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十
九
世
紀
の
終
り
頃
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
芸
術
学
と
い
う
名
称
が
、
美
学
と
い
う
名
称
と
並
ん
で
、
或
い
は
そ
れ
に
対
抗
す
る
形

で
、
次
第
に
一
回
化
し
て
き
た
こ
と
は
学
問
史
上
の
事
実
と
し
て
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
九
〇
六
年
、
マ
ッ
ク
ス
・
デ
ッ
ソ
ア
ル
は

『
美
学
及
び
一
般
芸
術
学
』
を
上
梓
し
、
同
じ
年
に
『
美
学
及
び
一
般
芸
術
学
雑
誌
』
の
刊
行
を
は
じ
め
た
。
こ
の
雑
誌
が
第
二
次
世
界

大
戦
末
ま
で
、
学
界
に
お
い
て
最
も
権
威
あ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
今
更
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
こ
の
雑
誌
に
よ
っ
て
芸
術
学
と
い

う
名
称
が
広
ま
っ
た
こ
と
も
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
芸
術
学
と
い
う
名
称
は
、
デ
ッ
ソ
ア
ル
の
著
作
の
前
年
に
上
梓
さ
れ
た
シ
ュ
マ

ル
ゾ
ー
の
『
芸
術
学
の
基
礎
概
念
』
に
お
い
て
既
に
み
ら
れ
る
し
、
更
に
潮
っ
て
は
一
八
九
三
年
刊
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
グ
ロ
ッ
セ
の
著
『
芸

術
の
始
源
』
に
於
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
そ
の
第
一
章
は
芸
術
学
の
目
的
と
題
さ
れ
、
芸
術
学
と
は
芸
術
史
と
芸
術
哲
学
と
を
包

括
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
芸
術
学
と
い
う
新
し
い
学
科
が
登
場
す
る
た
め
に
は
、
当
然
、
そ
れ
が
従
来
の
美
学
と
は
研
究
対
象
の
面
で
も
、
研
究
方
法
の
点
で
も

裁
然
と
異
っ
た
も
の
を
持
っ
て
い
る
事
が
正
当
に
述
べ
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
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1
）

　
こ
の
点
に
関
し
て
デ
ッ
ソ
ア
ル
が
そ
の
『
美
学
及
び
一
般
芸
術
学
』
の
序
文
に
於
い
て
述
べ
て
い
る
内
容
は
大
体
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
我
々
は
従
来
美
的
享
受
と
創
作
、
美
と
芸
術
と
は
密
接
不
可
分
に
結
合
し
て
い
る
と
い
う
考
え
を
忠
実
に
守
っ
て
き
た
。
芸
術

は
美
の
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
は
或
美
的
状
態
か
ら
成
立
し
且
つ
そ
れ
と
類
似
の
態
度
に
お
い
て
受
容
さ
れ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
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従
っ
て
人
間
の
魂
の
こ
れ
ら
二
つ
の
状
態
に
関
す
る
学
問
、
即
ち
様
々
な
変
様
を
含
め
た
美
の
学
聞
と
、
様
々
な
種
類
を
含
め
て
の
芸
術

の
学
問
と
は
、
一
つ
の
統
一
を
な
す
故
に
共
通
の
名
称
、
即
ち
美
学
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
現
在
で
は
果
し
て
美
（
U
器
望
ま
邑
、
美
的
な
も
の
（
営
。
・
諺
ω
肖
周
お
【
警
冨
）
及
び
芸
術
が
、
相
互
に
一
つ
の
関
係
、
つ
ま
り
本
質

的
統
一
と
名
づ
け
ら
れ
う
る
よ
う
な
関
係
に
在
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
疑
い
が
持
た
れ
は
じ
め
て
い
る
。
こ
の
様
な
疑
問
が
生
ず
る
前

に
、
芸
術
は
悲
劇
的
な
も
の
、
喜
劇
的
な
も
の
、
優
雅
な
も
の
、
崇
高
な
も
の
、
無
籍
に
は
醜
な
る
も
の
す
ら
そ
の
圏
内
に
引
入
れ
、
且

つ
こ
れ
ら
凡
て
の
範
疇
に
美
的
快
が
結
び
つ
き
う
る
の
だ
か
ら
し
て
、
美
の
専
制
支
配
は
お
か
し
い
と
攻
撃
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
に
も

拘
ら
ず
美
は
芸
術
の
究
極
目
的
乃
至
は
中
心
点
を
な
し
、
美
以
外
の
諸
範
疇
は
美
へ
の
途
上
に
あ
る
も
の
、
い
わ
ば
美
に
な
り
つ
つ
あ
る

