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学
問
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
、
我
々
及
び
我
々
自
身
を
と
り
ま
く
事
物
や
現
象
に
つ
い
て
の
確
実
な
知
識
の
領
域
を
拡
大
し
て
行
く
こ
と

を
、
そ
の
一
つ
の
っ
と
め
と
し
て
い
る
。
知
識
は
で
き
る
限
り
客
観
的
で
あ
り
且
つ
普
遍
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
人
間
の
努

力
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
知
識
は
、
混
沌
と
し
た
現
象
世
界
の
大
海
の
中
で
、
さ
な
が
ら
明
確
な
輪
郭
を
も
っ
た
　
個
の
物
体
の
如
く
屹

立
し
、
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
人
間
自
身
の
為
の
砦
の
如
く
に
み
な
さ
れ
る
。
人
間
は
知
識
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
無
防

備
感
か
ら
脱
却
し
、
自
已
の
憩
う
べ
き
世
界
を
見
い
出
す
こ
と
に
な
る
。

　
一
つ
の
知
識
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
一
人
の
人
間
が
ど
れ
程
大
き
な
犠
牲
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
に
し
ろ
、
一
度
び
明
確
な
形
態

を
と
る
に
至
っ
た
知
識
は
、
客
観
的
な
も
の
と
し
て
万
人
の
共
有
財
産
に
な
る
。
そ
れ
は
恰
も
物
品
の
如
く
み
な
さ
れ
な
が
ら
し
か
も
そ

れ
を
求
め
る
凡
て
の
人
に
譲
渡
さ
れ
つ
づ
け
て
尽
き
る
こ
と
が
な
い
様
に
思
わ
れ
る
。

　
け
れ
ど
も
蘇
る
物
晶
の
如
き
知
識
は
、
も
し
そ
の
知
識
が
内
界
外
界
の
変
易
常
な
き
多
様
さ
か
ら
、
我
々
を
守
っ
て
く
れ
る
有
効
性
を

失
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
時
は
、
遠
慮
な
く
捨
て
ら
れ
、
新
し
い
、
よ
り
有
効
な
知
識
に
と
っ
て
代
ら
れ
る
運
命
に
あ
る
。
そ
れ
は
知
識
と
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い
う
も
の
の
物
品
的
な
性
格
か
ら
生
ず
る
必
然
的
と
も
い
う
べ
き
運
命
で
あ
る
。
即
ち
、
知
識
は
蓄
積
さ
れ
つ
つ
同
時
に
絶
え
ず
修
正
さ

　
　
れ
て
行
く
。
修
正
の
過
程
は
、
内
界
外
界
の
諸
現
象
と
、
既
に
獲
得
さ
れ
所
有
さ
れ
て
い
る
知
識
と
の
照
合
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る
。
照

　
　
合
乃
至
検
誰
が
等
閑
に
さ
れ
る
な
ら
ば
、
知
識
は
次
第
に
人
間
に
よ
っ
て
か
つ
て
作
ら
れ
た
砦
と
い
う
以
上
の
意
味
を
持
た
な
く
な
り
、

　
　
現
在
の
入
間
が
頼
る
べ
き
砦
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
学
聞
の
世
界
で
追
求
す
る
知
識
と
、
世
に
言
う
物
識
り
の
知
識
と
の
相
違
は
、

　
　
前
者
が
努
力
し
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
且
つ
現
象
界
と
の
照
合
を
通
じ
て
絶
え
ず
そ
の
有
効
性
を
検
証
す
る
人
聞
的
主
体
と
の
つ
な

　
　
が
り
を
持
っ
て
い
る
の
に
、
後
者
即
ち
物
識
り
の
そ
れ
は
、
い
わ
ば
百
科
事
典
を
暗
記
し
て
得
ら
れ
た
愚
な
も
の
で
し
か
な
い
と
こ
ろ
に

　
　
あ
る
。
事
典
の
記
事
を
修
正
し
て
行
く
の
は
学
問
的
に
獲
得
さ
れ
た
知
識
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
知
識
と
い
う
も
の
が
対
象
に
つ
い
て
の
明
確
な
概
念
を
作
り
上
げ
る
こ
と
だ
と
す
る
な
ら
、
所
謂
哲
学
と
か
反
省
と
か
思
索
と
か
い
っ

　
　
た
名
で
呼
ば
れ
る
も
の
の
役
割
と
は
、
ど
の
様
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
対
∵
象
に
つ
い
て
の
正
確
な
知
識
を
提
鉄
す
る
働
き
と
い

　
　
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
か
か
る
知
識
獲
得
の
方
法
そ
の
も
の
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
作
用
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
知
識
を
獲

　
　
得
す
る
作
用
そ
の
も
の
の
様
に
対
象
に
直
接
的
な
形
で
接
触
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
対
象
か
ら
離
れ
、
対
象
の
扱
い
方
、
対
象
へ
の

　
　
接
近
の
仕
方
な
ど
人
間
の
主
体
的
な
態
度
の
面
に
注
配
す
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
又
、
思
索
と
か
反
省
と
か
は
、

　
　
照
る
種
の
倫
理
的
性
格
を
帯
び
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
正
確
な
知
識
を
求
め
る
こ
と
は
人
間
的
行
為
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
行
為
の
量
的

　
　
は
正
確
な
知
識
と
い
う
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
に
対
し
、
思
索
や
反
省
は
、
そ
の
様
な
客
観
的
知
識
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
人
間
的
行
為

　
　
乃
釜
態
度
そ
の
も
の
を
問
題
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
直
接
的
知
識
を
追
求
す
る
こ
と
と
、
か
か
る
追
求
自
体
に
つ
い
て
反
省
す

　
　
る
こ
と
と
は
陶
一
人
の
中
で
生
起
す
る
の
が
通
例
で
あ
ろ
う
し
、
又
学
問
的
な
意
味
で
の
知
識
の
追
求
と
は
そ
の
様
な
も
の
で
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
以
下
に
於
い
て
芸
術
と
技
術
と
の
関
係
に
つ
い
て
少
し
く
考
察
し
て
み
る
が
、
そ
れ
に
は
ま
ず
両
者
の
関
係
が
現
在
い
ろ
い
ろ
な
形
で

　
問
題
に
さ
れ
、
且
つ
美
学
上
の
話
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
具
体
的
事
実
を
承
認
す
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
何



　
　
故
そ
の
様
な
事
態
が
生
じ
た
か
に
つ
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
何
か
に
つ
い
て
考
え
る
の
で
あ
り
、
且
つ
現
在
進
行
中
の
状
態
に
あ
る
。
我
々

　
　
は
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
事
か
を
次
第
に
明
ら
か
に
し
て
行
く
わ
け
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
同
蒔
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
自
身

　
　
の
存
在
を
確
保
し
て
行
く
わ
け
で
も
あ
る
。
そ
し
て
も
し
又
我
々
が
奮
葉
を
通
じ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
上
葉
は
我
々
が
そ
れ
を
通
じ
て
一

　
　
つ
の
確
実
な
も
の
に
到
達
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
つ
つ
、
し
か
も
同
時
に
我
々
が
存
在
し
う
る
た
め
の
条
件
で
も
あ
る
。
従
っ
て
言
葉

　
　
に
於
い
て
思
考
す
る
時
に
は
、
我
々
は
た
だ
言
葉
に
於
い
て
の
み
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
又
言
葉
を
使
用
す
る
蒔
、
言
葉
の
意
味
が
一
義

　
　
的
に
明
確
で
あ
れ
ば
、
か
か
る
言
葉
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
世
界
も
又
明
確
で
あ
ろ
う
。
更
に
又
我
々
自
身
の
存
在
に
も
何
ら
不
明
確
な

　
　
と
こ
ろ
が
な
い
。
し
か
る
に
も
し
言
葉
の
意
味
が
不
明
確
で
あ
っ
た
な
ら
、
我
々
が
言
葉
を
通
じ
て
、
言
葉
に
於
い
て
、
確
保
せ
ん
と
す

　
　
る
我
々
自
身
の
存
在
も
又
不
明
確
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
逆
に
我
々
の
存
在
の
暖
昧
さ
は
、
言
葉
の
曖
昧
さ
に
歪
な
ら
な
い
。

　
　
　
我
々
は
言
葉
の
心
心
味
が
歴
史
的
に
変
遷
す
る
こ
と
を
知
識
と
し
て
は
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
雷
雨
に
よ
っ
て
自
己
の
存
在
を
確
保
し
よ

　
　
う
と
す
る
時
に
は
、
少
な
く
と
も
変
遷
す
る
言
葉
の
現
在
に
於
け
る
意
味
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
我
々
は
誉

　
　
葉
に
於
い
て
砂
嵐
た
る
存
在
を
築
き
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
変
遷
す
る
言
葉
の
意
味
を
、
現
在
に
お
い
て
固
定
す
る
こ
と
で
は
あ

　
　
ろ
う
が
、
我
々
は
固
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
存
在
し
得
な
い
と
い
う
一
面
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
又
言
葉
は
根
本
的
に
多
義
的

　
　
で
あ
り
流
動
的
で
あ
り
変
易
す
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
我
々
は
変
易
す
る
も
の
に
お
い
て
自
己
の
存
在
を
確
保
す
る
し
か
致
し
方
が
な
い

　
　
の
で
あ
る
。

　
　
　
芸
術
と
技
術
と
の
関
係
に
つ
い
て
反
省
す
る
と
い
う
と
き
我
々
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
過
去
の
人
々
が
そ
れ
ら
の
言
葉
を
い
か
な
る

　
　
意
味
に
お
い
て
用
い
た
か
を
知
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
現
在
我
々
が
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
使
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
叉
使
用

　
　
す
る
の
が
望
ま
し
い
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
た
だ
知
識
を
集
め
さ
え
ず
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
も
な
か
ろ
う
。
何
故
そ

23

@
の
よ
う
な
知
識
を
求
め
る
の
か
に
つ
い
て
反
省
や
思
索
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
又
何
か
に
つ
い
て
発
言
す
る
人
は
、
発
言
す
る
必
要
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@
が
あ
る
と
自
ら
判
断
す
る
が
故
に
発
言
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
正
確
な
知
識
を
得
た
い
と
い
う
我
々
の
直
接
的
第
一
次
的
欲
求
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
様
な
欲
求
自
身
を
対
象
化
し

　
　
そ
し
て
検
討
す
る
と
い
う
こ
と
は
間
接
的
第
二
次
的
な
問
題
に
属
す
る
。
し
か
し
我
々
の
第
一
次
的
欲
求
を
単
に
個
人
的
な
も
の
好
き
に

　
　
終
わ
ら
せ
な
い
た
め
に
も
第
二
次
的
思
考
が
絶
え
ず
並
存
さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
そ
れ
が
反
省
や
思
索
と
い
う
こ
と
の
役
割
で
は
な

　
　
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
っ
の
堂
々
を
す
る
人
は
、
意
識
す
る
と
否
と
に
関
わ
ら
ず
自
ら
一
つ
の
哲
学
を
語
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
リ
が
“
美
術
批
評
の
歴
史
”
を
書
い
た
の
は
、
単
に
過
去
の
人
が
美
術
に
対
し
て
い
か
な
る
態
度
を
と
っ
た
か
に
つ
い
て
の

　
　
知
識
を
展
嚇
し
て
み
せ
る
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
哲
学
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
又
知
識
を
追
求
す

　
　
る
態
度
そ
れ
自
身
が
歴
史
的
に
欄
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
学
問
の
歴
史
も
生
ず
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
我
々
は
言
葉
に
お
い
て
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
我
々
日
本
人
が
現
在
使
用
す
る
言
葉
の
申
に
は
、
多
く
の
外
来
語

　
　
が
混
入
し
て
い
る
。
新
し
い
考
え
方
は
新
し
い
言
語
な
い
し
は
散
文
の
形
式
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
様
な
形
式
が
生
ま

　
　
れ
る
た
め
に
外
国
語
の
翻
訳
語
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
　
“
我
々
の
認
識
の
努
力
や
そ
れ
の
成
果
と
い
っ
た
も
の
が
我
々

　
　
の
露
語
の
発
展
状
態
に
関
わ
っ
て
い
る
”
（
鋒
●
　
一
W
①
謬
ω
Φ
・
　
諺
①
も
D
齢
げ
①
鉱
O
の
　
H
・
　
ω
．
　
り
①
）
と
す
れ
ば
、
明
治
以
降
の
臼
本
人
は
、
欧
米
の
言
語
に

　
　
接
触
し
、
そ
れ
と
の
摩
擦
を
経
験
し
つ
つ
新
し
い
散
文
の
形
式
と
、
新
し
い
思
考
法
と
を
生
み
出
す
努
力
を
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
も
し
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
体
系
が
そ
れ
ぞ
れ
有
機
的
な
生
き
た
統
～
体
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
一
つ
の
言
語
体
系
に
属
す
る
或
る
種
の
単

