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幸

美
術
史
と
は
―
芸
術
家
の
視
線

美
術
史
と
は
、
事
実
事
象
の
時
間
的
連
鎖
に
一
定
の
因
果
関
係
を
見
極

め
、「
物
」
と
し
て
我
々
に
手
渡
さ
れ
た
芸
術
作
品
に
文
脈
を
与
え
、
我
々

の
生
き
て
い
る
社
会
的
空
間
と
の
間
に
連
続
性
を
与
え
る
試
み
と
考
え
ら

れ
る
―
少
な
く
と
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
史
観
の
影
響
下
に
あ
る
今
日

の
美
術
史
に
と
っ
て
は
、
背
景
と
し
て
の
歴
史
が
存
在
し
、
次
に
そ
の
中

に
モ
ノ
と
し
て
の
美
術
作
品
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
前
提
は
絶
対
的
な
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

だ
が
、
美
術
史
が
歴
史
学
の
下
位
分
野
と
し
て
成
立
す
る
以
前
か
ら
、

芸
術
制
作
の
営
み
は
営
々
と
続
け
ら
れ
て
き
た
。
近
代
以
降
は
我
々
美
術

史
家
と
同
様
の
歴
史
感
覚
に
基
づ
い
て
、
自
ら
の
作
品
を
進
ん
で
歴
史
の

一
角
に
置
き
、
批
評
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
す
る
美
術
家
も
珍
し
く
な

く
な
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
作
品
を
制
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
美
術
史
を
織

り
あ
げ
る
営
み
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
芸
術
家
が
歴
史
と
対
峙
す
る

時
、
内
省
と
葛
藤
は
つ
き
も
の
で
あ
る
。
芸
術
家
が
「
時
の
経
過
に
よ
っ

て
古
び
な
い
価
値
（
＝
普
遍
性
）」
を
追
求
す
る
時
、
そ
こ
に
作
品
が
歴
史

の
評
価
に
曝
さ
れ
、
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
へ
の
抵
抗
と
い
う
側
面
が
含
ま

れ
て
き
た
の
は
、
否
定
し
よ
う
が
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
芸

術
家
と
時
間
と
の
諸
々
の
関
係
性
の
一
面
に
過
ぎ
な
い
。
時
と
い
う
審
判

者
は
、
人
工
物
で
あ
る
芸
術
作
品
を
古
び
さ
せ
も
す
る
が
、
ま
た
そ
こ
に

制
作
時
に
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
意
味
を
新
た
に
付
け
加
え
る

こ
と
も
あ
る
。
作
品
が
時
間
と
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
孕
み
う
る
こ
う
し

た
性
質
を
掬
い
と
り
、
人
の
業
で
あ
る
芸
術
表
現
に
、
時
代
の
意
志
と
で

も
い
う
べ
き
必
然
を
見
出
そ
う
と
す
る
者
も
い
た
。
例
え
ば
事
象
の
連
鎖

で
は
な
く
、
意
識
の
繋
が
り
と
し
て
芸
術
作
品
を
捉
え
る
時
、
芸
術
家
は
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ま
た
、
よ
り
大
き
な
存
在
に
同
化
し
、
自
ら
の
制
作
に
歴
史
的
使
命
を
見

出
す
こ
と
に
な
る
。
建
築
家
フ
ー
ゴ
ー
・
ヘ
リ
ン
グ
（
一
八
八
二
―
一
九

五
八
）
は
そ
の
よ
う
な
一
人
で
あ
り
、
芸
術
家
と
歴
史
と
の
関
わ
り
に
つ

い
て
興
味
深
い
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
存
在
で
あ
る
。

へ
リ
ン
グ
は
所
謂
「
ノ
イ
エ
ス
・
バ
ウ
エ
ン
（
新
建
築
）」
と
呼
ば
れ
る

現
象
を
担
う
一
人
で
あ
り
、
今
日
で
は
所
謂
「
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
・
ア
ー
キ

テ
ク
チ
ャ
ー
（
有
機
的
建
築
）」
の
創
始
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
が
、
妥
協
を
嫌
い
、
僅
か
の
作
品
し
か
残
さ
な
か
っ
た
た
め
死
後
間
も

な
く
忘
れ
ら
れ
、
現
在
で
は
そ
の
後
継
的
存
在
と
目
さ
れ
る
ハ
ン
ス
・
シ

ャ
ロ
ウ
ン
の
影
に
す
っ
か
り
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

「
新
建
築
（
ノ
イ
エ
ス
・
バ
ウ
エ
ン
）」
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
で
は
「
ア

ー
キ
テ
ク
チ
ュ
ー
ル
・
モ
デ
ル
ヌ
」
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
存
在
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
ヘ
リ
ン
グ
は
ド
イ
ツ
語
で
あ
る
「
ノ
イ
エ
ス
・
バ

ウ
エ
ン
」
を
、
ド
イ
ツ
語
圏
固
有
の
事
象
で
あ
る
と
捉
え
て
そ
れ
以
外
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
と
厳
密
に
区
別
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
発
生
を
歴
史
的
背

景
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
必
然
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
試
み
た
1
。
但
し
そ

の
「
必
然
」
の
意
味
は
、
ヘ
リ
ン
グ
が
晩
年
神
秘
主
義
的
傾
向
に
接
近
し
、

歴
史
を
偶
発
的
事
象
の
連
鎖
と
し
て
で
は
な
く
「
既
に
与
え
ら
れ
た
世
界
」

の
時
系
列
的
顕
現
と
し
て
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
美
術
史
の
立

場
か
ら
は
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
、

ヘ
リ
ン
グ
の
「
歴
史
観
」
を
今
一
度
検
証
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
芸
術
家
に
と
っ
て
の
時
間
が
相
対
的
で
主
観
的
な
も
の
に
な
り

