
芸
術
に
対
す
る
自
然
の
関
係

ー
シ
ェ
リ
ン
グ
を
め
ぐ
る
自
然
の
概
念
（
一
）
一

吉

田

忠
　
勝

　
　
　
ル
ネ
サ
ン
ス
の
本
質
は
、
人
間
性
の
自
覚
で
あ
る
と
罰
聴
に
、
新
た
な
る
自
然
の
発
見
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
的

　
　
自
然
探
究
が
、
近
世
の
自
然
科
学
や
汎
神
論
の
成
立
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
否
む
べ
く
も
な
い
が
、
し
か
し
あ
く
ま
で
近
世
的
自
然
は
、

　
　
神
に
隷
属
す
る
観
世
的
自
然
と
異
質
的
で
あ
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
独
立
的
な
近
世
的
自
然
は
、
｛
面
自
然
科
学
の
対
象
と

　
　
し
て
の
機
械
的
農
然
ヨ
①
o
げ
ρ
獣
ω
o
劉
①
2
p
畠
葺
吋
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
面
古
代
ギ
リ
シ
ア
的
自
然
の
所
謬
復
興
と
し
て
の
、
調
和
と
生
命

　
　
と
を
有
す
る
有
機
的
肖
然
o
N
α
q
勉
鼠
ω
o
ぴ
①
曲
舞
霞
、
　
或
い
は
汎
神
論
的
詩
興
冨
艮
ぴ
魚
ω
叶
富
。
ン
①
窯
践
弩
を
意
味
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は

　
　
ま
た
、
単
に
そ
の
様
な
外
的
顕
然
ぎ
ゅ
①
艶
簿
①
2
㌶
鶏
と
し
て
の
み
で
は
な
く
、
更
に
人
聞
の
内
的
自
然
同
署
お
熱
。
び
①
2
跨
舞
と
し

　
　
て
、
人
間
の
神
か
ら
の
独
立
一
碧
慮
性
を
支
え
る
と
岡
時
に
、
霊
的
理
性
的
な
人
格
的
自
由
性
を
打
ち
破
る
、
非
合
理
的
な
悪
（
堕
罪
）

　
　
へ
の
契
機
た
る
意
味
を
担
っ
て
い
た
。
こ
の
様
に
近
代
的
自
然
は
、
錯
綜
し
な
が
ら
極
め
て
複
雑
な
枳
の
下
に
論
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、

　
　
従
っ
て
近
代
思
想
に
お
け
る
自
然
概
念
は
、
諸
々
の
思
想
系
列
に
お
い
て
問
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
に
は
特
に
、
シ
ェ
リ
ン

　
　
グ
を
め
ぐ
る
一
連
の
自
然
概
念
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
欝
然
概
念
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
れ
は
と
り
わ

　
　
け
芸
術
並
び
に
道
徳
と
緊
密
な
る
関
係
に
あ
る
が
故
に
、
問
題
を
そ
れ
ら
の
関
係
に
絞
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
の
意
味
を
考
究
せ
ん
と

07

@
試
み
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
自
然
を
ば
、
形
式
に
対
「
す
る
質
料
と
考
え
、
形
式
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
た
。
そ
こ
に

10　
　
　
　
　
　
芸
術
に
紺
す
る
自
然
の
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
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二

当
為
が
成
立
す
る
。
け
れ
ど
も
自
然
は
、
果
た
し
て
そ
の
様
に
、
形
式
に
よ
っ
て
包
み
切
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
し
て
シ
ェ

リ
ン
グ
は
、
自
然
を
独
自
の
存
在
と
考
え
、
有
機
的
な
自
然
哲
学
を
樹
て
る
と
と
も
に
、
自
然
と
芸
術
と
の
一
致
の
基
盤
を
、
自
然
と
精

神
と
の
絶
対
的
同
一
性
に
求
め
、
更
に
自
然
と
い
う
非
合
理
的
な
る
も
の
を
媒
介
と
し
て
、
積
極
的
な
悪
の
本
質
を
究
明
せ
ん
と
し
た
σ

以
下
、
一
応
こ
の
様
な
シ
ェ
ー
3
ン
グ
の
思
想
展
開
に
随
っ
て
、
先
ず
卒
論
に
お
い
て
主
と
し
て
芸
術
と
自
然
と
の
関
係
を
、
次
い
で
評
論

に
お
い
て
悪
と
自
然
と
の
関
係
を
、
考
察
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
カ
ン
ト
に
始
ま
る
独
逸
観
念
論
が
、
一
般
に
主
観
的
観
念
的
な
る
も
の
の
優
位
を
端
的
に
示
し
た
中
に
あ
っ
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ

は
観
念
と
実
在
と
の
平
等
観
に
基
づ
き
、
真
理
を
ば
主
観
的
な
る
も
の
と
客
観
的
な
る
も
の
と
の
対
等
な
る
一
致
に
お
い
て
捉
え
た
。
こ

の
様
な
主
観
と
客
観
と
の
統
一
た
る
絶
対
的
な
る
も
の
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
、
断
謂
「
自
然
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点

彼
の
自
然
哲
学
に
は
、
ブ
ル
…
ノ
か
ら
ス
ピ
ノ
ザ
を
経
て
ヘ
ル
ダ
ー
に
至
る
、
一
連
の
非
キ
リ
ス
ト
教
的
汎
神
論
の
強
い
影
響
が
認
め
ら

れ
る
。
我
々
は
こ
こ
で
、
そ
の
様
な
汎
神
論
的
一
元
論
の
系
列
と
、
カ
ン
ト
・
シ
ラ
ー
的
な
二
元
論
と
の
交
錯
の
う
ち
に
、
自
然
と
芸
術

が
シ
ェ
リ
ン
グ
に
至
っ
て
如
何
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
か
、
そ
し
て
そ
の
際
自
然
が
如
何
な
る
役
割
を
演
じ
た
か
を
、
訊
ね
よ
う
と

す
る
。
も
と
よ
り
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
自
然
と
道
徳
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
、
美
と
道
徳
と
の
緊
密
な
関
連
性
よ

り
し
て
、
む
し
ろ
妾
然
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
反
キ
リ
ス
ト
教
的
立
場
か
ら
、
万
物
の
内
在
神
た
る
神
的
宇
蜜
霊
養
ε
録
⇔
暮
霞
碧
ω
を
説
き
、
そ
れ
を
ば
、
現
実
的
事
物
惹
貯
冨

昌
讐
¢
冨
寅
　
を
創
造
す
る
生
の
原
理
と
し
て
、
同
時
に
多
元
的
モ
ナ
ド
に
調
和
の
原
理
に
基
づ
く
統
一
を
与
え
る
も
の
と
し
て
論
じ
た
の

が
ブ
ル
ー
ノ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
強
い
影
響
の
下
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
神
も
ま
た
、
万
物
の
内
在
的
原
因
と
し
て
説
か
れ
る
。
ス
ピ
ノ

ザ
は
、
無
限
的
実
体
と
し
て
の
神
の
外
に
物
体
と
精
神
と
の
有
限
的
実
体
を
許
し
た
デ
カ
ル
ト
と
は
異
な
り
、
個
物
を
ば
す
べ
て
神
の
単

な
る
様
態
と
し
て
、
非
独
立
的
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
神
の
無
限
の
属
性
の
中
、
入
間
に
認
識
可
能
な
延
長
性
と
思
惟
性
と
は
、
共
に
唯

一
実
体
た
る
神
の
属
性
と
し
て
根
源
的
に
局
一
で
あ
り
、
従
っ
て
物
体
と
精
神
と
は
本
質
的
に
同
一
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
物
体
と
精
神



　
　
と
の
同
一
性
の
思
想
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
並
び
に
同
一
哲
学
に
対
し
て
、
直
接
的
に
、
或
い
は
ヘ
ル
ダ
ー
を
介
し
て
間
接
的
に
、