　
　
語
を
撰
び
出
し
、
別
の
言
語
体
系
の
中
に
組
入
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
可
成
り
大
き
な
出
来
事
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
場

　
　
合
で
い
え
ば
新
し
い
事
態
を
端
的
に
表
現
す
べ
き
言
語
を
我
々
の
従
来
の
蜜
語
体
系
の
中
に
見
出
し
得
な
い
と
思
っ
た
か
ら
こ
そ
新
し
い

　
　
言
語
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
岡
時
に
我
々
が
採
用
し
た
新
し
い
単
語
（
翻
訳
語
）
の
背
景
に
あ
る
も
の
、
そ
の
単
語
を
生
み
出

　
　
し
使
用
し
て
い
る
文
化
そ
の
も
の
を
も
何
ら
か
の
形
で
受
容
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　
　
先
に
も
述
べ
た
様
に
知
識
は
客
観
的
な
物
の
如
き
性
格
を
持
ち
、
従
っ
て
外
国
か
ら
食
料
晶
の
様
に
輸
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
証
言



　
　
葉
も
あ
る
意
味
で
は
知
識
の
如
く
輸
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
言
葉
の
定
義
と
い
っ
た
も
の
は
、
文
字
通
り
知
識
と
し
て
獲
得
す
る

　
　
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
誉
葉
の
定
義
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
だ
本
当
の
意
味
で
知
っ
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
或

　
　
い
は
言
葉
を
所
有
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
言
葉
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
を
実
際
に
使
用
し
う
る
と
い
う
こ
と
、
又
そ

　
　
の
心
葉
に
お
い
て
自
己
の
存
在
を
確
保
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
が
現
在
用
い
て
い
る
芸
術
と
技
術
と
い
う
語

　
　
は
、
英
語
の
ア
ー
ト
と
テ
ク
ニ
ッ
ク
ス
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
語
の
芸
術
と
技
術
と
い
う
語
が
、
ほ
ぼ
現

　
　
在
の
様
な
形
に
定
着
し
は
じ
め
た
の
は
、
明
治
三
十
年
代
以
後
、
つ
ま
り
大
塚
保
治
、
夏
目
漱
石
、
深
聡
知
算
と
い
っ
た
人
々
の
登
場
と

　
　
並
行
し
て
い
る
。

　
　
　
明
治
の
初
期
に
於
い
て
は
、
今
目
の
我
々
が
芸
術
と
呼
ぶ
筈
の
と
こ
ろ
を
美
術
と
呼
ん
で
い
る
。
例
え
ば
フ
ェ
ノ
ロ
サ
述
大
森
推
中
訳

　
　
の
〃
美
術
真
説
”
で
は
、
美
術
と
い
う
語
で
音
楽
、
詩
歌
、
書
薗
、
彫
刻
、
舞
踏
を
総
括
し
て
い
る
の
に
対
し
、
漱
石
の
〃
草
枕
”
で
は

　
　
こ
れ
ら
が
芸
術
と
い
う
語
で
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。
そ
し
て
又
明
治
に
先
立
つ
時
代
に
お
い
て
芸
術
と
い
え
ば
、

　
　
そ
れ
は
美
的
価
値
の
実
現
の
術
と
い
う
意
味
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
即
ち
武
芸
、
雑
芸
、
更
に
は
賎
術
の
意
で
あ
っ
た
の
で
あ

　
　
る
。
従
っ
て
我
々
は
江
戸
期
に
お
け
る
芸
術
と
い
う
語
の
意
味
を
、
今
日
我
々
が
疑
う
る
如
き
新
し
い
意
味
に
作
り
変
え
る
た
め
に
、
美

　
　
術
と
い
う
語
を
媒
介
し
つ
つ
ほ
ぼ
三
十
年
余
を
費
や
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
テ
ク
ニ
ッ
ク
ス
の
訳
語
に
至
っ
て
は
更
に
　
層
不
安
定
で
あ
り
、
大
正
期
に
入
っ
て
も
ま
だ
技
術
と
い
う
語
が
定
着
し
て
い
な
い
。
即

　
　
ち
ア
ー
ト
の
訳
語
と
同
じ
語
、
つ
ま
り
術
、
芸
、
技
な
ど
が
憲
て
が
わ
れ
、
又
悩
人
的
能
力
と
し
て
の
術
一
般
芸
一
般
よ
り
も
学
問
的
、

　
　
知
的
性
格
が
強
い
と
い
う
意
味
で
、
芸
学
、
術
学
、
一
般
芸
術
論
な
ど
と
い
っ
た
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
勿
論
外
国
語
自
身
を
一
個
の

　
　
物
体
の
如
く
み
な
し
、
そ
れ
の
忠
実
な
コ
ピ
ー
を
作
る
様
な
具
合
に
訳
語
を
決
定
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
二
つ
の
国
語
が

　
　
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
文
化
を
背
景
と
す
る
異
な
っ
た
有
機
体
で
あ
る
以
上
、
変
形
や
歪
曲
な
し
に
一
方
か
ら
他
方
へ
移
り
得
る
筈
が
な
い

25
@
の
で
あ
る
。
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我
々
は
現
在
芸
術
と
い
う
語
で
、
主
と
し
て
美
的
価
値
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
創
造
的
な
活
動
全
体
を
総
括
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
が
、
芸
術
と
い
う
語
の
こ
の
様
な
用
法
は
、
外
国
の
言
葉
遣
い
か
ら
学
び
と
っ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
意
味
で
は
近
々
七
十

年
位
の
歴
史
し
か
持
た
ぬ
言
葉
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
一
方
我
々
が
接
し
た
欧
米
の
文
化
の
中
で
も
自
然
科
学
の
発
達
と
、
そ
れ
に
基
づ

く
生
産
技
術
と
が
資
本
主
義
社
会
の
下
に
急
速
な
進
展
を
と
げ
、
従
来
の
芸
術
と
い
う
観
念
が
ゆ
る
ぎ
は
じ
め
て
い
た
晴
期
に
当
た
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
我
々
に
と
っ
て
は
美
や
芸
術
の
問
題
を
理
論
的
に
解
明
す
る
と
い
う
作
業
自
身
か
な
り
困
難
で
あ
る
の
に
、
そ
の
上
用

謹
上
の
不
安
定
さ
と
い
う
大
き
な
障
害
が
加
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
国
外
に
お
け
る
新
し
い
事
態
に
つ
い
て
知
る
だ
け
で
は
済

ま
ず
、
我
々
自
身
の
言
葉
の
使
用
法
に
つ
い
て
絶
え
ず
考
え
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

二

　
我
々
は
現
在
芸
術
と
は
美
的
価
値
の
実
現
を
目
指
す
人
間
の
創
造
的
な
活
動
性
だ
と
考
え
て
お
り
、
且
つ
素
材
の
加
工
を
通
じ
て
逆
に

自
己
の
内
的
直
観
を
明
確
化
し
て
行
く
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。
美
的
価
値
や
内
的
直
観
は
、
制
作
に
と
り
か
か
る
蒔
に
は
ま
だ
漠
然
と

予
感
さ
れ
る
目
標
の
如
き
も
の
に
す
ぎ
ず
、
制
作
行
為
を
通
じ
て
の
み
次
第
に
明
ら
か
と
な
り
、
や
が
て
一
筆
一
語
も
つ
け
加
え
る
余
地

が
な
い
、
換
言
す
れ
ば
作
ら
れ
た
も
の
自
身
が
作
者
の
加
筆
訂
正
を
拒
絶
す
る
如
き
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
瞬
間
、
は
じ
め
て
そ
の
姿
を

明
ら
か
に
示
す
様
な
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
技
術
と
い
う
語
は
、
制
作
の
全
過
程
に
つ
い
て
の
正
確
な
知
識
と
見
通
し
と
を
持
っ
た
人
間
活
動
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
の

が
普
通
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
め
ら
い
な
が
ら
の
側
作
で
は
な
く
て
、
獲
得
さ
る
べ
き
翼
標
が
乱
作
行
為
に
先
ん
じ
て
明
確
に
把
握
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
潮
作
の
ど
の
段
階
を
と
り
上
げ
て
も
、
そ
れ
は
翼
標
達
成
の
為
に
必
要
な
手
続
き
で
あ
り
、
芸
術
に
お
い
て
み
ら
れ
る
様
な

試
行
錯
誤
や
無
駄
め
い
た
も
の
が
な
い
。
つ
ま
り
芸
術
に
お
い
て
は
行
為
を
通
じ
て
日
標
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
行
く
こ
と
が
問
題
で

あ
る
の
に
、
技
術
に
お
い
て
は
明
確
な
図
標
と
そ
れ
を
実
現
す
る
手
段
の
体
系
と
が
行
為
以
前
に
ま
ず
問
題
と
な
る
。
芸
術
は
時
間
的
継



　
　
起
を
必
然
的
に
伴
う
が
、
技
術
で
は
い
わ
ば
凡
て
が
同
晴
存
在
的
で
あ
り
空
間
的
で
あ
り
、
空
間
的
配
澱
が
未
確
定
の
間
は
束
だ
技
術
に

　
　
な
っ
て
い
な
い
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
勿
論
、
新
し
い
技
術
の
開
発
な
ど
と
い
わ
れ
る
時
に
は
、
新
し
い
闘
標
の
発
見
と
、
そ
の
醸
標
を

　
　
実
現
す
べ
き
手
段
の
探
究
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
種
芸
術
的
と
も
い
う
べ
き
創
造
性
を
内
蔵
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な

　
　
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
空
間
化
さ
れ
知
識
化
さ
れ
な
い
う
ち
は
、
未
だ
技
術
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
技
術
は
一
種
の
知
識
と
み
な
さ
れ

　
　
る
か
ら
こ
そ
技
術
の
導
入
だ
と
か
輸
入
だ
と
か
が
語
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
逆
に
芸
術
作
晶
の
輸
入
な
ら
と
も
角
、
芸
術
の
輸
入
な
ど
と

　
　
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
又
新
し
い
技
術
を
開
発
す
る
人
閾
の
創
造
的
能
力
そ
の
も
の
を
輸
入
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で

　
　
あ
る
。

　
　
　
要
す
る
に
芸
術
と
い
う
語
は
人
間
の
創
造
性
乃
至
は
そ
れ
の
結
果
た
る
作
品
を
指
す
語
と
し
て
使
わ
れ
、
技
術
は
経
験
に
よ
る
に
し
ろ

　
　
学
問
に
よ
る
に
し
ろ
計
算
さ
れ
瓦
燈
さ
れ
た
行
為
、
或
い
は
そ
れ
の
見
取
図
と
い
っ
た
も
の
を
指
す
と
い
う
の
が
一
般
的
用
法
だ
と
思
わ

　
　
れ
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
我
々
は
直
観
や
想
像
力
の
活
動
に
よ
っ
て
不
確
実
不
明
瞭
な
世
界
か
ら
確
実
明
噺
な
世
界
へ
と
飛
躍
す
る
能
力
を

　
　
創
造
力
と
呼
び
、
か
か
る
能
力
が
主
導
的
立
場
に
あ
る
世
界
を
芸
術
と
呼
ん
で
い
る
。

　
　
　
一
方
技
術
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
所
謂
勘
や
経
験
に
よ
っ
て
誤
り
な
く
厨
標
に
達
す
る
人
間
的
行
為
を
指
す
場
合
と
、
技
術
導
入
な
ど

　
　
と
い
う
晴
の
技
術
の
如
く
、
明
確
に
秩
序
立
て
ら
れ
た
知
識
を
指
す
場
合
と
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
前
者
は
芸
術
に
近
い
技
術
で
あ
る

　
　
し
後
者
は
学
問
に
近
い
技
術
で
あ
る
。

　
　
　
現
在
芸
術
と
技
術
と
い
う
形
で
対
立
的
に
扱
わ
れ
る
時
に
は
、
こ
の
後
者
つ
ま
り
学
閥
的
性
格
の
強
い
技
術
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い

　
　
る
の
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
芸
術
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
技
術
と
は
、
例
え
ば
建
築
家
の
設
計
図
を
現
実
の
建
物
と
す

　
　
る
肉
体
的
労
働
の
如
き
技
術
活
動
の
こ
と
な
の
で
は
な
い
。
か
か
る
意
味
で
の
技
術
は
芸
術
の
一
部
な
の
で
あ
っ
て
殊
更
と
り
出
し
て
対

　
　
立
的
に
論
ず
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
現
在
芸
術
に
対
立
す
る
技
術
と
は
、
学
問
的
な
秩
序
だ
っ
た
方
法
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
て
行
く