も
の
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
芸
術
の
固
有
の
内
容
や
美
的
過
程
の
中
心
的
対
象
が
美
に
あ
る
と
す
る
以
上
の
見
方
そ
の
も
の
が
今
や
疑
念
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
我
々
の
生
活
の
中
で
享
受
さ
れ
る
美
と
、
芸
術
に
お
い
て
享
受
さ
れ
る
美
と
は
決
し
て
同
じ
で
な
い
と
い
う

事
実
を
承
認
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
自
然
姜
の
芸
術
に
よ
る
模
写
は
、
自
然
養
と
は
全
く
別
の
新
し
い
性
格
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
立
体
は
絵
画
に
お
い
て
平
面
形
象
に
な
る
し
、
実
際
に
存
在
す
る
も
の
は
文
学
に
お
い
て
は
言
語
的
な
も
の
へ
と
転
化
す
る
。
つ

ま
り
常
に
変
形
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
客
観
的
な
対
象
は
相
違
し
て
も
主
観
的
な
印
象
は
岡
一
で
あ
り
う
る
と
強
弁
し
て
も
、
そ
れ
は
正

し
く
な
い
。
生
き
た
肉
体
に
つ
い
て
の
癸
的
印
象
と
大
理
石
の
人
体
彫
刻
の
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
別
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
我
々
が
芸

術
に
お
い
て
美
と
呼
ぶ
も
の
と
、
日
常
生
活
に
お
い
て
そ
う
呼
ぶ
も
の
と
は
、
対
象
の
点
か
ら
も
印
象
の
点
か
ら
も
異
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
又
次
の
よ
う
な
問
題
も
生
じ
て
く
る
。
即
ち
或
現
実
の
事
物
に
つ
い
て
の
純
粋
に
し
て
快
に
み
ち
た
観
察
を
、
我
々
が
美
的

（
餌
し
ゅ
げ
げ
①
猷
…
零
げ
）
と
よ
ん
で
よ
い
と
す
る
と
、
葵
的
な
も
の
の
圏
は
芸
術
的
な
も
の
の
そ
れ
よ
り
も
遙
か
に
広
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
自
然
現
象
へ
の
我
々
の
敬
慕
的
親
愛
的
な
没
入
と
い
う
働
き
は
、
美
的
態
度
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
凡
ゆ
る
徴
標
を
備
え
て
お
り
は
す

る
が
、
芸
術
に
触
れ
る
べ
き
点
は
ま
る
で
な
い
。
更
に
精
神
的
社
会
的
領
域
の
凡
ゆ
る
爾
に
創
造
的
な
力
の
一
部
が
美
的
形
成
作
用
の
形
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で
遍
在
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
ほ
芸
術
作
贔
で
は
な
い
に
も
拘
ら
ず
美
的
に
享
受
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
は
常
の
経
験
は
、
趣
味
（
美

的
な
判
定
の
能
力
）
が
芸
術
と
は
関
係
な
し
に
展
開
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
か
ら
し
て
、
美
的
存
在
の
領
域
の

方
が
伸
云
術
の
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
広
い
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
し
て
芸
術
の
圏
は
か
な
り
狭
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
事
実
は
決
し
て
そ
う
で
な
い
。
む
し

ろ
逆
に
我
々
は
美
的
契
機
だ
け
で
は
、
我
々
が
芸
術
と
呼
ん
で
い
る
領
域
つ
ま
り
人
間
的
産
出
の
領
域
と
邑
的
と
を
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
な

く
説
明
し
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
真
に
芸
術
作
品
の
名
に
値
す
る
芸
術
作
品
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
動
機
の
点
で
も
作
用
の
点
で
も
極
め

て
複
雑
で
あ
っ
て
、
決
し
て
単
に
美
的
な
活
動
の
幸
福
感
だ
け
か
ら
出
て
く
る
の
で
も
な
く
、
美
的
快
感
に
訴
え
る
だ
け
で
も
な
く
馬
ま

し
て
や
純
粋
な
美
の
獲
得
の
み
を
目
指
す
も
の
で
も
な
い
。
静
か
な
る
満
足
と
い
う
語
は
伝
統
的
に
美
．
的
印
象
と
美
的
対
象
と
を
特
徴
づ

け
る
言
葉
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
芸
術
を
生
か
し
て
い
る
様
々
な
力
や
欲
求
と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
か
か
る
雷
葉
で
つ
き
る
も
の

で
は
な
い
。
芸
術
は
精
神
的
、
社
会
的
生
活
の
中
で
一
つ
の
機
能
を
果
し
て
お
り
、
こ
の
機
能
を
通
じ
て
我
々
の
全
知
識
・
全
意
志
と
結

ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
芸
術
の
か
か
る
歴
然
た
る
事
実
を
そ
の
凡
ゆ
る
点
に
渉
っ
て
正
当
に
扱
う
と
い
う
の
が
一
般
芸
術
学
の
義
務
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
美
学
と
い
う
も
の
が
一
定
の
、
そ
れ
自
身
で
完
結
し
た
、
明
確
に
輪
郭
づ
け
で
ぎ
る
様
な
内
容
を
持
つ
べ
き
も
の
だ
と
す
る
と
、
美

学
は
芸
術
学
の
課
題
を
解
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
美
学
と
芸
術
学
と
の
差
異
を
曖
味
な
ま
ま
に
ほ
っ
て
お
く
べ
き
で

は
な
く
、
む
し
ろ
違
い
を
判
然
と
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
そ
れ
ら
の
間
に
実
際
上
存
す
る
関
係
も
明
確
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ

る
。
従
来
の
美
学
の
考
察
の
仕
方
と
新
し
く
登
場
し
て
き
た
芸
術
学
的
考
察
の
仕
方
と
の
関
係
は
、
唯
物
論
と
実
証
主
義
と
の
そ
れ
に
比

較
さ
れ
う
る
。
つ
ま
り
唯
物
論
は
精
神
的
な
も
の
を
か
な
り
大
ま
か
に
肉
体
的
な
も
の
へ
と
止
揚
せ
ん
と
す
る
わ
け
だ
が
、
実
証
主
義
の

方
は
、
そ
こ
に
お
い
て
依
存
関
係
が
結
果
を
規
定
し
て
い
る
よ
う
な
或
自
然
力
の
秩
序
と
い
っ
た
も
の
を
提
出
す
る
。
機
構
と
か
物
理
的

化
学
的
事
実
と
か
生
物
学
的
集
団
と
か
歴
史
的
祇
会
的
集
団
と
か
は
内
容
的
に
相
互
に
背
反
し
合
わ
ず
、
む
し
ろ
高
次
の
秩
序
は
低
次
の

　
　
　
　
芸
術
学
に
つ
い
て
の
一
考
察
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秩
序
に
依
存
し
つ
つ
現
わ
れ
る
と
い
う
形
で
互
に
結
ぼ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
芸
術
も
又
美
的
な
も
の
と
方
法
論
的
に
結
合
さ
れ

ね
ぽ
な
ら
な
い
。
美
的
な
も
の
の
本
質
を
追
求
す
る
美
学
と
、
芸
術
の
本
質
を
追
求
す
る
芸
術
学
と
は
、
真
中
で
出
合
う
べ
く
山
の
両
側

か
ら
ト
ン
ネ
ル
を
掘
り
進
め
て
行
く
作
業
に
そ
れ
ぞ
れ
従
事
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
観
究
者
が
扱
う
領
域
は
あ
ま
り

に
も
広
大
で
あ
り
、
又
研
究
者
の
関
心
も
あ
ま
り
に
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
従
っ
て
中
心
点
を
ど
こ
か
に
設
定
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
く
な
る
。

個
々
の
研
究
を
内
的
に
結
合
し
有
機
的
な
全
体
へ
と
ま
と
め
あ
げ
る
よ
う
な
、
い
わ
ぽ
理
念
と
い
う
も
の
は
、
逆
に
個
々
の
学
問
的
概
究

の
根
本
に
当
然
存
し
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
哲
学
的
前
提
で
も
あ
る
。
こ
の
理
念
、
乃
至
哲
学
的
前
提
が
何
で
あ
る
か
は
差
当
り
問
わ

な
い
に
し
て
も
、
個
々
の
研
究
領
域
の
共
働
作
業
は
、
個
々
の
研
究
領
域
の
境
界
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
達
成
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
一
般
的
見
地
か
ら
す
れ
ぽ
狭
い
意
味
で
の
美
学
を
推
進
し
て
行
く
権
利
は
哲
学
者
の
手
中
に
あ
る
と
言
え
る
が
、
し
か
し
彼
が
一
般
芸

術
学
に
つ
い
て
ま
で
余
す
と
こ
ろ
な
く
語
り
尽
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
個
々
の
芸
術
に
つ
い
て
の
理
論
は
通
常
そ
の
芸
術
の
歴
史
研
究
と