　
　
極
め
て
大
き
い
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
否
み
得
な
い
。
た
だ
ス
ピ
ノ
ザ
の
立
場
は
、
発
展
の
概
念
を
有
さ
ず
、
と
り
わ
け
人
間
意
志
の
自

　
　
由
性
を
拒
否
す
る
点
に
お
い
て
、
シ
．
一
リ
ン
グ
の
立
場
と
は
椙
違
し
て
い
た
。
即
ち
延
長
性
と
思
惟
性
と
は
、
神
の
唯
一
の
因
果
性
の
異

　
　
な
っ
た
捉
え
ら
れ
方
に
過
ぎ
ず
、
万
物
は
神
的
必
然
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
尽
く
す
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ス
ピ
ノ
ザ

　
　
的
な
「
神
即
自
然
」
の
汎
神
論
は
、
必
ず
し
も
汎
神
論
な
る
が
故
に
の
み
、
決
定
論
に
陥
る
と
は
限
ら
な
い
と
も
い
え
よ
う
。
シ
ェ
リ
ン

　
　
グ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
依
存
性
は
独
立
性
や
自
・
田
性
を
廃
棄
せ
ず
、
神
へ
の
内
在
と
自
由
と
は
矛
盾
し
な
い
。
（
ω
魯
亀
ぼ
鵬
“
O
ぴ
霧
瓢
器

　
　
堵
㊦
。
・
窪
田
冑
導
Φ
霧
。
叢
雲
①
　
舅
巴
④
騨
Φ
罫
絶
B
．
≦
①
爵
。
●
O
o
一
己
．
m
畠
窪
く
Φ
疑
巾
目
算
ψ
。
。
蕊
臨
・
）
一
宮
も
シ
ェ
リ
ン
グ
の
こ
の
解
釈
自
体

　
　
が
、
後
述
の
如
く
甚
だ
問
題
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
あ
る
が
。
そ
れ
故
ス
ピ
ノ
ザ
の
自
給
意
志
の
否
定
に
は
、
更
に
別
欄
の
理
由

　
　
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
彼
は
、
実
在
性
と
物
体
性
と
を
混
濡
し
て
、
全
て
の
存
在
を
物
U
ぽ
σ
q
と
齎
敬
す
機
械
的
汎
神
論
に

　
　
立
ち
、
精
神
と
身
体
と
の
同
一
観
か
ら
、
意
志
作
用
を
身
体
的
規
定
に
帰
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
志
決
定
論
に
陥
っ
た
と
考
え
ら

　
　
れ
る
。
従
っ
て
彼
の
実
在
論
…
的
機
械
的
汎
神
論
は
、
観
念
論
的
原
理
に
よ
っ
て
精
神
を
吹
き
込
ま
れ
、
意
欲
を
以
っ
て
根
源
的
と
考
え
る

　
　
q
団
ゆ
鋤
ヨ
冨
o
T
な
立
場
へ
と
変
革
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
自
然
を
。
薦
鶴
駄
ω
o
プ
な
α
q
臨
ω
菖
σ
q
な
も
の
と
考
え
る
ヘ

　
　
ル
ダ
ー
の
荊
戟
の
下
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
的
汎
神
論
を
生
か
し
つ
つ
、
そ
れ
と
人
間
意
志
の
自
由
性
と
の
結
舎
を
試
み
る
と
と
も
に
、
他
方
ラ

　
　
イ
プ
ニ
ッ
ツ
か
ら
は
、
発
展
の
思
想
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は
、
第
一
及
び
第
二
批
判
に
お
い
て
自
然
を
機
械
的
必
然
的
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
な
が
ら
、
し
か
も
宗
教
論
に
至

　
　
っ
て
（
後
に
詳
説
さ
れ
る
如
く
）
自
然
概
念
に
自
由
性
を
持
ち
込
む
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
間
に
あ
っ
て
自
然
の
自
由
に
対
す
る
参
画
の

　
　
姿
を
捉
え
、
そ
れ
を
通
し
て
自
然
と
芸
術
と
の
関
係
を
始
め
て
学
的
に
基
礎
づ
け
た
の
が
、
判
断
力
批
判
で
あ
っ
た
。
第
三
批
判
は
い
う

　
　
ま
で
も
な
く
、
自
然
が
如
何
に
技
巧
的
に
道
徳
を
実
現
し
て
い
る
か
を
、
反
省
的
判
断
力
に
よ
っ
て
判
定
す
る
、
新
謂
「
自
然
の
合
目
的

09

@
性
」
の
世
界
で
あ
り
、
こ
．
｝
に
お
い
て
自
然
は
、
道
徳
の
象
霊
的
顕
現
の
場
と
し
て
美
酌
で
あ
り
、
ま
た
道
徳
の
客
観
的
実
現
の
場
と
し

10　
　
　
　
　
紳
云
術
に
対
す
る
康
然
の
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
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て
目
的
論
的
で
あ
る
。
そ
の
際
、
自
然
美
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
、
趣
味
判
断
に
お
い
て
悟
性
と
自
由
な
る
遊
動
を
な
し
、
次
い
で

崇
高
美
を
め
ぐ
り
、
超
感
性
的
基
体
ま
た
は
道
徳
的
な
叡
智
的
基
体
に
対
す
る
畏
敬
を
意
識
し
て
理
性
と
調
和
す
る
如
き
、
欝
想
力
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
芸
術
美
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
、
理
性
理
念
の
具
象
化
た
る
美
的
理
念
を
産
出
し
表
現
す
る
天
才
で
あ
る
が
、
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
レ
フ
テ

才
を
構
成
す
る
心
意
の
諸
君
は
構
想
力
と
悟
性
で
あ
り
（
囚
9
摸
”
猟
「
鮎
■
¢
．
㈱
図
り
囚
艶
事
。
。
芝
Φ
葺
Φ
．
O
霧
ω
騨
霞
ω
》
蕊
σ
Q
．
じ
d
9
＜
’
ω
．
ω
④
節
）
、

し
か
も
そ
れ
が
本
来
自
然
に
属
す
る
も
の
と
し
て
「
主
観
の
高
な
る
自
然
」
（
○
ワ
簿
噸
吻
ま
ψ
ω
。
。
b
。
）
た
る
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
本
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ン
ス
ト

は
自
然
美
の
場
合
と
同
様
に
、
悟
性
の
規
則
性
を
内
に
宿
せ
る
急
追
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
　
「
自
然
は
、
そ
れ
が
芸
術

（
技
術
）
の
如
く
観
ら
れ
る
場
合
に
美
で
あ
っ
た
が
、
芸
術
（
技
術
）
は
、
我
々
が
そ
の
芸
術
な
る
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
も
、
な
お
自
然

の
如
く
観
ら
れ
る
場
会
に
の
み
美
と
呼
ば
れ
得
る
」
（
o
ワ
簿
●
⑳
心
㎝
ω
．
ω
。
。
H
）
と
い
う
命
題
は
、
自
然
と
芸
術
と
の
シ
ェ
リ
ン
グ
的
意
味

に
お
け
る
全
き
同
一
性
を
、
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
蓋
し
自
然
は
、
芸
術
の
如
く
軽
忽
さ
れ
る
以
醜
に
客
観
的
自
然
と
し
て
、
逆
に

ま
た
芸
術
は
、
自
然
の
如
く
看
倣
さ
れ
る
以
莇
に
主
観
的
技
術
と
し
て
、
意
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら

ず
、
両
者
の
闘
に
緊
密
な
連
関
性
が
説
か
れ
得
る
根
拠
は
、
観
る
こ
と
と
創
る
こ
と
と
の
原
理
的
同
一
性
に
存
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
根
魚
的
に
は
趣
味
と
天
才
と
の
、
総
じ
て
美
的
判
断
力
の
本
質
が
、
共
に
右
の
如
き
構
想
力
に
ほ
か
な
ら
ぬ
点
に
、
存
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。
か
く
し
て
究
極
的
に
美
は
、
「
道
徳
的
善
の
象
徴
」
（
○
や
簿
曜
㈱
＄
¢
お
O
）
或
い
は
「
道
徳
的
理
念
の
感
覚
化
し
（
。
や
。
罫

鵬
①
O
ω
．
劇
。
。
。
。
）
と
し
て
説
か
れ
、
美
的
理
念
は
、
自
然
の
奥
の
物
自
体
が
自
由
な
る
人
格
性
と
し
て
の
物
霞
体
へ
顕
現
し
来
た
る
過
渡
的

姿
を
示
す
の
で
あ
っ
て
、
自
然
と
道
徳
と
の
両
領
域
○
Φ
ぼ
簿
は
、
美
の
地
域
し
d
O
伽
①
嶺
に
お
い
て
架
橋
さ
れ
、
統
一
を
与
え
ら
れ
た
。

そ
し
て
最
後
に
自
然
全
体
が
、
道
徳
的
主
体
と
し
て
の
人
間
を
究
極
目
的
と
す
る
、
外
面
的
合
自
由
性
の
体
系
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
は
、
自
然
の
技
巧
に
関
す
る
、
知
覚
の
立
場
か
ら
概
念
的
把
捉
の
立
場
へ
の
移
行
を
意
味
し
、
目
的
な
き
美
的
合
目
的
性
が
目
的

意
識
を
宿
し
て
実
践
的
合
轡
的
性
へ
客
観
化
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
自
由
因
果
性
と
自
然
因
果
性
と
の
最
も
深
い
接
点

を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
二
元
論
か
ら
出
発
す
る
以
上
、
直
観
的
悟
性
一
華
蝕
鼠
く
惹
く
鍵
ω
㌶
滋
は
人
間
能
力
の
限
界
を
超
越



　
　
す
る
。
成
程
カ
ン
ト
の
構
想
力
は
、
美
に
関
す
る
限
り
判
断
的
薩
観
の
能
力
で
あ
り
は
す
る
が
、
し
か
し
未
だ
シ
ェ
リ
ン
グ
の
そ
れ
の
如

　
　
き
、
知
的
直
観
の
能
力
で
は
あ
り
得
な
い
。
従
っ
て
「
機
械
論
の
道
に
お
い
て
自
然
の
合
臼
取
性
に
出
合
う
」
こ
と
は
で
き
ず
、
合
目
的

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
性
は
、
一
応
「
自
然
の
合
醤
油
性
」
で
あ
り
つ
つ
、
本
質
的
に
は
あ
く
ま
で
反
省
的
判
断
力
の
主
観
的
統
制
的
原
理
に
止
ま
り
、
自
然
と

　
　
道
徳
と
の
構
成
的
原
理
に
よ
る
一
層
高
次
の
綜
合
は
、
未
解
決
の
ま
ま
に
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
カ
ン
ト
の
主
観
的
な
美
の
原
理
を
客
観
化
す
る
試
み
と
し
て
提
出
さ
れ
た
、
シ
ラ
…
の
「
現
象
に
お
け
る
自
由
（
自
律
）
」
（
ω
。
議
犀
”

　
　
丙
亀
奮
e
G
。
9
鴨
。
び
『
■
）
及
び
「
技
術
性
に
お
け
る
自
然
裳
9
。
叶
霞
ぼ
儀
霞
国
¢
霧
捗
讐
切
盛
㈹
犀
①
旨
」
（
。
や
鼻
■
b
。
ω
■
幣
。
ぽ
．
）
の
両
概
念
は
、
根
本

　
　
的
に
は
、
由
る
自
然
的
存
在
の
自
己
規
定
性
が
実
践
理
性
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
場
合
、
実
践
理
性
が
こ
の
対
象
に
道
徳
的
自
由
の
類
似

　
　
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
シ
ラ
ー
も
ま
た
、
美
を
通
し
て
自
然
と
道
徳
と
の
統
一
を
企
て
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
、

　
　
道
徳
美
に
関
し
て
一
層
明
白
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
、
理
性
に
の
み
自
由
が
存
在
し
た
。
し
か
し
人
間
行
為
の
美
が
問
わ
れ
る
場

　
　
合
に
は
、
感
性
も
ま
た
同
蒔
に
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
美
し
き
魂
8
ぴ
α
器
ω
Φ
色
Φ
や
遊
戯
衝
動
ω
鳳
①
騨
δ
び
や
人
間
性

　
　
竃
①
口
ω
o
『
げ
①
津
の
理
念
は
、
感
性
と
理
性
と
が
調
和
し
て
、
「
義
務
が
自
然
に
な
る
」
（
o
や
簿
．
お
．
閏
Φ
驚
’
）
如
き
境
地
を
意
味
す
る
も
の

　
　
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
い
わ
ば
、
感
性
的
自
然
が
自
ら
の
う
ち
に
理
性
を
宿
し
て
道
徳
的
義
務
に
一
致
し
ゆ
く
こ
と
で
あ
り
、
　
「
感
性
的
な

　
　
る
も
の
の
自
己
規
定
し
と
し
て
の
「
現
象
に
お
け
る
自
律
」
（
美
）
が
、
　
「
心
情
の
自
律
」
（
道
徳
）
と
合
致
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か

　
　
つ
た
。
シ
ラ
ー
に
お
け
る
こ
の
様
な
感
性
的
自
然
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
、
｝
応
自
然
と
道
徳
と
の
統
】
は
、
カ
ン
ト
よ
り
一
歩
進
め
ら
れ

　
　
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
現
象
に
お
け
る
自
由
」
と
「
技
術
性
に
お
け
る
自
然
」
と
の
工
つ
の
原
理
が
、
自
然
と
自
由
と
の
合

　
　
致
と
し
て
の
美
し
き
魂
の
中
に
、
根
源
的
な
～
致
の
地
盤
を
見
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
美
と
芸
術
姜
と
の
無
二
が
、
カ
ン
ト
よ
り

　
　
も
一
層
深
い
意
味
に
お
い
て
探
ら
れ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
シ
ラ
ー
が
美
の
「
客
観
的
原
理
」
と
し
て
掲
げ
た
も
の
は
、

　
　
実
は
純
粋
な
客
観
性
を
有
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
カ
ン
ト
の
「
合
鼠
的
性
」
が
、
一
面
判
断
力
の
主
観
的
原
理
で
あ
り
つ
つ
、
他
面
自
然

11

@
そ
の
も
の
の
客
観
的
形
式
で
も
あ
る
と
い
う
場
合
の
、
後
の
面
を
強
調
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
彼
に
お
い
て
も
ま
た
、
美
の
存
在
論

10　
　
　
　
　
芸
術
に
対
す
る
良
然
の
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



　
　
　
　
　
暫
］
脚
ず
研
究
　
　
第
五
冨
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

1210

@
的
究
明
か
ら
す
る
自
然
と
芸
術
と
の
言
論
な
統
一
は
、
果
た
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
美
し
き
魂
は
、
「
入
が
如

　
　
何
な
る
努
力
を
以
っ
て
し
て
も
決
し
て
完
全
に
は
到
達
し
得
な
い
単
に
一
つ
の
理
念
に
過
ぎ
ず
し
（
ω
c
び
艶
美
”
α
ぴ
葭
》
昌
ヨ
無
¢
’
芝
繋
〔
げ

　
　
霊
託
9
頭
ぴ
財
切
昏
H
O
ω
．
ψ
お
①
）
、
現
実
に
義
務
と
傾
向
性
と
が
分
裂
せ
ざ
る
を
得
ぬ
場
合
に
は
崇
高
な
る
魂
に
移
行
す
る
、
と
説
か
れ