27
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世
界
の
こ
と
な
の
で
あ
り
、
又
か
か
る
も
の
と
し
て
直
観
や
想
像
力
を
主
た
る
糧
と
す
る
芸
術
に
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
現
代
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@
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
技
術
も
科
学
的
な
研
究
者
の
努
力
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
研
究
者
の
人
聞
的
な
迷
い
や
悩

　
　
み
や
試
行
錯
誤
や
直
観
や
偶
然
な
ど
が
作
用
す
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
凡
て
図
的
と
そ
れ
を
達
成
す
る
手
段
と
の
体
系
的
把

　
　
握
と
い
う
確
実
な
知
識
に
釜
ら
ん
が
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
研
究
者
の
人
間
的
努
力
の
大
小
や
悩
み
と
い
っ
た
も
の
が
獲
得
さ
れ
た
客

　
　
観
的
知
識
の
価
値
を
い
さ
さ
か
も
増
減
さ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
単
純
化
し
て
い
え
ば
、
芸
術
に
お
い
て
人
煙
は
あ
く
ま
で

　
　
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
す
る
し
、
技
術
に
お
い
て
人
は
自
己
を
空
し
く
し
自
己
を
手
段
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
現
代
に

　
　
お
け
る
技
術
の
強
み
も
あ
る
。
即
ち
技
術
で
は
飽
く
ま
で
客
観
的
な
知
識
の
獲
得
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
穏
標
な
の
で
あ
り
、
新
し
い
技

　
　
術
の
開
発
を
め
ざ
す
人
は
、
既
に
獲
得
さ
れ
た
知
識
を
よ
り
一
歩
押
進
め
ん
が
た
め
に
献
身
す
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
我
々
が
今
臼
語
る
技
術
と
は
、
単
に
物
を
作
る
時
の
手
先
の
器
用
さ
と
か
、
言
葉
の
配
列
の
巧
み
さ
等
の
事
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
む

　
　
し
ろ
芸
術
内
部
の
聞
題
で
あ
り
、
そ
の
愚
な
意
味
の
技
術
は
画
家
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
い
っ
た
題
名
の
下
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
繰

　
　
り
返
し
て
い
え
ば
芸
術
に
対
立
す
る
技
術
と
は
、
自
然
に
つ
い
て
の
科
学
的
研
究
と
、
そ
れ
の
人
間
的
目
的
に
即
し
た
組
織
的
応
用
の
こ

　
　
と
な
の
で
あ
る
。
新
し
い
技
術
の
開
発
は
特
許
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
が
芸
術
の
世
界
に
は
著
作
権
は
あ
っ
て
も
特
許
権
は
な
い
。
現
代

　
　
に
お
け
る
技
術
が
知
識
的
性
格
を
強
く
持
つ
一
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
芸
術
に
お
い
て
は
芸
術
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
作
画
㎜
自
体
と

　
　
芸
術
と
が
切
離
し
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
技
術
に
於
い
て
は
作
品
を
生
み
出
す
過
程
に
つ
い
て
の
知
識
や
方
法
が
問
題
に
さ
れ
る
。
そ
し

　
　
て
佃
人
の
実
際
的
能
力
と
し
て
、
そ
の
個
人
と
生
死
を
共
に
す
る
如
き
技
術
は
、
次
第
に
芸
術
の
側
へ
と
移
さ
れ
て
く
る
。
即
ち
芸
術
と

　
　
は
計
量
さ
れ
得
ぬ
世
界
と
し
て
計
量
化
を
護
憲
す
技
術
と
は
区
別
さ
れ
、
技
術
は
科
学
的
探
究
と
い
う
性
格
を
強
め
て
学
問
に
近
く
な
る
。

　
　
い
な
学
問
そ
の
も
の
が
次
第
に
探
究
の
技
術
と
い
っ
た
も
の
に
な
っ
て
く
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
美
的
宝
燈
創
造
の
行
為
と
し
て
の
芸
術
と
、
手
仕
事
と
し
て
の
技
術
（
科
学
技
術
で

　
　
は
な
い
）
と
の
分
離
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
古
代
、
中
世
を
通
じ
芸
術
と
技
術
と
は
共
に
手
仕
事
乃
至
は
物
を
作

　
　
る
た
く
み
さ
或
い
は
能
力
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
（
O
亀
ぎ
α
q
毛
。
。
汗
牢
ぎ
暑
一
Φ
。
。
O
h
餌
詳
ζ
§
岡
9
目
6
9
募
鎚
黙
契
③
等
圃
準
①
ツ
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邑
蝕
8
。
。
”
b
d
器
質
鼠
霞
旧
〉
。
・
3
。
巳
♂
自
あ
・
≦
．
）
。
そ
れ
は
芸
術
家
と
し
て
呼
ば
る
べ
き
人
た
ち
が
古
代
中
世
に
お
い
て
占
め
た
社
会
的
地
鳥
の

低
さ
と
い
う
こ
と
と
並
行
す
る
現
象
と
も
考
え
ら
れ
る
（
O
o
葺
。
夏
ζ
⑦
鎌
①
〈
覧
℃
霞
◎
窮
ヨ
①
．
）
。

　
我
々
が
芸
術
を
単
な
る
手
仕
事
と
し
て
の
技
術
か
ら
区
別
す
る
場
合
に
は
、
芸
術
に
対
し
て
美
的
価
値
の
実
現
と
い
う
性
格
及
び
創
造

的
な
個
性
と
い
う
観
念
を
認
め
る
こ
と
が
い
わ
ば
通
念
と
も
な
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
か
か
る
芸
術
概
念
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
美
学

思
想
の
中
で
育
っ
た
も
の
と
い
う
外
は
な
い
。

　
美
的
な
も
の
（
一
）
⇔
ω
　
》
ω
け
び
O
就
白
り
O
げ
①
）
　
の
独
立
的
価
値
を
認
め
る
と
い
う
傾
向
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
以
降
の
古
代
世
界
に
於
い
て
既
に
或
程

度
指
摘
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
こ
と
は
近
代
の
美
術
館
と
性
格
的
に
近
い
も
の
が
、
こ
の
蒔
期
以
後
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

撮
せ
ら
れ
る
（
○
塗
。
・
ω
ご
U
冨
6
ゲ
8
は
。
餌
①
。
。
G
o
。
ま
器
昌
出
山
興
跨
艮
郎
ρ
ω
．
ぱ
．
。
。
O
箪
）
。
同
様
に
又
個
人
の
登
場
と
い
う
こ
と
及
び
物
を
作

る
能
力
に
関
す
る
考
え
方
の
変
化
と
い
う
現
象
が
前
三
世
紀
以
降
生
じ
て
く
る
（
¢
ぎ
興
…
芝
聾
昏
Φ
ド
囚
億
昌
ω
け
§
窪
累
空
華
ぴ
魚
》
訂
§
Φ
蕾
・

ψ
b
。
。
。
O
）
。
従
っ
て
美
的
価
値
の
独
立
性
と
個
人
の
創
造
力
の
発
見
と
い
う
二
つ
の
条
件
が
既
に
準
備
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
に
も
拘

わ
ら
ず
例
え
ば
プ
ル
タ
ル
コ
ス
は
次
の
如
く
語
る
の
で
あ
る
。

　
〃
育
ち
の
い
い
若
者
は
、
ピ
…
サ
に
あ
る
ゼ
ウ
ス
の
像
を
み
て
も
フ
ェ
イ
デ
ィ
ア
ー
ス
に
な
り
た
い
と
か
、
ア
ル
ゴ
ス
に
あ
る
へ
！
ラ

ー
の
像
を
み
て
も
ポ
リ
ュ
ク
レ
イ
ト
ス
に
な
り
た
い
と
か
思
わ
な
い
し
、
ア
ナ
タ
レ
オ
…
ン
や
フ
ィ
レ
ー
モ
ー
ン
や
ア
ル
キ
ロ
コ
ス
の
詩

を
楽
ん
で
も
こ
れ
ら
の
詩
人
に
な
り
た
い
と
は
思
わ
な
い
。
と
云
う
の
は
、
作
品
が
そ
の
美
し
さ
で
我
々
を
喜
ば
せ
た
と
し
て
も
、
そ
の

作
者
が
尊
敬
に
値
す
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
”
（
プ
ル
タ
ル
コ
ス
英
雄
伝
、
河
野
与
一
訳
第
三
巻
八
頁
）

　
つ
ま
り
古
代
末
期
に
み
ら
れ
る
多
少
と
も
近
代
的
芸
術
概
念
に
近
い
考
え
も
、
芸
術
活
動
を
そ
の
職
業
と
す
る
人
達
に
対
す
る
社
会
的

蔑
視
の
点
で
近
代
的
な
そ
れ
と
異
な
る
。
そ
し
て
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
以
後
の
か
か
る
芸
術
観
で
す
ら
中
世
に
と
っ
て
は
完
全
に
異
質
な
も
の

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
》
誘
と
い
う
語
を
今
か
り
に
芸
術
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
中
世
に
お
い
て
は
所
謂
自
由
芸
術
と
機
械
的
芸
術
と
の
別
が
あ
る
。
文
法
、
修

　
　
　
　
芸
術
と
技
術
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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五
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三
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辞
、
弁
証
法
の
三
学
科
及
び
算
術
、
幾
何
、
天
文
、
音
楽
の
四
学
科
が
自
由
芸
術
と
し
て
五
世
紀
の
マ
ル
テ
ィ
ア
ヌ
ス
・
カ
ペ
ラ
と
結
び

　
　
つ
き
つ
つ
中
世
に
お
け
る
自
由
人
に
絹
延
し
き
教
課
の
基
本
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
諺
白
。
。
・
§
け
9
惣
Φ
↓
冨
鼠
①
儀
⑦
。
・
ω
。
げ
9
霧
β

　
　
護
誌
Φ
圃
蝕
8
頃
’
ω
H
Q
o
）
。

　
　
　
一
方
絵
薩
や
彫
刻
の
如
き
制
作
活
動
は
、
紡
織
や
農
業
、
航
海
術
な
ど
と
共
に
機
械
的
藤
云
術
に
数
え
ら
れ
、
自
由
芸
術
に
く
ら
べ
れ
ば

　
　
学
問
的
理
論
的
性
格
を
持
た
ず
、
単
に
実
際
的
な
必
要
に
応
ず
る
手
仕
事
と
し
て
一
段
低
く
み
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
画
家
、

　
　
彫
刻
家
、
建
築
家
な
ど
が
交
人
と
同
等
の
地
位
を
占
め
る
様
に
な
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
造
形
芸
術
家
達
が
理
論
に
関
わ
る
人
達
と
な

　
　
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
彼
等
は
、
彼
等
の
仕
事
が
自
由
芸
術
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
且
つ
そ
れ
を
論
証
す
る
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
技
術
と
社
会
的
地
位
と
を
高
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
評
2
巨
9
勲
僧
ρ
の
e
零
）
。

　
　
　
ル
ネ
サ
ン
ス
の
所
謂
芸
術
家
達
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
、
ピ
エ
ロ
・
デ
ラ
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
、
レ
オ
ナ
ル
ド
、
デ
．
一
ラ
ー
な
ど
が
何
れ
も

　
　
芸
術
に
関
す
る
理
論
的
著
述
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
芸
術
家
に
み
ら
れ
ぬ
特
色
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
同
時
に
手
仕
事
と

　
　
し
て
の
芸
術
を
、
自
由
芸
術
の
位
置
に
ま
で
高
め
ん
と
す
る
意
図
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
こ
と
は
中
舞
の
ギ
ル
ド
組
織

　
　
内
部
で
、
の
職
人
的
技
術
そ
の
も
の
を
高
く
評
価
す
る
と
い
う
い
わ
ば
物
の
見
方
の
変
化
に
尽
き
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
従
来
存
し
な

　
　
か
っ
た
新
し
い
技
術
概
念
の
創
出
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
芸
術
家
が
理
論
的
著
作
を
の
こ
す
様
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
芸
術

　
　
的
な
表
現
や
形
成
の
聞
題
が
、
従
来
知
ら
れ
な
か
っ
た
仕
方
で
意
識
化
さ
れ
、
又
そ
の
問
題
の
説
明
が
試
み
ら
れ
、
更
に
は
芸
術
の
基
礎

　
　
を
学
問
的
認
識
に
よ
っ
て
地
固
め
す
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
例
え
ば
レ
オ
ナ
ル
ド
に
と
っ
て
絵
画
と
は
単
な
る
機
械
的
技
術
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
幾
何
学
、
天
文
学
、
気
象
学
な
ど
と
並
ぶ
学
な
の

