
ン
フ
ォ
ー
ド
︵
月
森
訳
、
以
下
同
︶、
五
〇

︱
五
一
頁
︒
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︵
17
︶ 

註
13 H

ertzler, "Preface" ︵n.p.

︶.
︵
18
︶ 
註
12 

月
森
訳
四
四
頁
︒
四
〇
年
後
に
書
か
れ
た
序
文
︒

︵
19
︶ 
註
12 M

um
ford, ︵9

︶. 

マ
ン
フ
ォ
ー
ド
、
四
八
頁
︒

︵
20
︶ 

註
13 H

ertzler, 268.

︵
21
︶ 

註
20
に
同
じ
︒

︵
22
︶ 

註
13 H

ertzler, 278.

︵
23
︶ 

註
12 M

um
ford, 193. 

マ
ン
フ
ォ
ー
ド
、
二
〇
四
頁
︒
な
お
、
本
文
中

︵　

︶
内
の
﹁
田
園
の
大
邸
宅
﹂、﹁
石
炭
の
町
﹂
の
訳
語
は
、
関
訳
を

参
照
し
た
︒

︵
24
︶ 

註
12 M

um
ford, 199-200. 

マ
ン
フ
ォ
ー
ド
、
二
一
〇
︱
二
一
一
頁
︒

︵
25
︶ 

註
12 M

um
ford, 212. 

マ
ン
フ
ォ
ー
ド
、
二
二
二
︱
二
二
三
頁
︒

︵
26
︶ 

註
12 M

um
ford, 221. 

マ
ン
フ
ォ
ー
ド
、
二
三
一
頁
︒

︵
27
︶ 

註
12 M

um
ford, 233. 

マ
ン
フ
ォ
ー
ド
、
二
四
一
︱
二
四
二
頁
︒

︵
28
︶ 

原
題
は
﹁W

hen A
ttitudes Becom

e Form
: W

orks-Concepts-Processes-

Situations-Inform
ation

﹂︒
三
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
二
十
七
日
ま
で

ベ
ル
ン
の
ク
ン
ス
ト
ハ
レ
で
開
催
さ
れ
た
の
ち
、
五
月
九
日
か
ら
六
月

十
五
日
ま
で
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
の
ハ
ウ
ス
・
ラ
ン
ゲ
美
術
館
︵M

useum
 

H
aus Lange

︶、
八
月
二
十
八
日
か
ら
九
月
二
十
七
日
ま
で
ロ
ン
ド
ン

の
Ｉ
Ｃ
Ａ
︵The Institute of C

ontem
porary A

rt

︶
を
巡
回
︒
ゼ
ー
マ

ン
が
同
展
に
つ
い
て
語
っ
た
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
記
事
に
つ
い
て
は
以
下
を

参
照
︒"M

ind over M
atter: H

ans-U
lrich O

brist Talks w
ith H

arald 

Szeem
ann," Artforum

 35. 3 N
ov. 

︵1996

︶: 74-79, 111-12, 119, 

125; B
eti Žerov, "M

aking Things Possib le: A
 C

onversation w
ith 

H
arald Szeem

ann," M
anifesta Journal 1 ︵2003

︶: 22-31. 

ま
た
、

﹁
態
度
が
形
に
な
る
と
き
﹂
を
も
じ
っ
た
﹁
い
か
に
し
て
緯
度
は
形
に

な
る
か
﹂
な
ど
も
、
同
展
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
、
そ
の
影
響
力
を

う
か
が
わ
せ
る
例
で
あ
る
︒H

ow
 Latitudes Becom

e Form
s: Art in 

A G
lobal Age, C

urated by Philippe Vergne w
ith D

ouglas Fogle and 

O
lukem

i Ilesanm
i ︵M

inneapolis: W
alker A

rt C
enter, 2003

︶.

︵
29
︶ 

註
５ B

ezzola, et al.

︵eds.

︶, 256.