　
　
る
点
に
お
い
て
、
シ
ラ
ー
は
未
だ
カ
ン
ト
的
二
元
論
を
脱
却
し
て
お
ら
ず
、
質
料
衝
動
（
感
性
）
と
形
式
衝
動
（
理
性
）
と
の
統
一
の
根

　
　
拠
が
、
究
極
的
に
は
、
絶
対
的
実
在
性
と
絶
対
的
形
式
性
と
の
最
高
充
足
た
る
「
神
性
の
概
念
」
（
ω
。
剛
三
δ
□
O
ぴ
巽
F
舘
轡
げ
．
申
臥
①
び
§
σ
q
昏

　
　
竃
。
霧
畠
Φ
⇒
．
質
●
ゆ
同
．
）
に
求
め
ら
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
「
向
世
界
的
毛
Φ
ぎ
岱
α
Q
Φ
騨
Φ
簿
ご
（
駁
。
馬
”
頃
償
ヨ
鍋
屋
。
。
ヨ
器
鐸

　
　
園
。
導
碧
謡
曲
●
Q
D
．
心
O
）
な
古
典
主
義
的
ヒ
ュ
…
マ
ニ
ズ
ム
か
ら
、
形
而
上
学
的
「
向
神
的
㈹
o
霞
建
σ
Q
①
げ
。
町
け
」
（
鋤
・
P
O
噸
）
な
浪
漫
主
義
的

　
　
立
場
（
シ
ェ
リ
ン
グ
を
含
む
）
へ
の
、
推
移
の
必
然
性
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
シ
ラ
ー
が
反
カ
ン
ト
的
立
場
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
結
果
的
に
は
カ
ン
ト
的
立
場
の
継
承
に
終
わ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
汎
神
論

　
　
に
共
鳴
し
つ
つ
、
し
か
も
有
機
的
自
然
観
か
ら
自
然
と
精
神
と
の
一
元
性
を
説
い
て
、
真
向
か
ら
カ
ン
ト
に
対
立
し
た
の
が
ヘ
ル
ダ
ー
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
が
美
を
通
し
て
自
然
の
中
に
道
徳
を
観
、
シ
ラ
ー
が
自
然
と
道
徳
と
の
一
致
に
美
を
観
た
の
に
対
し
、
彼
は
む
し
ろ
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
や
道
徳
を
ぱ
不
可
離
の
姿
に
お
い
て
自
然
の
中
に
捉
え
る
の
で
あ
る
。
自
然
は
自
己
目
的
を
も
っ
て
無
限
に
芸
術
作
品
を
創
造
し
続
け
る

　
　
有
機
的
な
大
芸
術
家
で
あ
り
、
人
間
は
自
然
の
最
も
恵
ま
れ
た
芸
術
的
景
物
（
麟
①
猛
賃
”
囚
⇔
篶
σ
q
§
①
．
）
と
し
て
、
母
な
る
自
然
に
導
か
れ
つ

　
　
つ
、
自
ら
も
芸
術
的
創
造
を
行
な
い
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
民
族
詩
が
古
代
の
野
生
的
な
自
然
民
族
鴬
簿
罎
く
。
，
野
鶏
の
中
に
探

　
　
ら
れ
（
霞
㊦
銭
⑦
資
諺
器
§
α
q
禦
。
・
色
嵩
O
日
切
旨
寒
Φ
o
訂
①
｝
巳
）
費
○
。
。
。
。
貯
質
§
恥
象
O
ご
民
器
聾
O
肖
く
α
穿
Φ
『
幽
）
、
自
然
書
髭
ぼ
㌶
霞
ω
℃
鑓
O
び
Φ
に

　
　
比
し
て
近
代
社
会
の
技
巧
約
言
語
の
無
味
乾
燥
が
指
摘
さ
れ
る
（
顛
鼠
霞
”
》
ぴ
冨
民
ξ
謎
魯
⇔
ぴ
Φ
こ
2
C
量
感
§
σ
q
（
刷
霞
ω
箕
鋤
。
夢
）
点
か

　
　
ら
し
て
も
…
但
し
ヘ
ル
ダ
…
の
立
場
は
ル
ソ
ー
的
な
菌
三
塁
巷
①
ω
ω
ぎ
δ
導
器
で
は
な
く
文
化
の
発
展
の
中
に
根
源
的
生
命
を
圃
復
せ

　
　
ん
と
す
る
属
象
霞
①
⇔
夢
餌
の
貯
ω
ヨ
¢
ω
で
あ
る
（
ご
d
陰
タ
芝
…
塁
Φ
”
譲
Φ
裁
①
ご
－
…
一
彼
の
「
自
然
」
は
本
来
感
性
的
性
格
を
も
つ
べ
き
も
の
で

　
　
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
悟
性
や
理
性
と
紺
締
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
理
性
的
及
び
感
性
的
な
る
一
切
を
一
つ
の
も
の
と
し



　
　
て
塵
溶
し
、
人
間
を
ば
全
素
質
の
調
和
的
発
達
と
し
て
の
人
間
性
頃
μ
淫
書
巳
齢
弩
へ
と
教
育
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
自
然
と
芸

　
　
術
と
は
、
母
た
る
自
然
と
子
た
る
自
然
と
し
て
、
一
元
的
に
捉
え
ら
れ
、
美
の
根
拠
を
形
式
に
求
め
る
主
観
的
観
念
的
立
場
に
対
し
て
、

　
　
そ
れ
を
ば
事
物
の
完
全
性
に
求
め
る
強
度
の
客
観
的
実
在
的
立
場
が
成
立
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
客
観
性
へ
の
徹
底
は
、
や
が
て
客
観

　
　
化
そ
の
も
の
の
無
意
味
化
を
来
た
し
、
自
然
と
芸
術
と
は
、
実
は
外
な
る
自
然
と
内
な
る
自
然
、
換
言
す
れ
ば
外
な
る
芸
術
と
内
な
る
芸

　
　
術
と
し
て
、
所
詮
岡
一
物
に
な
り
終
わ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
彼
が
美
を
完
全
性
の
表
現
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
に
美
の
客
観
的
原
理
を
見
出

　
　
さ
ん
と
し
た
試
み
は
、
あ
ら
ゆ
る
完
全
性
の
表
現
が
必
ず
し
も
美
た
り
得
な
い
点
よ
り
し
て
、
や
は
り
徒
労
で
あ
っ
た
と
い
う
ほ
か
は
な

　
　
い
。
従
っ
て
、
　
エ
カ
主
観
性
に
優
位
を
お
く
カ
ン
ト
・
シ
ラ
ー
的
立
場
と
、
他
方
絶
頬
的
自
然
を
説
く
ヘ
ル
ダ
ー
的
立
場
と
は
、
何
れ
も

　
　
自
然
と
芸
術
と
の
関
係
に
充
分
な
解
明
を
与
え
得
ず
、
問
題
は
更
に
、
こ
れ
ら
両
立
場
を
統
一
す
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
絶
対
的
同
一
性
の
立

　
　
場
へ
と
、
持
ち
越
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
を
離
れ
た
シ
ェ
リ
ン
グ
独
自
の
哲
学
が
、
自
然
哲
学
と
し
て
出
発
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
す
で
に
彼
の
立
場
の

　
　
性
格
は
示
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
的
二
元
論
が
フ
ィ
ヒ
テ
的
倫
理
主
義
の
う
ち
に
解
決
を
見
寄
し
得
な
か
っ
た
以
上
、
そ
れ
を

　
　
救
う
も
の
は
、
逆
に
一
切
を
自
然
の
う
ち
に
お
い
て
捉
え
る
、
ヘ
ル
ダ
ー
的
な
一
元
的
自
然
主
義
の
ほ
か
に
は
あ
り
得
な
い
。
彼
の
自
然