　
　
で
あ
り
、
更
に
は
そ
れ
ら
の
知
識
を
利
用
し
且
つ
の
り
越
え
て
行
く
も
の
と
さ
え
考
え
ら
れ
て
い
る
（
裾
分
一
弘
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
餓
2
鑓

　
　
ユ
①
翫
空
雰
鄭
鑓
の
概
念
に
つ
い
て
、
美
学
五
薫
号
）
。
　
ル
ネ
サ
ン
ス
の
神
獣
術
家
達
が
集
中
・
遠
近
法
や
比
例
理
論
、
陰
影
構
成
、
自
然
事
物
な
ど

　
　
を
研
究
し
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
合
理
的
知
識
を
芸
術
に
応
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
技
法
上
の
新
機
軸
を
考
え
出
し
た
と
い
う
だ



　
　
け
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
芸
術
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
又
芸
術
に
お
い
て
、
世
界
に
つ
い
て
の
新
し
い
認
識
を
獲
得
す
る

　
　
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
芸
術
と
は
自
然
に
つ
い
て
の
認
識
の
形
式
な
の
で
あ
り
、
新
し
い
形
式
の
学
問
な
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
レ
オ
ナ
ル
ド
の
中
に
近
代
的
な
も
の
の
見
方
全
体
の
完
全
な
先
駆
者
を
見
出
し
、
彼
を
ベ
イ
コ
ン
よ
り
も
一
厨
完

　
　
全
に
科
学
者
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
し
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
も
ほ
ぼ
同
じ
意
見
で
あ
る
（
芝
罫
。
げ
＄
食
ω
。
同
爵
8
飽
昏
Φ
ヨ
。
号
語
≦
。
増
軍
や
お
．

　
　
P
竃
讐
8
肖
ゆ
o
o
搾
日
雀
唱
臼
。
。
脚
い
8
昌
ρ
。
鼠
0
9
。
尻
℃
窪
。
。
。
o
喜
噸
）
。
美
術
史
学
老
の
フ
ラ
イ
は
近
代
的
精
神
が
芸
術
を
通
じ
て
は
じ
ま
る
と
い

　
　
う
こ
と
を
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、

　
　
　
“
十
五
世
紀
及
び
十
六
世
紀
初
期
の
精
神
的
発
展
を
概
観
し
て
直
ち
に
明
ら
か
と
な
る
こ
と
は
、
造
形
芸
術
の
優
位
と
い
う
こ
と
で
あ

　
　
る
。
こ
れ
に
く
ら
べ
れ
ば
当
時
の
哲
学
は
著
し
く
お
く
れ
を
と
っ
て
い
る
。
マ
ル
シ
リ
オ
・
フ
ィ
チ
ー
ノ
や
ピ
コ
・
デ
ラ
・
ミ
ラ
ン
ド
ラ

　
　
の
如
き
人
物
、
否
更
に
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ヌ
ス
の
如
き
人
で
す
ら
、
そ
の
歴
史
的
意
義
の
点
で
は
当
時
の
偉
大
な
造
形
芸
術
家
に
比
肩

　
　
し
得
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
殆
ん
ど
疑
う
余
地
も
な
い
。
文
芸
も
又
十
六
世
紀
に
な
っ
て
漸
々
指
導
的
な
、
そ
し
て
道
標
的
な
役
割
を
受
持

　
　
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。
も
し
又
自
然
科
学
の
歴
史
を
ひ
も
と
く
な
ら
ば
、
新
し
い
自
然
科
学
的
認
識
や
方
法
の
設
立
は
、
概
ね
コ
ペ
ル
ニ

　
　
ク
ス
、
ギ
ル
バ
ー
ト
、
ガ
リ
レ
イ
、
ケ
プ
ラ
ー
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ン
と
い
っ
た
人
達
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
従
っ
て
当
然
近
代
的
世

　
　
界
像
の
科
学
的
形
成
と
い
う
こ
と
は
造
形
芸
術
よ
り
百
年
乃
至
百
五
十
年
遅
れ
て
は
じ
め
て
成
就
さ
れ
た
こ
と
だ
と
い
う
点
に
気
が
つ
く

　
　
の
で
あ
る
。

　
　
　
要
す
る
に
中
世
か
ら
近
世
へ
の
決
定
的
な
転
換
は
、
ま
ず
第
一
に
、
そ
し
て
最
も
明
確
に
、
造
形
芸
術
の
中
で
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
は
又
、
視
覚
的
な
体
験
、
世
界
に
つ
い
て
の
新
し
い
見
方
、
世
界
の
物
体
性
と
空
間
性
、
更
に
は
そ
れ
の
事
物
的
実
在
性
に
つ
い
て

　
　
の
新
し
い
把
握
と
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
”
（
O
・
孚
①
と
ζ
①
駄
①
静
ヨ
器
駐
①
ロ
δ
思
帥
。
。
。
冨
ω
巴
㊤
の
畠
魚
昌
き
α
q
b
．
に
■
塗
）

　
　
　
従
っ
て
歴
史
的
に
み
た
農
舎
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
造
形
芸
術
家
は
、
近
代
的
世
界
像
形
成
の
た
め
の
先
駆
者
と
い
う
名
田
を
担
う
と
同
時

31

@
に
、
自
己
を
手
仕
事
職
人
と
し
て
の
技
術
者
の
地
位
か
ら
自
然
界
の
探
究
者
へ
と
転
ぜ
し
め
た
の
で
あ
り
、
又
従
来
の
機
械
的
技
術
の
概

！0

　
　
　
　
　
　
芸
術
と
技
術
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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念
を
質
的
に
転
換
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
ボ
イ
ム
ラ
ー
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
芸
術
家
と
は
、
今
巳
我
々
が
芸
術
家
と
呼
ぶ
人
達
よ
り
も
む
し
ろ
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
呼
ぶ
人
達
に
近
い

　
　
と
い
っ
て
い
る
　
（
じ
ご
器
q
巨
①
二
言
鉾
ρ
Q
Q
響
①
り
）
。
　
し
か
も
更
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
も
呼
ば
る
べ
き
人
達
に
よ
っ
て

　
　
新
し
い
美
の
観
念
が
創
り
出
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
絵
臨
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
視
覚
体
験
そ
の
も
の
か
ら
撮
発
し
っ
っ
手

　
　
の
働
き
に
よ
っ
て
視
覚
の
対
象
を
把
握
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
絵
画
を
完
成
す
る
た
め
に
熟
練
し
た
手
の
参
加
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

　
　
こ
と
、
つ
ま
り
肉
体
的
労
働
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
絵
画
の
欠
点
で
は
な
く
て
長
所
な
の
で
あ
る
。
精
神
の
中
で
企
画
す
る
と

　
　
い
う
こ
と
と
実
際
暴
動
に
よ
っ
て
確
め
る
と
い
う
こ
と
と
の
合
致
、
換
誉
す
れ
ば
ガ
リ
レ
イ
の
場
合
の
仮
説
と
実
験
の
合
致
の
如
き
確
実

　
　
さ
の
上
に
立
つ
か
ら
こ
そ
、
認
識
を
生
む
学
と
し
て
の
絵
爾
の
権
利
が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
＜
σ
q
ド
匿
。
ヨ
慧
謎
”
U
δ
b
d
。
σ
q
民
言
島
§
σ
Q
昏

　
　
諺
。
氏
。
導
①
嵩
〉
。
・
窪
①
蹴
押
拝
汽
鐸
海
。
・
停
鼠
。
・
ω
①
霧
魯
昧
け
儀
弩
。
ぴ
ぴ
量
b
σ
■
》
圏
び
④
a
．
の
．
Q
◎
◎
Q
●
塗
）
。

　
　
　
か
く
て
感
性
的
知
覚
と
芸
術
と
美
と
が
結
合
さ
れ
つ
つ
論
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
従
来
知
ら
れ
な
か
っ
た
芸
術
美
と
い
う
概
念
が
生

　
　
ま
れ
て
く
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
は
芸
術
の
自
律
性
と
感
性
的
美
と
を
発
見
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
と
共
に
美
の
相
対
化
が
は
じ
ま

　
　
る
と
い
う
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
か
か
る
事
情
を
ア
ス
ン
ト
は
次
の
様
に
要
約
し
て
い
る
。

　
　
　
“
近
代
詩
学
は
主
観
的
戦
闘
的
趣
味
の
絶
対
化
で
あ
り
、
従
っ
て
、
何
ら
か
の
形
で
経
験
的
な
も
の
に
そ
の
源
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ

　
　
に
対
し
中
世
の
美
の
定
義
は
思
弁
的
で
あ
り
経
験
に
墓
つ
か
な
い
。
中
世
で
は
凡
ゆ
る
美
し
い
事
物
の
経
験
に
先
ん
じ
て
美
そ
の
も
の
と

　
　
は
何
で
あ
る
か
を
定
義
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
は
客
観
的
に
そ
れ
自
身
で
美
し
い
も
の
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
我

　
　
我
の
経
験
の
対
象
を
美
と
判
断
す
る
こ
と
を
許
し
、
美
と
ほ
め
ら
る
べ
き
対
象
の
産
出
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
中
世
で
は
戦
闘
的
趣
味
が

　
　
哲
学
的
定
義
を
う
む
の
で
は
な
く
哲
学
的
定
義
が
戦
闘
的
趣
味
を
基
礎
づ
け
る
”
　
（
》
。
・
ω
琶
8
“
P
鉾
○
．
ψ
①
窪
）
。
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け

　
　
る
新
し
い
芸
術
概
念
の
登
場
は
、
従
来
の
機
械
的
技
術
概
念
の
変
革
の
み
な
ら
ず
同
時
に
美
の
そ
れ
を
も
意
味
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
中
世
に
お
い
て
は
機
械
的
芸
術
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
理
論
と
美
と
に
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
を
向
上
せ
し
め
、
学
問



と
肩
を
並
べ
る
も
の
と
な
る
と
共
に
、
そ
の
新
し
い
世
界
把
握
の
仕
方
の
故
に
、
近
代
的
学
問
そ
の
も
の
を
き
り
ひ
ら
く
力
に
す
ら
な
っ

た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
ル
ネ
サ
ン
ス
芸
術
の
も
つ
学
問
的
側
面
は
近
代
自
然
科
学
と
し
て
独
自
の
道
を
歩
み
は
じ
め
、
美
的
芸
術
と
い
う

側
面
は
単
な
る
手
工
的
労
働
と
区
別
さ
れ
て
美
的
価
値
の
創
造
活
動
（
ゆ
①
窯
寧
霞
色
と
い
う
道
を
た
ど
り
は
じ
め
る
。

　
ル
イ
十
四
世
治
下
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
一
六
四
八
年
王
立
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
が
設
け
ら
れ
た
時
、
そ
れ
は
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
と
同

様
、
ギ
ル
ド
組
織
下
の
技
術
家
集
団
と
は
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
た
自
由
芸
術
家
の
集
団
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
こ
で
は
理

論
的
研
究
も
そ
の
仕
事
の
重
要
な
　
環
と
し
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
（
b
σ
｝
§
爲
誤
舞
鋤
鼠
諺
さ
露
叶
①
。
欝
お
㎞
嵩
蚕
繭
8
脹
O
O
∴
9
0
P
や

H
。
。
Φ
・
①
・
）
。
か
く
て
美
を
追
求
す
る
術
で
あ
る
芸
術
と
、
日
常
生
活
の
用
を
便
ず
る
技
術
と
の
問
の
分
離
も
次
第
に
明
確
に
な
っ
て
く
る
。

そ
し
て
か
か
る
芸
術
概
念
に
一
つ
の
古
典
的
形
態
を
与
え
た
人
と
し
て
カ
ン
ト
が
考
え
ら
れ
る
。

三

　
　
　
カ
ン
ト
の
美
と
舶
云
術
に
関
す
る
理
論
は
、
主
と
し
て
判
断
力
批
判
に
於
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
そ
れ
を
要
約
し
て
芸
術
と
技

　
　
術
と
の
問
題
を
考
え
る
手
掛
り
と
し
た
い
。

　
　
　
周
知
の
如
く
彼
に
お
い
て
自
然
の
世
界
と
自
由
の
世
界
と
は
戴
然
と
分
た
れ
、
両
者
を
混
同
す
る
こ
と
は
堅
く
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
し

　
　
か
し
彼
も
い
う
様
に
自
由
は
自
然
の
世
界
に
お
い
て
実
現
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
〃
自
由
概
念
は
そ
の
法
則
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ

　
　
た
目
的
を
感
覚
世
界
に
お
い
て
実
現
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
自
然
は
又
、
そ
の
形
式
の
合
法
則
性
が
、
少
な
く
と
も
自
由
概
念
に

　
　
よ
る
法
則
に
従
っ
て
そ
の
中
に
実
現
さ
る
べ
き
美
園
的
の
実
現
可
能
と
合
致
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
自
然
の
基

