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高
田

珠
樹

は
じ
め
に

西
洋
近
代
、
と
り
わ
け
ゲ
ー
テ
や
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
芸

術
観
は
、
そ
れ
以
前
の
美
学
が
尊
重
し
て
い
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
し
り

ぞ
け
、
芸
術
の
核
心
を
象
徴
に
求
め
た
。
と
こ
ろ
が
二
十
世
紀
に
な

っ
て
、
あ
ら
た
め
て
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
独
自
の
意
義
が
見
出
さ
れ
、
そ

の
復
権
が
説
か
れ
た
。
と
り
わ
け
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
る
バ
ロ
ッ
ク
時

代
の
ド
イ
ツ
悲
劇
の
研
究
は
、
内
容
が
は
な
は
だ
難
解
で
は
あ
る
も

（
一
）

の
の
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
重
要
性
の
再
発
見
に
先
鞭
を
つ
け
た
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。
近
代
に
お
け
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
凋
落
と
復
権
を
め
ぐ

る
こ
の
一
連
の
動
き
は
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
、
美
学
や
芸
術
思
想
の

歴
史
に
関
す
る
概
説
的
な
記
述
で
も
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
話

題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
復
権
を
唱
え
た
二
十
世
紀
の

（
一
九
〇
〇
―
二

思
想
家
と
し
て
、
ハ
ン
ス

ゲ
オ
ル
ク
・
ガ
ダ
マ
ー

=

と
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン

の

〇
〇
二
年
）

（
一
九
一
九
―
一
九
八
三
年
）

名
を
挙
げ
る
こ
と
も
定
石
と
な
っ
て
い
る
。

ガ
ダ
マ
ー
は
、
主
著
『
真
理
と
方
法

の
第
一
部

』（
一
九
六
〇
年
）

「
芸
術
問
題
を
手
が
か
り
と
し
た
真
理
問
題
の
展
開
」
中
の
第
一
章

第
二
節
Ｃ
「
体
験
芸
術
の
限
界
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
復
権
」
と
題
さ
れ

た
部
分
で
、
こ
の
問
題
を
直
接
取
り
あ
げ
た
。
芸
術
を
孤
独
な
天
才

（
二
）

の
自
発
的
な
創
造
行
為
と
見
な
し
た
近
代
の
美
学
は
、
主
観
性
を
本

質
と
す
る
デ
カ
ル
ト
以
来
の
近
代
哲
学
の
必
然
的
な
帰
結
で
あ
っ

て
、
象
徴
の
優
位
も
そ
の
延
長
線
上
に
現
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
主
体
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の
自
律
が
疑
わ
れ
始
め
た
と
き
、
天
才
の
特
権
的
な
体
験
を
軸
と
し

た
主
観
主
義
的
な
美
学
も
ま
た
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
ア
レ
ゴ
リ

ー
の
意
義
が
あ
ら
た
め
て
評
価
し
な
お
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。
ド
・

（
一
九
七
一
年
、
増
補
版
、
一
九
八
三
年
）

マ
ン
で
は
『
盲
目
と
洞
察
』

に
収
め
ら
れ
た

論
文
「
時
間
性
の
修
辞
学
」
、
特
に
そ
の
第
一
部

（
三
）

「
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
象
徴
」
が
、
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
ふ
た
り

が
そ
れ
ぞ
れ
参
照
す
る
領
域
は
い
く
ら
か
異
な
る
も
の
の
、
い
ず
れ

も
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
近
代
の
歴
史
的
経
緯
を
跡
付
け
る
こ
と
に
力

点
を
置
い
て
い
る
。

ド
・
マ
ン
の
論
文
は
、
ガ
ダ
マ
ー
の
主
著
が
刊
行
さ
れ
た
後
に

執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
主
題
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
当
然
、
ガ
ダ
マ
ー
の
記
述
を
踏
ま
え
て
い
る
。
近
代
美
学
の
趨

勢
を
記
し
た
と
こ
ろ
な
ど
は
、
時
に
ガ
ダ
マ
ー
を
な
ぞ
っ
て
い
る
と

も
取
れ
る
く
だ
り
も
あ
る
。
し
か
し
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
象
徴
と
の
相

互
の
位
置
関
係
の
推
移
を
辿
る
に
あ
た
っ
て
、
ふ
た
り
が
示
す
関
心

や
力
点
の
置
き
方
に
は
明
ら
か
に
違
い
が
あ
る
。
ア
レ
ゴ
リ
ー
凋
落

の
消
息
に
つ
い
て
の
ふ
た
り
の
見
解
に
も
開
き
が
あ
る
が
、
と
り
わ

け
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
再
興
を
指
摘
す
る
際
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
図
は
、
お

よ
そ
対
極
的
な
方
向
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
興
味
深
い

こ
と
に
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
語
る
ふ
た
り
の
議
論
の
い
ず
れ
に

も
、
そ
の
背
後
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
影
響
が
見
て
取
ら
れ
る
。
彼
ら
は

と
も
に
時
間
性
、
歴
史
性
を
め
ぐ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
か
ら
発
想

の
糸
口
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
は
、
近
代
の
芸

術
観
の
推
移
や
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
語
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
そ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
依
拠
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
違

。

、

っ
た
思
惑
か
ら
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
回
復
が
語
ら
れ
る

彼
ら
の
議
論
が

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
は
無
縁
の
主
題
の
周
囲
を
旋
回
し
て
い
る
と
い
う
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
消
長
を
め
ぐ
る
彼
ら
の
互
い

に
異
な
っ
た
見
地
は
、
時
間
や
歴
史
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思

索
の
中
に
残
さ
れ
た
不
整
合
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
で
は
な
い

か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
曖
昧
な
ま
ま
に
し
て
お
い
た
時
間
性
、
歴

史
性
の
概
念
に
備
わ
る
両
義
的
な
性
格
は
、
そ
も
そ
も
あ
い
異
な
っ

た
解
釈
を
許
容
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
を
、
ふ
た

り
の
互
い
に
異
な
っ
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
論
が
際
立
た
せ
る
。
お
お
よ
そ

こ
の
よ
う
な
見
通
し
の
下
に
ふ
た
り
の
議
論
を
検
討
し
た
い
と
思

う
。し

た
が
っ
て
、
本
稿
は
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
象
徴
の
対
立
と
そ
の

推
移
そ
れ
自
体
を
主
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ガ
ダ
マ
ー
と
ポ
ー

23／アレゴリーの復権をめぐって



アレゴリーの復権をめぐって／24

ル
・
ド
・
マ
ン
の
そ
れ
ぞ
れ
が
描
い
て
み
せ
る
芸
術
思
想
の
系
譜
の

当
否
を
検
討
し
た
り
、
彼
ら
が
取
り
上
げ
る
近
代
の
芸
術
観
の
歴
史

そ
の
も
の
を
辿
り
な
お
し
当
該
の
文
献
に
あ
た
っ
て
検
証
す
る
こ
と

を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
。
美
学
と
そ
の
歴
史
に
関
し
て
門
外
漢
で

あ
る
筆
者
に
は
、
彼
ら
の
見
地
の
違
い
を
確
認
し
え
て
も
、
そ
の
議

論
の
い
ず
れ
が
、
近
代
の
美
学
や
芸
術
論
の
水
脈
を
正
し
く
探
り
当

て
て
い
る
の
か
を
判
断
す
る
の
は
手
に
余
る
。
あ
く
ま
で
、
ふ
た
り

の
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
め
ぐ
る
言
説
の
背
後
に
、
歴
史
と
時
間
と
に
関
し

て
お
よ
そ
異
な
っ
た
見
地
が
潜
む
こ
と
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
も
の

に
す
ぎ
な
い
。

一

個
を
包
み
込
む
歴
史
と
自
然

ア
レ
ゴ
リ
ー
の
凋
落
と
復
権

と
は
い
え
、
関
連
す
る
事
情
に
つ
い
て
ご
く
一
般
的
な
と
こ
ろ
を

確
認
し
て
お
こ
う
。
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
い
う
語
は
、
元
来
ギ
リ
シ
ャ
語

の
ア
ロ
・
ア
ゴ
レ
ウ
エ
イ
ン
「
別
の
こ
と
を
言
う
」
に
由
来
し
、
多

く
の
場
合
、
何
ら
か
の
抽
象
的
な
概
念
や
意
味
内
容
を
具
象
的
な
も

の
や
人
物
や
神
々
で
表
わ
す
こ
と
を
指
す
。
各
種
の
技
芸
を
指
す
ム

ー
サ
イ
た
ち
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
西
洋
絵
画
で
は
、
し
ば
し
ば
人

間
の
性
格
や
属
性
を
示
す
も
の
が
画
面
の
中
に
描
か
れ
る
。
聖
母
像

に
付
さ
れ
る
白
百
合
が
純
潔
を
表
わ
し
た
り
、
死
と
は
か
な
さ
が
髑

髏
や
骸
骨
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
り
す
る
た
ぐ
い
で
あ
る
が
、
こ
れ

、

、

に
加
え
花
言
葉

あ
る
い
は
宝
石
が
何
か
を
意
味
し
た
り
す
る
の
も

広
く
は
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
よ
う
。
近
世
初
期
ま
で
の
芸
術
は
、

こ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
重
要
な
構
成
要
素
と
し
て
お
り
、
個
々
の
芸
術

作
品
が
分
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
主
と
し
て
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
様

々
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
あ
る
一
定
の
約
束

、

、

事
で
あ
り

白
百
合
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
あ
く
ま
で
純
潔
で
あ
り

個
々
の
白
百
合
に
つ
い
て
個
々
の
鑑
賞
者
が
違
っ
た
意
味
を
読
み
込

ん
だ
り

「
創
造
的
な
解
釈
」
を
企
て
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

、

い
。
因
習
と
伝
統
と
に
よ
っ
て
こ
れ
こ
れ
し
か
じ
か
は
何
々
を
意
味

す
る
、
と
い
っ
た
具
合
に
決
ま
っ
て
い
る
。
芸
術
が
分
か
る
と
い
う

の
は
、
芸
術
肌
の
感
性
を
生
ま
れ
持
っ
た
人
間
だ
か
ら
分
か
る
の
で

は
な
く
、
物
知
り
で
教
養
が
あ
る
か
ら
分
か
る
の
で
あ
る
。

今
日
の
日
本
語
の
中
で
は
、
通
常
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
む
し
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「
白
百
合
は
純
潔
の
象
徴
だ
」
と
い
っ
た
言
い
方
を
す
る
が
、
実

際
、
西
洋
で
も
、
し
か
も
象
徴
と
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
が
こ
と
さ
ら
に
対

立
さ
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
時
代
に
も
、
象
徴
、
シ
ン
ボ
ル
と
ア
レ
ゴ

リ
ー
と
は
往
々
混
同
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
現
在
で
も
普
通
の
会
話