う
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
中
に
見
え
隠
れ
す
る
「
真
実
ら
し
さ
」

が
時
に
「
事
実
」
へ
と
繋
が
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
そ
れ
は
示
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

忘
れ
ら
れ
た
建
築
家　

フ
ー
ゴ
ー
・
ヘ
リ
ン
グ

シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
地
方
の
小
都
市
ビ
ー
ベ
ラ
ッ
ハ
に
生
を
受
け
た
ヘ
リ

ン
グ
は
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
や
ド
レ
ス
デ
ン
で
建
築
を
学
び
、
一
九

一
四
年
ま
で
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
建
築
事
務
所
に
籍
を
置
い
た
が
、
第
一

次
大
戦
へ
の
従
軍
に
よ
る
中
断
を
経
て
一
九
二
一
年
か
ら
ベ
ル
リ
ン
に

移
転
、
独
立
し
た
建
築
家
と
し
て
の
活
動
を
開
始
し
た
。
一
九
二
三
・

二
四
年
に
ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ
と
と
も
に
「
ノ
イ
エ
ス
・

バ
ウ
エ
ン
」
推
進
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
ベ
ル
リ
ン
で
「
ツ
ェ
ー
ナ
ー
リ
ン

グ
（
十
人
会
）」
を
設
立
し
た
。
こ
れ
は
の
ち
に
ベ
ル
リ
ン
を
超
え
て
拡
充

さ
れ
「
建
築
家
協
会　

リ
ン
グ
」
へ
と
改
組
さ
れ
る
。
設
立
時
よ
り
ヘ
リ

ン
グ
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
推
進
力
と
し
て
書
記
を
務
め
る
傍
ら
、
十
一
月

会
（N

ovem
bergruppe

）
の
一
員
と
し
て
数
々
の
設
計
を
発
表
し
、
フ
リ

ー
ド
リ
ヒ
シ
ュ
ト
ラ
ー
セ
駅
の
高
層
建
築
や
テ
ィ
ア
ガ
ル
テ
ン
シ
ュ
ト
ラ

ー
セ
の
百
貨
店
、
ベ
ル
リ
ン
分
離
派
の
展
覧
会
場
の
設
計
コ
ン
ペ
に
参
加

し
た
。
建
築
家
と
し
て
最
も
充
実
し
た
活
動
を
展
開
し
て
い
た
一
九
二
五

年
、
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
方
の
ペ
ー
ニ
ッ
ツ
湖
畔
に
建
設
し
た
牛
舎
（
図

１
、
２
）
が
現
在
で
も
代
表
作
と
見
做
さ
れ
て
い
る
が
、
ヘ
リ
ン
グ
自
身

が
最
も
重
視
し
た
の
は
住
宅
建
築
で
あ
り
、
晩
年
一
九
五
〇
年
頃
友
人
の

求
め
に
応
じ
て
ビ
ー
ベ
ラ
ッ
ハ
に
建
設
し
た
二
軒
の
住
宅
が
最
後
の
作
品
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と
な
っ
た
。

思
想
家
と
し
て
の
ヘ
リ
ン
グ
の
歩
み
は
、
ナ
チ
の
台
頭
と
と
も
に
建
築

家
と
し
て
の
活
動
を
休
止
し
た
一
九
三
五
年
頃
に
始
ま
る
。
暫
く
は
ベ
ル

リ
ン
の
私
立
の
造
形
学
校
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
が
、
一
九
四
三
年
に
校

舎
が
破
壊
さ
れ
る
と
故
郷
ビ
ー
ベ
ラ
ッ
ハ
に
帰
省
し
、
執
筆
活
動
に
専
念

す
る
こ
と
に
な
る
。
戦
後
は
か
つ
て
建
築
を
学
ん
だ
出
身
校
シ
ュ
ト
ゥ
ッ

ト
ガ
ル
ト
工
科
大
学
で
の
研
究
を
再
開
し
、
一
九
五
〇
年
に
博
士
号
を
取

得
し
た
。
五
〇
年
代
に
ベ
ル
リ
ン
の
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
で
行
っ
た
二
回
の

講
演
は
そ
の
思
想
の
集
大
成
と
見
做
さ
れ
て
お
り
、
未
出
版
の
草
稿
や

「
リ
ン
グ
」
の
機
関
紙
に
掲
載
し
た
論
考
に
こ
の
講
演
を
加
え
た
著
作
集

が
一
九
六
五
年
に
纏
め
て
出
版
さ
れ
て
い
る
2
。
思
想
家
と
し
て
の
ヘ
リ

ン
グ
を
高
く
評
価
し
て
い
た
ユ
リ
ウ
ス
・
ポ
ー
ゼ
ナ
ー
（
一
九
〇
四
―
一

九
九
六
）
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
ロ
ン
ド
ン
の
建
築
協
会
で
行
っ
た
ド
イ

ツ
近
代
建
築
史
に
つ
い
て
の
講
演
で
「
タ
ウ
ト
で
さ
え
も
、
へ
リ
ン
グ
に

比
較
す
れ
ば
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
で
し
か
な
い
」
と
言
い
き
っ
た
3
。

ゴ
シ
ッ
ク
か
ら
「
動
き
の
建
築
」
へ

ヘ
リ
ン
グ
の
建
築
史
に
対
す
る
探
求
は
、
恐
ら
く
は
自
身
の
創
作
を
起

点
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
。
追
跡
で
き
る
限
り
で
も
っ
と
も
初
期
の
作
品
で

あ
る
ラ
イ
プ
チ
ィ
ヒ
駅
の
建
築
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
へ
の
参
加
作
品
（
図