　
　
礎
に
横
た
わ
る
超
感
性
的
な
も
の
と
、
自
由
概
念
が
実
践
的
に
含
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
の
統
一
に
は
、
ど
う
し
て
も
或
根
拠
が

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
”
（
図
¢
導
“
緊
築
三
9
d
訴
亀
ω
ζ
⇔
沖
¢
＝
．
U
興
弓
窪
◎
ω
o
唱
謀
ω
象
象
空
導
。
昏
①
陣
し
d
§
儒
ω
り
）
自
由
が
自
然
の
世
界
に

33

@
お
い
て
実
現
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
、
自
然
は
自
由
実
現
と
い
う
霞
的
に
対
し
て
合
鼠
的
的
に
自
己
を
特
殊
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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@
判
断
力
と
は
か
か
る
合
図
的
性
を
認
識
す
る
能
力
で
あ
る
が
、
断
わ
る
ま
で
も
な
く
判
断
力
は
自
然
が
か
か
る
甘
薯
的
性
を
も
っ
て
い
る

　
　
と
断
定
し
、
且
つ
自
然
に
対
し
て
か
か
る
法
則
性
を
与
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
自
然
に
つ
い
て
反
省
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め

　
　
に
自
己
自
身
の
法
則
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
（
H
（
鋤
⇒
樽
“
　
帥
．
薗
。
○
●
ω
e
隔
日
）
。
つ
ま
り
“
特
殊
的
経
験
的
諸
法
則
な
る
も
の
も
又
、
や
は

　
　
り
或
る
一
つ
の
悟
性
（
た
と
え
そ
れ
は
我
々
人
間
の
悟
性
で
は
な
い
に
し
ろ
）
が
、
恰
も
我
々
の
認
識
諸
能
力
の
た
め
に
特
殊
的
自
然
諸

　
　
法
則
に
従
っ
て
の
経
験
の
体
系
を
可
能
な
ら
し
め
る
鼠
的
で
、
そ
れ
ら
諸
法
則
を
与
え
た
の
で
あ
る
か
の
様
な
、
そ
う
い
う
「
つ
の
統
｝

　
　
を
有
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
”
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
〃
こ
の
よ
う
な
悟
性
が
実
際
に
あ
る
と
い
う
”
こ
と
で
は

　
　
な
い
の
で
あ
る
（
H
〈
門
づ
け
“
鋤
●
勉
．
○
．
o
り
．
一
α
識
．
）
。
そ
し
て
こ
の
様
な
理
念
、
つ
ま
り
自
然
が
隠
れ
た
悟
性
に
よ
っ
て
我
々
に
協
力
し
て
く
れ
て

　
　
い
る
と
い
っ
た
考
え
が
、
原
理
と
し
て
役
立
つ
の
は
、
唯
反
省
判
断
力
に
対
し
て
だ
け
な
の
で
あ
る
。
反
省
判
断
力
と
は
い
う
ま
で
も
な

　
　
く
、
与
え
ら
れ
た
特
殊
な
も
の
に
対
し
て
普
遍
を
見
出
す
能
力
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
〃
自
然
乃
至
芸
術
に
お
け
る
美
及
び
崇
高
に
関
す

　
　
る
諸
々
の
覇
定
”
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
我
々
人
間
が
こ
の
経
験
世
界
で
作
り
銀
す
も
の
は
皆
燧
別
的
特
殊
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
も
し
こ
れ
ら
が
あ
く
ま
で
個

　
　
別
的
で
あ
り
つ
つ
同
晴
に
普
遍
性
を
も
つ
も
の
と
な
り
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
様
な
男
物
を
作
る
時
に
制
作
活
動
を
導
い
て
行
く
も
の
は

　
　
反
省
判
断
力
即
ち
趣
味
と
呼
ば
れ
る
判
定
能
力
を
措
い
て
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
　
　
カ
ン
ト
が
芸
術
は
天
才
の
産
物
で
あ
る
と
い
い
な
が
ら
し
か
も
趣
味
が
天
才
の
翼
を
切
る
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
天
才
の
奔
放
な
想
像

　
　
力
が
と
も
す
る
と
経
験
の
地
平
を
離
れ
、
従
っ
て
他
人
に
理
解
で
き
ぬ
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
危
険
を
指
摘
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
芸
術

　
　
が
美
で
あ
り
う
る
た
め
に
は
趣
味
そ
の
も
の
に
合
致
す
る
よ
う
な
個
物
を
作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
だ
と
思

　
　
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
天
才
と
は
我
々
の
内
な
る
自
然
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
自
然
た
る
天
才
が
、
反
省
凋
断

　
　
力
に
親
し
て
合
冒
的
的
に
自
己
を
特
殊
化
し
つ
つ
経
験
世
界
の
中
で
自
己
を
実
現
し
て
行
く
と
い
う
風
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
以
上
の
如
く
考
え
て
く
る
と
結
局
第
三
批
判
に
お
い
て
中
心
と
な
る
の
は
合
目
的
性
の
原
理
で
あ
り
、
且
こ
れ
を
自
己
の
格
率
と
す
る
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反
省
判
断
力
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
物
を
作
る
と
い
う
こ
と
で
も
、
も
し
そ
れ
が
概
念
的
知
識
の
応
用
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
理
論
哲
学
の
一
部
門
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
何
ら
独
立
し
た
考
察
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
理
論
哲
学
と
実
践
哲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

学
と
の
勲
閥
に
媒
介
的
位
置
を
占
め
る
の
は
、
単
な
る
知
識
の
応
用
部
門
と
し
て
の
技
術
的
実
践
的
世
界
で
は
な
く
、
反
省
判
断
力
に
関

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

わ
る
美
的
芸
術
的
枇
界
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
カ
ン
ト
は
彼
の
芸
術
論
と
も
い
う
べ
き
天
才
論
に
入
る
前
に
技
術
一
般
に
つ
い
て
と
い
う
節
を
設
け
て
い
る
。
そ
こ
に
於
い
て
彼

は
ま
ず
第
一
に
、
物
を
作
り
出
す
人
間
的
行
為
と
し
て
技
術
と
自
然
と
を
区
別
し
、
技
術
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
を
昌
盛
と
呼
び
、

こ
れ
を
自
然
の
飯
産
た
る
効
果
（
≦
陣
鱒
§
σ
q
）
か
ら
分
け
る
。
自
然
か
ら
区
別
さ
れ
た
技
術
は
、
第
二
に
人
間
の
側
で
虚
聞
と
理
論
と
か
ら

区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
人
妻
の
実
際
的
能
力
で
あ
り
且
又
や
り
方
さ
え
知
れ
ば
膨
れ
で
も
で
き
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
第

三
に
自
由
芸
術
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
、
賃
銀
技
術
で
あ
る
手
仕
事
と
を
区
別
す
る
。
前
者
は
恰
も
遊
戯
の
如
く
そ
れ
自
身
で
楽
し
い
仕
事

と
し
て
合
員
的
的
に
な
さ
れ
る
か
の
様
に
み
え
る
に
対
し
、
後
者
は
労
働
と
し
て
不
愉
快
で
は
あ
る
が
報
酬
が
魅
力
的
だ
か
ら
我
慢
さ
れ

る
仕
事
の
様
に
み
な
さ
れ
る
と
す
る
。
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
所
謂
自
由
芸
術
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
も
一
種
強
翻
的
な
も
の
、
或
い
は
一
種
の

機
械
的
操
作
と
い
っ
た
も
の
が
必
要
で
あ
り
、
も
し
か
か
る
も
の
が
な
け
れ
ば
芸
術
に
お
い
て
自
由
な
る
べ
き
精
神
も
、
そ
の
肉
体
性
を

失
い
蒸
発
し
て
し
ま
う
外
は
な
い
事
に
注
意
を
う
な
が
し
て
い
る
。
つ
ま
り
メ
チ
エ
を
持
た
ぬ
芸
術
家
な
ど
あ
り
得
な
い
と
い
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
の
後
、
カ
ン
ト
は
技
術
を
そ
の
内
部
構
造
の
面
か
ら
機
械
的
な
技
術
と
直
観
的
（
飢
ω
帥
『
O
臨
ω
O
び
）
な
そ
れ
と
に
二

分
す
る
。
前
者
は
技
術
的
行
為
に
先
ん
じ
て
或
観
念
が
存
在
し
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
動
作
（
鶏
帥
巳
『
茜
）
が
行
な
わ
れ
る
場
合
で

あ
り
、
後
者
は
快
の
感
情
を
そ
の
直
接
的
意
図
（
》
ぴ
ω
陣
。
｝
詳
）
と
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
直
観
的
技
術
は
更
に
二
分
さ
れ
、
そ
の

一
つ
が
快
適
な
技
術
で
あ
り
他
が
美
な
る
技
術
（
芸
術
）
で
あ
る
。
甫
春
は
快
が
単
に
感
覚
（
国
筥
耳
語
瓢
餐
σ
q
）
と
し
て
の
表
象
に
伴
う
場

合
で
あ
り
、
無
二
即
ち
美
な
る
技
術
と
は
快
が
認
識
様
式
と
し
て
の
表
象
に
伴
う
場
合
で
あ
る
。
こ
の
様
に
し
て
技
術
一
般
の
中
か
ら
美

な
る
技
術
即
ち
芸
術
が
区
別
さ
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
芸
術
は
薩
観
的
技
術
に
属
し
は
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
単
な
る
感
性
的
感
覚
で
は

　
　
　
　
芸
術
乏
狡
徳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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@
な
く
反
省
判
断
力
を
そ
の
規
準
（
麟
。
｝
諄
諺
p
・
ゆ
）
と
す
る
も
の
と
い
う
形
で
規
定
せ
ら
れ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
芸
術
が
美
を
意
図
す
る
と
は
一
体
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
。
芸
術
が
人
間
的
行
為
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
到
達
す
べ
き
闘
標

　
　
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
目
標
は
い
う
ま
で
も
な
く
美
で
あ
る
。
し
か
る
に
カ
ン
ト
に
於
い
て
美
と
は
概
念
的
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
も
な

　
　
け
れ
ば
認
識
の
対
象
で
も
な
く
、
主
観
に
お
け
る
認
識
八
幡
（
早
早
力
と
悟
性
）
の
自
由
な
る
遊
動
に
お
け
る
一
致
の
感
情
で
し
か
な
い
。

　
　
し
て
み
る
と
芸
術
は
未
知
の
目
標
に
向
か
っ
て
出
発
す
る
冒
険
旅
行
の
様
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
と
も
角
目
標
に
向
か

　
　
っ
て
の
制
作
行
為
で
あ
る
以
上
、
行
為
を
内
面
的
に
規
定
し
て
行
く
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
芸
術
に
規
則
を
与
え
る
才

　
　
能
（
天
分
）
を
天
才
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
芸
術
は
天
才
に
よ
っ
て
の
み
作
ら
れ
る
。
か
か
る
才
能
は
生
ま
れ
つ
き
の
産
出
的
能
力
な
の

　
　
で
あ
り
、
自
然
に
属
す
る
。
芸
術
的
欄
作
行
為
に
規
則
を
与
え
る
天
才
と
は
、
生
ま
れ
つ
き
の
心
の
状
態
で
あ
り
、
選
管
は
天
才
を
通
じ

　
　
て
芸
術
に
規
則
を
与
え
る
の
で
あ
る
（
瞭
ハ
鋤
鄭
ρ
　
餌
「
9
◎
箏
○
．
ω
“
囲
①
O
）
。
天
才
と
は
か
く
の
如
く
自
然
の
賜
な
の
だ
か
ら
し
て
、
人
は
単
な
る
努

　
　
力
に
よ
っ
て
天
才
、
つ
ま
り
芸
術
家
に
な
れ
る
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
勤
勉
と
学
習
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
は
機
械
的
技

　
　
術
で
は
あ
っ
て
も
芸
術
で
は
な
い
。
し
か
し
先
に
も
触
れ
た
如
く
カ
ン
ト
は
芸
術
に
と
っ
て
も
訓
練
に
よ
っ
て
陶
冶
さ
れ
た
才
能
が
必
要

　
　
で
あ
り
、
こ
の
様
な
才
能
が
あ
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
判
断
力
の
評
価
に
耐
え
る
よ
う
素
材
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
つ
け
加
え

　
　
て
い
る
。
し
か
し
反
面
趣
味
に
か
な
う
も
の
が
凡
て
芸
術
作
品
だ
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
即
ち
一
定
の
規
則
に
基
づ
く
功
利
的
機
械
的

