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批
評
を
批
評
し
て

古
め
か
し
い
批
評
と
新
し
い
批
評
の
違
い
︑
そ
れ
は
︑
古
め
か
し
い
批
評
が
芸
術
家
を
教
え
導
こ
う

と
し
た
の
に
対
し
︑
新
し
い
批
評
の
方
は
芸
術
家
か
ら
学
ぼ
う
と
す
る
点
に
あ
る
︒
古
め
か
し
い
批
評

は
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
︒
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
状
態
に
追
い
込
ま
れ
た
︒
二
度
と
お
目
に
か
か
る

こ
と
が
な
い
ほ
ど
に
︒
胸
を
病
ん
で
息
も
絶
え
絶
え
︑
も
う
全
然
力
が
な
い
︒
救
い
の
手
も
差
し
の
べ

ら
れ
な
い
︒
さ
あ
︑
新
し
い
批
評
に
と
り
か
か
ろ
う
︒

批
評
は
新
し
く
な
ら
な
い
と
い
け
な
い
︒
時
代
が
新
し
く
な
っ
た
の
だ
か
ら
︒
ま
あ
た
ま
た
ま
当
を

得
て
い
る
小
難
し
い
言
い
回
し
を
用
い
る
な
ら
︑
時
代
は
こ
れ
ま
で
形
而
上
的
で
あ
り
︑
今
や
弁
証
法

的
に
な
っ
て
き
た
︒
批
評
は
︑
時
代
が
た
ど
る
こ
の
道
と
歩
を
同
じ
く
し
な
い
と
い
け
な
い
︒
時
代
に

取
り
残
さ
れ
て
つ
い
に
は
ま
っ
た
く
そ
れ
を
見
失
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
に
な
り
た
く
は
な
い
の
な

ら
ば
︑
こ
の
情
け
な
い
状
態
に
ず
っ
と
い
て
も
よ
い
と
は
思
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑
断
固
と
し
て
︒
批

評
は
目
下
そ
う
い
う
状
態
に
あ
る
︒
時
代
か
ら
深
い
裂
け
目
に
よ
っ
て
切
り
離
さ
れ
︑
は
る
か
遠
く
に

13 批評を批評して



へ
だ
て
ら
れ
︑
そ
の
結
果
︑
時
代
が
後
ろ
を
ふ
り
向
い
て
い
ぶ
か
し
げ
に
ち
ら
っ
と
目
を
や
っ
て
く
れ

る
と
い
う
こ
と
も
︑
ま
ず
一
度
も
な
い
ま
ま
︒

か
つ
て
形
而
上
的
な
時
代
に
は
︑
確
固
と
し
た
原
則
が
支
配
し
て
い
た
︒
そ
の
支
配
の
う
ち
に
あ
っ

て
︑
何
事
も
決
定
さ
れ
︑
処
理
さ
れ
︑
解
決
さ
れ
て
い
た
︒
ず
っ
と
変
わ
る
こ
と
な
く
︒
そ
れ
ゆ
え
︑

滅
び
去
る
の
も
あ
っ
け
な
い
ほ
ど
速
か
っ
た
︒
そ
の
栄
華
の
す
べ
て
が
︒

救
い
を
得
る
た
め
に
は
︑
上
流
階
級
に
あ
っ
て
も
庶
民
に
お
い
て
も
︑
ど
こ
で
あ
れ
︑
情
け
容
赦
な

く
︑
た
だ
一﹅

つ﹅

の
道
し
か
な
か
っ
た
︒
た
だ
一﹅

つ﹅

の
正
義
だ
け
︑
た
だ
一﹅

つ﹅

の
信
仰
だ
け
︑
た
だ
一﹅

つ﹅

の
風
習
だ
け
が
︑
永
遠
に
あ
り
続
け
て
い
た
︒
ほ
か
に
は
︑
恐
れ
と
驚
き
し
か
な
か
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん

美
も
た
だ
一﹅

つ﹅

し
か
な
か
っ
た
︒
ま
っ
た
く
決
ま
り
き
っ
た
顔
つ
き
で
︒
か
つ
て
も
た
ら
さ
れ
︑
古
き

良
き
巨
匠
た
ち
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
よ
う
な
芸
術
以
外
の
別
の
芸
術
な
ど
︑
一
度
た
り
と
も
夢
見
る
可

能
性
は
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
こ
の
聖
域
を
見
張
る
ひ
げ
づ
ら
が
お
似
合
い
の
巫み

女こ

︑
そ
れ
が
批
評
と
呼

ば
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
︒

そ
こ
に
何
人
か
好
奇
心
の
旺
盛
な
者
た
ち
が
や
っ
て
き
て
︑
大
胆
に
も
探
り
は
じ
め
た
︒
永
遠
に
続

く
変
転
を
目
に
し
︑
自
然
が
気
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
の
に
気
づ
い
て
驚
い
た
︒
自
然
は
決
し
て
休
む
こ
と

な
く
︑
山
々
も
︑
海
洋
も
︑
星
々
も
︑
動
物
た
ち
も
︑
花
々
も
︑
い
わ
ん
や
取
る
に
足
ら
な
い
こ
の
人

間
た
ち
も
︑
変
転
か
ら
免
れ
て
は
お
ら
ず
︑
頼
る
す
べ
な
く
あ
ら
が
え
ぬ
ま
ま
な
の
だ
と
知
っ
て
︒
自
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然
は
毎
日
︑
昨
日
で
き
上
が
っ
た
も
の
を
常
に
壊
し
︑
明
日
で
き
上
が
る
い
っ
そ
う
す
ば
ら
し
い
も
の

と
取
り
換
え
る
︒
倦う

ま
ず
た
ゆ
ま
ず
︑
新
し
い
も
の
を
貪
欲
に
求
め
て
︒
退
屈
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
女