3
）
は
、
中
世
の
城
砦
の
よ
う
な
堅
固
な
壁
面
に
尖
塔
ア
ー
チ
の
開
口
部

を
設
け
る
な
ど
、
随
所
に
ゴ
シ
ッ
ク
へ
の
志
向
を
窺
わ
せ
る
要
素
が
あ
し

図2 ガルカウ農場　牛舎（平面図）1925

図1 ガルカウ農場　牛舎　1925
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ら
わ
れ
て
い
る
4
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
イ
ギ
リ
ス
の
ゴ
シ
ッ
ク
・
リ
バ
イ

バ
ル
や
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
の
流
れ
を
汲
む
こ
の
傾
向
は
、

ヘ
リ
ン
グ
が
ベ
ル
リ
ン
に
事
務
所
を
開
設
す
る
一
九
二
〇
年
代
初
頭
ま
で

持
続
す
る
が
、
尖
塔
ア
ー
チ
が
消
滅
し
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
は
ヘ
リ
ン

グ
の
転
向
を
意
味
し
な
い
。
寧
ろ
ヘ
リ
ン
グ
の
ゴ
シ
ッ
ク
は
「
新
建
築
」

の
実
践
と
融
合
す
る
こ
と
で
よ
り
内
在
的
か
つ
本
質
的
な
要
素
と
し
て
進

化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ラ
イ
プ
チ
ヒ
駅
設
計
案
の
十
四
年
後
、
自
ら
改
良
を
加
え
た
《
あ
る

駅
舎
》
の
平
面
図
を
見
て
み
よ
う
（
図
4
）。
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
に
典
型
的

な
、
並
行
し
て
並
べ
ら
れ
た
線
路
に
向
か
い
合
う
入
口
ホ
ー
ル
の
壁
面
に

は
、
ほ
ぼ
全
て
に
緩
や
か
な
曲
面
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
出
入
り
口
に
示

さ
れ
た
矢
印
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
曲
面
は
切
符
購
入
か
ら
待
合
室
、
手

荷
物
預
か
り
所
、
売
店
か
ら
車
両
の
昇
降
に
至
る
ま
で
駅
施
設
を
彷
徨
す

る
群
衆
の
動
線
を
顕
し
て
お
り
、
装
飾
で
は
な
い
。
同
様
の
発
想
は
一
九

二
五
年
の
「
牛
舎
」
で
更
に
戦
略
的
に
進
化
す
る
）。
四
十
二
頭
の
牛
を
収

容
す
る
た
め
に
設
計
さ
れ
た
こ
の
建
造
物
は
、
家
畜
小
屋
と
聞
い
て
我
々

が
連
想
す
る
よ
う
な
、
通
路
を
挟
ん
で
家
畜
が
向
か

い
合
う
、
単
純
な
箱
型
を
し
て
い
な
い
。
直
線
と
曲

線
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
不
規
則
な
外
観
は
、
ま
ず
は

「
感
染
症
の
蔓
延
を
防
ぐ
た
め
」
に
牛
を
背
中
合
わ

せ
に
配
置
し
、
通
風
を
確
保
し
た
上
で
効
率
よ
く
給

水
、
給
餌
、
搾
乳
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
と
熟
慮
し
た

末
に
生
ま
れ
た
形
で
あ
る
。
使
用
者
の
「
目
的
」
を

定
義
し
、
そ
の
遂
行
の
た
め
に
生
じ
た
「
動
き
」
か

ら
形
を
立
体
的
に
浮
上
さ
せ
、
構
造
物
へ
と
落
と
し

込
む
手
法
は
、
機
能
主
義
の
原
初
的
な
形
態
で
あ
る

と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
機
能
主
義
と
い
う
こ
と
ば

今
日
で
は
合
理
主
義
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
り
、
有
機
的

形
と
は
対
立
す
る
か
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
使
用
さ

れ
て
い
る
。
ヘ
リ
ン
グ
自
身
も
「
機
能
的
」
と
の
形

容
は
使
用
し
て
も
「
機
能
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
使

図3 1907年のライプツィヒ駅舎改築コンペに基づく習
作　1921年

図4 1907年の駅舎改築案に基づくある駅舎。平面図
（1:100） 1921年
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っ
て
は
い
な
い
。
だ
が
ヘ
リ
ン
グ
が
追
求
し
た
建
築
の
「
動
き
」
は
そ
の

機
能
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
更
に
そ
の
有
機
的
な
表
象

は
、
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
を
起
点
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
設
計
者
の

立
場
か
ら
形
成
さ
れ
た
そ
の
歴
史
観
を
理
解
す
る
た
め
に
は
必
要
な
前
提

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
有
機
派
」
と
「
幾
何
学
派
」

十
九
世
紀
、
文
学
や
建
築
、
絵
画
等
複
数
の
分
野
で
広
が
り
を
見
せ
た

中
世
崇
拝
は
、
古
典
古
代
の
嫡
子
で
あ
る
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
よ
っ
て
否
定

さ
れ
た
ゴ
シ
ッ
ク
的
価
値
の
再
認
識
を
促
し
た
。
特
に
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク

ソ
ン
系
民
族
を
多
数
派
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
れ
は
「
国

民
的
様
式
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
連
動
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
但
し
、
ギ
リ
シ
ャ
＝
ロ
ー
マ
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
へ
と
至
る
「
正

統
な
」
美
術
史
の
凌
駕
し
が
た
い
偉
大
さ
に
対
し
、
ゴ
シ
ッ
ク
は
あ
く
ま

で
そ
こ
に
挿
入
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
に
甘
ん
じ
、
古
典
古
代

に
匹
敵
す
る
よ
う
な
普
遍
的
価
値
を
主
張
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
―
ヘ