　
　
技
術
の
産
物
、
更
に
は
学
閥
上
の
産
物
で
す
ら
趣
味
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
（
譲
勇
。
疑
．
⇔
．
P
O
．
ω
．
δ
①
塗
）
。
従
っ
て
我
々

　
　
は
芸
術
を
問
題
に
す
る
時
、
芸
術
鰯
作
に
趣
味
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ば
す
る
が
、
し
か
し
趣
味
や
判
定
の
立
場
か
ら
だ
け
眺
め

　
　
る
の
は
危
険
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
妾
然
芸
術
を
そ
の
内
側
か
ら
考
え
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
が
カ
ン
ト
は
そ
の
点
を
次
の
様

　
　
に
の
べ
て
い
る
。
即
ち
〃
天
才
と
は
与
え
ら
れ
た
概
念
に
対
し
て
或
理
念
を
見
出
し
、
し
か
も
こ
の
理
念
に
対
し
て
表
現
を
み
つ
け
、
か

　
　
く
て
そ
こ
に
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
主
観
的
心
情
の
気
分
を
、
元
の
与
え
ら
れ
た
概
念
の
附
随
物
と
し
て
他
人
に
伝
達
し
う
る
様
な
…
…
一
種

　
　
の
恵
ま
れ
た
関
係
”
の
中
に
成
立
っ
の
で
あ
る
（
剛
（
躰
昌
『
餌
●
㊤
●
○
．
ω
’
H
『
卜
σ
）
。
カ
ン
ト
は
芸
術
制
作
の
出
発
点
に
概
念
を
置
き
、
そ
れ
を
美



　
　
的
理
念
に
よ
っ
て
無
限
に
広
い
地
平
へ
と
解
放
さ
せ
、
か
く
て
心
の
中
に
或
名
状
し
が
た
い
も
の
を
よ
び
起
こ
す
こ
と
が
天
才
の
天
才
た

　
　
る
所
以
だ
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
出
発
点
に
概
念
を
置
く
と
い
う
こ
と
は
、
芸
術
制
作
を
ま
っ
た
く
の
虚
無
か
ら
霊
感
の
火
花
を
通
じ
て

　
　
形
態
が
結
晶
し
て
く
る
作
用
で
あ
る
か
の
様
に
考
え
る
人
に
と
っ
て
は
常
識
的
す
ぎ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
絵
画
に
主
題
が
あ
る
の
が
あ

　
　
た
り
ま
え
だ
っ
た
盛
代
で
は
、
む
し
ろ
当
然
な
沿
い
方
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
カ
ン
ト
の
考
え
る
天
才
と
は
、
或
概
念
か
ら
出
発
し
て
構

　
　
想
力
が
虜
由
に
活
動
し
、
い
か
な
る
言
語
的
表
現
に
よ
っ
て
も
表
わ
し
得
ぬ
様
な
理
念
、
つ
ま
り
美
的
理
念
を
み
い
だ
す
こ
と
な
の
で
あ

　
　
る
。
そ
し
て
芸
術
美
と
は
か
か
る
理
念
の
表
現
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
芸
術
と
は
概
念
的
な
も
の
を
そ
の
ま
ま
表
現
す
る
の

　
　
で
は
な
く
、
構
想
力
の
独
自
の
表
象
の
表
現
を
め
ざ
す
も
の
な
の
で
あ
り
、
単
な
る
経
験
の
限
界
を
超
え
て
横
た
わ
る
或
物
に
向
か
っ
て

　
　
努
力
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
考
え
て
い
る
芸
術
は
、
或
理
念
的
な
も
の
を
携
達
す
人
間
的
な
行
為
な
の
で
あ
っ
て
単
に
趣
味

　
　
に
適
合
す
る
も
の
が
そ
の
ま
ま
芸
術
な
の
で
は
な
い
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
美
的
理
念
の
表
現
と
い
う
晴
の
表
現
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
表
現
と
い
う
言
葉
で
感
性
化
、
具
体
化
の
こ
と
を
考
え
て

　
　
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
図
式
的
と
象
徴
的
の
二
種
が
あ
る
。
前
者
は
悟
性
に
対
し
て
そ
れ
に
照
応
す
る
直
観
が
ア
プ
リ
オ
リ
に

　
　
与
え
ら
れ
る
場
合
で
あ
り
、
後
者
は
理
性
が
考
え
う
る
だ
け
で
い
か
な
る
感
性
的
直
観
も
そ
れ
に
適
合
し
得
な
い
様
な
或
概
念
に
慰
し
、

　
　
尚
且
か
か
る
感
性
的
直
観
が
与
え
ら
れ
る
場
含
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
場
合
で
は
概
念
の
直
接
的
表
現
が
行
な
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ

　
　
判
断
力
の
手
続
き
が
図
式
的
表
現
の
場
合
と
類
比
的
に
一
致
す
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
表
現
で
き
な
い
も
の
の
間
接
的
表
現
が
象

　
　
徴
的
表
現
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
芸
術
的
表
現
が
後
者
、
つ
ま
り
象
徴
的
表
現
の
仕
方
に
属
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
さ
て
カ
ン
ト
は
芸
術
美
が
美
的
理
念
の
蓑
現
で
あ
る
と
い
う
一
方
、
芸
術
は
美
的
理
念
に
よ
っ
て
そ
の
規
則
を
獲
得
す
べ
き
だ
と
し
て

　
　
い
る
（
H
（
鋤
口
聲
◎
’
鋤
◎
○
。
ω
’
b
り
H
O
）
。
と
す
る
と
美
的
芸
術
に
と
っ
て
美
的
理
念
と
は
表
現
さ
る
べ
き
目
標
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
制
作
行
為

　
　
に
規
翔
を
与
え
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
目
標
で
あ
る
か
ら
に
は
そ
れ
は
獲
得
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
未
だ
存
在
せ
ぬ
も
の
で
あ

37

@
る
。
し
か
る
に
規
瑚
と
は
既
に
存
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
芸
術
と
は
、
美
的
理
念
と
の
関
係
に
お
い
て
こ
れ
を
み
る
な

10
　
　
　
　
　
　
芸
術
と
技
術
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@
ら
、
あ
る
で
あ
ろ
う
状
態
に
既
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
一
種
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
状
態
に
外
な
ら
な
い
。
も
し
行
為
を
通
じ
て
新
し
い
世

　
　
…
界
が
誕
生
す
る
こ
と
を
創
造
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
芸
術
と
は
正
に
そ
の
様
な
も
の
で
あ
り
、
又
カ
ン
ト
が
芸
術
を
天
才
の
芸
術
と
し
て
そ
の

　
　
第
嚇
の
特
性
に
独
創
性
を
か
か
げ
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
美
的
芸
術
に
お
い
て
は
、
で
き
た
事
が
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
可
能

　
　
で
あ
る
と
分
っ
て
い
る
こ
と
を
や
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
更
に
又
芸
術
と
は
主
観
の
内
な
る
自
然
に
従
っ
た
対
象
の
生
産
で
あ
る
が
、
そ

　
　
の
対
象
が
反
省
判
断
力
に
対
し
て
合
目
的
的
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
芸
術
と
は
構
想
力
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
つ
つ
し
か
も
我
々
が
合
法
則

　
　
的
と
判
定
す
る
外
は
な
い
様
な
行
為
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
勿
論
主
観
の
内
な
る
自
然
の
生
み
出
し
た
も
の
が
我
々
に
美
的
満
足
を
与

　
　
え
る
か
ら
と
い
っ
て
、
我
々
は
自
然
が
我
々
の
満
足
を
目
的
と
し
て
そ
の
様
な
作
品
を
生
み
出
し
た
の
だ
と
考
え
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。

　
　
も
し
そ
う
な
ら
我
々
は
何
を
作
る
べ
き
か
と
い
う
昌
的
に
関
し
て
自
然
か
ら
学
ば
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
芸
術
と
は
あ
く
ま

　
　
で
構
想
力
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
つ
つ
し
か
も
規
則
に
適
っ
て
い
る
行
為
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
か
く
て
生
ま
れ

　
　
る
世
界
が
美
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
カ
ン
ト
が
〃
美
は
道
徳
的
善
の
象
徴
で
あ
る
”
（
嗣
く
P
昌
嘗
　
簿
●
　
鋤
．
　
○
“
　
ω
．
　
卜
⇒
目
Q
Q
）
と
い
っ
て
い
る
の

　
も
奇
妙
で
は
な
く
な
る
。
彼
は
美
と
は
理
性
理
念
つ
ま
り
道
徳
的
善
と
し
て
表
現
不
可
能
な
も
の
を
、
い
わ
ば
代
わ
り
に
表
現
す
る
の
だ

　
と
考
え
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
こ
に
彼
の
リ
ゴ
リ
ス
ト
的
性
格
が
で
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
が
、
し
か
し
彼
は
美
を
道
徳
的
善
の
象
徴
と
す

　
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
美
の
普
遍
性
に
対
す
る
要
求
も
可
能
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
彼
は
勧
善
懲
悪
が
芸
術
の
つ
と
め
で
あ
る
な

　
ど
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
美
は
人
間
主
体
の
根
砥
に
存
す
る
超
感
性
的
基
体
へ
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
こ
そ
は
じ
め
て
普
遍
性
を
持

　
ち
う
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
限
り
に
於
い
て
は
美
の
産
鵠
を
め
ざ
す
芸
術
は
、
悟
性
的
認
識
に
基
づ
く
機
械
的
技
術

　
と
裁
然
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
以
上
が
カ
ン
ト
の
第
三
批
判
に
お
け
る
芸
術
と
技
術
と
の
説
明
の
要
約
で
あ
る
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
は
じ
ま
る
芸
術
美
の
観
念
、
即
ち

　
芸
術
家
の
活
動
性
と
美
と
の
結
合
の
観
念
は
彼
に
よ
っ
て
超
越
論
的
な
基
礎
づ
け
を
得
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
彼
の
場
合
、
芸
術
と
技

　
術
と
の
区
鋼
は
そ
れ
程
重
大
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
美
・
芸
術
と
学
問
、
道
徳
と
の
区
別
の
方
が
開
心
事
だ
っ
た
と
い
え
る
。
彼
の
考



え
て
い
る
技
術
と
は
、
膚
然
の
技
巧
（
8
0
0
齪
昌
一
一
（
）
と
い
う
場
合
は
除
き
、
機
械
的
技
術
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
そ
の
行
為
の
目

的
が
理
論
的
に
規
定
さ
れ
う
る
も
の
だ
か
ら
し
て
、
こ
と
さ
ら
学
問
や
道
徳
か
ら
区
別
さ
れ
た
独
自
の
領
域
を
形
成
す
る
も
の
と
は
み
な

さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
又
芸
術
は
一
定
の
概
念
的
閉
的
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
美
的
理
念
と
い
・
つ
…
構
想
力
の
内
的
…
直
観
の
表

現
を
目
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
彼
に
お
い
て
理
念
と
し
て
の
美
が
生
き
生
き
と
生
き
て
居
り
、
　
一
つ
の
価
簸
穏
標

と
し
て
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
彼
は
実
用
的
な
自
粛
を
も
つ
も
の
、
例
え
ば
建
築
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
カ
ン
ト

が
建
築
を
単
に
人
間
が
住
む
た
め
の
実
用
的
空
間
を
作
る
技
術
と
い
う
面
だ
け
で
み
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
建
築
が
芸
術
で

あ
り
得
る
の
は
、
あ
く
ま
で
そ
れ
が
理
念
と
し
て
の
美
の
蓑
現
の
一
形
式
で
あ
る
点
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
実
用
的
目
的

の
面
に
あ
る
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
か
か
る
考
え
が
古
め
か
し
く
み
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
さ
れ
ば
と
て
現
代
建
築

が
美
と
い
う
要
素
を
実
用
約
穆
的
と
同
一
の
次
元
、
つ
ま
り
建
築
に
お
い
て
考
慮
さ
る
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
の
中
の
一
つ
と
い
う
形
で

扱
う
方
が
よ
り
す
ぐ
れ
た
建
築
観
で
あ
る
な
ど
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
美
が
人
面
に
と
っ
て
規
範
的
価
値
と
し
て
生
き
て

い
た
時
代
の
方
が
、
交
化
と
し
て
も
有
機
的
生
命
を
保
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
と
も
あ
れ
閥
愚
な
の
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
古
典
的
完
成
を
示
し
た
芸
術
概
念
が
、
最
近
百
五
十
年
忌
歴
史
の
中
で
次
第
に
崩
壊
し
は
じ

め
た
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。
即
ち
現
代
に
お
け
る
芸
術
と
技
術
と
い
う
聞
題
は
、
美
と
は
関
係
の
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
機
械
的
技
術

が
科
学
技
術
の
名
の
下
に
急
速
な
変
貌
と
成
長
を
遂
げ
、
そ
し
て
芸
術
そ
の
も
の
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
、
芸
術
概
念
自
身
の
変
革
を
う