で
は
さ
ほ
ど
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト

教
芸
術
の
象
徴
体
系
や
曼
陀
羅
の
象
徴
体
系
な
ど
と
い
っ
た
、
よ
く

耳
に
す
る
表
現
は
、
西
洋
語
に
直
訳
し
て
も
別
段
、
不
都
合
は
な
い

が
、
こ
れ
ら
の
場
合
「
象
徴
」
と
い
う
語
は
お
お
む
ね
「
ア
レ
ゴ
リ

ー
」
に
置
き
換
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
両
者
は
も
と
も
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
さ
ほ
ど
厳
密

に
区
別
さ
れ
ず
混
同
さ
れ
て
い
た
概
念
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
近
世

に
入
っ
て
主
と
し
て
ゲ
ー
テ
や
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
思
想
家
た
ち

に
よ
っ
て
互
い
に
対
立
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ

の
経
緯
を
ガ
ダ
マ
ー
は
『
真
理
と
方
法
』
の
当
該
の
箇
所
で
巧
み
に

纏
め
て
い
る
。
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
記
号
や
形
象

と
そ
れ
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
も
の
と
の
あ
い
だ
、
言
う
な
ら
ば
シ

ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
の
あ
い
だ
に
は
必
ず
し
も
必
然
的
な

関
係
、
い
わ
ば
形
而
上
学
的
親
縁
性
と
い
う
も
の
が
な
く
、
両
者
の

関
係
は
恣
意
的
で
人
為
的
な
関
係
、
偶
然
の
所
産
で
あ
る
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
は
、
慣
習
や
ド
グ
マ
に
よ
る
固
定
化
を
通
じ
て
構
築
さ
れ

た
秩
序
を
前
提
と
し
て
初
め
て
成
立
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
象
徴
に

つ
い
て
は
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
の
あ
い
だ
に
一
種
の

必
然
的
・
有
機
的
な
繋
が
り
、
あ
る
い
は
内
的
な
合
一
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
言
わ
ば
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
向
こ
う
に
は
、
人
為
を

介
さ
ず
に
お
の
ず
と
一
種
の
イ
デ
ア
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ア

レ
ゴ
リ
ー
が
理
屈
っ
ぽ
く
理
知
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
象
徴
は
直

観
的
に
捉
え
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。

ゲ
ー
テ
は
芸
術
に
お
け
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
象
徴
と
の
対
立
の
成
立

に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
が
、
彼
の
『
色
彩
論
』
の
中

で
は
両
者
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
具
体
的
な
対
比
が
行
な
わ
れ
て
い

る
。

先
に
詳
し
く
立
証
し
た
よ
う
に
、
い
か
な
る
色
彩
も

九
一
五

あ
る
特
別
な
印
象
を
人
間
に
あ
た
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の。

色
彩
の
本
質
を
人
間
の
眼
と
心
情
に
開
示
す
る
も
の
で
あ
る

、

、

、

と
す
れ
ば

色
彩
と
い
う
も
の
は
一
定
の
感
覚
的

精
神
的

美
的
目
的
の
た
め
に
使
用
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
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ま
さ
に
自
然
と
合
致
す
る
こ
う
し
た
色
彩
の
使
い
方

九
一
六

は
、
象
徴
的
用
法
と
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
い
う

の
も
、
色
彩
が
そ
の
作
用
に
即
し
て
用
い
ら
れ
、
色
彩
と
そ

の
作
用
と
の
真
の
関
係
が
た
だ
ち
に
意
味
を
語
り
か
け
る
か

ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
深
紅
が
尊
厳
を
示
す
と
主
張
さ
れ
れ

ば
、
そ
れ
が
適
切
な
表
現
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ん
ら
異
義
を

〔･
･
･
･
･
･

〕

さ
し
は
さ
む
余
地
も
あ
る
ま
い
。

象
徴
的
用
法
と
は
似
て
非
な
る
使
用
法
を
寓
意
的
用

九
一
七

法
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
は
象
徴
に
お
け
る
よ
り

も
偶
然
性
や
恣
意
性
が
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
因
襲
的
な
性

。

、

格
が
強
く
見
ら
れ
る

記
号
の
意
味
す
る
も
の
を
知
る
前
に

記
号
の
意
味
を
あ
ら
か
じ
め
伝
え
て
お
い
て
も
ら
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
緑
色
は
希
望
を
あ
ら

わ
す
と
い
う
よ
う
に
。

ゲ
ー
テ
『
色
彩
論

「
教
示
編
」

』

（
四
）

今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
は
、
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る
真
紅
と
尊
厳
、
緑

と
希
望
の
そ
れ
ぞ
れ
の
繋
が
り
の
ど
こ
に
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
の

か
に
つ
い
て
、
ゲ
ー
テ
の
与
え
る
説
明
を
そ
れ
こ
そ
「
理
屈
」
の
上

で
辿
る
こ
と
は
で
き
で
も

「
直
観
的
」
に
は
納
得
し
が
た
く
感
じ

、

ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
当
初
、
両
者
の
区
別
は
必
ず
し
も
価
値
的
な

対
立
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
象
徴
に
お
け
る
記
号
と
そ

の
意
味
内
容
と
の
漠
然
と
し
た
繋
が
り
は
意
味
の
尽
く
る
こ
と
の
な

い
深
さ
と
考
え
ら
れ
、
芸
術
は
傑
出
し
た
個
人
と
し
て
の
天
才
の
所

産
で
あ
る
と
い
う
当
時
の
考
え
方
と
結
び
つ
い
て
、
い
わ
ば
誰
も
が

習
い
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
一
義
的
な
関
係
と
し
て
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
に

対
し
て
高
い
位
置
に
置
か
れ
る
に
至
る
。
な
お
、
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
れ

ば
、
象
徴
を
介
し
て
個
別
が
お
の
ず
と
普
遍
を
表
わ
す
と
い
う
仕
組

み
を
、
ゲ
ー
テ
が
広
く
様
々
な
領
域
に
つ
い
て
考
え
た
の
に
対
し
、

シ
ラ
ー
は
そ
れ
を
主
と
し
て
芸
術
に
つ
い
て
の
み
考
え
、
こ
の
シ
ラ

ー
の
立
場
が
む
し
ろ
ド
イ
ツ
精
神
史
の
中
で
は
広
い
支
持
を
得
た
と

い
う
。
そ
し
て
、
芸
術
の
中
で
象
徴
が
優
位
を
占
め
る
と
き
、
必
然

的
に
ア
レ
ゴ
リ
ー
が
し
り
ぞ
け
ら
れ
る
に
至
る
。
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
よ

う
な
人
為
的
で
恣
意
的
な
記
号
の
関
係
は
、
お
よ
そ
芸
術
に
ふ
さ
わ

し
く
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
に
は
当
時
の
す
べ
て
の
作
家
や
批
評
家
た
ち
が
賛
同
し
た
わ
け

で
も
な
く
て
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
『
古
代
美
術
史
』
で
は
両
者
は
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同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
し
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
す
べ
て
の
美

が
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
し
て
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
叩
き
に
加
わ
ら
な
か

っ
た
。
ま
た
ゲ
ー
テ
晩
年
の
詩
集
で
あ
る
『
西
東
詩
集
』
な
ど
は
、

む
し
ろ
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
使
用
が
顕
著
に
な
っ
た
り
す
る
。
さ
ら
に
、

ド
・
マ
ン
は
、
こ
の
象
徴
優
位
の
時
代
に
そ
れ
に
頑
な
に
抵
抗
し
た

詩
人
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
存
在
を
強
調
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
時
代

の
趨
勢
と
し
て
は
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
軽
侮
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
、
象

徴
の
積
極
性
を
顕
揚
す
る
芸
術
観
が
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
の

初
期
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
を
席
巻
し
た
の
で
あ
っ
た
。

天
才
美
学
と
体
験
芸
術

ガ
ダ
マ
ー
は
、
こ
の
動
き
が
、
芸
術
を
、
天
才
が
自
分
固
有
の

一
つ
の
体
験
を
も
と
に
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
、
伝
統
や
既
存
の
因

襲
と
い
っ
た
も
の
に
頼
る
こ
と
も
な
く
、
ほ
と
ん
ど
無
意
識
に
作
品

を
創
造
し
て
ゆ
く
営
み
と
見
な
す
発
想
と
結
び
つ
い
て
い
る
、
と
指

摘
す
る
。
そ
こ
で
は
体
験
と
そ
れ
に
根
差
す
芸
術
創
造
と
の
あ
い
だ

に
垣
根
は
な
く
、
個
々
の
体
験
が
、
即
、
普
遍
的
な
意
味
を
持
つ
こ

。

「

」

。「

」

と
に
な
る

ガ
ダ
マ
ー
は
こ
れ
を

体
験
芸
術

と
呼
ぶ

体
験

と
い
う
言
葉
自
体
は
ゲ
ー
テ
の
時
代
よ
り
も
後
に
で
き
た

(E
rlebnis)

概
念
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
そ
れ
は
、
ひ
と
り
の
傑
出
し
た
個
人
が

人
生
の
中
で
得
た
個
々
の
体
験
を
作
品
に
結
晶
さ
せ
る
の
が
芸
術
で

あ
り
、
他
方
、
芸
術
を
観
賞
す
る
と
は
、
そ
の
作
品
を
通
し
て
、
鑑

賞
者
が
創
作
者
の
体
験
を
体
験
す
る
、
追
体
験
す
る
こ
と
だ
、
と
い

う
見
地
で
あ
る
。
芸
術
と
の
出
会
い
も
ま
た
一
つ
の
特
権
的
な
体
験

と
し
て
の
地
位
を
与
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
芸
術
家
を
中
心
に
し
た

同
心
円
的
な
体
験
の
構
造
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
今
日
の
日
本
語
の

語
感
か
ら
す
れ
ば

「
体
験
」
と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
感
動
」

、

と
言
え
ば
分
か
り
や
す
い
。
芸
術
は
創
作
者
が
あ
る
感
動
を
得
て
、

そ
れ
を
作
品
に
結
晶
さ
せ
る
、
芸
術
を
理
解
す
る
と
い
う
の
は
、
そ

の
感
動
を
共
有
す
る
こ
と
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
考

え
て
み
れ
ば
、
た
と
え
ば
詩
の
観
賞
で
は
、
個
々
の
詩
の
作
法
や
形

式
に
拘
泥
せ
ず
に
、
ま
ず
は
詩
に
盛
ら
れ
た
感
動
を
掴
み
と
り
、
そ

の
感
動
を
共
有
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
の
感
動
を
解
し
え
な
い

者
に
は
芸
術
が
分
か
ら
な
い
、
云
々
と
い
っ
た
議
論
は
、
お
そ
ら
く

明
治
期
以
降
に
日
本
に
入
っ
て
き
た
ド
イ
ツ
起
源
の
「
体
験
芸
術
」

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
、
言
わ
ば
残
響
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
ガ
ダ
マ
ー
は
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
、
要
す
る
に
伝
統
的
な
表