︵
30
︶ 

図
録
の
目
次
に
リ
ス
ト
化
さ
れ
て
い
る
美
術
家
の
数
を
も
と
に
算
出
︒

こ
れ
ら
の
中
に
は
、﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
﹂
で
展
示
さ
れ

た
建
築
家
や
、
フ
ィ
ル
ム
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
上
映
さ
れ
た
映
画
の
監
督

な
ど
は
含
ま
れ
て
い
な
い
︒D

ocum
enta 5: Befragung der Realität. 

Bildw
elten heute ︵K

assel: D
ocum

enta-G
m

bH
, 1972

︶: 12-13.

︵
31
︶ 

註
30 D

ocum
enta 5, fascicule 9.

︵
32
︶ H

ans H
einz H

olz, "K
ritische T

heorie des ästhetischen 

G
egenstandes," 

註
30 D

ocum
enta 5, fascicule 1: 57-62.

︵
33
︶ 

ド
ク
メ
ン
タ
５
開
催
に
向
け
た
﹁
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
﹂
の
第
二

弾
が
、
企
画
に
携
わ
っ
た
ゼ
ー
マ
ン
ほ
か
三
名
の
連
名
に
よ
っ
て
一

九
七
一
年
三
月
に
発
行
さ
れ
て
お
り
︵
第
一
弾
は
一
九
七
〇
年
五
︱

六
月
︶、
そ
こ
に
社
会
生
活
の
現
実
性
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
信

条
、
理
想
、
幻
想
な
ど
と
と
も
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒

Jean-C
hristophe A

m
m

ann, B
azon B

rock, and H
arald Szeem

ann, 

三
七



Inform
ation ︵M

arch, 1971

︶: reprinted in François A
ubart, et al., 

H
arald Szeem

ann: Individual M
ethodology ︵Zürich: JR

P R
ingier, 

2007
︶: 96.

︵
34
︶ M

onte Verità: Berg der W
ahrheit. Lokale Anthropologie als Beitrag 

zur W
iederentdeckung einer neuzeitlichen sakralen Topographie 

︵M
ilano: Electa, 1978

︶.

︵
35
︶ 

註
５ B

ezzola, et al.
︵eds.

︶, 411.　

カ
ー
ザ
・
ア
ナ
ッ
タ
美
術
館

︵M
useo C

asa A
natta

︶
の
基
本
情
報
は
ス
イ
ス
政
府
観
光
局
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
参
照
で
き
る
︒<http://w

w
w

.m
ysw

iss.jp/jp.cfm
/area/

region/12/offerpopup-TravelPoints-A
rtM

useum
s-235565.htm

l> 

︵2012/11/29

︶. 

よ
り
詳
細
な
情
報
は
、
モ
ン
テ
・
ヴ
ェ
リ
タ
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
参
照
︒<http://w

w
w

.m
onteverita.org/en/32/default.aspx> 

︵2012/11/29

︶.

︵
36
︶ 

上
山
安
敏
﹃
神
話
と
科
学
﹄︵
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
︶、
二
五
四
頁
︒

モ
ン
テ
・
ヴ
ェ
リ
タ
に
集
ま
っ
た
人
々
の
す
べ
て
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義

者
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
︒
だ
が
、
上
山
は
少
な
く
と
も
ア
ナ
キ
ス

ト
に
つ
い
て
は
、﹁
地
上
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
志
向
し
よ
う
と
す
る
ア
ナ
ー

キ
ス
ト
﹂
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
︒
ま
た
、
同
地
域
の
文
化
思
想

史
に
つ
い
て
研
究
を
ま
と
め
た
マ
ー
テ
ィ
ン
・
グ
リ
ー
ン
は
﹁
対
抗
文

化
﹂
と
い
う
括
り
で
論
じ
て
い
る
が
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
モ
ン
タ