な
が
し
つ
つ
あ
る
か
に
思
え
る
と
い
う
事
態
の
中
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

四

　
　
　
カ
ン
ト
の
判
断
力
批
判
が
完
成
し
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
翌
年
で
あ
り
、
英
国
で
は
産
業
革
命
の
歩
み
が
徐
々
に
進
行
し
は
じ
め

39

@
て
い
た
。
芸
術
の
独
自
な
地
位
が
理
論
的
に
確
保
さ
れ
た
時
に
は
、
既
に
そ
の
様
な
地
位
を
脅
す
も
の
が
動
き
出
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

10
　
　
　
　
　
芸
術
と
技
術
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大
革
命
の
翌
々
年
一
七
九
一
年
三
月
一
七
日
に
は
所
謂
「
労
働
の
自
由
に
関
す
る
宣
言
」
が
発
せ
ら
れ
て
ギ
ル
ド
組
織
は
解
体
さ
れ
、

個
人
は
熾
れ
で
も
自
己
の
能
力
を
社
会
に
向
か
っ
て
問
う
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
教
会
や
貴
族
の
保
護
を
失

い
、
ギ
ル
ド
か
ら
も
切
離
さ
れ
、
各
人
は
自
己
の
才
能
だ
け
に
よ
っ
て
生
き
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　
又
産
業
革
命
の
進
行
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
科
学
を
基
礎
と
す
る
近
代
技
術
が
、
次
第
に
社
会
の
前
面
に
現
わ
れ
、
機
械
的
技
術
に
よ

る
製
品
が
価
格
の
低
廉
と
い
う
こ
と
を
武
器
と
し
つ
つ
人
々
の
問
に
滲
透
し
て
行
く
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
一
般
に
美
や
芸
術
の
問
題
は
、
入
営
精
神
の
感
情
的
側
面
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
又
或
対
象
に
対
す
る
直
観
的
情
緒
的
反
応
に
関
わ

る
も
の
で
も
あ
る
。
し
か
も
血
清
は
我
々
の
精
神
全
体
に
一
つ
の
色
ど
り
を
与
え
、
知
的
な
働
き
に
一
つ
の
方
向
を
与
え
さ
え
す
る
も
の

な
の
で
あ
る
（
＜
α
q
憎
9
｛
①
江
の
。
葺
韓
○
Φ
露
μ
ξ
民
も
。
魯
9
｛
①
誹
。
冨
O
⑦
ω
邑
欝
農
”
ω
』
鼠
）
。
し
か
し
芸
術
は
単
な
る
条
件
反
射
的
な
感
情
の
問

題
で
は
な
く
、
い
わ
ば
感
性
化
さ
れ
た
知
性
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
の
問
題
で
あ
り
、
又
単
な
る
知
的
問
題
が
そ
の
ま
ま
芸
術
の
問
題
で

な
い
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
。
即
ち
社
会
制
度
や
生
産
組
織
の
変
革
、
更
に
は
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
我
々
の
環
境
の
変
化
と
い
う
事

態
は
、
い
わ
ば
我
々
の
生
活
全
体
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
か
ら
し
て
、
我
々
と
し
て
も
単
に
変
化
を
知
的
に
理
解
す
る
だ
け
で
は
済
ま
さ

れ
ず
、
変
化
に
対
す
る
感
情
的
適
応
の
態
勢
を
も
作
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　
芸
術
家
の
社
会
的
な
機
能
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
社
会
の
制
度
や
習
慣
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
一
…
様
で
は
な
い
が
、
十
九
世
紀
以
降
に
お

け
る
そ
れ
は
、
知
的
に
変
革
さ
れ
た
我
々
の
環
境
に
適
応
で
き
る
様
な
感
情
的
世
界
を
確
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
重
要
な
一
面
と
し
て
持

っ
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
芸
術
は
有
機
的
な
全
体
と
し
て
の
社
会
に
お
け
る
入
間
活
動
の
一
形
式
な
の
で
あ
っ
て
、
孤
立
し
閉
鎖
し
た

世
界
で
は
な
い
。
又
社
会
全
体
の
漠
然
た
る
感
情
に
明
確
な
表
現
を
与
え
て
そ
れ
を
意
識
化
す
る
と
共
に
、
逆
に
か
か
る
表
現
を
通
じ
て

社
会
に
共
通
感
情
を
作
り
出
す
も
の
で
も
あ
る
。

　
今
か
り
に
近
代
建
築
の
歴
史
を
振
返
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
新
し
い
技
術
及
び
そ
の
製
品
が
従
来
の
建
築
家
の
観
念
の
中
に
異
質

物
と
し
て
侵
入
し
て
混
乱
を
起
さ
せ
、
や
が
て
感
情
的
な
同
化
が
行
な
わ
れ
て
新
し
い
建
築
が
生
ま
れ
る
と
い
う
過
程
を
た
ど
っ
て
い
る
。



　
　
新
し
い
材
料
（
鉄
・
セ
メ
ン
ト
・
ガ
ラ
ス
等
）
は
従
来
の
そ
れ
（
切
石
・
木
材
）
と
は
異
な
っ
た
新
し
い
構
造
を
要
求
し
、
新
し
い
構
造

　
　
は
新
し
い
建
築
形
態
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
建
築
に
つ
い
て
み
る
限
り
科
学
を
基
礎
と
す
る
近
代
技
術
が
及
ぼ
し
た
影
響
は
決
定
的
で
あ

　
　
る
。
従
っ
て
芸
術
と
技
術
と
が
対
立
す
る
と
考
え
る
の
は
米
だ
両
者
の
調
停
の
道
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
巨
想
像
力
や
感
情

　
　
の
世
界
と
知
性
の
世
界
と
が
分
離
し
た
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
又
技
術
は
物
を
作
り
出
す
手
段
の
体

　
　
系
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
は
知
的
で
中
性
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
を
人
間
化
す
れ
ば
よ
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
新
し
い

　
　
技
術
の
開
発
は
新
し
い
芸
術
の
可
能
性
に
つ
な
が
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
科
学
技
術
の
発
展
も
芸
術
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
こ
と

　
　
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
程
楽
観
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
先
に
も
触
れ
た
如
く
、
近
代
技
術
が
そ
れ
ま
で
の
技
術
即
ち
手
仕
事
と
か
物
を
作
る
た
く
み
さ
と
か
い
っ
た
も
の
と
異
な
る
の
は
、
そ

　
　
れ
が
自
然
科
学
を
基
礎
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
近
代
技
術
は
自
然
を
変
形
し
利
用
す
べ
き
対
象
と
し
て
眺
め
る
。
又
技
術

　
　
は
何
か
あ
る
状
態
や
事
物
を
作
り
出
す
人
間
の
作
用
で
も
あ
る
が
、
か
か
る
技
術
が
自
然
に
対
す
る
対
し
方
は
、
自
然
か
ら
何
か
を
山
畠

　
　
す
べ
く
自
然
に
挑
み
か
か
る
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
隠
れ
て
い
た
も
の
が
技
術
を
通
じ
て
い
わ
ば
明
る
み
に
引
出
さ
れ
る
の
で

　
　
あ
る
。
従
っ
て
技
術
と
は
覆
を
と
る
こ
と
、
露
わ
に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
近
代
の
技
術
は
自
然
科
学
に
基
づ
く
と
い
わ
れ
る
が
、
実
際

　
　
は
近
代
技
衛
的
な
自
然
観
が
近
代
自
然
科
学
を
生
ん
だ
と
い
え
よ
う
。
即
ち
近
代
科
学
は
ル
ネ
サ
ン
ス
芸
術
の
も
っ
て
い
た
精
確
な
自
然

　
　
認
識
と
い
う
側
面
を
体
系
的
に
発
展
さ
せ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
科
学
的
な
研
究
と
は
、
そ
れ
に
従
事
し
て
い
る
人
が
意
識
す
る
し

　
　
な
い
に
拘
わ
ら
ず
自
然
を
発
き
出
す
作
業
に
外
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
言
わ
せ
れ
ば
、
自
然
は
今
や
発
き
出
さ
れ
仕
立
て
ら
れ
、

　
　
役
に
立
つ
べ
き
も
の
と
し
て
人
間
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
（
出
㊦
筏
。
σ
q
σ
Q
⑦
誉
く
。
醇
轟
σ
Q
①
賃
民
円
珠
も
。
聾
N
ρ
ω
．
H
ω
点
戯
）
。
又
自
然
を
こ
の
様
に
眺
め

　
　
る
こ
と
が
我
々
の
命
運
（
∩
｝
①
ω
O
ぴ
一
〇
犀
）
．
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
凡
て
の
も
の
が
人
間
に
よ
っ
て
役
立
つ
も
の
に
仕
立
て
ら
れ
た
も
の
と
い

　
　
う
こ
と
に
な
れ
ば
そ
れ
は
客
観
化
さ
れ
た
人
間
に
外
な
ら
ず
、
か
く
て
“
凡
そ
出
会
う
も
の
は
凡
て
た
だ
人
間
の
椿
え
物
と
し
て
の
み
存

41

@
す
る
か
の
如
き
外
観
”
を
呈
し
は
じ
め
る
（
麟
Φ
凱
£
σ
。
Φ
誉
田
聾
■
9
ω
．
ω
O
）
。
入
間
は
今
や
到
る
と
こ
ろ
他
な
ら
ぬ
我
々
自
身
に
顔
を
つ
き
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@
合
わ
す
様
な
仕
儀
と
な
り
果
て
る
。
同
様
の
こ
と
は
物
理
学
者
の
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
も
指
摘
し
て
い
る
。
即
ち
自
然
科
学
に
あ
っ
て
も
研

　
　
究
対
象
は
自
然
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
尋
問
の
問
題
設
定
の
前
に
さ
ら
さ
れ
た
自
然
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
人
間
は
再
び
自
己

　
　
自
身
に
出
会
う
の
で
あ
る
（
鎖
①
蕾
葛
①
茜
“
欝
ω
翼
象
冒
竃
鳥
〔
建
家
巨
σ
q
2
穿
琶
ぎ
G
。
し
。
。
）
。

　
　
　
我
々
が
技
術
的
態
度
で
自
然
に
の
ぞ
む
時
、
自
然
は
我
々
に
と
っ
て
役
立
ち
う
る
も
の
と
い
う
形
で
し
か
現
わ
れ
て
こ
な
い
。
そ
し
て

　
　
我
々
に
と
っ
て
対
象
と
は
、
我
々
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
い
う
性
格
を
帯
び
て
く
る
。
我
々
は
自
分
達
が
作
り
出
し
た
イ
メ
ジ
を
、

　
　
自
分
が
獲
得
し
た
客
観
的
な
情
報
だ
と
思
い
込
む
様
な
時
代
を
作
り
出
し
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
で
は
空
想
の
世
界
と
所
謂
事
実
の
世
界
と
の

　
　
境
界
が
次
第
に
曖
昧
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
オ
ル
テ
ガ
が
指
摘
す
る
様
に
、
馬
鹿
馬
鹿
し
い
空
想
と
思
え
る
も
の
に
出
合
っ
て
も
、

　
　
我
々
は
単
に
馬
鹿
馬
鹿
し
い
と
思
う
だ
け
で
は
な
く
、
も
し
か
す
る
と
そ
れ
は
現
実
か
も
知
れ
ぬ
、
い
や
現
実
化
さ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
と

　
　
思
い
直
し
、
そ
の
結
果
当
惑
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
我
々
ほ
今
臼
、
人
間
の
無
限
と
も
い
え
る
技
術
的
能
力
の
限
界
が
解
ら
な
い
と
自

　
　
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
不
安
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
オ
ル
テ
ガ
は
、
我
々
の
生
き
て
い
る
こ
の
最
も
技
術
的
な
時
代
を

　
　
最
も
空
虚
な
時
代
と
み
な
す
の
で
あ
る
（
9
δ
σ
q
費
騨
g
。
簿
G
眞
窪
鋤
び
⑦
乙
冨
↓
a
鼠
ぎ
ω
み
O
窃
）
。
我
々
は
自
然
を
発
き
、
自
己
の
役
に

　
　
立
つ
も
の
に
仕
立
て
る
こ
と
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
、
我
々
自
身
が
自
然
を
あ
ば
く
と
い
う
目
的
に
対
す
る
手
段
の
如
き
も
の

　
　
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
結
果
〃
人
間
は
今
日
、
も
は
や
真
な
る
意
味
に
お
い
て
は
決
し
て
自
分
自
身
、
即
ち
人
間
の
本
性
に
撮
逢
う
事
”