　
　
哲
学
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
な
生
命
の
概
念
に
貫
か
れ
る
と
と
も
に
、
上
の
如
き
一
連
の
非
キ
リ
ス
ト
教
的
汎
神
論
の
延
長
上
に
成
立
し

　
　
た
。
彼
に
あ
っ
て
は
、
対
象
的
自
然
と
人
間
精
神
と
が
、
共
に
能
産
的
自
然
の
断
産
と
し
て
本
質
的
に
岡
一
で
あ
る
以
上
、
自
然
と
芸
術

　
　
と
の
関
係
は
、
客
観
的
自
然
と
主
観
的
芸
術
と
の
そ
れ
を
超
え
て
、
よ
り
深
く
産
出
的
自
然
と
人
間
的
芸
術
と
の
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
な
い
。
古
典
主
義
的
思
想
家
の
美
学
理
論
が
、
　
「
自
然
の
学
か
ら
よ
り
も
よ
り
多
く
魂
の
観
察
か
ら
」
　
（
ω
臼
㊦
蟹
養
”
O
ぴ
差
響
。
。
＜
①
苧

　
　
叡
詳
眩
ω
山
㊤
竃
〔
δ
え
魯
囚
轡
も
。
8
鑓
（
剛
㊤
賢
愚
霞
●
。
・
餌
ヨ
・
芝
●
目
論
・
ω
』
霧
）
導
き
出
さ
れ
た
の
に
反
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
あ
く
ま
で
「
自
然

　
　
の
中
に
実
際
に
存
在
す
る
も
の
山
p
。
の
ぎ
仙
窪
Z
9
霞
ぽ
鮎
興
日
｝
冒
鉾
ω
魚
①
⇔
伽
①
を
描
く
」
（
○
や
窪
．
ω
「
。
。
8
）
と
こ
ろ
に
、
芸
術
の
成

13

@
立
を
観
る
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
芸
術
的
自
然
は
、
現
実
的
自
然
の
与
え
る
素
材
か
ら
創
ら
れ
た
「
或
る
他
の
自
然
Φ
ぎ
④
き
儀
①
お
2
無
霞
」

10　
　
　
　
　
　
紳
云
術
に
対
す
る
自
然
の
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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憐
叩
五
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二
八

鯉
（
H
ハ
鋤
昌
け
”
　
囚
．
　
窺
．
　
¢
。
　
⑳
恥
④
　
ω
噸
　
も
◎
o
G
④
）
で
あ
戦
ま
た
シ
う
み
そ
れ
は
・
す
で
箋
わ
れ
奮
代
ギ
リ
シ
ア
の
素
弱
る
星
で
鋤
く

　
　
て
、
文
化
を
経
た
後
に
復
帰
さ
る
べ
き
自
覚
形
態
と
し
て
の
自
然
（
G
っ
。
議
｝
㊦
畳
U
費
し
。
罎
N
醇
α
Q
嘗
σ
q
）
、
或
い
は
》
節
践
ぼ
欝
か
ら
現
実
の

　
　
歴
史
を
経
て
到
達
さ
る
べ
き
巨
遂
貯
ヨ
（
G
。
。
げ
濠
震
”
堂
義
舞
ぎ
戸
一
巳
。
・
窪
窪
幕
艮
螢
雰
3
Φ
堂
。
聞
鉱
主
q
●
ω
昌
。
。
刈
。
。
）
と
し
て
の
理
想
化
さ
れ
た

　
　
自
然
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
そ
の
様
な
現
実
的
自
然
と
芸
術
的
自
然
と
の
二
元
性
を
排
し
て
、
自
然
の
本
質
究
瞬

　
　
そ
の
も
の
か
ら
彼
の
芸
術
哲
学
を
出
発
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
般
に
浪
漫
主
義
的
人
間
は
、
万
物
の
尺
度
た
る
内
面
的
人
問
性
そ
の
も
の
か
ら
歌
い
出
す
古
典
主
義
的
人
間
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ

　
　
人
間
的
限
界
を
破
壊
し
て
背
後
の
無
限
的
本
体
と
一
つ
に
融
け
、
自
己
を
い
わ
ば
そ
れ
に
よ
っ
て
奏
で
ら
れ
る
楽
器
と
も
感
じ
て
い
た
。

　
　
例
え
ば
F
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
人
間
的
言
語
詩
の
原
本
と
看
徹
さ
れ
る
如
き
、
宇
宙
遍
在
的
な
無
意
識
的
・
無
形
式
的
詩
に
対
し
、

　
　
芸
術
家
が
そ
れ
と
の
一
体
感
に
お
い
て
、
そ
れ
の
意
識
的
表
現
形
式
を
探
り
撃
て
得
た
時
、
宇
宙
約
原
本
詩
に
対
す
る
派
生
的
人
間
詩
と

　
　
し
て
の
芸
術
作
品
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
ノ
ヴ
ァ
…
リ
ス
は
夜
や
神
を
、
テ
ィ
ー
ク
は
諸
大
元
を
、
ヘ
ル
ダ
ー
り

　
　
…
ン
は
大
気
や
大
地
や
大
洋
を
讃
え
詠
っ
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ
が
個
々
の
芸
術
作
品
に
お
い
て
、
背
後
の
原
本
的
な
無
限
的
生
命
の
表
餓
を

　
　
観
た
の
も
、
か
か
る
浪
漫
主
義
的
感
情
と
、
決
し
て
無
縁
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
能
産
的
自
然
は
、
　
「
世
界
を
体
系
に
ま
で
形
成
す

　
　
る
有
機
化
的
◎
謎
内
梁
ω
一
興
窪
伽
な
原
理
」
（
ω
。
冨
決
⇒
α
q
“
＜
鶏
瓢
費
≦
飢
叶
。
・
⑦
①
す
）
と
し
て
宇
宙
霊
芝
①
冨
①
2
①
と
も
呼
ば
れ
、
ゲ
ー
テ
や
ノ

　
　
ヴ
ァ
ー
リ
ス
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
所
謂
ゲ
ミ
ュ
…
ト
O
o
難
簿
の
本
体
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ゲ
ミ
ュ
…
ト
が
と
り
わ
け
浪
漫
主

　
　
義
者
に
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
最
奥
の
本
質
を
成
す
意
味
に
お
い
て
も
、
芸
衛
の
創
造
活
動
は
ま
さ
し
く
、
産
出
的
自
然
の
創
造
活

　
　
動
に
参
入
し
て
、
こ
れ
に
「
熱
心
に
倣
う
回
峯
。
げ
魚
期
導
」
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
芸
術
港
動
と
は
、
客
観
的
自

　
　
然
を
模
倣
す
る
昌
昏
夢
ぴ
ヨ
窪
こ
と
で
は
な
く
て
、
本
質
曲
自
然
と
の
一
体
化
で
あ
り
同
一
化
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

＊
　
「
推
界
は
遂
に
は
ゲ
ミ
ュ
…
ト
に
な
ら
な
い
か
扁
（
2
。
く
箋
。
。
”
津
二
二
①
葺
①
．
）
と
い
わ
れ
る
如
く
、
浪
漫
主
義
に
お
い
て
ゲ
ミ
ュ
ー
ト
は
、
単

な
る
個
人
的
心
情
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、
宇
宙
霊
の
有
す
る
一
種
の
熱
気
を
意
味
し
、
個
人
的
心
情
は
そ
れ
に
融
入
参
幽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て



　
　
　
　
　
始
め
て
、
芸
術
活
動
を
な
し
得
る
と
考
え
ら
れ
た
。

　
　
　
け
れ
ど
も
、
自
然
哲
学
期
に
お
け
る
か
か
る
ヘ
ル
ダ
ー
的
立
場
に
は
、
未
だ
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
の
本
質
的
性
格
は
、
窺
わ
れ
得
な
い
で