結
び
つ
い
て
行
わ
れ
、
大
学
に
お
い
て
は
美
術
史
家
は
美
術
の
体
系
的
学
者
で
あ
り
文
芸
史
家
は
欝
語
々
究
者
で
あ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
他
面
で
は
歴
史
発
展
を
詳
細
に
観
即
せ
ず
と
も
各
芸
術
の
形
式
や
方
法
を
純
理
論
的
に
扱
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
ら
し
て
、

そ
こ
に
特
殊
な
体
系
的
学
問
、
即
ち
詩
学
、
音
楽
論
、
美
術
学
な
ど
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
学
問
の
前
提
や
方
法
、
目

納
な
ど
を
認
識
論
的
に
批
判
検
討
し
た
り
、
こ
れ
ら
学
闘
の
成
果
を
総
括
し
た
り
比
較
し
た
り
す
る
と
共
に
、
更
に
進
ん
で
芸
術
の
創
作
、

芸
術
の
起
源
、
芸
術
の
区
分
や
機
能
の
問
題
な
ど
を
熟
考
す
る
と
い
う
の
が
一
般
芸
術
学
の
課
題
と
な
る
。
そ
し
て
差
当
っ
て
は
少
く
と

も
哲
学
者
が
こ
れ
ら
の
闘
題
を
管
掌
す
る
役
翻
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
多
少
の
補
足
的
説
明
が
続
く
が
デ
ッ
ソ
ア
ル
の
考
え
の

要
点
は
大
体
以
上
の
如
く
で
あ
る
。

　
彼
の
立
場
は
美
的
な
る
も
の
金
丹
を
、
美
的
対
象
、
美
的
印
象
、
美
的
基
本
形
態
（
美
的
範
疇
）
と
い
っ
た
諸
角
度
か
ら
検
討
す
る
美

学
的
部
分
と
、
芸
術
家
の
創
作
、
芸
術
の
発
生
と
区
分
、
芸
術
の
機
能
と
い
っ
た
問
題
を
検
討
す
る
一
般
芸
術
学
的
部
分
と
か
ら
な
る
。



美
的
な
る
も
の
の
領
域
が
芸
術
的
な
る
も
の
の
領
域
全
体
を
覆
う
わ
け
で
も
な
く
、
そ
の
逆
で
も
な
い
か
ら
し
て
、
美
学
と
一
般
芸
術
学

と
は
ま
ず
対
象
の
面
か
ら
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
然
し
こ
こ
で
美
学
の
歴
史
を
振
返
っ
て
み
れ
ぽ
、
た
だ
ち
に
分
る
こ
と
で
あ
る
が
、
美
に
関
す
る
理
論
の
歴
史
と
芸
術
に
関
す
る
理
論

の
そ
れ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
箇
の
道
を
た
ど
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
結
合
の
は
じ
ま
る
の
は
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
こ
と
に
属
す

る
。

　
芸
術
の
実
現
す
べ
き
欝
標
は
美
で
あ
り
、
美
は
芸
術
に
お
い
て
純
粋
な
形
で
現
わ
れ
る
と
い
う
考
え
は
、
学
者
に
よ
っ
て
多
少
の
違
い

は
あ
る
に
せ
よ
、
ほ
ぼ
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ソ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
ま
で
一
貫
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
背
後
に
は
い
う
ま
で
も
な
く
古
典

ギ
リ
シ
ア
の
美
徳
こ
そ
莫
が
典
型
的
な
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
古
典
主
義
農
芸
衝
重
が
横
わ
っ
て
い
る
。

　
美
を
美
的
理
念
（
構
想
力
の
内
的
直
観
）
の
表
現
と
規
定
す
る
に
せ
よ
、
理
念
の
感
性
的
顕
現
と
規
定
す
る
に
せ
よ
、
現
象
に
お
け
る

自
由
と
す
る
に
せ
よ
、
美
は
或
理
念
的
な
も
の
、
普
遍
的
な
も
の
、
超
感
性
的
な
も
の
が
、
燗
別
的
、
特
殊
的
、
感
性
的
な
も
の
に
即
し

て
直
観
さ
れ
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
美
を
悟
性
的
認
識
や
道
徳
的
実
践
か
ら
区
別
し
、
直
観
と
結
合
せ
し
め
る
な
ら
ば
、
直
観

の
対
象
と
し
て
の
具
体
的
事
物
が
、
美
の
具
体
化
し
た
も
の
と
し
て
現
に
眼
前
に
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
美
と
芸
術
と
の
緊
密
な
結
合
関

係
は
、
美
の
理
念
が
そ
こ
に
お
い
て
現
実
化
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
古
典
美
術
の
絶
対
性
が
僑
じ
ら
れ
つ
づ
け
る
限
り
存
続
し
つ
づ
け