現
の
約
束
事
を
落
と
し
め
る
一
方
で
、
象
徴
、
す
な
わ
ち
芸
術
家
が
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ひ
と
つ
の
現
象
の
中
に
あ
る
普
遍
的
な
理
念
を
直
観
的
に
読
み
取
る

こ
と
を
顕
揚
す
る
体
験
芸
術
と
は
、
実
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
長
い
芸
術

と
文
学
の
歴
史
の
中
で
は
単
に
ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
す
ぎ
な

い
、
現
代
に
お
い
て
、
あ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
対
す
る
象
徴
の
優
位
が

実
は
、
体
験
芸
術
と
い
う
非
常
に
狭
い
芸
術
観
の
所
産
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
も
そ
も
ど
う
し
て
両
者
が
こ
と
さ
ら

に
対
立
さ
せ
ら
れ
、
一
方
に
対
す
る
他
方
の
優
位
が
説
か
れ
た
か
不

思
議
な
く
ら
い
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。

自
然
と
の
照
応

こ
う
い
っ
た
ガ
ダ
マ
ー
の
構
図
自
体
に
は
、
ド
・
マ
ン
も
別
に
異

義
を
唱
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
ガ
ダ
マ
ー
が
扱
う
箇
所

に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
は
だ
い
た
い
同
様
の
見
取
り
図
が
描
か
れ

る
。
彼
も
ま
た
ガ
ダ
マ
ー
同
様
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
代
表
さ
れ
る
伝
統

的
な
修
辞
形
態
の
退
潮
は
、
一
時
的
な
現
象
に
過
ぎ
な
い
、
そ
し
て

象
徴
が
優
位
を
占
め
る
か
に
見
え
る
そ
の
時
代
に
ま
た
ア
レ
ゴ
リ
ー

が
そ
れ
に
挑
む
か
の
よ
う
に
台
頭
し
て
く
る
、
或
い
は
両
者
の
対
立

が
無
効
に
な
る
よ
う
な
言
説
が
出
て
く
る
と
指
摘
す
る
。
ド
イ
ツ
精

神
史
に
関
し
て
論
じ
る
箇
所
の
中
に
は
、
ガ
ダ
マ
ー
の
記
述
と
重
な

る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
た
だ
、
修
辞
の
変
遷
の
経
緯
を
辿
る
具
体
的
な

、

、

、

検
証
を

ド
・
マ
ン
は

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
や
ル
ソ
ー
な
ど
と
い
っ
た

ゲ
ー
テ
や
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
よ
り
も
時
代
的
に
少
し
遡
っ
た
、
そ

し
て
ド
イ
ツ
語
圏
以
外
の
作
家
た
ち
の
作
品
を
手
掛
か
り
に
行
な
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
ガ
ダ
マ
ー
と
基
本
的
に
異
な
る
の
が
、
ガ
ダ
マ

ー
が
、
た
と
え
ば
ゲ
ー
テ
が
自
分
の
手
法
に
つ
い
て
反
省
し
て
い
る

言
葉
や
、
理
論
家
た
ち
の
直
接
の
議
論
に
依
拠
し
て
い
る
の
に
対
し

て
、
ド
・
マ
ン
の
ほ
う
は
、
ル
ソ
ー
や
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
た
ち
の
作
品

の
分
析
を
通
し
て
、
彼
ら
自
身
の
言
説
に
反
し
て
、
あ
る
い
は
一
般

の
通
念
、
文
学
史
に
関
す
る
常
識
、
通
説
に
対
し
て
、
そ
れ
と
は
別

の
、
さ
ら
に
深
い
鉱
脈
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
の
手
法
を
問
題
視
す
る
意
図
は
な
い
が
、
ガ
ダ
マ

ー
が
思
想
史
を
巧
み
に
整
理
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
ド
・
マ
ン

の
ほ
う
は
、
そ
う
い
っ
た
表
面
的
な
整
理
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
も
の

を
拾
い
出
し
、
そ
こ
か
ら
む
し
ろ
意
外
な
鉱
脈
を
あ
ぶ
り
だ
そ
う
と

し
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。

ド
・
マ
ン
が
分
析
に
お
い
て
注
目
す
る
の
は
、
自
然
、
あ
る
い
は

人
間
を
取
り
囲
む
環
境
の
描
写
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ド
・
マ
ン
自
身

に
先
立
っ
て
以
前
か
ら
ア
メ
リ
カ
で
行
な
わ
れ
て
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
マ
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ン
主
義
の
研
究
の
方
向
と
大
筋
で
一
致
す
る
話
で
あ
る
と
い
う
が
、

た
と
え
ば
英
文
学
で
そ
の
よ
う
な
風
景
描
写
が
積
極
的
に
試
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
の
は
象
徴
語
法
が
優
位
を
占
め
る
の
と
軌
を
一
に
し

て
い
る
と
い
う
。
ロ
マ
ン
派
の
共
通
し
た
傾
向
と
し
て
、
風
景
描
写

的
な
詩
句
か
ら
内
向
的
、
瞑
想
的
な
く
だ
り
へ
流
れ
る
よ
う
に
推
移

す
る
、
あ
る
い
は
意
味
を
風
景
に
読
み
込
む
と
い
っ
た
点
が
他
の
研

究
者
た
ち
の
引
用
と
い
う
形
で
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
そ
こ
で
の

自
然
描
写
が
実
は
、
作
中
人
物
な
り
作
者
な
り
の
心
情
を
映
す
、
リ

プ
リ
ゼ
ン
ト
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
そ
の
前
提
に
あ
る
、
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
ド
・
マ
ン
が
引
く
ウ
ィ
ム
ザ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
外
面
と

内
奥
と
の
合
一
は
、
言
語
化
さ
れ
て
、
精
神
と
対
象
と
を
と
も
に
包

摂
す
る
根
源
的
な
統
一
性

あ
る
い
は

「
わ
れ

(fundam
ental

unity)

、

わ
れ
の
内
と
外
に
宿
る
一
な
る
生
命
」
の
顕
現
と
な
る
。
た
だ
、
こ

の
統
一
性
は
、
主
体
に
隠
さ
れ
て
お
り
、
主
体
は
、
あ
く
ま
で
外
な

る
自
然
に
眼
を
向
け
、
そ
こ
を
出
発
点
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自

然
の
風
景
が
象
徴
的
な
統
合
力
の
源
泉
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る

に
主
体
と
自
然
と
の
一
体
性
、
両
者
の
照
応
、
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ス

と
い
う
発
想
が
、
シ
ン
ボ
ル
語
法
の
台
頭
の
原
動
力
な
の
で
あ
る
。

連
続
と
隔
離

こ
こ
で
ガ
ダ
マ
ー
と
の
差
異
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

、

、

ガ
ダ
マ
ー
は

ア
レ
ゴ
リ
ー
を
始
め
と
し
て
そ
も
そ
も
レ
ト
リ
ッ
ク

修
辞
法
一
般
の
価
値
が
下
が
り
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
象
徴
の
優
勢
が

生
じ
た
の
は
、
体
験
芸
術
、
天
才
美
学
の
興
隆
と
軌
を
一
に
す
る
、

要
す
る
に
孤
立
し
傑
出
し
た
主
体
に
よ
る
芸
術
創
造
と
い
う
思
想
が

産
み
出
し
た
現
象
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
・

マ
ン
、
あ
る
い
は
彼
が
比
較
的
好
意
的
に
引
用
す
る
研
究
者
た
ち
の

場
合
、
象
徴
語
法
は
、
主
体
と
自
然
と
の
根
源
的
な
一
体
感
か
ら
生

じ
た
現
象
だ
、
と
い
う
点
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
象

徴
の
優
勢
は
、
ガ
ダ
マ
ー
に
と
っ
て
は
、
天
才
の
孤
立
、
屹
立
と
一

体
の
現
象
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
に
と
っ
て
、

そ
れ
は
、
主
体
と
自
然
と
の
一
体
性
、
連
続
性
と
い
う
思
想
を
基
礎

と
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ガ
ダ
マ
ー
に
と
っ
て
、
天
才
が
突
出
し
て
い
る
と

い
っ
て
も
、
そ
れ
は
自
然
か
ら
突
出
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
伝

統
、
と
り
わ
け
言
語
的
な
伝
統
に
束
縛
さ
れ
な
い
存
在
だ
と
い
う
意

味
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ド
・
マ
ン
た
ち
が
象
徴
語
法
の
台
頭
の
背

景
に
見
て
取
る
の
は
、
主
体
と
自
然
と
の
連
続
性
、
類
比
と
い
う
考
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え
方
で
あ
る
。
だ
か
ら
一
方
に
主
体
の
屹
立
の
強
調
、
も
う
一
方
は

連
続
性
の
強
調
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
対
象
が
異
な
る
。
ガ
ダ
マ

ー
は
因
襲
や
伝
統
か
ら
断
絶
し
た
天
才
に
つ
い
て
語
り
、
ド
・
マ
ン

は
自
然
と
一
体
と
な
っ
た
主
体
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
自
然
と
歴

史
・
精
神
と
が
し
ば
し
ば
対
立
さ
せ
ら
れ
る
以
上
、
ガ
ダ
マ
ー
と

ド
・
マ
ン
の
見
解
は
互
い
に
何
ら
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
力
点

が
異
な
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
む
し
ろ
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る

よ
う
に
す
ら
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
主
体
と
そ
れ
を
包
み

こ
む
も
の
と
の
関
係
と
い
う
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
彼
ら
が
象
徴
語

法
の
台
頭
の
背
景
に
見
て
取
る
の
は
、
や
は
り
明
ら
か
に
異
な
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
口
裏
を
合
わ
せ
た
か
の
よ
う
に
、
象
徴
の

優
位
が
実
は
文
学
や
芸
術
の
歴
史
の
中
で
の
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に

す
ぎ
ず
、
や
が
て
ア
レ
ゴ
リ
ー
が
あ
ら
た
め
て
復
権
し
て
く
る
と
い

う
こ
と
を
指
摘
す
る
時
、
彼
ら
は
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
基
本
的
に
異
な

っ
た
視
点
か
ら
発
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ガ
ダ
マ
ー
に
と
っ
て
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
は
言
語
的
な
伝
統
に
よ
っ

て
拘
束
さ
れ
た
修
辞
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
文
学

や
芸
術
、
美
学
に
お
い
て
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
て

き
て
い
る
こ
と
を
ガ
ダ
マ
ー
が
強
調
す
る
の
は
、
芸
術
や
創
作
行
為

と
い
う
も
の
が
、
孤
立
し
傑
出
し
た
天
才
が
自
分
の
個
別
的
な
体
験

の
中
に
ひ
と
つ
の
普
遍
を
直
観
し
そ
れ
を
作
品
へ
と
昇
華
さ
せ
て
ゆ

く
こ
と
で
は
な
く
、
歴
史
的
な
伝
統
の
重
な
り
の
中
で
初
め
て
可
能

な
営
み
で
あ
る
こ
と
を
言
わ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
実
際

『
真
理
と

、

方
法
』
で
は
、
そ
の
一
節
に
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
復
権
」
と
い
う
表
題