　
　
あ
ろ
う
。
創
造
的
自
然
が
、
無
意
識
的
所
産
か
ら
精
神
的
所
産
に
至
っ
て
自
ら
を
反
省
す
る
と
い
う
、
実
在
性
か
ら
観
念
性
へ
の
方
向
を

　
　
有
す
る
自
然
哲
学
に
対
し
て
、
逆
に
、
知
的
直
観
に
よ
っ
て
一
挙
に
定
立
さ
れ
る
絶
対
的
自
己
意
識
が
、
理
論
哲
学
・
実
践
哲
学
・
芸
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
テ
ン
ツ

　
　
哲
学
の
三
部
門
に
亙
る
幾
つ
か
の
勢
位
を
経
て
継
起
的
に
展
開
さ
れ
ゆ
く
、
観
念
牲
か
ら
実
在
性
へ
の
方
向
を
採
っ
た
の
が
先
験
論
的
観

　
　
念
論
で
あ
り
、
更
に
、
観
念
的
な
る
も
の
と
実
在
的
な
る
も
の
と
の
絶
対
的
岡
一
性
（
絶
対
的
無
差
別
性
）
と
し
て
の
根
源
的
存
在
が
、

　
　
爾
原
理
の
量
的
差
別
に
よ
っ
て
自
然
界
と
精
神
界
と
に
同
等
に
現
象
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
前
二
方
向
の
統
一
的
過
程
を
示
す
こ
と
に
よ

　
　
っ
て
、
霞
然
哲
学
と
精
神
哲
学
と
を
一
層
高
次
の
立
場
よ
り
基
礎
づ
け
る
の
が
、
同
一
哲
学
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る

　
　
自
然
と
和
云
術
と
の
統
一
は
、
先
験
論
的
哲
学
、
更
に
は
同
一
哲
学
に
お
い
て
、
よ
り
深
く
探
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
カ
ン
ト
の
「
美
学
」
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
芸
術
哲
学
」
へ
移
行
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
形
式
的
自
然
を
趣
味
や
天
才
の
対
象
と
し
、
美

　
　
を
道
徳
的
善
の
象
徴
と
観
る
如
き
主
観
的
立
場
を
超
え
て
、
右
の
如
く
霞
然
を
あ
く
ま
で
内
容
的
に
観
照
し
つ
つ
、
し
か
も
自
然
の
美
の

　
　
規
準
を
ば
、
産
出
的
な
る
芸
術
の
原
理
に
帰
せ
し
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
立
場
は
、
芸
術
的
天
才
が
、
「
世
界
の
聖

　
　
な
る
永
遠
に
創
造
的
な
根
源
力
無
Φ
ぴ
O
鰻
σ
q
ρ
①
≦
お
ω
O
げ
帥
箆
①
峯
幽
①
¢
H
犀
毒
津
餌
禽
毛
色
戯
（
e
っ
。
｝
お
一
陣
鵠
σ
q
”
O
．
傘
く
Φ
婆
無
嵩
δ
繕
ぼ
鉱
Φ
u
山
窪

　
　
穴
言
ω
8
凶
．
昏
窯
p
葺
幹
ψ
卜
。
㊤
G
。
）
を
直
観
的
に
組
興
し
、
自
ら
も
そ
れ
に
倣
う
創
造
的
活
動
の
う
ち
に
、
却
っ
て
多
様
な
る
対
象
の
背
後
の

　
　
自
然
の
本
質
を
ば
啓
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
可
能
で
あ
る
。
シ
マ
ー
リ
ン
グ
が
観
念
的
な
る
も
の
と
実
在
的
な
る
も
の
と
の
究
極
的

　
　
綜
舎
を
芸
術
活
動
に
求
め
、
芸
術
作
酷
の
う
ち
に
意
識
的
な
技
術
囲
仁
昌
珍
と
無
意
識
的
な
詩
節
骨
。
①
ω
δ
と
の
一
致
を
捉
え
る
場
合
、

　
　
芸
術
家
を
背
後
か
ら
駆
り
立
て
る
詩
情
が
自
然
の
恩
恵
に
よ
っ
て
賦
与
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
点
か
ら
し
て
も
、
聖
者
の
一
致
は
も

　
　
は
や
カ
ン
ト
的
な
心
意
能
力
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、
意
識
的
な
精
神
活
動
と
無
意
識
的
な
能
産
的
自
然
活
動
と
の
同
一
を
、
意

15
@
味
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
芸
術
は
「
真
に
存
在
す
る
も
の
の
示
現
∪
錠
無
Φ
雛
§
ぴ
q
」
（
8
■
葺
■
も
。
・
。
。
O
b
。
）
で
あ
り
、
美
は

10　
　
　
　
　
　
芸
術
に
対
す
る
自
然
の
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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三
〇

1610
@
　
「
膚
限
的
に
表
現
さ
れ
た
無
限
者
」
（
ω
。
浮
籠
お
”
ω
翼
。
ヨ
＾
炉
件
雲
霧
。
。
N
①
窪
窪
邑
窪
疑
㊦
巴
幽
。
・
舞
舞
。
・
四
二
。
≦
．
囲
。
・
．
ω
■
爵
O
）
で
あ
っ
て
、
自
然

　
　
の
本
質
は
、
芸
術
に
よ
っ
て
こ
そ
具
象
的
に
把
捉
さ
れ
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
様
に
芸
術
が
、
　
「
か
の
最
高
者
の
絶
対
的
実
在
性
に

　
　
関
し
て
、
我
々
を
確
信
せ
し
め
る
に
違
い
な
い
と
こ
ろ
の
奇
蹟
で
あ
る
」
（
O
勺
「
　
o
圃
嘗
　
m
W
．
　
⑦
8
c
c
）
な
ら
ば
、
か
か
る
奇
蹟
を
行
な
う
天
才
は
、

　
　
「
意
識
的
な
る
も
の
と
無
意
識
的
な
る
も
の
と
の
間
の
予
定
調
和
の
普
遍
的
根
拠
を
含
む
、
か
の
絶
対
者
（
原
自
我
伽
霧
C
屋
職
び
馨
）
」

　
　
（
。
マ
簿
◎
ψ
①
峯
ご
で
あ
り
、
更
に
絶
頬
的
始
自
我
は
同
時
に
絶
対
的
原
自
然
た
る
意
味
に
お
い
て
、
天
才
は
「
そ
れ
自
身
決
し
て
客
観

　
　
的
と
な
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
な
る
も
の
の
原
事
た
る
、
最
高
の
絶
対
的
に
実
在
的
な
る
も
の
伽
霧
ガ
α
o
ゲ
ω
8
餌
げ
ω
○
ぽ
θ

　
　
菊
①
亀
Φ
」
（
○
悔
．
　
（
論
嘗
　
ω
・
　
①
同
り
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
天
才
が
、
「
主
観
の
中
な
る
自
然
」
と
し
て
説
か
れ
た
場
合
、

　
　
そ
の
霞
然
は
客
観
的
自
然
を
意
味
し
た
。
い
ま
や
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
、
そ
の
自
然
が
絶
対
的
自
然
に
置
換
さ
れ
る
な
ら
ば
、
天
才
は

　
　
い
わ
ば
「
主
観
の
中
な
る
絶
対
者
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
同
一
哲
学
の
立
場
に
お
い
て
、
美
が
実
在
的
に
直

　
　
観
せ
ら
れ
た
絶
対
者
で
あ
り
、
芸
術
が
絶
対
者
を
雪
像
の
う
ち
に
示
現
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
芸
術
的
天
才
は
、
観
念
的
側
面
に
お
け