レ
ー
半
島
の
植
民
村
と
の
共
通
点
を
論
じ
る
に
際
に
、
両
者
を
﹁
ユ
ー

ト
ピ
ア
的
共
同
体
﹂
と
形
容
し
て
い
る
︒
マ
ー
テ
ィ
ン
・
グ
リ
ー
ン
﹃
真

理
の
山
︱
ア
ス
コ
ー
ナ
対
抗
文
化
年
代
記
﹄、
進
藤
英
樹
訳
︵
平
凡
社
、

一
九
九
八
年
︶、
三
四
一
頁
︒
ま
た
、
ゼ
ー
マ
ン
の
﹁
モ
ン
テ
・
ヴ
ェ

リ
タ
﹂
と
同
時
期
、
同
地
の
中
心
人
物
の
一
人
カ
ー
ル
・
グ
レ
ー
ザ
ー

の
最
晩
年
に
直
接
会
っ
た
こ
と
の
あ
る
ヘ
ル
マ
ン
・
ミ
ュ
ラ
ー
が
モ
ン

テ
・
ヴ
ェ
リ
タ
で
祝
祭
を
執
り
行
い
、
そ
の
場
を
﹁
モ
ン
テ
・
ウ
ー
ト

ピ
ア
﹂
と
名
づ
け
た
と
い
う
︒
グ
リ
ー
ン
、
前
掲
書
、
二
二
八
頁
︒

︵
37
︶ 

関
根
伸
一
郎
﹃
ア
ス
コ
ー
ナ
︱
文
明
か
ら
の
逃
走
﹄︵
三
元
社
、
二
〇

〇
二
年
︶︒
ヘ
ッ
セ
＝
一
二
六
頁
、
バ
ル
＝
一
四
六
頁
、
ア
ル
プ
＝
一

四
七
頁
、
ダ
ン
カ
ン
＝
一
五
八
頁
、
ヤ
ウ
レ
ン
ス
キ
ー
＝
一
六
〇
頁
︒

︵
38
︶ M

alende D
ichter, dichtende M

aler

︵Zürich: A
rche, 1957

︶.

︵
39
︶ 

フ
ー
ゴ
・
バ
ル
﹃
時
代
か
ら
の
逃
走
︱
ダ
ダ
創
設
者
の
日
記
﹄、
土

肥
美
夫
、
近
藤
公
一
訳
︵
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
五
年
︶、
一
二
七

頁
︒H

ugo B
all, D

ie Flucht aus der Zeit

︵Luzern: Joseph Stocker, 

1946

︶: 95.

︵
40
︶ 

記
述
形
式
と
し
て
は
日
記
風
で
あ
る
が
、
手
記
を
も
と
に
後
年
加
筆
さ

れ
た
回
想
的
性
格
の
強
い
著
作
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
註

39 

バ
ル
﹃
時
代
か
ら
の
逃
走
﹄
所
収
、
土
肥
美
夫
﹁
あ
と
が
き
﹂、
二

八
八
︱
二
八
九
頁
︒

︵
41
︶ 
註
39 

バ
ル
、
一
五
頁
︒

︵
42
︶ 
註
39 

バ
ル
、
八
三
頁
︒

︵
43
︶ 

註
39 
バ
ル
、
一
八
六
︱
一
八
七
頁
︒

︵
44
︶ 

註
39 
バ
ル
、
四
五
頁
︒B

all, 31.

三
八



︵
45
︶ 

註
37 

関
根
、
一
四
六
頁
︒

︵
46
︶ R

om
an K

urzm
eyer, "D

er K
ünstlerkurator: Z

um
 siebzigsten 

G
eburtstag von H

arald Szeem
ann," in N

eue Zürcher Zeitung 
︵June 11, 2003

︶: reprinted in English trans. in

註
５ B

ezzola, et 

al.

︵eds.
︶, 698-699.

︵
47
︶  

註
35
の
モ
ン
テ
・
ヴ
ェ
リ
タ
の
サ
イ
ト
内
に
﹁
ハ
ラ
ル
ド
・
ゼ
ー
マ
ン

基
金
﹂
の
ペ
ー
ジ
が
設
け
ら
れ
て
い
る
︒<http://w

w
w

.m
onteverita.

org/en/92/fondo-harald-szeem
ann.aspx > ︵2012/11/29

︶.

︵
48
︶ 4e Biennale d'Art contem

porain de Lyon: l'autre ︵Paris: R
éunion 

des M
usées N

ationaux, 1997

︶: 102-103.