が
掲
げ
ら
れ
て
い
て
も
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
作
品
の
中
に
ア
レ

ゴ
リ
ー
が
認
め
ら
れ
る
と
い
っ
た
議
論
は
見
あ
た
ら
な
い
。
彼
に
と

っ
て
は
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
い
う
の
は
、
芸
術
の
営
み
に
お
け
る
伝
統
と

規
範
に
よ
る
拘
束
を
意
味
す
る
以
上
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ド
・
マ
ン
に
と
っ
て
象
徴
的
な
語
法
が
人
間
を
包

み
込
む
自
然
と
主
体
と
の
連
続
性
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め

て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
に
対
立
す
る
ア
レ
ゴ
リ

ー
と
は
、
そ
う
い
っ
た
内
部
と
外
部
の
連
続
性
が
信
じ
ら
れ
な
い
、

。

、

、

破
綻
す
る
こ
と
を
そ
の
概
念
の
内
に
含
ん
で
い
る

こ
れ
を

彼
は

、

『

』

。

ル
ソ
ー
の

特
に

新
エ
ロ
イ
ー
ズ

の
分
析
を
通
し
て
示
唆
す
る

ル
ソ
ー
に
限
ら
ず
、
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
お
い
て
も
、
英
文

学
同
様
に
、
風
景
が
人
間
の
内
面
と
呼
応
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ

る
に
至
り
、
こ
れ
が
象
徴
的
な
修
辞
法
の
発
展
と
軌
を
一
に
し
、
そ

こ
か
ら
ロ
マ
ン
主
義
が
成
立
し
て
く
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
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っ
と
も
、
そ
う
い
っ
た
自
己
と
自
然
と
の
連
続
性
は
、
実
は
、
自
然

か
ら
そ
の
恒
常
性
を
借
り
受
け
て
自
己
の
安
定
や
同
一
性
の
意
識
を

、

、

、

得
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら
来
る
の
で
あ
り

そ
れ
は

ま
さ
に
自
己

主
体
が
自
分
に
な
い
時
間
的
安
定
性
を
外
な
る
世
界
か
ら
借
り
受
け

る
し
か
な
い
と
い
う
事
実
を
示
す
も
の
だ
、
と
彼
は
見
る
。
ド
・
マ

ン
に
よ
れ
ば

『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』
で
は
、
た
し
か
に
一
方
で
自
己

、

と
自
然
と
の
連
続
性
、
両
者
の
共
鳴
と
交
歓
を
語
る
象
徴
的
な
言
語

も
見
て
取
れ
る
も
の
の
、
倫
理
的
な
葛
藤
、
断
念
と
い
う
契
機
を
経

た
上
で
語
ら
れ
る
自
然
は
、
実
は
自
己
と
の
あ
い
だ
の
連
続
性
を
主

張
し
え
ず
、
む
し
ろ
一
種
の
ト
ポ
ス
と
し
て
の
自
然
に
す
ぎ
な
い
、

す
な
わ
ち
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
自
然
な
の
だ
と
い
う
。
具
体
的
に

は
、
た
と
え
ば
い
わ
ゆ
る
英
国
風
の
自
然
庭
園
の
描
写
は
、
い
か
に

も
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
風
の
幾
何
学
的
な
庭
園
か
ら
風
景
庭
園
へ
、
と

い
う
趣
味
の
変
化
に
則
っ
て
、
自
然
の
美
を
賛
美
し
て
い
る
か
に
見

え
な
が
ら
、
そ
こ
で
の
描
写
の
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
は
、
中
世
の
恋
愛
詩

『
薔
薇
物
語
』
の
庭
園
描
写
を
な
ぞ
り
、
ま
た
明
ら
か
に
『
ロ
ビ
ン

ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
要
す
る
に
、
そ
れ

、

「

」

は
実
際
の
自
然
描
写
で
は
な
く

孤
島
の
イ
メ
ー
ジ
や

愛
欲
の
園

と
い
う
既
存
の
詩
的
ト
ポ
ス
へ
の
言
及
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り

自
然
と
の
連
続
性
に
お
い
て
成
立
す
る
修
辞
で
は
な
く
、
自
然
と
の

交
歓
を
断
念
し
た
修
辞
、
人
間
の
言
語
の
中
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
修

辞
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
然
と
の
合
一
と
照
応
を
説
く
象
徴

的
な
語
法
は
た
し
か
に
魅
力
的
で
誘
惑
的
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は

所
詮
、
自
己
欺
瞞
で
し
か
な
い
。
そ
の
誘
惑
を
断
念
す
る
時
に
選
択

さ
れ
る
の
が
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
言
語
な
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
ガ
ダ
マ
ー
も
、
ド
・
マ
ン
も
、
象
徴
語
法
が
主
体
と
自

然
と
の
間
の
直
接
的
な
共
感
に
お
い
て
成
立
す
る
修
辞
法
で
あ
り
、

ア
レ
ゴ
リ
ー
が
そ
れ
に
対
し
て
、
伝
統
的
な
言
語
的
規
範
に
よ
っ
て

成
り
立
つ
修
辞
法
だ
と
考
え
て
い
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し

ガ
ダ
マ
ー
が
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
も
っ
て
、
孤
立
し
た
主
体
と
し
て
の

天
才
を
伝
統
と
い
う
懐
に
連
れ
戻
す
の
に
対
し
て
、
ド
・
マ
ン
が
、

象
徴
が
断
念
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
再
び
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
修
辞
法
が
現
わ

れ
て
く
る
、
あ
る
い
は
象
徴
で
あ
る
か
に
見
え
た
修
辞
法
も
実
は
ア

レ
ゴ
リ
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言
う
と
き
、
彼
は
、
自
然
の
懐
に
抱

か
れ
た
は
ず
の
詩
人
の
営
み
が
、
実
は
人
間
の
言
語
的
な
空
間
の
中

で
執
り
行
な
わ
れ
、
け
っ
し
て
自
然
と
の
暖
か
な
交
わ
り
を
か
わ
す

こ
と
の
な
い
、
脆
く
危
う
い
営
み
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し

て
自
然
と
一
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
か
に
見
え
た
主
体
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の
同
一
性
も
錯
覚
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
暴
き
立
て
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

自
然
に
届
か
ぬ
言
語

ド
・
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
象
徴
に
お
け
る
自
然
と
自
己
の
一
体
性
、

あ
る
い
は
自
己
が
自
然
に
包
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
感
情
は
、
言

わ
ば
全
体
と
部
分
の
関
係
で
あ
り
、
一
種
の
同
時
性
で
あ
り
、
む
し

ろ
空
間
的
な
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
レ
ゴ
リ
ー

で
は
、
ひ
と
つ
の
記
号
は
、
必
ず
、
そ
れ
に
先
行
す
る
別
の
記
号
に

言
及
し
、
言
わ
ば
そ
れ
を
反
復
し
よ
う
と
す
る
。
引
用
す
れ
ば
、

、

、

象
徴
が
同
一
性

な
い
し
は
同
一
化
を
要
請
す
る
の
に
対
し
て

ア
レ
ゴ
リ
ー
は
ま
ず
何
よ
り
も
自
ら
の
起
源
と
の
距
離
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
そ
の
起
源
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
や
そ
れ
と
一
体

化
し
よ
う
と
い
う
欲
望
を
断
念
し
つ
つ
、
こ
の
時
間
的
な
差
異

の
空
洞
の
中
に
自
ら
の
言
語
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
。
そ
う
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
自
己
が
、
幻
想
に
す
ぎ
な

い
非
自
己
と
の
同
一
化
を
は
か
る
こ
と
を
妨
げ
る
の
で
あ
り
、

ま
た
こ
の
非
自
己
も
、
今
や
苦
痛
を
伴
い
は
す
る
が
、
徹
底
し

て
非
自
己
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
五
）

ド
・
マ
ン
に
と
っ
て
は
、
自
己
は
単
に
自
然
と
一
体
化
し
な
い
の

で
な
く
、
そ
も
そ
も
自
己
自
身
を
含
め
何
者
と
も
一
体
化
せ
ず
、
同

一
化
し
な
い
存
在
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
れ
を
「
本
来
的
に
時
間
的
な

運
命

「
本
来
的
に
時
間
的
な
窮

(authentically
tem

poral
destiny)

」
、

状

」
と
呼
ん
で
い
る
。
人
間

(authentically
tem

poral
predicam

ent)

存
在
の
そ
う
い
っ
た
在
り
方
を
示
す
の
が
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
他
な
ら

な
い
。
彼
が
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
「
時
間
性
の
修
辞
法
」
と
呼
ぶ
の
は

そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
並
ん
で
、
ア
イ
ロ
ニ

ー
も
や
は
り
、
自
己
の
非
同
一
性
を
示
す
も
の
と
さ
れ
る
。
ア
イ
ロ

ニ
ー
は
、
通
常
、
卑
小
な
自
己
の
在
り
方
に
対
し
て
そ
れ
か
ら
距
離

を
取
り
、
言
わ
ば
自
己
を
眺
め
お
ろ
す
有
り
方
と
見
な
さ
れ
、
そ
れ

に
よ
っ
て
自
己
の
安
定
を
図
る
も
の
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
、
実
際
、

（
邦
訳
名
『
イ
ロ
ニ
ー
の
精

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
『
イ
ロ
ニ
ー
』

(bonne
神

）
』

は
当
初
『
イ
ロ
ニ
ー
あ
る
い
は
良
心
の
満
足

』
と
題
さ
れ
て
い
た
が
、
ド
・
マ
ン
は
、
そ
の
タ
イ
ト

conscience)

ル
が
よ
ほ
ど
イ
ロ
ニ
ー
を
込
め
ら
れ
た
も
の
で
も
な
い
か
ぎ
り
、
と

ん
で
も
な
い
誤
解
だ
と
断
じ
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
ア
イ
ロ
ニ
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ー
に
お
け
る
「
自
己
の
分
裂
は
、
け
っ
し
て
自
己
回
復
を
約
束
す
る

安
定
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
く

、
自
己
の
非
同
一
性
を
徹
底
さ
せ

」

る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
引
用
す
れ
ば
、

ア
イ
ロ
ニ
ー
の
働
き
は
、
断
じ
て
有
機
的
で
な
い
時
間
性
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
を
開
示
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
ア
イ
ロ

、

、

ニ
ー
は

距
離
と
差
異
を
通
し
て
の
み
自
ら
の
源
泉
に
関
わ
り

完
結
す
る
こ
と
も
一
つ
の
全
体
と
な
る
こ
と
を
も
許
さ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
、
時
間
的
な
経
験
の
流
れ
を
純
然

た
る
神
秘
化
で
あ
る
過
去
と
、
非
本
来
の
内
へ
の
退
行
に
永
久

に
悩
ま
さ
れ
続
け
る
未
来
と
に
分
断
す
る
。
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
、