　
　
る
絶
対
者
そ
の
も
の
と
し
て
、
そ
の
作
品
の
う
ち
に
産
出
的
絶
対
者
そ
の
も
の
の
作
品
を
実
在
的
た
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
無
意
識
的
な

　
　
る
も
の
と
意
識
的
な
る
も
の
と
の
同
一
性
の
根
拠
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
と
芸
術
と
の
統
一
の
根
拠
を
ば
な
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
と
同
様
シ
エ
リ
ン
グ
に
あ
っ
て
も
、
天
才
の
中
心
的
能
力
は
講
評
力
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
が
、
構
想
力
は
こ
こ
に
お

　
　
い
て
、
全
人
間
生
活
を
貫
く
最
高
能
力
で
あ
る
と
と
も
に
、
全
宇
宙
存
在
の
根
拠
た
る
地
位
を
占
め
る
に
至
る
。
そ
れ
は
、
知
的
直
観

　
　
（
哲
学
的
生
産
）
と
そ
れ
の
客
観
化
た
る
美
的
直
観
（
芸
術
的
生
産
）
、
総
じ
て
「
自
我
」
の
活
動
一
般
を
可
能
な
ら
し
め
る
根
源
的
能
力

　
　
で
あ
り
（
○
幣
葺
9
）
、
更
に
は
、
観
念
的
な
る
も
の
と
実
在
的
な
る
も
の
と
の
同
一
を
根
源
的
に
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ

　
　
切
の
創
造
を
基
礎
づ
け
る
同
～
化
の
力
黛
Φ
囚
捲
諏
価
9
ぎ
包
三
焦
一
山
§
α
q
」
（
ω
O
び
Φ
＝
昌
昌
σ
q
”
　
℃
ぴ
轟
◎
o
α
O
℃
び
一
①
鳥
①
賜
H
《
償
当
ω
幹
ω
下
官
P
■
芝
」
目
腎
ω
．
も
Q
o
Q
①
）

　
　
で
あ
る
と
と
も
に
、
単
に
多
様
を
統
一
す
る
力
た
る
こ
と
を
超
え
、
　
一
切
の
個
体
存
在
を
可
能
な
ら
し
め
る
「
本
来
的
に
撮
要
的
な
個
別

　
　
化
の
力
象
。
漏
出
津
窪
興
ぎ
葺
く
箕
山
螢
轡
凶
。
コ
」
（
空
運
9
）
と
し
て
、
全
宇
宙
的
存
在
の
根
拠
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
た



だ
に
人
間
の
根
源
的
創
造
力
た
る
に
止
ま
ら
ず
、
よ
り
根
橦
的
に
は
絶
対
者
そ
の
も
の
の
根
源
的
創
造
力
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

ぶ
る
。

　
　
＊
　
カ
ン
ト
（
第
一
批
判
及
び
第
三
批
判
）
か
ら
フ
ィ
ヒ
テ
を
経
て
シ
ェ
リ
ン
グ
に
至
る
間
の
構
想
力
に
関
す
る
詳
細
は
、
　
『
哲
学
研
究
』
第
四
六

　
　
　
五
号
掲
載
の
拙
論
「
独
逸
浪
漫
主
義
の
生
活
原
理
」
中
の
「
想
像
力
偏
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
か
く
し
て
自
然
と
芸
術
と
は
、
絶
紺
的
同
一
性
の
現
実
的
顕
現
と
し
て
本
質
的
に
同
一
で
あ
り
、
野
老
は
実
在
的
同
一
性
と
し
て
、
後

　
　
者
は
観
念
的
同
一
性
と
し
て
、
相
対
的
な
対
極
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
エ
カ
自
然
が
、
自
己
啓
示
の
う
ち
に
芸

　
　
術
を
可
能
な
ら
し
め
る
芸
術
の
原
型
で
あ
る
な
ら
ば
、
他
方
芸
術
は
、
自
然
を
し
て
顕
現
せ
し
め
る
こ
と
の
う
ち
に
、
自
然
の
美
的
可
能

　
　
性
を
顕
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
更
に
『
ブ
ル
…
ノ
』
に
至
り
、
絶
対
者
が
遂
に
神
と
し
て
説
か
れ
る
（
ω
。
冨
滞
護
…
じ
ご
議
ぎ
あ
餌
ヨ
■

　
　
芝
．
H
磨
ψ
ω
ω
り
）
に
及
ん
で
、
美
は
遂
に
現
象
に
お
け
る
神
の
啓
示
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
神
が
原
像
的
・
即
自
的
に
直
観
さ
れ
る
の
が

　
　
真
で
あ
り
、
対
像
的
・
実
在
的
に
直
観
さ
れ
る
の
が
美
で
あ
る
ど
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
直
接
の
原
因
が
神
ぞ
の
も
の
で
あ
り

　
　
（
ω
o
『
Φ
画
一
資
σ
q
”
　
］
℃
財
「
　
甑
．
　
匿
¢
”
Q
o
酔
“
　
ω
◎
　
ら
o
G
o
①
）
、
事
物
の
形
稲
を
神
に
お
け
る
如
き
絶
対
的
姿
の
う
ち
に
描
出
す
る
こ
と
が
芸
術
に
ほ
か
な
ら
ぬ

　
　
所
以
を
、
示
す
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
カ
ン
ト
の
「
主
観
の
中
な
る
自
然
」
は
、
「
人
間
に
内
在
す
る
神
的
な
る
も
の
し
（
。
℃
「
。
劉
ψ
畿
O
）

　
　
と
し
て
、
い
わ
ば
「
主
観
の
中
な
る
神
」
と
な
り
、
シ
ラ
ー
の
「
現
象
に
お
け
る
自
由
」
は
、
　
「
現
象
に
お
け
る
神
」
に
お
い
て
、
そ
の

　
　
最
も
深
い
根
拠
を
ば
見
押
し
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
、
　
「
宗
教
な
く
し
て
芸
術
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
の
が
、
浪
漫
主
義
の
第
｝
原
理
の

　
　
】
つ
で
あ
っ
た
」
（
涛
噸
　
瓢
億
O
財
”
　
】
）
一
Φ
　
菊
O
臼
鋤
昌
瓢
犀
。
　
H
り
　
ω
’
　
ω
膳
α
）
の
で
あ
ろ
う
が
、
か
か
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
宗
教
哲
学
の
立
場
に
至
っ
て
、

　
　
自
然
と
芸
術
と
は
、
と
も
に
神
の
啓
示
と
し
て
根
源
的
に
隅
一
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
カ
ン
ト
以
来
求
め
ら
れ
続
け
て
き
た
両
者
の
統
一

　
　
は
、
こ
こ
に
一
応
そ
の
究
極
的
な
地
盤
を
探
り
当
て
得
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
芸
術
の
根
基
を
追
求
し
つ
つ
、
　
『
ブ
ル
ー
ノ
』
に
至
っ
て
遂
に
現
象
界
か
ら
隔
絶
せ
る
理
念
の
苑
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ア
ビ
ル
ト

ー7

@
さ
迷
い
込
み
、
美
を
ば
永
遠
の
原
型
と
の
一
致
に
お
け
る
、
非
時
閥
的
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
た
（
ω
。
冨
謀
⇔
σ
q
“
b
づ
村
§
。
．
¢
b
。
b
。
繰
し
と
い

10　
　
　
　
　
　
芸
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三
工

う
こ
と
は
、
全
て
を
「
絶
対
的
無
差
溺
性
」
の
模
像
と
解
す
る
彼
の
立
場
か
ら
は
、
一
応
当
然
の
帰
趨
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
美
に
求