の
子
の
よ
う
と
も
言
え
る
ほ
ど
に
︒
彼
ら
は
手
を
組
み
合
わ
せ
︑
ひ
ど
く
悲
し
げ
に
こ
う
問
う
た
︒

﹁
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
﹂
と
︒

そ
し
て
革
命
が
起
こ
っ
た
︒
正
義
は
揺
ら
ぎ
︑
風
習
は
乱
れ
︑
信
仰
は
傷
つ
い
た
︒
そ
し
て
す
べ
て

が
新
し
く
な
っ
た
︒
そ
し
て
新
た
な
美
は
︑
輝
き
わ
た
る
新
し
い
星
々
と
皆
と
も
に
昇
っ
た
︒
こ
れ
ま

で
と
は
違
う
名
前
で
︑
違
う
面
立
ち
で
︑
見
た
こ
と
も
な
い
装
い
で
︒

た
だ
批
評
だ
け
が
︑
暗
い
隅
っ
こ
の
方
で
じ
っ
と
動
か
ず
︑
こ
わ
ば
り
や
せ
衰
え
た
顔
を
し
て
う
ず

く
ま
っ
て
い
た
︒
ま
る
で
歯
を
が
た
が
た
震
わ
せ
て
い
る
哀
れ
な
女
︒
悲
痛
な
泣
き
声
を
上
げ
て
い
た
︒

﹁
た
だ
一﹅

つ﹅

し
か
美
は
な
い
の
よ
︒
な
ん
て

っ
た
っ
て
一﹅

つ﹅

し
か
美
は
な
い
の
よ
︒
誓
っ

て
言
う
わ
︒
本
当
に
た
だ
一﹅

つ﹅

し
か
美
は
な

い
の
よ
︑
絶
対
に
﹂
︒
腕
白
小
僧
た
ち
が
取

り
囲
ん
で
踊
り
ま
わ
り
︑
あ
ざ
笑
っ
て
は
︑

ば
か
に
し
て
こ
う
歌
っ
た
︒
﹁
ね
え
婆
さ
ん
︑

ど
う
か
し
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
﹂
と
︒
け
れ

15 批評を批評して

若き日のヘルマン・バール



ど
も
︑
お
行
儀
の
良
い
人
た
ち
は
気
の
毒
が
っ
て
肩
を
す
く
め
た
︒
﹁
か
わ
い
そ
う
に
こ
の
お
婆
さ
ん
︑

正
気
を
失
っ
て
い
る
袂
袒
長
生
き
し
す
ぎ
る
と
そ
う
な
る
も
の
﹂
︒
そ
し
て
︑
そ
の
老
婆
が
す
み
や
か

に
こ
の
上
な
く
幸
せ
な
最
期
を
迎
え
る
よ
う
に
と
切
に
願
っ
た
︒
心
か
ら
︒

ゆ
ゆ
し
き
こ
と
だ
︒
今
の
時
代
︑
ド
イ
ツ
の
文
芸
批
評
ほ
ど
情
け
な
い
状
態
に
あ
る
も
の
は
な
い
︒

誰
も
気
に
か
け
て
い
な
い
し
︑
誰
も
耳
を
ち
ょ
っ
と
貸
そ
う
と
も
し
な
い
︒
何
の
意
味
も
な
い
影
同
様
︑

そ
の
か
た
わ
ら
を
誰
も
気
に
せ
ず
通
り
過
ぎ
て
い
く
︒
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
芸
術
家
た
ち
が
時
に
は
今
な

お
批
評
家
に
敬
意
を
払
う
こ
と
も
あ
り
は
す
る
︒
決
し
て
批
評
に
対
し
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
︒
批

評
と
い
う
も
の
は
︑
実
に
く
だ
ら
な
い
余
計
な
も
の
の
う
ち
で
も
最
た
る
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
︒
批

評
は
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
価
値
を
持
た
な
く
な
っ
て
し
ま
い
︑
本
当
に
滑
稽
な
ほ
ど
力
を
な
く
し
て
し
ま

っ
た
︒
生
け
るし

屍か
ば

にね

︒
こ
う
な
っ
た
の
も
万
事
︑
た
だ
批
評
の
せ
い
︒
ま
っ
た
く
自
分
自
身
の
せ
い
で

あ
り
︑
ほ
か
の
誰
の
せ
い
で
も
な
い
︒

民
族
に
と
っ
て
の
批
評
の
仕
事
全
体
を
一
人
で
果
た
し
た
レ
ッ
シ
ン
グ(�

)
以
来
︑
あ
の
た
ゆ
ま
ず
働
き

続
け
た
巨
人
以
来
︑
批
評
は
動
き
を
止
め
た
ま
ま
で
︑
一
歩
も
前
進
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
言
え
る
︒

批
評
は
︑
相
も
変
わ
ら
ず
︑
叩
き
出
さ
れ
た
殻
か
ら
今
な
お
何
か
取
り
出
せ
る
か
の
ご
と
く
︑
古
い
美

学
を
叩
い
て
い
る
︒
そ
れ
で
︑
ほ
こ
り
は
立
ち
は
し
よ
う
が
︒
現
代
精
神
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
豊
か
な

実
り
が
役
立
て
ら
れ
ぬ
ま
ま
外
で
腐
っ
て
い
く
と
い
う
の
に
︑
そ
れ
を
取
り
込
も
う
な
ど
と
は
せ
ず
に
︒

I ｢若きウィーン派」へ(1880 年代末〜1890 年代) 16



批
評
は
︑
ま
ず
は
百
年
ほ
ど
現
代
に
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
︒
現
代
的
な
考
え
方
全
体
か
ら
︑
現
代
の
発

展
動
向
全
体
か
ら
︒

あ
る
一
つ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
現
代
は
過
去
の
す
べ
て
の
時
代
か
ら
切
り
離
さ
れ
︑
こ
れ
ま
で
に
な

い
特
色
を
帯
び
て
い
る
︒
そ
の
特
色
と
は
︑
万
物
が
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い
時
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
て