こ
の
非
本
来
性
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
け
っ
し
て
そ
れ
を

克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
意
識
レ
ベ
ル
を
上
げ
て
ゆ

く
こ
と
で
、
そ
れ
を
言
い
か
え
繰
り
返
す
こ
と
が
で
き
る
だ
け

で
、
こ
の
認
識
を
経
験
世
界
に
適
用
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
か

ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

（
六
）

基
本
的
に
は
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
も
イ
ロ
ニ
ー
も
、
彼
に
と
っ
て
は
、

人
間
が
自
己
の
根
源
や
何
か
絶
対
的
な
存
在
と
一
体
化
す
る
こ
と
が

不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
言
語
的
態
度
と

言
え
よ
う
。
こ
の
一
節
は
す
で
に
語
彙
の
レ
ベ
ル
で
も
、
ハ
イ
デ
ガ

ー
の
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
時
間
性
を
め
ぐ
る
議
論
の
影
響
を

色
濃
く
に
じ
ま
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
イ
ロ
ニ
ー
固
有
の
も
の
と
し
て

語
ら
れ
る
「
距
離
と
差
異
を
通
し
て
の
み
自
ら
の
源
泉
に
関
わ
り
、

完
結
す
る
こ
と
も
一
つ
の
全
体
と
な
る
こ
と
を
も
許
さ
な
い
」
と
い

う
特
性
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
は
、
お
よ
そ
時
間
性
一
般
に
つ
い
て
言

。『

』

、

い
う
る
だ
ろ
う

存
在
と
時
間

の
中
心
的
な
主
題
の
ひ
と
つ
は

現
在
の
中
に
作
用
す
る
既
在
性
と
将
来
の
契
機
を
暴
き
だ
し
、
西
洋

の
形
而
上
学
が
想
定
し
て
き
た
直
観
に
よ
る
充
実
し
た
純
粋
な
現
在

の
欺
瞞
を
し
り
ぞ
け
現
在
の
中
に
時
間
性
の
運
動
を
見
て
取
ろ
う
と

す
る
こ
と
だ
っ
た
。

二

同
一
性
と
非
同
一
性

ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
詩

ア
レ
ゴ
リ
ー
の
復
権
を
め
ぐ
る
ガ
ダ
マ
ー
と
ド
・
マ
ン
の
議
論

の
志
向
の
相
違
、
し
か
し
、
こ
の
相
違
は
単
に
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
消
長
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に
関
す
る
見
解
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
れ

は
ふ
た
り
の
思
索
の
根
本
的
な
姿
勢
の
相
違
な
の
で
あ
り
、
ア
レ
ゴ

リ
ー
論
は
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
的
な
態
度
の
違
い
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
今
、
そ
の
こ
と
を
彼
ら
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
論
か

ら
離
れ
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

『
真
理
と
方
法
』
の
冒
頭
に
は
、
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
リ
ル
ケ
の

詩
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
詩
は
、
ガ
ダ
マ
ー
が
こ
の
本
に
託
し

た
抱
負
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

お
前
が
、
自
分
で
投
げ
た
も
の
を
捕
ま
え
て
い
る
限
り
、
す
べ
て
は

た
だ
小
器
用
と
僅
か
な
獲
物
に
す
ぎ
な
い

突
如
お
前
が
、
永
遠
の
競
技
仲
間
が

お
前
に
、
お
前
の
中
心
に
、

実
に
う
ま
い
弾
み
を
つ
け
て
、

神
の
偉
大
な
る
橋
渡
し
の
あ
の
ア
ー
チ
の
一
つ
を
描
い
て
、

、

、

投
げ
か
け
る
ボ
ー
ル
を
捕
ま
え
る
者
と
な
る
と
き

そ
の
と
き
初
め
て

捕
ま
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
ひ
と
つ
の
能
力
な
の
だ
、

お
前
の
能
力
な
ら
ず
、
一
つ
の
世
界
の
能
力
な
の
だ

S
olang

du
S
elbstgew

orfenes
fängst,

ist
alles

G
eschicklichkeit

und
läßlicher

G
ew

inn--;

erst
w
enn

du
plötzlich

F
änger

w
irst

des
B
alles,

den
eine

ew
ige

M
itspielerin

dir
zuw

arf,
deiner

M
itte,

in
genau

gekonntem
Schw

ung,
in
einem

jener
B
ögen

aus
G
ottes

großem
B
rückenbau:

erst
dann

ist
F
angen-können

ein
V
erm

ögen,
--

nicht
deines,

einer
W
elt.

（
七
）

ガ
ダ
マ
ー
が
こ
の
詩
に
読
み
取
ろ
う
と
す
る
趣
旨
は
明
快
で
あ

る
。
自
分
が
個
人
と
し
て
何
事
か
を
や
っ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
小

さ
く
非
力
な
営
み
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
圧
倒
的
な
力

と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
自
分
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚

し
、
個
々
の
営
み
が
そ
れ
に
対
す
る
応
答
と
な
っ
た
と
き
、
個
の
小

さ
な
営
み
は
大
き
な
力
や
働
き
の
一
部
と
し
て
自
在
の
動
き
と
な

る
、
と
い
う
の
だ
。
詩
の
中
で
個
の
営
み
が
「
投
げ
る
」
と
言
い
表

、

、

「

」

わ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に

ガ
ダ
マ
ー
は

ハ
イ
デ
ガ
ー
の

投
企

を
読
み
取
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
見
、
自
発
的
、
能
動
的
で
あ
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る
か
に
見
え
る
個
に
よ
る
「
投
企
」
は
、
実
は
同
時
に
「
被
投
的
投

企
」
な
の
で
あ
り
、
所
動
性
を
そ
の
本
質
の
う
ち
に
宿
し
て
い
る
。

こ
こ
で
「
永
遠
の
競
技
仲
間
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
個
を
包

み
込
む
伝
統
や
言
語
的
共
同
体
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
自
分

が
無
自
覚
な
ま
ま
に
そ
の
中
に
在
っ
た
所
与
の
共
同
世
界
に
覚
醒

し
、
そ
れ
を
背
負
い
受
け
る
こ
と
を
通
し
て
、
個
の
営
み
は
、
そ
の

ま
ま
個
を
超
え
た
世
界
の
営
み
に
転
じ
て
ゆ
く
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
こ
の
詩
を
、
ガ
ダ
マ
ー
は
、
個
々
の
現
存
在
が
一
個
の
運
命
と

し
て
生
起
す
る
こ
と
が
、
同
時
に
民
族
の
共
同
体
が
あ
ら
た
め
て
生

起
し
生
成
す
る
こ
と
だ
と
考
え
る
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
本
来
的
歴
史
性

の
概
念
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
議
論
の
構
造
に
重
ね
合
わ
せ

て
い
る
の
で
あ
る
。

一

同
様
の
読
解
は

パ
ウ
ル
・
ツ
ェ
ラ
ン
の
詩
集

息
の
結
晶

、

『

』（
中

九
六
五
年
、
二
年
後
の
一
九
六
七
年
に
『
息
の
め
ぐ
ら
し
』
と
改
題
）

の
ひ
と
つ
の
詩
に
つ
い
て
も
試
み
ら
れ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
は
、
ツ
ェ
ラ

ン
の
こ
の
詩
集
に
対
し
て
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
詩
を
逐
一
読
み
解
く

こ
と
を
試
み
た
『
私
は
誰
か
、
あ
な
た
は
誰
か

を

』（
一
九
七
三
年
）

発
表
し
て
い
る
。
今
、
ツ
ェ
ラ
ン
の
一
つ
の
詩
と
そ
れ
に
つ
い
て
の

ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
に
注
目
し
よ
う
。
詩
に
は
ツ
ェ
ラ
ン
の
ほ
か
の
詩

の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
標
題
が
な
い
。

（
八
）

未
来
の
北
の
川
ま
た
川
に

私
の
投
げ
入
れ
る
そ
の
網
に
、
あ
な
た
は

お
ず
お
ず
と
重
み
を
か
け
る
、

石
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

影
で

IN
D
E
N
F
L
Ü
S
S
E
N
nördlich

der
Z
ukunft

w
erf

ich
das

N
etz

aus,
das

du

zögernd
beschw

erst

m
it
von

S
teinen

geschriebenen

S
chatten

ガ
ダ
マ
ー
は
、
こ
れ
は
漁
師
で
あ
る
「
私
」
を
「
あ
な
た
」
な

る
別
の
者
が
助
け
て
く
れ
て
い
る
情
景
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
詩
が

持
つ
暗
い
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
影
が
で
き
る
の
は
光
が
あ
る
か

ら
で
あ
っ
て
実
は
こ
の
詩
は
、
明
る
く
鮮
明
な
の
だ
と
言
う
。
オ
ッ

ト
ー
・
ペ
ッ
ゲ
ラ
ー
が
「
死
の
風
景
」
と
評
す
る
「
未
来
の
北
の
川
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ま
た
川
に
」
と
い
う
詩
句
の
も
つ
索
漠
感
と
の
ず
れ
も
、
そ
れ
は
日

常
を
越
え
た
場
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
網
を
投
げ
る
と
は
純
粋
な
期

待
の
行
為
で
あ
る
と
、
や
や
強
引
に
読
む
こ
と
で
解
決
さ
れ
る
。

「
私
」
は
、
通
常
の
経
験
で
は
何
も
期
待
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
あ
え

て
網
を
投
げ
掛
け
る
の
で
あ
る

「
あ
な
た
が
お
ず
お
ず
と
重
く
す

。

る
」
と
い
う
の
は
、
網
が
水
中
の
ほ
ど
よ
い
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
る
よ

う
に
石
を
少
し
づ
つ
載
せ
て
い
く
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
漁
法

が
は
た
し
て
あ
る
の
か
に
つ
い
て
ガ
ダ
マ
ー
は
語
っ
て
い
な
い

た
。「

」

、

め
ら
い
な
が
ら

と
い
う
の
は
決
し
て
優
柔
不
断
だ
か
ら
で
は
な
く

「
慎
重
に
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
る

瞬
間
を
狙
っ
て
い
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

、

「

」

「

」

ガ
ダ
マ
ー
は

こ
こ
で
人
間
存
在
が

投
げ
る

と

重
く
す
る

と
い
う
二
つ
の
契
機
の
働
き
あ
い
で
あ
る
こ
と
が
詩
わ
れ
て
い
る
と

考
え
る

「
投
げ
る
」
と
「
重
く
す
る
」
の
間
に
は
緊
張
が
あ
り
、

。

し
か
も
こ
の
二
つ
の
働
き
あ
い
が
唯
一
、
漁
獲
を
約
束
す
る
統
一
的

な
行
為
な
の
で
あ
る
。
石
に
書
か
れ
た
も
の
は
解
読
さ
れ
る
。
要
す

る
に
、
漁
の
行
為
は

「
投
げ
る
」
と
「
重
く
す
る
」
の
働
き
あ
い

、

に
よ
っ
て
初
め
て
、
未
来
の
も
の
へ
の
漠
然
た
る
開
放
性
で
は
な
く

な
り
、
か
つ
て
在
っ
た
も
の
、
経
験
と
幻
滅
と
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