リ
ン
グ
が
顕
れ
る
ま
で
は
。

ヘ
リ
ン
グ
は
、
建
築
史
の
流
れ
を
諸
様
式
が
交
代
を
繰
り
返
し
な
が
ら

変
遷
す
る
単
一
の
線
と
し
て
で
は
な
く
、
対
立
す
る
二
つ
の
流
派
が
緊
張

関
係
を
保
ち
な
が
ら
、
ど
ち
ら
が
よ
り
可
視
化
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
そ
の

時
代
の
様
式
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
、
あ
る
意
味
で
立
体
的
な

も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
二
つ
の
流
派
と
は
、「
幾
何
学
派
」
と
「
有

機
派
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
地
中
海
文
明
」
と
「
北
方
民
族
の
文
明
」
と
も

言
い
換
え
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。「
幾
何
学
派
」
と
は
、
ま
ず
古
代

エ
ジ
プ
ト
で
創
始
さ
れ
、
ギ
リ
シ
ャ
人
へ
と
継
承
さ
れ
、
ロ
ー
マ
で
一
旦

の
完
成
を
見
た
後
、
例
外
的
な
中
世
を
挟
ん
で
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
復
興

し
、
基
本
的
に
一
九
〇
〇
年
ま
で
連
綿
と
続
い
た
流
れ
を
指
す
。
ヘ
リ
ン

グ
に
よ
れ
ば
、「
死
を
め
ぐ
る
秘
儀
」
か
ら
生
ま
れ
た
エ
ジ
プ
ト
の
芸
術
は
、

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
そ
の
基
本
単
位
を
角
錐
や
立
方
体
と

し
、
生
命
の
な
い
素
材
で
あ
る
石
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
幾
何
学
は

造
形
物
を
構
成
す
る
諸
要
素
に
直
線
的
な
動
き
の
み
を
許
容
し
、
無
機
質

性
す
な
わ
ち
無
生
物
の
領
域
を
司
る
。

ほ
ぼ
五
千
年
に
亘
っ
て
有
効
だ
っ
た
「
幾
何
学
の
教
え
」
か
ら
離
脱
し
、

建
築
物
を
生
命
の
芸
術
へ
と
変
容
さ
せ
た
の
が
北
方
民
族
で
あ
り
、
北
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
自
生
し
て
い
た
直
観
的
で
有
機
的
な
造
形
感
覚
で
あ
る
。

北
方
の
民
族
は
、
そ
の
建
築
素
材
を
生
命
の
あ
る
樹
木
に
求
め
た
。
ヘ
リ

ン
グ
は
『
創
世
記
』
に
言
及
し
つ
つ
、
土
か
ら
作
ら
れ
た
人
と
、
土
か
ら

生
い
茂
る
木
と
の
同
質
性
に
注
意
を
喚
起
し
、
木
材
の
使
用
に
よ
っ
て
培

わ
れ
た
造
形
感
覚
が
つ
く
り
だ
し
た
有
機
的
表
象
は
、
巨
大
な
石
造
り
の

大
聖
堂
が
献
堂
さ
れ
る
よ
う
な
っ
て
も
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
続

け
る
5
。

　

大
司
教
座
を
置
く
教
会
は
ド
イ
ツ
語
で
は
「
ド
ー
ム
」
ま
た
は
ラ
テ
ン

語
起
源
の
語
で
「
カ
テ
ド
ラ
ル
」
と
呼
ば
れ
、
日
本
語
で
は
「
大
聖
堂
」
と

訳
さ
れ
る
が
、
ヘ
リ
ン
グ
は
、「
ド
ー
ム
」
は
主
に
ロ
マ
ネ
ス
ク
期
の
ド

イ
ツ
文
化
圏
の
も
の
を
、
ラ
テ
ン
語
起
源
の
「
カ
テ
ド
ラ
ル
」
は
盛
期
ゴ
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シ
ッ
ク
期
の
フ
ラ
ン
ス
／
ケ
ル
ト
文
化
圏
の
大
聖
堂
を
意
味
す
る
も
の
と

し
て
区
別
し
た
。
ゴ
シ
ッ
ク
の
カ
テ
ド
ラ
ル
で
は
ロ
マ
ネ
ス
ク
期
の
教
会

に
現
れ
る
「
西
構
え
」
が
消
滅
し
、
視
覚
的
強
調
が
祭
壇
部
分
に
集
中
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
内
陣
に
統
一
的
印
象
が
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
そ

の
理
由
の
よ
う
で
あ
る
。「
ド
ー
ム
」
か
ら
「
カ
テ
ド
ラ
ル
」
へ
と
完
成
度

を
高
め
る
経
過
は
、
ヘ
リ
ン
グ
の
解
釈
で
は
「
天
上
的
な
性
質
を
も
つ
精

神
」
と
「
地
上
的
な
性
質
を
も
つ
魂
」
と
が
統
一
さ
れ
る
経
過
に
重
な
る
。

数
千
年
間
持
続
し
た
「
幾
何
学
の
文
明
」
の
期
間
に
、
有
機
的
な
ゴ
シ

ッ
ク
芸
術
が
カ
テ
ド
ラ
ル
の
完
成
を
も
っ
て
繁
栄
の
頂
点
に
達
し
た
こ
と

は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
か
。
ヘ
リ
ン
グ
は
、
従
来
の
よ
う
に
中
世

を
古
代
と
古
代
復
興
と
の
間
の
例
外
的
期
間
と
見
做
す
ど
こ
ろ
か
逆
に
、

時
間
的
に
は
遥
か
に
長
く
多
く
の
記
念
物
に
よ
っ
て
跡
付
け
ら
れ
る
「
幾

何
学
」
の
時
代
こ
そ
が
、「
有
機
派
」
の
総
体
の
中
の
一
章
で
あ
る
と
考
え

た
。
こ
う
し
た
理
屈
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
美
術
史
や
建
築
史
の
枠