　
　
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
（
頃
Φ
…
（
δ
σ
q
σ
q
葭
…
斜
高
．
ρ
ω
．
ω
α
）
。
我
々
は
た
だ
影
の
如
き
作
り
も
の
に
の
み
顔
を
合
わ
せ
て
い
る
。

　
　
　
こ
こ
に
於
い
て
我
々
は
芸
術
と
技
術
と
の
関
係
を
、
単
に
人
間
化
さ
れ
た
技
術
が
芸
術
で
あ
る
と
い
っ
た
形
で
は
考
え
ら
れ
な
く
な
る
。

　
　
即
ち
芸
術
自
体
が
技
術
の
隆
盛
な
時
代
の
中
で
技
術
化
さ
れ
、
カ
ン
ト
に
於
い
て
判
然
と
区
別
さ
れ
て
い
た
様
な
形
で
は
区
別
し
に
く
く

　
　
な
っ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
徴
候
は
既
に
十
九
批
紀
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
フ
ラ
イ
は
、
ゼ
ム
ペ
ル
や
ヴ
ィ
オ
レ
・
ル
・

　
　
デ
ュ
ク
の
如
き
建
築
学
者
、
モ
リ
ス
や
0
・
ワ
グ
ナ
ー
や
ベ
ル
ラ
！
へ
の
如
き
芸
術
家
な
ど
の
考
え
が
、
技
術
時
代
の
精
神
に
よ
っ
て
滲

　
　
透
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
O
象
ぎ
ぴ
。
≦
Φ
二
〇
膏
ゲ
塊
。
。
o
訂
聾
弘
り
α
G
。
．
ψ
邸
謀
）
Q



1043

　
か
つ
て
ル
ネ
サ
ン
ス
の
芸
術
が
中
世
の
職
入
的
技
術
か
ら
分
離
し
て
行
く
時
、
そ
れ
は
ま
ず
新
し
い
芸
術
が
学
問
的
理
論
的
背
景
を
も

つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
及
び
そ
れ
が
美
の
観
念
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
の
二
点
を
、
そ
の
推
進
力
と
し
た
。
従

っ
て
理
念
と
し
て
の
美
の
姿
が
人
々
の
規
範
的
価
値
と
し
て
、
又
人
々
が
追
求
す
べ
き
藏
標
と
し
て
、
何
ら
の
疑
い
も
持
た
れ
な
か
っ
た

間
は
、
芸
術
と
技
術
と
の
区
別
も
又
曖
昧
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
又
ル
ネ
サ
ン
ス
芸
術
は
、
近
代
科
学
技
術
の
母
体
で
も
あ
っ
た
わ
け

で
あ
る
が
、
今
や
形
勢
は
逆
転
し
て
、
芸
術
は
慮
己
か
ら
派
生
し
た
科
学
技
術
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
歪
な
外
観
を
熱
す
る
に
盃
っ
て
い

る
。
そ
の
廟
例
を
我
々
は
複
製
技
術
の
発
達
に
み
る
こ
と
が
き
る
。

　
印
鰯
技
術
の
発
達
は
、
凡
そ
写
真
に
と
り
う
る
限
り
の
も
の
を
二
次
元
の
平
面
に
還
元
し
て
し
ま
う
。
新
し
い
可
塑
剤
は
外
見
上
原
物

と
区
別
の
つ
き
か
ね
る
も
の
を
多
量
に
生
産
す
る
。
録
音
技
術
の
発
達
は
、
好
み
の
も
の
を
好
み
の
場
所
で
再
生
す
る
。
更
に
映
画
や
甲

種
の
前
衛
音
楽
に
お
い
て
は
、
絵
画
や
彫
刻
の
複
製
に
み
ら
れ
る
如
き
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
該
当
す
る
も
の
が
な
く
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
霞
身
が
複

数
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
我
々
の
生
活
の
環
境
は
、
日
々
か
か
る
複
製
贔
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
て
行
き
、
か
く
て
複
製
が
我
々
の
直
接
的

な
、
つ
ま
り
感
覚
に
と
っ
て
の
現
実
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
原
作
の
存
在
は
次
第
に
影
が
薄
く
な
り
、
原
作
と
は
複
製

の
た
め
の
原
作
で
し
か
な
く
な
り
、
芸
術
と
は
複
製
し
う
る
も
の
の
原
作
を
作
る
こ
と
で
し
か
な
く
な
る
。
複
製
と
は
従
来
の
考
え
方
か

ら
す
れ
ば
真
な
る
も
の
（
原
作
）
の
影
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
我
々
は
今
や
影
の
方
が
真
実
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
様
な
環

境
の
中
に
住
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
真
偽
の
感
覚
や
判
断
力
は
狂
わ
ざ
る
を
得
ず
曖
昧
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
（
ベ
ン
ヤ
・
、
ン
．
複

製
技
術
時
代
の
芸
術
、
ブ
…
ア
ス
テ
ィ
ン
・
幻
影
の
時
代
）
。

　
も
し
芸
術
と
い
う
語
が
今
日
で
も
尚
な
に
か
技
術
と
は
異
な
っ
た
人
間
的
行
為
を
意
味
す
べ
き
だ
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
真
偽
の
曖
昧

と
な
っ
た
こ
の
環
境
の
中
で
、
我
々
に
直
観
的
確
実
さ
を
保
証
し
て
く
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
又
不
確
さ
の
中
に
確
か
さ
を
、

変
易
す
る
も
の
の
中
に
不
変
な
も
の
を
見
出
そ
う
と
す
る
努
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
事
実
芸
術
と
い
う
語
は
次
第
に
我
々
の
精
神
的
創
造
性
そ
の
も
の
乃
至
は
想
像
力
の
活
動
そ
の
も
の
に
対
す
る
名
称
と
な
り
つ
つ
あ
る

　
　
　
　
芸
衛
と
技
徳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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@
様
に
み
え
る
。
つ
ま
り
芸
術
と
は
、
あ
れ
こ
れ
の
物
に
つ
け
ら
れ
る
名
前
で
は
な
く
、
人
間
の
或
種
の
行
為
、
轟
轟
に
行
為
を
導
く
直
観

　
　
的
能
力
そ
の
も
の
に
対
す
る
名
称
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
作
る
と
い
う
行
為
自
体
を
自
己
員
的
化
す
る
傾
向
も
生
じ
、
行
為
の
結

　
　
果
た
る
作
女
も
従
来
の
ジ
ャ
ン
ル
区
分
に
は
納
ま
ら
ぬ
様
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
か
か
る
考
え
方
も
、
も
し
行
為
の
意
味
や
目
的
に
つ

　
　
い
て
の
反
省
が
な
け
れ
ば
芸
術
と
技
術
と
を
区
別
す
る
め
や
す
と
は
な
り
難
い
。
芸
術
も
技
術
も
共
に
も
の
を
作
る
行
為
で
あ
り
、
芸
術

　
　
で
は
作
る
行
為
自
身
を
霞
的
と
し
且
そ
れ
を
楽
し
み
、
技
術
は
作
ら
る
べ
き
も
の
へ
の
奉
仕
だ
と
い
っ
て
も
、
し
か
し
技
術
で
も
そ
れ
を

　
　
自
己
掻
的
と
し
作
る
行
為
自
身
を
楽
し
み
な
が
ら
作
っ
た
ら
ど
う
な
る
の
か
。
芸
術
と
技
術
と
は
人
間
的
行
為
と
し
て
は
少
な
く
と
も
外

　
　
面
的
に
は
区
別
の
つ
け
様
が
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
両
者
の
区
別
は
、
そ
の
臼
的
と
す
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
　
　
先
に
も
述
べ
た
様
に
、
現
代
の
技
術
と
は
弁
理
乃
至
生
産
の
塗
下
と
手
段
と
を
、
見
通
し
の
き
く
知
識
の
体
系
と
し
て
把
握
す
る
こ
と

　
　
な
の
で
あ
り
、
従
っ
て
又
学
問
的
な
探
究
の
性
格
を
持
つ
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
知
識
で
あ
る
以
上
、
常
に
よ
り
よ
き
知
識
に
よ

　
　
っ
て
克
服
さ
れ
と
っ
て
代
わ
ら
れ
、
そ
し
て
捨
て
ら
れ
る
運
命
に
あ
る
。
し
か
し
芸
術
は
、
も
し
そ
れ
が
可
能
な
ら
、
永
遠
的
な
も
の
に

　
　
触
れ
よ
う
と
す
る
人
間
の
欲
求
の
現
わ
れ
な
の
で
あ
り
、
充
実
し
た
現
在
の
永
遠
化
を
願
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
・
そ
れ
は
又
従
来
の
言
葉

　
　
で
い
え
ば
美
を
求
め
る
行
為
な
の
で
あ
る
。
勿
論
美
と
は
単
に
感
覚
的
に
快
い
も
の
や
女
々
し
い
感
情
の
対
象
物
と
い
っ
た
意
味
で
は
な

　
　
く
、
我
々
の
自
己
超
越
の
目
標
で
あ
り
、
更
に
い
え
ば
愛
の
対
象
で
あ
る
。

　
　
　
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は
彼
の
若
年
の
書
「
抽
象
と
感
清
移
入
」
の
中
で
、
　
「
厳
密
な
意
味
で
芸
術
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
凡
ゆ
る
時
代
に
お

　
　
い
て
或
深
刻
な
心
理
的
要
求
の
満
足
を
求
め
た
の
で
あ
っ
て
、
（
中
略
）
こ
の
意
味
で
の
み
芸
術
史
は
宗
教
史
と
殆
ん
ど
同
価
値
的
な
意
義

　
　
を
獲
得
す
る
」
（
≦
o
環
ぎ
α
q
霞
“
≧
）
。
。
嘗
沼
津
。
コ
拝
目
ぢ
津
三
§
ケ
q
v
ψ
臨
●
H
り
＄
胸
慈
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
我
々
は
現
在
美
に
よ
る
救
済
が
可
能
で
あ
る
か
否
か
と
問
う
よ
り
も
、
救
済
欲
求
を
失
っ
た
が
た
め
に
美
を
も
見
失
っ
て
い
る
の
だ
と

　
　
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
又
、
我
々
は
、
愛
す
る
力
を
な
く
す
に
つ
れ
て
芸
術
を
も
失
っ
て
き
た
の
だ
と
思
わ
ざ
る
を
得
な

　
　
い
。
し
か
し
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
更
め
て
考
え
て
み
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
同
志
鮭
大
学
〔
文
学
部
〕
助
教
授
）



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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　　As　ls　well　known，　．the　separati6n　of　art　from　technique　which　serveS　only

for　Practical　purposes　of　dally’life’tool〈　’place　in　Renaissance　time，　and　since

then　art　became　not　only　a　means　to　recog’nize　various　thlngs　in　our　world

but　also　a　human　actiVity　to　matetialize　beauty．　After’Industrial　Revolution，

however，　scientific　technology　has　made　an　enormous　progress，　which　gave

rise　to　an　age　of　technology；　by　now　technique　no　longer　means　manual

dexterity　but　academic　1〈nowledge．

　　The　fact　is　that　technology　ls　predominating　over　our　age，　and　influencing

our　conception　of　nature；　we　are　now　liable　to　regard　nature　as　something

to　exploit　and　conquer．　The　exploitation　of　nature，　however，　stands　in　a

sharp　contrast　with　the　love　for　nature　which　to　restere，　the　author　suggests，

would　be　a　defense　of　art　in　the　age　of　technology．　lf　we　loose　our　capacity

for　love，　we　loose　art，　too．

Hasme’s　‘Sympathy’一Etkies

b“　Masahiko　Fukushima

　　David　Hume　tried　to　establish　his　theory　of　morals，　which　is　contrary　to

the　rationalistic　ethical　theory，　on　an　emotional　principle　in　human　nature．

According　to　this　eminent　successor　of　‘moral　sense’　school，　the　ch2ef　source

of　moral　approbation　is　derived　from　‘the　extensive　sympathy　with　mankind’，

which　is　a　particular　klnd　of　feeling　because　of　its，　though　weak　in　degrees，

yet　general　and　constant　agreeableness．　By　this　extensive　sympathy　we　can

acquire　an　impartial　standpoint　of　‘judicious　spectator’．

　　But　the　moral　judgement　based　on　this　particular　feeling　is　not　always

said　to　have　the　positive　power　to　produce　men’s　unselfish　actlons．　ln　order

to　satisfy　Hume’s　own　postulation　that　morals，　instead　of　mere　speculation，

should　have　a　strong　infiuence　on　our　actions，　he　must　confine　the　applica－

tion　of　his　sympathy－ethics　only　to　a　certain　limited　situation，　that　is，　to　a

society　founded　on　the　‘convention’，　which　somehow　expresses　basic　interests

common　to　all　people．
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