書
物
の
中
に
保
存
さ
れ
る
と
い
う
形
で
在
っ
た
も
の
、
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
と
見
る
。

詩
の
中
の
「
あ
な
た
」
が
何
者
な
の
か
を
、
ガ
ダ
マ
ー
は
最
終
的

に
は
オ
ー
プ
ン
に
し
て
お
く
の
だ
が
、
最
も
身
近
な
あ
な
た
、
最
も

遠
い
あ
な
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
神
、
超
越
的
か
あ
る

い
は
「
こ
こ
に
も
ま
た
し
ろ
し
め
す
神
」
と
し
て
の
内
在
的
な
神
が

暗
示
さ
れ
る
。
あ
る
い
は

「
自
分
の
確
信
に
対
し
て
現
実
の
限
界

、

を
感
知
さ
せ
得
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
は
、
こ
の
「
あ
な
た
」
は
私

自
身
に
対
す
る
私
か
も
し
れ
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
こ
の
「
あ
な
た
」
は
、
ペ
ッ
ゲ
ラ
ー
の
言
う
「
死
」
の
よ
う
な

否
定
的
な
も
の
と
は
見
な
さ
れ
ず
、
私
を
助
け
て
く
れ
る
根
源
的
な

力
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
力
が
人
間
の
行
い
を

手
助
け
す
る
と
い
う
の
だ
。

興
味
深
い
の
は
、
ガ
ダ
マ
ー
が
続
け
て
、
こ
こ
で
「
私
」
が
網
を

投
げ
て
何
を
行
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
詩
を
創
る
行

為
な
の
だ
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
言
語
的
な
伝
統
、
財
の
中
に
深

く
網
を
投
げ
て
そ
こ
か
ら
獲
物
を
取
る
、
そ
う
す
る
こ
と
が
従
来
の

も
の
を
越
え
る
詩
を
産
み
出
す
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
詩
は

単
な
る
「
私
の
詩
」
で
は
な
い
、
と
言
わ
れ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
は
明
ら
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か
に
こ
こ
で
、
天
才
美
学
の
創
作
観
と
異
な
り
、
詩
は
言
語
的
な
伝

、

、

統
の
中
で

す
で
に
語
ら
れ
た
言
語
を
語
り
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て

既
に
あ
る
も
の
を
紡
ぎ
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
だ
と
の
見
地

を
、
ツ
ェ
ラ
ン
の
詩
の
中
に
読
み
込
も
う
と
し
て
い
る
。
先
の
リ
ル

ケ
の
詩
で
言
う
な
ら
、
こ
こ
で
生
起
す
る
の
は
「
小
器
用
と
僅
か
な

獲
物
」
で
し
か
な
い
「
私
の
詩
」
で
は
な
く｢

真
の
詩｣

で
あ
る
。
解

釈
の
中
で
は
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
い
う
言
葉
は
一
度
も
出
て
こ
な
い
が
、

こ
の
詩
そ
の
も
の
が
、
ガ
ダ
マ
ー
か
ら
見
れ
ば
、
象
徴
に
対
す
る
ア

レ
ゴ
リ
ー
の
優
位
を
説
く
ア
レ
ゴ
リ
ー
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
詩

人
の
行
為
は
、
実
は
人
間
全
般
に
つ
い
て
言
え
る
と
い
う
。
こ
う
語

る
と
き
、
ガ
ダ
マ
ー
は
、
明
ら
か
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
繰
り
返
し
引
用

す
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の

「
詩
人
と
し
て
人
間
は
こ
の
地
上
に
住
ま

う
」

を
念
頭
に
置

dichterisch
w
ohnet

der
M
ensch

auf
der

E
rde

（
九
）

い
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
歴
史
性
の
概
念
の
影

響
は
見
ま
が
う
べ
く
も
な
い
。
特
に
詩
の
中
の
「
投
げ
る
」
は
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
「
投
企
」
と
全
面
的
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「

」

、「

」

投
企

が｢

被
投
性｣

か
ら
切
り
離
し
え
な
い
よ
う
に

投
げ
る

に
は
「
重
く
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
漁
獲
が
約
束
さ
れ
る
。
ガ

ダ
マ
ー
に
と
っ
て
「
重
く
す
る
」
と
は
、
既
在
性
を
背
負
い
受
け
伝

統
に
棹
差
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ガ
ダ
マ
ー
が
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
権
利
回
復
を
説
く

と
き
、
そ
の
議
論
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
歴
史
性
の
概
念
に
触
発
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
ツ
ェ
ラ
ン
の
詩
に
つ
い
て
の
ガ
ダ
マ
ー

の
解
釈
は
明
確
に
示
し
て
い
る
。
ガ
ダ
マ
ー
は
こ
の
詩
の
解
釈
に
大

W
er

変
自
信
を
持
っ
て
お
り

息
の
結
晶

を
解
釈
を
し
た
本
に
は

、『

』

と
い
う
表
題
が
冠
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

bin
ich

und
w
er

bist
D
u

の
表
題
は
こ
の
数
行
の
詩
の
解
釈
の
部
分
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
。
言

わ
ば
未
来
の
北
に
向
か
っ
て
網
を
投
げ
か
け
る
「
私
」
の
網
に
重
み

と
支
え
を
与
え
る
も
の
が

「
あ
な
た
」
と
い
う
暖
か
な
伴
侶
、
伝

、

統
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
た
だ
、
率
直
に
言
っ
て
、
ガ
ダ

マ
ー
の
こ
の
詩
の
解
釈
は
や
は
り
見
当
違
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
ウ

ク
ラ
イ
ナ
の
強
制
収
容
所
で
両
親
を
失
い
肉
親
や
数
百
万
の
ユ
ダ
ヤ

人
同
胞
の
虐
殺
の
後
に
生
き
残
っ
た
詩
人
の
詩
で
あ
る
こ
と
は
、
ガ

ダ
マ
ー
の
解
釈
に
は
全
く
影
を
落
と
し
て
い
な
い
。
ガ
ダ
マ
ー
の
解

釈
は
あ
ま
り
に
幸
福
で
あ
り

肯
定
的

で
あ
る

彼
の
読
解
は

死

「

」

。

「

は
ド
イ
ツ
か
ら
や
っ
て
き
た
名
人
だ
」
と
い
う
繰
り
返
し
で
知
ら
れ

る
詩
人
に
は
向
か
な
い
読
み
方
な
の
だ
。

そ
れ
で
は
こ
の
詩
は
、
い
っ
た
い
何
を
語
る
も
の
な
の
か
。
ツ
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ェ
ラ
ン
の
詩
は
、
何
か
特
定
の
体
験
に
根
差
し
た
状
況
詩
的
な
性
格

が
強
い
と
い
う
の
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
実
際
、

ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
が
、
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
た
中
で
最
も
す
ぐ
れ
た

ツ
ェ
ラ
ン
解
釈
だ
と
す
る

「
エ
デ
ン
」
と
題
さ
れ
た
ペ
ー
タ
ー
・

、

ソ
ン
デ
ィ
の
ツ
ェ
ラ
ン
論
で
も
、
ツ
ェ
ラ
ン
の
ひ
と
つ
の
詩
が
、
あ

る
年
末
の
ツ
ェ
ラ
ン
の
ベ
ル
リ
ン
滞
在
中
の
様
々
の
具
体
的
な
出
来

事
を
織
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
当

然
、
目
下
、
わ
れ
わ
れ
が
取
り
上
げ
て
い
る
こ
の
詩
に
も
、
様
々
の

事
柄
や
体
験
が
結
晶
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
る
と
、

こ
の
詩
の
成
立
状
況
に
つ
い
て
具
体
的
な
知
識
や
情
報
の
な
い
筆
者

に
は
、
自
分
の
印
象
を
述
べ
る
以
上
の
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、

詩
の
成
立
に
ま
つ
わ
る
具
体
的
な
事
実
が
知
ら
れ
て
い
な
く
と
も
、

北
、
石
、
影
と
い
っ
た
、
寒
々
と
し
た
不
吉
な
イ
メ
ー
ジ
が
こ
の
詩

に
付
き
ま
と
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
、
や
は
り
ど
う
考
え
て
も
こ
れ

は
明
る
い
詩
で
は
な
い
。

水
中
に
投
げ
入
れ
ら
れ
る
網
と
い
う
こ
と
で
、
ひ
と
つ
の
可
能

性
と
し
て
連
想
さ
れ
る
の
は
、
イ
エ
ス
が
自
分
の
弟
子
た
ち
と
な
る

ガ
リ
ラ
ヤ
湖
の
漁
師
た
ち
に
向
か
っ
て
「
人
間
を
す
な
ど
る
漁
師
と

な
れ

と
言
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
石
に

」（

マ
タ
イ
伝
』
四
章
十
九
節
）

『

よ
っ
て
書
か
れ
た
影
た
ち
、
と
い
う
の
は
、
死
者
た
ち
、
追
悼
の
石

碑
に
刻
ま
れ
た
死
者
た
ち
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

人
間
を
す
く
い
上
げ
る
べ
く
投
げ
入
れ
る
網
に
よ
う
や
く
か
か
る
の

は
、
石
に
追
悼
の
思
い
が
刻
ま
れ
た
死
者
だ
、
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
言
っ
た
か
ら
と
て
、
個
々
の
語
句
が
正
確

に
何
を
指
す
の
か
解
明
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
ガ
ダ
マ
ー
の
よ
う
に
、
詩
全
体
を
伝
統
へ
の
信

頼
と
い
う
方
向
に
収
斂
さ
せ
る
の
に
は
賛
同
し
か
ね
る
。

欺
瞞
と
し
て
の
和
解

ガ
ダ
マ
ー
が
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
復
権
を
唱
え
る
と
き
、
そ
こ
に
は

自
分
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
言
語
的
共
同
体
や
伝
統
へ
の
覚
醒
、
そ

れ
と
の
一
体
化
、
和
解
と
い
う
弁
証
法
的
な
モ
デ
ル
が
基
礎
に
あ
っ

た
。
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
復
権
は
、
彼
に
と
っ
て
言
わ
ば
そ
の
モ
デ
ル
の

指
標
に
す
ぎ
な
い
。
逆
に
、
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
の
基
本
的
な
志
向