を
越
え
た
新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
必
要
と
な
る
が
、
実
際
ヘ
リ
ン
グ
は
そ

の
通
り
に
し
た
。
即
ち
、
造
形
表
現
の
起
点
を
「
自
然
が
有
機
物
を
作
る

の
と
同
じ
原
理
に
よ
っ
て
」
制
作
さ
れ
た
先
史
時
代
の
洞
窟
絵
画
に
求
め
、

「
有
機
」
の
時
代
を
数
万
年
と
い
っ
た
単
位
に
ま
で
広
げ
る
こ
と
に
よ
り
、

「
幾
何
学
」
の
数
千
年
を
そ
こ
に
挿
入
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
へ
と
短
縮
し

た
の
で
あ
る
。
ヘ
リ
ン
グ
の
歴
史
理
解
で
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
芸
術
の
繁
栄
は
、

エ
ジ
プ
ト
人
が
芸
術
に
幾
何
学
を
導
入
し
て
以
来
見
え
に
く
く
な
っ
て
い

た
「
造
形
の
奥
義
（G

eheim
nis der G

estalt

）
が
、
ゲ
ル
マ
ン
や
ケ
ル
ト

の
民
族
の
活
動
に
よ
っ
て
過
渡
的
に
可
視
化
さ
れ
た
現
象
で
あ
り
、
そ
も

そ
も
幾
何
学
の
時
代
の
底
流
に
は
「
有
機
派
」
が
途
切
れ
る
こ
と
な
く
潜

在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ヘ
リ
ン
グ
は
、
ド
イ
ツ
語
固
有
の
言
葉
と
ラ
テ
ン
語
起
源
の
言
葉
を

使
い
分
け
る
こ
と
で
、
そ
の
独
特
の
史
観
を
語
っ
た
。
象
徴
的
な
の
は
、

「
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
」
と
「
バ
ウ
」
の
区
別
で
あ
る
。「
幾
何
学
の
教
え
」

に
し
た
っ
て
建
造
さ
れ
た
も
の
は
「
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
（
建
築
物
）」、

「
有
機
的
表
象
」
に
属
す
る
も
の
は
「
バ
ウ
（
建
物
）」
で
あ
り
、「
新
し
い

建
物
（
ノ
イ
エ
ス
・
バ
ウ
エ
ン
）」
│
ヘ
リ
ン
グ
は
敢
え
て
名
詞
の
「
バ

ウ
」
で
は
な
く
、
動
詞
を
連
体
形
「
バ
ウ
エ
ン
」
で
用
い
た
│
に
つ
い

て
語
る
こ
と
は
で
き
て
も
、「
新
し
い
建
築
（
ノ
イ
エ
・
ア
ー
キ
テ
ク
チ

ャ
ー
）」
は
存
在
し
な
い
、
と
言
い
き
っ
た
6
。

こ
の
二
つ
の
語
の
区
別
は
、
文
化
社
会
学
の
創
始
者
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・

ヴ
ェ
ー
バ
ー
（
一
八
六
八
―
一
九
五
八
）
に
倣
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
7
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
」
と
「
バ
ウ
」
と
は
本
質
的
に
異

な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
比
較
す
る
の
は
無
意
味
で
あ
る
と
す
る
一
方
で
、

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
は
バ
ウ
が
高
次
に
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
と
定
義

し
、
両
者
を
連
続
的
な
関
係
性
に
置
い
た
。
ヘ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
も
両
者

は
「
本
質
的
に
異
な
る
も
の
」
だ
っ
た
が
、
両
者
を
「
幾
何
学
派
」
と
「
有

機
派
」
の
対
立
す
る
極
に
お
く
視
点
は
独
自
の
も
の
で
あ
る
。

ヘ
リ
ン
グ
は
、
一
九
〇
〇
年
を
幾
何
学
の
時
代
の
終
焉
と
有
機
的
な

「
新
建
築
」
の
幕
開
け
を
告
げ
る
節
目
の
年
と
見
做
し
た
。「
ノ
イ
エ
ス
・

バ
ウ
エ
ン
」
に
お
い
て
は
、
構
造
物
の
外
観
は
「
幾
何
学
の
教
え
」
に
規

定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
使
用
者
の
内
発
的
動
機
、
即
ち
活
動
と
目
的
に
の
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み
従
う
。
こ
こ
に
至
っ
て
「
建
造
物
は
身
体
性
を
獲
得
し
、
そ
の
依
拠
す

る
と
こ
ろ
は
「
生
物
学
の
教
え
」
と
な
る
8
。

ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
『
ゴ
シ
ッ
ク
美
術
形
式
論
』

ヘ
リ
ン
グ
が
自
ら
の
建
築
史
観
を
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
多
大
な
影
響

を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
美
学
者
ヴ
ィ
ル
ヘ
リ
ム
・
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー

が
一
九
一
一
年
に
上
梓
9
し
、
一
九
二
〇
年
に
増
補
さ
れ
再
発
行
さ
れ
た

著
書
『
ゴ
シ
ッ
ク
の
形
態
論
』（
中
野
勇
訳
『
ゴ
シ
ッ
ク
美
術
形
式
論
』
岩

崎
美
術
社
一
九
六
八
年
）
で
あ
る
。
標
準
的
な
美
術
史
の
区
分
に
と
ら
わ

れ
ず
に
、「
様
式
心
理
学
的
概
念
」
と
し
て
ゴ
シ
ッ
ク
を
捉
え
る
そ
の
論

の
展
開
は
、
多
く
の
点
で
、
ヘ
リ
ン
グ
と
共
通
し
て
い
る
。

　

ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は
美
術
史
を
「
人
間
心
理
学
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
、

ゴ
シ
ッ
ク
期
以
前
の
造
形
行
動
に
そ
の
起
源
を
求
め
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

「
原
始
人
」
は
、
生
命
に
よ
っ
て
惑
乱
さ
れ
、
不
安
定
化
さ
れ
て
い
る
か

ら
こ
そ
「
必
然
的
な
も
の
」
の
象
徴
と
し
て
幾
何
学
的
な
形
象
を
求
め
た
。

そ
し
て
、
そ
の
抽
象
化
へ
の
衝
動
が
も
っ
と
も
偉
大
な
解
決
を
見
出
し
た

の
が
エ
ジ
プ
ト
美
術
で
あ
る
と
い
う
。
ヘ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
形
態
を
成
立

さ
せ
る
動
機
は
「
身
体
の
動
き
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
心
理
学
を
そ
こ
に
介

在
さ
せ
る
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
に
は
全
面
的
に
は
賛
同
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
だ
が
エ
ジ
プ
ト
美
術
と
ギ
リ
シ
ャ
美
術
の
連
続
性
を
「
幾
何
学
」

の
大
枠
で
捉
え
た
上
で
、
そ
れ
ら
を
ゴ
シ
ッ
ク
と
の
形
質
的
対
比
の
文
脈

に
位
置
づ
け
る
そ
の
発
想
は
、
ま
さ
に
ヘ
リ
ン
グ
の
先
達
と
位
置
づ
け
て

も
支
障
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
ゴ
シ
ッ
ク
に
地
理
的
な
「
北
方
的
特
性
」
を
認
め
、
そ
の
性

質
を
解
析
し
よ
う
と
し
た
点
も
ま
た
、
ヘ
リ
ン
グ
と
共
通
し
て
い
る
。
尤

も
、
地
中
海
文
化
に
対
し
て
ゴ
シ
ッ
ク
を
ド
イ
ツ
的
あ
る
い
は
北
方
的
形

質
と
定
義
し
、
対
立
的
に
捉
え
る
見
方
は
ゲ
ー
テ
以
来
多
く
の
批
評
家
が

共
有
し
て
き
た
態
度
で
は
あ
る
が
、
時
代
区
分
と
し
て
の
十
三
〜
十
四
世

紀
を
離
れ
、
普
遍
的
に
「
ゴ
シ
ッ
ク
的
」
な
る
も
の
と
北
方
文
化
と
の
連

関
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
分
析
を
し
た
の
は
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
が
嚆
矢
で

あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
「
北
方
的
」
な
る
も
の
の

核
に
あ
る
質
、「
形
式
の
な
い
非
人
格
的
動
揺
、
あ
る
い
は
抽
象
的
な
力

と
も
い
う
べ
き
も
の
の
激
し
い
現
実
的
な
効
果

10

」
の
正
体
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
確
信
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
自
身
は
告
白
し

て
は
い
る
。
だ
が
極
め
て
曖
昧
な
表
現
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
つ
つ
「
北

方
的
魂
」
と
い
う
語
を
果
敢
に
用
い
て
そ
の
質
の
実
在
を
繰
り
返
し
力
説

す
る
点
は
、
建
築
空
間
に
お
け
る
「
魂
」
と
「
精
神
」
の
相
補
的
関
係
に
つ

い
て
述
べ
た
ヘ
リ
ン
グ
の
論
考
に
も
肯
定
的
に
作
用
し
た
の
で
は
な
い
か
、

と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は
、
近
現
代
芸
術
に
お
け
る
ゴ
シ
ッ
ク
的
な
要
素
に
も

言
及
を
怠
っ
て
い
な
い
。
但
し
、
一
九
二
〇
年
と
い
う
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
黎

明
期
の
時
点
で
（
ヘ
リ
ン
グ
が
ベ
ル
リ
ン
に
到
着
す
る
直
前
）、
そ
の
成

立
に
見
極
め
る
に
は
事
例
が
不
足
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
ま
た
、
ヴ
ォ

リ
ン
ガ
ー
自
身
も
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
は
中
世
に
「
汲
み
つ
く
さ
れ
た
」
と
考

え
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
近
代
に
鉄
構
造
の
芸
術
」
が
、「
古
い
ゴ
シ
ッ
ク
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的
な
形
式
意
思
の
覚
醒
遺
伝
的
な
余
韻
」
と
述
べ
る
に
と
ど
め
て
い
る
11
。

ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
に
と
っ
て
、
ゴ
シ
ッ
ク
美
術
と
近
代
芸
術
と
の
間
の
外
見

的
な
類
似
は
表
面
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
た
。
古
い
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
は

石
材
と
い
う
重
く
扱
い
に
く
い
材
料
を
脱
却
し
純
粋
に
精
神
的
な
様
式
と

し
て
完
成
に
い
た
っ
た
の
に
対
し
、
近
代
の
鉄
骨
建
築
は
寧
ろ
材
料
そ
れ

自
体
が
要
求
す
る
形
に
従
っ
て
い
る
か
ら
で
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
「
形
式

意
思
」
で
は
な
く
、「
た
だ
新
し
い
材
料
」
の
み
で
あ
る
、
と
。

建
築
家
と
し
て
、
芸
術
家
と
し
て
の
ヘ
リ
ン
グ
は
、
近
代
生
活
で
必
要

と
さ
れ
る
新
た
な
機
能
を
満
た
し
、
技
術
革
新
が
提
供
す
る
新
た
な
素
材

を
用
い
る
「
新
し
い
建
築
ノ
イ
エ
ス
・
バ
ウ
エ
ン
」
の
創
造
を
目
指
し
た
。

そ
し
て
建
築
史
家
、
思
想
家
と
し
て
の
ヘ
リ
ン
グ
は
、
現
代
建
築
と
ゴ
シ

ッ
ク
の
遺
産
と
の
関
わ
り
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
、
ヴ
ォ
リ
ン