永
遠
に
生
成
と
消
滅
を
く
り
返
し
て
い
る
と
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
︑
そ
し
て
ま
た
︑
万
物
の
連
関
を
︑

す
な
わ
ち
︑
存
在
す
る
事
物
の
無
限
の
連
鎖
の
中
に
あ
っ
て
あ
る
一
つ
の
も
の
は
別
の
も
の
に
依
存
し

て
い
る
の
を
洞
察
す
る
と
い
う
こ
と
︒
こ
れ
こ
そ
が
今
の
時
代
の
最
も
貴
重
な
成
果
で
あ
り
︑
実
に
多

く
の
た
ゆ
ま
ぬ
働
き
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
最
も
誇
る
べ
き
獲
得
物
な
の
だ
︒
地
球
は
動
い
て
い
る
と
い

う
説
︑
こ
れ
が
真
理
へ
の
第
一
の
大
い
な
る
接
近
だ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
ど
こ
に
お
い
て
も
︑
と
ど
ま
る

こ
と
の
な
い
動
き
だ
け
が
あ
り
︑
永
遠
の
流
れ
だ
け
が
あ
り
︑
何
事
も
静
止
せ
ず
︑
過
去
が
い
つ
か
は

現
在
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
無
限
の
展
開
だ
け
が
あ
り
︑
そ
れ
以
外
に
は
ま
っ
た
く
何
も
な
い
の

だ
と
認
め
る
こ
と
︑
こ
れ
が
二
番
目
の
接
近
な
の
だ
︒

文
芸
批
評
が
現
代
的
に
な
ろ
う
と
思
う
の
な
ら
ば
︑
美
の
動
き
に
︑
つ
ま
り
︑
た
え
ず
変
化
し
続
け

る
現
象
の
中
で
の
美
の
成
長
に
慣
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ま
た
︑
こ
の
動
き
が
そ
の
つ
ど
取
る
方
向

の
理
由
を
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
そ
れ
に
隣
り
合
っ
て
い
る
も
の
と
の
関
連
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒
あ
る
世
代
の
人
々
を
熱
狂
と
熱
情
と
愛
情
で
満
た
し
た
も
の
が
次
の
世
代
の
者
た
ち
を
退
屈
さ
せ

17 批評を批評して



冷
や
や
か
に
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
︑
ま
た
︑
悲
劇
の
様
式
は
ズ
ボ
ン
の
仕
立
て
同
様
に
変
え
ら
れ
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
順
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
に
︑
聖
職
者
や
国
王
や
立
法
者
に
と
っ
て

も
事
態
は
そ
れ
ぞ
れ
ま
し
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
︑
気
を
取
り
直
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
︒
高
い
敬
意
を
払
わ
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
人
々
も
︑
共
通
の
悩
み
を
確
か
に
抱
え
て
い
る

の
だ
︒
批
評
は
︑
何
が
永
遠
に
美
し
い
の
か
︑
芸
術
家
に
対
し
て
も
は
や
宣
言
し
て
は
な
ら
ず
︑
現
在

美
し
い
の
は
何
な
の
か
を
芸
術
家
を
通
し
て
確
か
め
ね
ば
な
ら
な
い
︒
芸
術
家
に
教
え
を
施
す
の
で
は

な
く
︑
芸
術
家
か
ら
教
え
を
授
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
︒
同
時
代
の
芸
術
に
つ
い
て
︑
つ
べ
こ
べ
言
わ
ず
︑

誠
意
を
も
っ
て
︑
思
い
込
み
を
排
し
︑
そ
れ
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
︑
そ
の
中
身
と
程

度
を
調
べ
︑
そ
の
顔
か
た
ち
を
な
ぞ
り
︑
そ
の
も
く
ろ
み
と
願
い
を
理
解
し
︑
こ
う
し
て
理
解
し
た
と

こ
ろ
を
︑
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
て
ほ
か
の
人
々
に
伝
え
︑
世
の
中
に
広
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
英