と
は
、
そ
う
い
っ
た
弁
証
法
的
な
同
一
化
、
一
体
化
を
虚
偽
と
し
て

暴
き
立
て
る
こ
と
に
あ
る
。
た
と
え
ば
論
集
『
ロ
マ
ン
主
義
の
修
辞

学
』
の
中
に
収
め
ら
れ
た
「
美
的
形
式
化
、
ク
ラ
イ
ス
ト
の
人
形
劇

」

。

場
に
つ
い
て

と
題
す
る
一
文
が
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る

（
一
〇
）
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標
題
か
ら
分
か
る
よ
う
に

こ
れ
は
ク
ラ
イ
ス
ト
の
有
名
な
短
編

人

、

『

形
劇
場
に
つ
い
て

を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ク
ラ

』（
一
八
一
〇
年
）

イ
ス
ト
の
こ
の
短
編
は
、
全
体
と
し
て
は
語
り
手
が
ひ
と
り
の
ダ
ン

サ
ー
の
話
を
聞
く
と
い
う
体
裁
を
取
り
な
が
ら
、
三
つ
の
独
立
し
た

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ダ
ン
サ
ー
は
自
分
の
優

美
さ
を
保
つ
た
め
に
人
形
劇
の
動
き
を
観
察
す
る
よ
う
に
し
て
い

る
、
そ
れ
は
操
り
人
形
が
ひ
と
は
自
分
の
こ
と
を
ど
う
見
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
に
無
頓
着
で
あ
り
素
朴
で
優
美
で
あ
る
か
ら
だ
、
さ
ら

に
美
少
年
が
自
分
の
姿
が
優
美
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
あ
え
て
人

に
対
し
て
優
美
な
ポ
ー
ズ
を
と
ろ
う
と
し
た
途
端
そ
の
優
美
さ
を
失

っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
話
が
続
く
。
少
年
は
、
浴
場
で
切
り
傷
を
負

い
、
顔
を
し
か
め
て
か
が
ん
だ
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
あ
っ
た
鏡
に
映
る

自
分
の
姿
に
見
と
れ
、
そ
の
姿
勢
が
、
有
名
な
美
少
年
の
像
に
似
て

い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
だ
っ
た
。
最
後
に
、
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
の

名
手
で
あ
る
熊
を
ど
う
し
て
も
打
ち
負
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
、
と
い
う
体
験
談
が
語
ら
れ
る
。
熊
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
は

著
者
自
身
の
解
説
が
伴
わ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
熊
も
直
向
き
で
他
者

の
評
価
を
自
分
の
中
に
持
ち
込
ま
な
い
か
ら
、
巧
み
で
優
美
な
動
き

が
で
き
る
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
。
こ
れ
ら
三
つ
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
の
あ
と

「
私
た
ち
は
、
無
垢
の
状
態
に
立
ち
戻
る
た
め

、

に
は
今
一
度
、
知
恵
の
木
の
実
を
食
べ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
し

ょ
う
か
」
と
い
う
語
り
手
の
問
い
か
け
に
、
ダ
ン
サ
ー
が
「
も
ち
ろ

ん
で
す
、
そ
れ
が
世
界
史
の
最
終
章
な
の
で
す
」
と
答
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
こ
の
短
編
は
終
わ
る
。

こ
の
短
編
を
読
む
者
は
、
そ
れ
が
、
人
間
が
優
美
で
あ
る
の
は

他
者
の
ま
な
ざ
し
で
自
分
を
見
る
こ
と
を
知
ら
な
い
無
垢
な
状
態
に

い
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
ひ
と
た
び
反
省
的
な
視
点
を
身
に
つ

け
る
と
そ
の
優
美
さ
は
失
わ
れ
る
、
こ
れ
を
回
復
す
る
の
は
知
と
反

省
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
徹
底
す
る
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
優
美
が
擬
似
的
な
形
で
復
元
さ
れ
て
ゆ

く
、
そ
う
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
、
つ
い
考
え
て
し
ま
う
。
い

わ
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
弁
証
法
を
か
な
り
単
純
化
し
た
形
で
な
ぞ
っ
て

い
る
と
解
釈
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
ド･

マ
ン
は
、
実
は
そ
う
で
は
な

く
、
こ
れ
は
弁
証
法
、
つ
ま
り
自
己
意
識
の
芽
生
え
に
よ
っ
て
生
じ

た
共
同
体
や
全
体
と
の
対
立
や
軋
轢
を
、
知
と
意
識
の
水
準
を
さ
ら

に
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
、
逆
に
共
同
体
と
最
終
的
に
和

解
し
て
ゆ
く
と
い
う
幸
福
な
筋
書
き
を
嘲
笑
し
て
い
る
の
だ
、
と
考

。

、

、

え
る

操
り
人
形
は

自
分
が
優
美
で
あ
る
か
ど
う
か
に
無
頓
着
だ
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だ
か
ら
優
美
だ
、
あ
る
い
は
熊
は
自
分
を
他
者
の
目
で
見
な
い
か
ら

優
美
な
の
だ
、
と
い
っ
た
話
は
、
一
見
も
っ
と
も
ら
し
く
聞
こ
え
る

が
、
考
え
て
み
れ
ば
、
操
り
人
形
の
動
き
と
い
う
の
は
非
常
に
ぎ
ご

ち
な
い
、
熊
の
動
き
も
少
な
く
と
も
人
間
の
目
か
ら
見
る
と
優
美
と

い
う
の
と
は
程
遠
い
、
む
し
ろ
一
般
に
人
が
熊
の
よ
う
だ
と
言
わ
れ

る
と
き
、
そ
の
人
の
動
き
は
の
っ
そ
り
し
て
い
る
。
風
呂
場
で
怪
我

を
し
て
顔
を
し
か
め
る
少
年
の
姿
が
優
美
で
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
。

そ
も
そ
も
自
己
分
裂
を
き
た
し
た
人
間
が
ふ
た
た
び
調
和
的
世
界
に

帰
り
つ
く
と
か
、
個
人
が
共
同
体
と
最
終
的
に
和
解
す
る
な
ど
と
い

う
の
は
、
お
よ
そ
ク
ラ
イ
ス
ト
の
小
説
世
界
に
そ
ぐ
わ
な
い

『
チ

。

リ
の
地
震

も
、
許
さ
れ
ぬ
恋
の
結
果
、
子
供
を
持

』（
一
八
〇
七
年
）

っ
た
若
い
ふ
た
り
が
地
震
の
恐
怖
の
経
験
を
通
じ
て
人
々
と
和
解
し

た
か
に
見
え
た
瞬
間
、
子
供
も
ろ
と
も
無
残
に
殺
さ
れ
る
と
い
う
結

末
を
迎
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ク
ラ
イ
ス
ト
の
『
人
形
劇
場
に
つ

い
て
』
の
解
釈
は
、
自
己
が
自
ら
を
包
み
込
む
共
同
体
や
社
会
と
最

終
的
に
和
解
す
る
と
い
う
モ
デ
ル
に
対
し
て
ド
・
マ
ン
が
強
い
違
和

感
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

歴
史
と
時
間
の
齟
齬

す
で
に
語
ら
れ
た
他
者
の
言
語
を
あ
ら
た
め
て
紡
ぎ
直
し
つ
つ

自
ら
の
表
現
を
紡
ぎ
だ
し
て
い
く
こ
と
、
そ
こ
に
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
本

質
を
見
る
な
ら
、
そ
の
復
権
は
、
ガ
ダ
マ
ー
に
と
っ
て
、
言
語
的
伝

統
へ
の
幸
福
な
回
帰
を
意
味
し
、
他
方
、
ド
・
マ
ン
に
と
っ
て
、
そ

れ
は
、
書
く
と
い
う
営
み
が
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
し
て
の
自
然
と
の
照
応

や
直
接
的
な
融
合
に
届
く
こ
と
な
く
、
た
だ
、
す
で
に
語
ら
れ
た
言

語
の
世
界
の
中
を
む
な
し
く
さ
ま
よ
い
続
け
る
よ
り
ほ
か
な
い
と
い

う
認
識
を
意
味
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
先
に
、
ふ
た
り
の
そ
れ
ぞ
れ
の

議
論
が
と
も
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
時
間
性
や
歴
史
性
に
関
す
る
考
察

を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。
彼
ら
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
論
の
力

点
の
相
違
は
、
お
そ
ら
く
時
間
と
歴
史
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思

索
そ
の
も
の
の
中
に
互
い
に
異
質
な
方
向
性
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

を
暗
示
す
る
も
の
だ
、
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。

『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
は
時
間
性
と
歴
史
性
に
関
す
る
議
論

は
、
刊
行
さ
れ
た
部
分
で
は
終
わ
り
の
ほ
う
に
位
置
す
る
、
第
一
部

第
二
編
「
現
存
在
と
時
間
性
」
中
の
第
五
章
「
時
間
性
と
歴
史
性
」

で
行
な
わ
れ
る
。
ま
ず
現
存
在
の
構
造
と
し
て
時
間
性
が
根
源
的
な

時
間
と
し
て
引
き
出
さ
れ
た
後
、
そ
れ
の
具
体
化
と
し
て
歴
史
性
、

根
源
的
な
歴
史
生
起
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
時
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間
と
歴
史
と
に
つ
い
て
等
質
の
議
論
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か
の
よ
う

な
印
象
を
受
け
る
。
少
な
く
と
も
『
存
在
と
時
間
』
の
叙
述
の
運
び

、

。

や
記
述
の
枠
組
み
で
は

両
者
の
あ
い
だ
に
根
本
的
な
相
違
は
な
い

と
こ
ろ
が
、
そ
の
中
で
の
個
々
の
議
論
は
実
際
に
は
か
な
り
性
格
が

異
な
っ
て
い
る
。
筆
者
の
解
釈
で
は
、
歴
史
性
を
め
ぐ
る
議
論
は
、

元
来
、
哲
学
の
古
典
的
な
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
こ
と
が
自
分
に
と

っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
っ
た
問
題
関
心
か
ら
出
て

き
て
い
る
の
に
対
し
て
、
時
間
性
の
ほ
う
は
日
々
の
現
存
在
の
営
み

の
構
造
の
現
象
に
即
し
た
分
析
を
本
旨
と
し
て
い
る
。
確
か
に
、
こ

の
今
の
個
々
の
営
み
は
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
以

前
か
ら
の
連
関
や
以
後
へ
の
見
込
み
、
見
通
し
を
抜
き
に
し
て
は
成

立
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
双
方
に
つ
い
て
似
た
意
味
で
は
語
ら
れ

る
。
し
か
し
、
時
間
性
に
関
連
し
て
は
、
個
別
の
営
み
が
様
々
な
文

脈
に
依
存
し
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
あ
く
ま
で
ニ
ュ

ー
ト
ラ
ル
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
来
的
な
歴
史
性
に
な
る

と
、
現
存
在
が
、
自
ら
の
い
る
場
や
境
遇
を
、
ま
さ
に
自
分
が
そ
こ

に
い
る
場
と
し
て
見
定
め
な
が
ら
、
そ
こ
に
自
分
に
課
せ
ら
れ
た
使

命
を
読
み
取
り
自
ら
も
一
個
の
運
命
と
し
て
生
起
す
る
、
そ
し
て
、

そ
れ
に
呼
応
す
る
形
で
そ
の
場
が
民
族
共
同
体
と
し
て
生
起
す
る
と

い
う
実
に
熱
い
情
熱
的
な
筋
書
き
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
両
者
は
、