ガ
ー
が
積
み
残
し
た
問
い
に
対
し
て
独
自
の
歴
史
モ
デ
ル
を
も
っ
て
応
え

た
の
で
あ
る
。

現
代
の
「
幾
何
学
派
」
―
単
純
化
を
拒
む
現
象

思
想
家
と
し
て
の
ヘ
リ
ン
グ
を
高
く
評
価
し
た
前
述
の
ポ
ー
ズ
ナ
ー
は
、

同
時
に
そ
の
大
胆
な
単
純
化
が
施
さ
れ
「
反
歴
史
的
」
で
さ
え
あ
る
歴
史

観
と
は
距
離
を
と
っ
た
12
。
ヘ
リ
ン
グ
は
、
時
に
、「
ノ
イ
エ
ス
・
バ
ウ

エ
ン
」
の
創
始
者
の
一
人
と
し
て
の
矜
持
か
ら
か
、
自
ら
が
「
幾
何
学
派
」

と
目
す
る
同
時
代
の
建
築
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
公
平
な
分
析
を
避

け
て
い
る
と
さ
え
見
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
例
え
ば
か
つ
て
の
盟
友
で
、
戦

後
ア
メ
リ
カ
に
亘
っ
て
ガ
ラ
ス
と
鉄
骨
に
よ
る
高
層
建
築
の
代
名
詞
的
存

在
と
な
っ
た
ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
ロ
ー
エ
が
、
ヘ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
厄
介

な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
ミ
ー
ス
は
ド
イ
ツ
人
で

あ
り
な
が
ら
、
ヘ
リ
ン
グ
に
は
最
も
遠
い
「
幾
何
学
派
」
の
体
現
者
だ
っ

た
。
ミ
ー
ス
が
信
条
と
し
て
い
た
と
さ
れ
る
、
ト
マ
ス
・
ア
キ
ナ
ス
の
格

言
「
美
は
真
実
の
輝
き
で
あ
る
」
を
引
用
し
つ
つ
、
ヘ
リ
ン
グ
は
以
下
の

よ
う
に
説
く
。「
真
実
は
場
に
よ
っ
て
異
な
る
。
だ
が
真
実
は
芸
術
と
同

様
、
自
然
と
と
も
に
あ
り
、
北
方
の
真
実
は
ノ
イ
エ
ス
・
バ
ウ
エ
ン
の
造

形
物
に
、
南
方
の
真
実
は
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ュ
ー
ル
・
モ
デ
ル
ヌ
に
あ
る
」

と
。ヘ

リ
ン
グ
は
、
個
人
的
な
友
情
で
は
連
帯
し
て
い
た
ミ
ー
ス
に
対
す
る

明
確
な
批
判
は
避
け
て
は
い
る
が
、
か
わ
っ
て
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
ェ
を

（
実
際
に
は
ス
イ
ス
人
で
は
あ
っ
た
が
）「
南
方
」、
即
ち
地
中
海
文
明
の

「
幾
何
学
的
」
建
築
文
化
の
中
心
人
物
と
見
做
し
、
そ
の
建
築
論
に
対
し

て
公
然
と
批
判
的
立
場
を
と
っ
た
。「
モ
デ
ュ
ロ
ー
ル
」
と
し
て
結
晶
す

る
そ
の
比
例
重
視
の
姿
勢
は
、
ヘ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
は
「
外
皮
の
美
13
」

で
し
か
な
く
、
そ
の
住
宅
建
築
に
お
け
る
―
ミ
ー
ス
よ
り
は
遥
か
に
複

雑
な
―
内
部
空
間
形
成
の
過
程
が
、
考
察
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
ェ
は
幾
何
学
を
そ
の
「
終
着
点
」
と
し
た
、
と

半
ば
結
論
あ
り
き
で
そ
の
存
在
を
図
式
化
し
た
の
と
は
対
照
的
に
、
ヘ

リ
ン
グ
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
造
形
活
動
に
対
し
て
は
寛
容
で
、「
結
果
的
に

ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
ェ
と
同
様
の
効
果
に
達
し
は
し
た
が
、
そ
の
過
程
は
大

分
こ
と
な
っ
て
い
る
14
」
と
の
評
価
を
示
し
た
。「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
と
っ
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て
幾
何
学
は
出
発
点
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
の
で
あ
り
、「
創
造
的
精
神
の

国
へ
と
至
る
た
め
の
奥
義
を
知
る
た
め
に
、
幾
何
学
の
力
を
破
壊
」
す
る

た
め
、
精
神
的
な
支
柱
と
な
っ
た
芸
術
家
と
し
て
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
、

ク
レ
ー
、
フ
ァ
イ
ニ
ン
ガ
ー
、
シ
ュ
レ
ン
マ
ー
等
、
表
現
主
義
に
分
類
さ

れ
る
画
家
達
の
名
を
挙
げ
て
い
る
15
。

歴
史
と
自
然　

直
線
的
時
間
と
循
環
的
時
間

ヘ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
、
一
九
〇
〇
年
を
も
っ
て
ほ
ぼ
終
焉
に
い
た
っ
た

「
幾
何
学
の
時
代
」
は
次
に
訪
れ
る
時
代
の
序
章
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。「
幾

何
学
」
の
世
界
は
三
次
元
的
世
界
に
等
し
く
、
そ
の
克
服
は
新
た
な
次
元

が
開
か
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
動
き
」
の
芸
術
を
志
向
す
る
有
機
的