　
　
　
　
　
テ
レ
オ
ロ
ギ
じ
　
　
　
　
　
　
　
テ
カ
ゾ
ブ
イ
ミ

め
ら
る
べ
き
目
的
論
か
ら
恰
も
神
智
学
へ
の
飛
躍
を
想
わ
し
め
る
意
味
に
お
い
て
、
本
来
の
美
学
的
立
場
か
ら
は
、
当
然
批
判
さ
る
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
我
々
に
と
っ
て
切
実
な
の
は
、
そ
の
様
な
理
念
的
芸
術
で
は
な
く
て
、
現
実
的
な
人
間
芸
術
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
従
っ
て
か
か
る
現
象
学
へ
の
反
省
が
、
　
「
芸
術
哲
学
」
華
や
か
な
る
独
逸
観
念
論
の
中
に
す
で
に
胎
動
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
、

故
な
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
ゾ
ル
ゲ
ル
は
、
理
念
と
現
象
と
の
聞
の
矛
盾
か
ら
出
発
し
、
理
念
が
「
現
象
の
虚

無
性
Z
ざ
げ
臨
σ
q
犀
鼠
ご
（
ω
O
一
㈹
O
H
”
　
潤
目
≦
一
⇔
見
ゆ
伽
。
囲
ど
ω
噸
卜
⊃
○
○
μ
）
を
通
し
て
無
に
消
散
す
る
、
悲
哀
に
満
ち
た
転
移
の
瞬
間
に
、
芸
術
の
真
の
所

在
を
見
出
す
の
で
あ
り
、
虚
無
性
の
中
に
身
を
沈
め
る
か
か
る
急
な
る
も
の
に
お
い
て
は
、
天
上
的
な
る
も
の
と
地
上
的
な
る
も
の
と
の

完
全
な
相
互
移
行
が
可
能
と
な
り
、
有
限
的
な
る
も
の
が
無
限
的
な
る
も
の
と
の
分
裂
を
通
し
て
、
却
っ
て
そ
れ
と
　
た
り
得
る
所
以
が

示
さ
れ
る
。
理
念
と
現
象
と
の
、
か
か
る
矛
盾
を
介
し
て
の
統
一
に
、
所
謂
「
美
の
悲
劇
」
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
シ
ェ
リ
ン
グ

の
芸
術
概
念
が
、
そ
の
最
高
優
位
の
強
調
の
あ
ま
り
、
他
の
文
化
概
念
と
不
明
確
に
混
濡
さ
れ
終
わ
っ
た
の
に
耕
し
、
芸
術
の
問
題
を
一
つ

の
厳
密
な
大
論
理
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
ん
と
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
然
と
芸
術
と
を
、
岡
一
理
念
の
弁
証
法
的
発
展
の
異
な
っ
た
段
階
の

姿
と
し
て
、
　
一
元
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
美
を
「
理
念
の
感
性
的
顕
現
」
と
看
敏
し
、
芸
術
を
「
絶
対
的
精
神
」
の
中
の
特
に
感
性

的
な
る
現
象
様
式
と
し
て
説
虜
し
た
。
け
れ
ど
も
、
た
と
え
理
念
の
否
定
と
し
て
の
ゾ
ル
ゲ
ル
の
「
美
の
は
か
な
さ
霞
冒
鐡
ヨ
磯
磯
魚
け
」

（
。
や
。
搾
窪
．
H
・
ω
」
O
）
が
、
容
易
に
現
象
学
派
の
ベ
ッ
カ
ー
の
そ
れ
（
○
。
。
犀
霞
じ
σ
①
穿
①
轟
く
。
爵
餌
巽
鵠
β
h
似
濠
σ
q
犀
Φ
皆
偽
①
ω
ω
。
剛
6
郎
霧
§
魅

隠
Φ
触
》
び
Φ
窪
窪
。
聾
。
葬
叩
け
号
ω
機
諺
巴
Φ
量
）
を
想
わ
し
め
る
に
せ
よ
、
ま
た
た
と
え
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
が
、
美
の
「
感
性
的
」
規
定
の
故
に
、

一
見
シ
ェ
リ
ン
グ
の
理
念
性
に
対
す
る
一
種
の
具
体
性
の
外
観
を
呈
す
る
に
せ
よ
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
ゾ
ル
ゲ
ル
の
本
質
的
関
心
は
、

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

理
念
の
否
定
そ
の
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
否
定
さ
る
べ
き
理
念
の
側
に
存
し
、
或
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
、
自
然
美
を
「
不
完
全
な

る
美
」
と
考
え
る
如
き
芸
術
美
の
偏
重
が
観
ら
れ
る
意
味
に
お
い
て
、
　
「
美
の
悲
劇
」
も
「
理
念
の
感
性
的
顕
現
」
も
、
所
詮
シ
ェ
リ
ン

グ
の
「
芸
術
の
奇
蹟
」
と
同
様
に
、
あ
く
ま
で
理
念
の
側
を
重
視
す
る
「
芸
術
哲
学
」
に
止
ま
っ
て
お
り
、
や
が
て
美
学
独
自
の
原
理
性



の
主
張
の
下
に
、
観
照
者
の
受
容
的
体
験
の
う
ち
に
美
の
本
質
を
探
ら
ん
と
す
る
、

の
も
、
蓋
し
当
然
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

所
謂
「
下
か
ら
の
美
学
」
を
喚
び
起
こ
す
に
至
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

（
筆
者
　
京
都
府
立
医
科
大
学
〔
倫
理
学
〕
助
教
授
）
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Na意繊r　1頃】匿虚　Ku難S£

Im　Umkrels　von　der　Problematik　des

Schelling’schen　BegriEf　der　Natur　（　1　）

von　Tadakatsu　Yoshida

　　Kants　Begr遼von　der　ZweckmttB圭gkeit　der　Natur，エnit　dem　zwar　eine

Beschaffenheit　der　Natur　an　sich　gemeint　war，　bedeutet　jedoch　im　Wesent・

licheren　das　subjektive　Pr三nzip　der　refiel〈tierenden　Urteilskraft．　Der　Begriff

der　Freiheit　in　der　Ersche圭nung　wurde　von　Schiller　ftir　das　oblektive，　die

Sch6nheit　erm6glichende　Pri雛zip　gehalten，　welcher　BegrifE　doch　ein　A簸alogon

zur　sublekltiven磁oralischen　Freihe董t　bleib。　Der　genannte　sublektive　ideale

Standpunkt　un（至　der　Her（玉ersche　objektive　reale　s玉nd　bei　Schelling　dazu

gekommen，　mite沁ander　vereinigt　zu　werden．　Er　sleht　im　Natur　und　Klunst

je　eine　wirkliche　Offenbarung　der　absoluten　Identitat，　d．　h．　in　der　ersteren（玉ie

reale　Identittit，　und　in　der　letzteren　die　ideale．　Also　sind　Natur　uロd　Kunst

dem　Wesen　nach　identisch，　und　somit　hat　Schelling　diejenige　Einheit　der

beiden　ans　Licht　gebracht，　die　seit　Kant　vielfachs　erforscht　worden　ist．　Aber

se呈ne　Natur－und　Kunstauffassung　f廿hrte　letzten　Endes　zur　Spekulation　der

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　のSch6nheit　als廿berze三tlicher王dee，　wogegen　so　etwas　wie“Asthetik　von　unten”

ZUStande　gekOmmen　iSt．

Art　and　Te磁niq綴e

b2　Kenjiro　Yoshioka

　　It圭s　by　means・f　clarifying癒e　mea廊gs・f　tw・w・rds，‘art’aRd‘technique’，

that　the　author　tries　to　defend　the　position　of　art　ln　an　age　of　technique．

　　In　the　course　of　history　words　naturally　changed　their　meanings，　and　these

changes　in　the　meanings　of　words　tend　to　result　in　rendering　our　thoughts

indefinite　and　even　in　obscuring　the　meaning　of　our　own　existence．　A　his－

torical　investigation，　therefore，　might　be　helpful　to　our　tasl〈．
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