元
来
、
別
々
の
連
関
で
構
想
さ
れ
な
が
ら

『
存
在
と
時
間
』
と
し

、

て
一
冊
の
書
物
に
編
ま
れ
た
際
に
接
合
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
と
本
来
的
な
時
間
性
に
つ
い
て
は
、
形
式
的
に
整
理

さ
れ
え
て
も
、
具
体
的
に
納
得
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
実
際
は
、
本

来
性
と
い
う
の
は
、
歴
史
と
い
う
広
が
り
を
も
た
な
い
と
語
り
え
な

い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
本
来
的
な
歴
史
性
、
根
源
的
な
歴
史
の
生

起
と
は
、
現
存
在
が
、
そ
の
都
度
投
げ
入
れ
ら
れ
て
い
る
、
歴
史
的

な
連
関
の
中
の
潜
在
的
な
力
を
想
起
し
、
そ
れ
を
遺
産
と
し
て
背
負

い
受
け
、
そ
れ
と
言
わ
ば
一
体
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
一
個
の
運
命

と
な
る
と
は
、
選
択
し
た
そ
の
遺
産
を
自
ら
の
身
上
と
し
て
そ
れ
と

同
一
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
そ
れ
は
既
存
の
伝

統
と
い
う
文
脈
に
主
体
が
回
収
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
た

し
か
に
、
実
は
、
そ
う
い
っ
た
既
存
の
文
脈
は
そ
れ
自
体
と
し
て
、

最
初
か
ら
既
存
の
文
脈
と
し
て
在
る
の
で
な
く
、
そ
れ
を
背
負
い
受

け
よ
う
と
い
う
意
志
が
発
動
さ
れ
る
中
で
、
初
め
て
、
歴
史
の
文
脈

と
し
て
立
ち
現
わ
れ
、
生
成
し
て
く
る
面
が
あ
る
。
筆
者
の
ハ
イ
デ

ガ
ー
理
解
は
、
近
年
、
と
み
に
こ
の
決
断
主
義
的
な
ほ
う
に
傾
き
つ



アレゴリーの復権をめぐって／42

つ
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ガ
ダ
マ
ー
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
理
解
で
は
そ
う
い

っ
た
決
断
主
義
的
な
側
面
が
取
り
あ
げ
ら
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
む

し
ろ
、
ガ
ダ
マ
ー
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
歴
史
性
の
議
論
に
、
既
存
の
文

脈
を
反
復
し
背
負
い
受
け
る
と
い
う
面
を
比
較
的
素
直
に
読
み
取

り
、
継
承
し
て
い
る
。
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
復
権
を
め
ぐ
る
ガ
ダ
マ
ー
の

議
論
は
こ
の
よ
う
な
文
脈
か
ら
発
想
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
時
間
論
に
は
、
絶
対
的
な
現
在
が

不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
い
う
面
も
あ
る
。
現
在
の
な
か

に
忍
び
よ
る
既
存
性
、
将
来
の
契
機
。
そ
れ
は
現
存
在
が
何
か
絶
対

的
な
も
の
と
一
体
感
を
感
じ
取
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
瞬
間
と
い
う

の
も
、
け
っ
し
て
時
間
の
世
界
か
ら
不
滅
不
動
の
永
遠
世
界
へ
の
超

越
、
脱
出
を
意
味
し
な
い
。
そ
こ
で
は
常
に
、
歴
史
の
な
か
の
同
一

性
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
契
機
が
作
用
し
て
い
る
。
成
立
し
た
か

に
見
え
る
同
一
性
も
実
は
錯
覚
か
、
あ
る
い
は
、
ご
く
限
定
さ
れ
た

も
の
で
し
か
な
い
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
し
き
り

に
、
現
存
在
の
開
示
性
の
契
機
と
し
て
「
理
解
」
を
強
調
し
、
そ
れ

を
伝
統
的
な
西
洋
の
形
而
上
学
に
お
け
る
直
観
の
特
権
的
な
優
位
と

、

、

対
置
し
て
い
る
の
は

こ
の
理
解
が
ま
さ
に
純
粋
な
現
在
で
は
な
く

時
間
性
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ

『
存
在
と
時

、

間
』
の
中
で
は
、
時
間
性
そ
の
も
の
を
正
面
か
ら
扱
う
第
二
編
「
現

存
在
と
時
間
性
」
中
の
第
五
章
「
時
間
性
と
歴
史
性
」
が
、
あ
ま
り

に
も
本
来
的
な
歴
史
性
に
傾
斜
し
て
お
り
、
時
間
性
の
こ
う
い
っ
た

側
面
は
影
を
潜
め
る
。
こ
う
い
っ
た
側
面
、
い
わ
ば
時
間
性
に
お
け

る
非
在
の
契
機
は

『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
は
、
む
し
ろ
『
存
在

、

と
時
間
』
の
既
刊
部
分
全
体
の
中
の
様
々
の
文
脈
に
お
い
て
断
片
的

に
顔
を
覗
か
せ
る
。
そ
し
て
、
こ
ち
ら
の
方
向
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
継

承
し
た
の
が
デ
リ
ダ
や
ド
・
マ
ン
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ど
ち
ら
が
正
し
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
は
、
や

は
り
ガ
ダ
マ
ー
的
な
読
み
を
許
容
す
る
、
あ
る
い
は
求
め
る
面
が
あ

る
の
も
事
実
で
あ
る
。
歴
史
の
中
で
の
自
己
同
一
性
の
確
保
と
い
っ

た
こ
と
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
関
心
の
全
く
外
に
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。
現
存
在
が
一
個
の
運
命
と
化
す
こ
と
で
民
族
の
共
同
体
が
立

ち
上
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
非
常
に
魅
力
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
実

に
危
う
い
側
面
も
兼
ね
備
え
て
い
る
。
熱
い
こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お

け
る
本
来
的
な
歴
史
性
の
議
論
を
、
あ
ま
り
熱
く
な
ら
ず
に
受
け
容

れ
た
の
が
、
ガ
ダ
マ
ー
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
復
権
を
め
ぐ
る
語
り
で
あ

り
、
そ
の
熱
い
議
論
を
冷
や
か
に
見
つ
め
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
歴
史
性

の
後
ろ
に
隠
さ
れ
た
う
ら
寒
い
時
間
性
に
身
を
さ
ら
す
こ
と
を
選
ん
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だ
の
が
、
ド
・
マ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
論
な
の
で
あ
る
。
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Zur Rehabilitierung der Allegorie
― ―Gadamer und Paul de Man

Tamaki TAKADA

Die Allegorie, die früher einmal mit ihrer intellektuellen Eigenschaft als
wesentliche Komponente der Kunst gegolten hatte, verlor bekanntlich etwa seit der
Romantik ihr Ansehen und wurde durch das Symbol abgelöst, das sich im Gegensatz
zur Allegorie durch seine intuitiv einleuchtende Beschaffenheit auszeichnet. Die
Allegorie erfährt aber im 20. Jahrhundert eine Rehabilitierung, vor allem durch
Walter Benjamin mit seinen Untersuchungen über Trauerspiele des deutschen
Barocks, später aber auch durch Hans-Georg Gadamer und Paul de Man.

Ein Vergleich von den Ausführungen, die die letzten beiden zum Thema der
Rehabilitierung der Allegorie gegeben haben, zeigt zwar eine gewisse Ähnlichkeit,
vor allem hinsichtlich ihrer Beschreibungen, wie im Verlauf der Entwicklung der
Ästhetik Allegorie degradiert wurde und Symbol in den Vordergrund trat. Zwischen
ihnen klafft jedoch unverkennbar auch eine tiefgreifende Kluft: für Gadamer ist die
Allegorie nichts als eine Rhetorik, die nur auf der Basis einer Kontinuität möglich
ist, in der sich ein Künstler, ein Dichter mit der Überlieferung eingebettet findet. Im
Unterschied zum Symbolbegriff, der das Kunstwerk als Erzeugnis eines von allen
Bindungen abgelösten schöpferischen Genies annimmt, bezieht sich eine Allegorie
immer auf die sprachlichen Äußerungen, die schon einmal von anderen getan
wurden. Insofern bedeutet die Rehabilitierung der Allegorie für Gadamer nichts
mehr als die Anerkennung, dass ein Künstler oder ein einzelner Mensch nur von den
Überlieferungen getragen schöpferisch wirken kann. Die wechselvolle Geschichte
von Auf- und Abstieg des Symbolischen, Hinfall und Wiederherstellung des
Allegorischen ist im Grunde gerade eine allegorische Darstellung der Schicksale, die
dem modernen Subjekt in seinem dialektischen Bildungsprozess widerfahren, das
sich doch schließlich in den warmen Schoss der Überlieferung und sprachlichen
Gemeinschaft zurückfindet. Ganz anders steht es mit de Man. Er betont die
Hartnäckigkeit, mit der sich die Allegorie in den Zeiten des aufblühenden
Symbolischen behauptete und gegen diese neue Tendenz sträubte. Wenn die
Romantik, nicht erst die deutsche, sondern früher schon auch die englische und die
französische gerade mit symbolischen Beschreibungen der Natur die innere Seite der
Personen oder des Dichters zum Ausdruck zu bringen versuchte, so setzte dieses
Verfahren eine Verwandtschaft, eine „Korrespondenz“ zwischen Natur und Selbst
voraus. Die Natur, die in der symbolischen Darstellung dem Subjekt die
Beständigkeit zu verleihen scheint, zeigt eher umgekehrt, wie es am Ende
unbeständig und zerbrechlich bleibt. Außerdem enthüllt sich eine symbolische
Beschreibung der Natur bei einer genauen Überprüfung als keine direkte Darstellung
von ihr, sie ist nichts als eine Wiederholung dessen, was man einmal über die Natur
geschrieben hat. Hier besteht also zwischen Natur und Seele keine Korrespondenz.
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Die Rede gelangt nicht in die warme Natur, sie kann dem Verhängnis nicht
entfliehen, ziellos im leeren Raum der menschlichen Sprache umherzuirren. Sie ist
bestimmt, allegorisch zu bleiben.

Gadamer findet also in der Rehabilitierung der Allegorie eine segensreiche
Rückkehr des Subjekts in die Überlieferung und seine Versöhnung mit ihr. Für de
Man bedeutet die Allegorie eher eine Resignation, den Verzicht des Subjekts, sich
mit seinem Ursprung, mit etwas Absolutem identisch zu finden. Interessanterweise
holen die beiden den entscheidenden Ansporn zu ihren Gedanken von Heideggers
Zeit- und Geschichtslehre. Ihre Allegorieauffassungen, die in ihren Richtungen krass
auseinandergehen, deuten vielleicht auf eine untilgbare Diskrepanz, die sich schon in
Heideggers Zeit- und Geschichtsverständnis versteckt.