建
築
は
、「
四
次
元
」
す
な
わ
ち
時
間
を
も
包
摂
し
て
い
る
16
。
た
だ
し

そ
れ
も
ま
た
現
世
で
可
視
化
さ
れ
て
い
な
い
多
次
元
の
世
界
の
う
ち
の
一

部
が
現
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
人
類
は
順
に
全
て
の
次
元
を
体
験
す
べ
く
「
聖

な
る
精
神
」
に
導
か
れ
て
い
く
と
い
う
17
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
ヘ
リ
ン
グ

の
歴
史
観
は
「
預
言
者
的
世
界
観
」
と
な
り
、
明
白
な
神
秘
主
義
を
示
す

こ
と
に
な
る
。

今
日
ヘ
リ
ン
グ
が
遺
し
た
思
想
的
遺
産
を
俯
瞰
す
る
と
、
有
機
的
機
能

主
義
の
建
築
の
作
り
手
と
し
て
人
間
の
身
体
性
を
捉
え
る
こ
と
か
ら
出
発

し
、
次
い
で
精
神
や
魂
の
問
題
へ
と
考
察
を
広
げ
、
次
第
に
人
類
史
や
神

話
的
な
時
間
へ
、
更
に
は
ま
だ
可
視
化
さ
れ
て
い
な
い
時
空
に
つ
い
て
の

預
言
的
考
察
へ
と
射
程
を
広
げ
て
い
く
様
子
が
辿
ら
れ
る
。「
歴
史
」
と

い
う
言
葉
が
あ
く
ま
で
可
視
化
さ
れ
、
現
実
と
し
て
共
有
で
き
る
事
象
の

積
み
重
ね
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
思
考
の
流
れ
は
明
ら
か
に
（
ポ

ー
ズ
ナ
ー
の
指
摘
す
る
よ
う
に
）
非
歴
史
的
、
ま
た
は
反
歴
史
的
で
あ
る
。

預
言
者
的
使
命
感
に
駆
ら
れ
て
次
世
代
の
芸
術
を
開
拓
し
よ
う
と
し
た

芸
術
家
と
い
え
ば
、
歴
史
の
中
に
先
例
の
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
特
に

モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
丁
度
一
世
紀
ほ
ど
先
立
つ
ロ
マ
ン
主
義
の
時
代
に
は
、
キ

リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
に
接
近
し
、
独
自
の
世
界
観
を
作
品
化
し
た
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
や
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ッ
ト
ー
・
ル
ン
ゲ
の
よ
う
な
存
在

が
あ
げ
ら
れ
る
。
中
世
復
興
に
よ
っ
て
新
た
な
国
民
藝
術
の
創
生
を
目
指

し
た
ナ
ザ
レ
派
の
よ
う
な
画
家
集
団
も
現
れ
た
。
芸
術
家
と
し
て
の
背
景

や
素
養
は
異
な
る
が
、
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
余
波
を

受
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
全
体
に
価
値
体
系
の
転
換
が
興
る
中
、
新
た
な

世
界
像
の
表
象
を
試
み
た
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
。
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ホ
フ

マ
ン
は
、
世
代
交
代
を
促
す
歴
史
の
亀
裂
、
し
ば
し
ば
新
た
な
世
界
像

の
表
象
が
提
示
さ
れ
る
現
象
を
、「
循
環
的
」
史
観
に
よ
っ
て
説
明
し
て

い
る
18
。
直
線
的
な
歴
史
感
覚
と
は
異
な
り
、
循
環
的
史
観
に
あ
っ
て

は
、
破
壊
は
必
ず
や
再
生
に
よ
っ
て
報
わ
れ
、
世
界
は
動
的
平
衡
を
保
つ
。

可
視
的
世
界
の
全
て
を
神
意
の
現
わ
れ
と
見
做
し
た
ル
ン
ゲ
の
よ
う
に
、

「
見
え
ざ
る
手
」
の
存
在
を
前
提
と
す
る
こ
う
し
た
史
観
は
信
仰
ま
た
は

神
秘
主
義
へ
の
傾
倒
を
伴
う
場
合
が
多
い
。

ヘ
リ
ン
グ
も
ま
た
、
世
紀
末
と
第
一
次
世
界
大
戦
と
い
う
危
機
を
体
験

し
、
芸
術
の
再
生
を
試
み
た
。
人
類
の
歴
史
の
構
成
を
「
精
神
の
活
動
形

態
」
に
対
応
し
て
「
十
二
次
元
」
と
仮
定
し
た
そ
の
史
観
は
循
環
的
史
観



フーゴー・ヘリングの歴史観

185

を
支
持
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ル
ン
ゲ
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
主
義
的
神

秘
主
義
と
の
違
い
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
循
環
的
な
意
識
の
流
れ

を
残
し
つ
つ
も
、
生
命
や
身
体
、
生
物
学
等
へ
の
頻
繁
な
言
及
と
発
展
的
、

上
昇
的
な
志
向
に
よ
っ
て
、
多
分
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
の
影
響
を
受

け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
19
。

ヘ
リ
ン
グ
の
神
秘
主
義
が
そ
の
精
神
的
遺
産
の
継
承
を
困
難
に
し
て
い

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
だ
が
、
ゴ
シ
ッ
ク
を
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
を
理
論

的
に
架
橋
す
る
そ
の
試
み
は
、
そ
の
作
品
世
界
を
超
え
て
よ
り
広
汎
な
事

例
を
も
っ
て
検
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
芸
術
家
の
立
場
か
ら
形
象
と

精
神
、
身
体
と
を
関
連
付
け
、
独
特
の
語
彙
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
そ

の
史
観
に
つ
い
て
も
、
歴
史
学
と
は
別
の
、
教
育
哲
学
や
心
理
学
等
、
他

の
分
野
で
の
議
論
が
待
た
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
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