︵
49
︶ H

arald Szeem
ann, "The Tim

eless, G
rand N

arration of H
um

an 

Existence in Its Tim
e," 49. Esposizione International d'Arte: La 

Biennale di Venezia, vol.1 ︵M
ilano: Electa, 2001
︶: xix.

︵
50
︶ 

註
49
に
同
じ
︒

︵
51
︶ 

註
５ B

ezzola, et al.

︵eds.

︶, 280-281, 370-379.

︵
52
︶ R

ichard C
. S. Trahair, U

topias and U
topians: An H

istorical 

D
ictionary ︵London: Fitzroy D

earborn, 1999

︶.

︵
53
︶ K

rishan K
um

ar, U
topianism

 ︵M
ilton K

eynes: O
pen U

P, 1991

︶. 

ク

リ
シ
ャ
ン
・
ク
マ
ー﹃
ユ
ー
ト
ピ
ア
ニ
ズ
ム
﹄、
菊
池
理
夫
、
有
賀
誠
訳

︵
昭
和
堂
、
一
九
九
三
年
︶︒

︵
54
︶ Im

m
anuel W

allerstein, U
topistics, or, H

istorical C
hoices of the 

Tw
enty-first C

entury ︵N
ew

 York: N
ew

 Press, 1998

︶. 

イ
マ
ニ
ュ
エ

ル
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
﹃
ユ
ー
ト
ピ
ス
テ
ィ
ク
ス
︱
21
世
紀
の

歴
史
的
選
択
﹄、
松
岡
利
道
訳
︵
藤
原
書
店
、
一
九
九
九
年
︶、
一
〇

頁
︒
書
名
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂

の
企
画
者
た
ち
に
よ
る
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
へ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー

を
参
考
に
﹁
ユ
ー
ト
ピ
ア
学
﹂
と
訳
出
し
た
︒"M

eeting Im
m

anuel 

W
allerstein," 

註
３ 50th International Art Exhibition, 369.

︵
55
︶ 

註
54 W

allerstein, 1-2. 

ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
、
九
︱
一
一
頁
︒

︵
56
︶ 

註
12 M

um
ford, 267-268. 

マ
ン
フ
ォ
ー
ド
、
二
七
〇
︱
二
七
一
頁
︒

︵
57
︶ 

註
12 M

um
ford, 290. 

マ
ン
フ
ォ
ー
ド
、
二
九
二
頁
︒

︵
58
︶ 

註
54 W

allerstein, 78. 

ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
、
一
三
二
頁
︒

︵
59
︶ 

註
３ N

esbit et al., 333.

︵
60
︶ 

註
３ N

esbit et al., 327.

︵
61
︶ 

註
１ C

hristov-B
akargiev, 30.

︵
62
︶ 

註
61
に
同
じ
︒

︵
63
︶ 

註
12 M

um
ford, 125, 137. 

マ
ン
フ
ォ
ー
ド
、
一
五
〇
、
一
五
九
頁
︒

︵
64
︶ 

Ｇ
・
Ｃ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
﹃
あ
る
学
問
の
死
︱
惑
星
思
考
の
比
較
文
学
へ
﹄、

上
村
忠
男
、
鈴
木
聡
訳
︵
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
四
年
︶

︵
65
︶ 

松
井
み
ど
り｢

総
合
デ
ィ
レ
ク
タ
ー 

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ボ
ナ
ー
ミ 

イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー｣

、﹃
美
術
手
帖
﹄
第
八
三
九
号
、
二
〇
〇
三
年
九
月
、

四
二
頁
︒

　

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会 

平
成
二
十
三
︱
二
十
五
年
度
科
学
研
究
費
補

三
九



助
金
︵
基
盤
研
究
Ａ
︶﹁
社
会
シ
ス
テ
ム
︿
芸
術
﹀
と
そ
の
変
容
︱
現
代
に
お

け
る
視
覚
文
化
／
美
術
の
理
論
構
築
﹂︵
研
究
代
表
者
＝
長
田
謙
一
︵
首
都
大

学
東
京
教
授
︶、
課
題
番
号
２
３
２
４
２
０
１
５
︶
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部

で
あ
る
︒

四
〇