国
人
の
口
う
る
さ
い
家
庭
教
師
の
よ
う
な
鼻
に
か
か
っ
た
声
で
︑
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
︑
﹁
こ
れ
は
結

構
︑
ま
あ
︑
こ
ち
ら
は
ひ
ど
い
﹂
な
ど
と
が
み
が
み
言
い
続
け
な
い
よ
う
に
し
よ
う
︒
法
律
や
歴
史
に

関
わ
る
学
問
で
は
︑
も
う
と
っ
く
に
そ
ん
な
言
い
方
は
さ
れ
て
い
な
い
︒
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
説
く
こ

れ
ま
で
の
退
屈
な
説
教
の
代
わ
り
に
︑
む
し
ろ
︑
現
に
今
ど
う
な
の
か
︑
ど
う
い
う
理
由
で
そ
う
な
っ

て
い
る
の
か
︑
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
︑
そ
の
こ
と
の
み
が
我
々
の
興
味
を
引
く
の
だ
︒
そ

し
て
︑
真
摯
に
力
を
尽
く
し
た
後
︑
そ
の
結
果
︑
同
時
代
人
の
精
神
と
芸
術
が
ど
ち
ら
に
向
か
う
傾
向
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に
あ
る
か
見
き
わ
め
が
つ
い
た
た
め
や
る
気
満
々
に
な
り
︑
し
か
も
場
合
に
よ
っ
て
は
︑
現
在
の
状
況

の
帰
結
︑
結
果
と
し
て
︑
ど
の
よ
う
な
展
開
が
見
ら
れ
る
の
か
首
尾
よ
く
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
︑
そ

の
た
め
︑
未
来
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
勝
ち
誇
っ
て
思
い
き
っ
て
少
し
持
ち
上
げ
る
時
に
は
︑
や
り
が
い
の
あ

る
苦
労
に
対
す
る
こ
の
報
い
を
大
い
に
誇
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
し
︑
功
労
ゆ
え
の
月
桂
樹
に
豊
か
に

飾
ら
れ
て
︑
ソ
フ
ァ
ー
に
ゆ
っ
く
り
身
を
横
た
え
て
も
か
ま
わ
な
い
で
あ
ろ
う
︒

古
め
か
し
い
批
評
と
新
し
い
批
評
の
違
い
を
は
っ
き
り
と
示
す
に
は
︑
フ
ラ
ン
ス
で
の
例
を
挙
げ
る

に
し
く
は
な
い
︒
フ
ラ
ン
シ
ス
ク
・
サ
ル
セ
ー(�

)
︑
こ
の
名
を
持
つ
の
が
古
め
か
し
い
批
評
だ
︒
こ
れ
は

実
の
と
こ
ろ
五
十
年
前
に
も
う
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
︑
今
な
お
生
き
て
い
る
よ
う
に
ふ
る
ま

っ
て
い
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
ひ
ど
い
詐
欺
を
働
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
ジ
ュ
ー
ル
・
ル
メ
ー
ト
ル(�

)
︑

こ
の
名
を
持
つ
の
が
現
代
の
批
評
で
あ
り
︑
現
代
精
神
や
現
代
芸
術
が
必
要
と
し
て
い
る
も
の
だ
︒

芝
居
や
役
者
や
文
芸
に
つ
い
て
あ
て
に
し
て
よ
い
し
っ
か
り
し
た
情
報
を
求
め
て
い
て
︑
こ
う
い
う

事
に
割
く
暇
な
ん
ぞ
あ
ま
り
な
い
お
堅
い
俗
物
に
と
っ
て
は
︑
サ
ル
セ
ー
が
頼
り
で
あ
る
に
は
ち
が
い

な
い
︒
そ
れ
は
す
ば
ら
し
い
お
方
︑
か
け
が
え
が
な
い
︒
何
で
も
ご
存
じ
︒
と
て
も
詳
し
く
︑
と
て
も

確
か
に
︒
サ
ル
セ
ー
は
芸
術
全
体
と
す
べ
て
の
規
則
に
精
通
し
て
お
ら
れ
︑
教
理
問
答
の
よ
う
に
そ
ら

で
唱
え
る
こ
と
が
お
で
き
に
な
る
︒
彼
が
︑
仕
事
熱
心
で
︑
手
練
手
管
の
弄
し
方
に
底
の
底
ま
で
通
じ

て
お
り
︑
誰
に
も
た
ぶ
ら
か
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
︑
す
ぐ
に
わ
か
る
︒
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ち
ゃ
ん
と
作
ら
れ
て
い
る
も
の
を
︑
ど
こ
に
何
が
欠
け
て
い
る
の
か
を
︑
一
目
で
見
抜
く
︒
作
り
上
げ

ら
れ
た
も
の
全
体
に
ど
れ
ほ
ど
の
価
値
が
あ
る
か
︑
あ
っ
と
い
う
間
に
判
断
す
る
︒
頼
り
に
な
る
人
が

こ
う
い
う
風
に
い
て
く
れ
る
の
は
︑
と
て
つ
も
な
く
好
ま
し
い
こ
と
︒
こ
と
に
︑
偽
物
の
芸
術
を
本
物

だ
と
思
い
こ
ま
せ
よ
う
と
す
る
悪
い
輩や

か

がら

大
勢
い
る
演
劇
に
関
し
て
は
︒

こ
れ
に
対
し
︑
ジ
ュ
ー
ル
・
ル
メ
ー
ト
ル
の
方
は
︑
ア
カ
デ
ミ
ー
か
ら
そ
の
著
作
へ
の
十
分
高
い
評

価
を
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
決
し
て
サ
ル
セ
ー
に
な
り
は
し
な
い
︒
ル
メ
ー
ト
ル
は
確
か
に
才
知
に

富
ん
で
い
る
︒
そ
れ
は
皆
重
々
承
知
し
て
い
る
︒
し
か
し
彼
か
ら
得
る
と
こ
ろ
は
何
も
な
い
︒
彼
は
く

だ
く
だ
と
語
り
続
け
て
い
る
だ
け
で
あ
り
︑
ほ
め
て
い
る
の
か
け
な
し
て
い
る
の
か
結
局
の
と
こ
ろ
わ

か
ら
ぬ
ま
ま
と
い
う
こ
と
も
多
い
︒
ル
メ
ー
ト
ル
に
は
原
理
原
則
と
い
う
も
の
が
な
い
︒
彼
は
実
際
︑

ロ
マ
ン
派
の
作
家
を
高
く
買
っ
て
は
い
な
い
︒
が
︑
ま
た
デ
ュ
マ(�

)
に
対
し
て
も
そ
う
で
あ
り
︑
自
然
主

義
の
作
家
に
対
し
て
も
同
様
な
の
だ
︒
そ
う
い
う
こ
と
で
は
︑
人
は
途
方
に
く
れ
て
し
ま
う
︒
と
に
か

く
そ
う
思
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
た
だ
語
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
︑
確
か
な
こ
と
が
彼
に
は
ま
っ
た
く

わ
か
っ
て
い
な
い
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
て
し
ま
う
︒

彼
に
は
︑
原
則
も
教
義
も
型
も
な
い
︒
こ
れ
が
相
違
点
だ
︒
ギ
ー
オ
ウ
・
ブ
ラ
ン
デ
ス(�

)
が
ゲ
ル
マ
ン

民
族
の
美
意
識
に
お
い
て
果
た
し
た
の
と
同
じ
変
革
を
︑
ラ
テ
ン
民
族
の
美
意
識
に
お
い
て
成
し
遂
げ

た
ジ
ュ
ー
ル
・
ル
メ
ー
ト
ル
の
こ
の
現
代
的
批
評
は
︑
元
々
た
だ
好
奇
心
の
み
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
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