る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
美
学
と
芸
術
学
と
を
分
離
せ
し
め
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
が
で
て
く
る
背
後
に
は
、
芸
術
の
銘
標
は
美
で
あ
る

と
す
る
、
そ
し
て
具
体
的
に
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
芸
徳
を
芸
術
の
理
想
と
す
る
芸
術
観
へ
の
信
仰
の
崩
壊
と
い
う
事
実
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ

と
に
な
る
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
ま
と
め
方
は
、
巨
視
的
に
み
た
場
合
の
話
で
あ
っ
て
、
芸
術
学
の
実
質
上
の
確
立
者
と
さ
れ
る
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
、

ギ
リ
シ
ア
美
術
の
古
典
性
は
誌
め
つ
つ
も
芸
術
の
湧
標
と
す
る
と
こ
ろ
は
美
で
は
な
い
、
芸
術
は
心
心
り
美
と
は
何
の
関
係
も
な
い
と
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

芸
術
と
は
現
実
の
感
性
的
認
識
活
動
な
の
だ
と
い
う
考
え
を
展
開
し
て
い
る
。
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フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
ゼ
ム
パ
ー
の
様
式
論
に
触
発
さ
れ
て
書
い
た
「
建
築
の
本
質
と
歴
史
に
関
す
る
覚
え
書
」
（
溶
緊
農
9
砂
地
弾
9
爵
竃
械

囲
償
翼
・
じ
◎
〔
茜
ψ
お
サ
ミ
G
。
）
の
中
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
建
築
の
卓
越
性
が
繰
返
し
説
か
れ
て
お
り
、
彼
の
判
断
で
は
建
築
に
関
し
て
は
今
日
ま

で
ギ
リ
シ
ア
の
そ
れ
を
凌
駕
す
る
作
品
は
生
ま
れ
て
い
な
い
と
さ
え
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
ギ
リ
シ
ア
美
術
を
卓
越
し
た
も
の

と
み
な
す
点
で
は
彼
は
古
典
主
義
的
芸
術
観
に
近
い
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
彼
が
美
と
芸
術
と
の
必
然
的
結
合
関
係
を
否

定
し
、
芸
術
の
矯
標
は
美
で
は
な
い
と
す
る
点
で
は
彼
は
古
典
主
義
的
芸
術
観
か
ら
分
れ
て
い
る
。

　
ギ
リ
シ
ア
の
芸
術
が
卓
越
し
た
美
し
さ
を
持
ち
、
比
類
の
な
い
高
さ
に
到
達
し
て
い
る
芸
術
で
あ
る
な
ら
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
芸
術

の
目
標
は
美
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
芸
術
は
、
そ
の
穏
婆
を
達
成
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
美
し
い
の
で
あ
る
と
考
え
ね
ぽ
な
ら
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
に
も
拘
ら
ず
彼
は
芸
術
の
欝
標
を
美
と
は
み
な
さ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ぼ
ギ
ジ
シ
ア
芸
術
の
韮
し
さ
は
ど
の
様
に
説
明
さ

れ
る
の
で
あ
る
か
。

　
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
芸
術
作
晶
の
考
察
は
そ
の
作
品
の
効
果
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
は
じ
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
か
か
る
作
品
を
生
み
出

し
た
人
間
の
活
動
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
洞
察
か
ら
出
発
す
べ
き
だ
と
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
芸
術
と
は
人
間
と
彼
の

周
囲
の
外
界
と
の
対
決
か
ら
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
問
の
精
神
が
、
没
形
式
約
な
混
乱
か
ら
脱
し
て
直
観
的
明
断
さ
を
も

っ
た
世
界
を
自
ら
の
身
心
の
金
力
を
傾
け
つ
つ
形
成
し
て
行
く
作
業
な
の
で
あ
る
。

　
不
明
瞭
で
曖
昧
な
世
界
か
ら
明
晰
で
確
実
な
世
界
へ
と
進
ん
で
行
く
こ
と
が
人
間
の
思
考
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
一
特
色
だ
と
す
れ
ぽ
、

芸
術
と
は
直
接
的
知
覚
の
世
界
を
決
し
て
放
棄
す
る
こ
と
な
く
、
知
覚
そ
の
も
の
の
領
域
の
中
で
明
晰
化
を
求
め
て
行
く
一
種
の
思
考
だ

　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
は
建
築
と
い
う
も
の
も
か
か
る
思
考
の
一
種
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
下
彼
の
考
え
を
ま
と
め
つ
つ
ギ
リ
シ
ア
芸

術
の
卓
越
性
の
問
題
に
立
返
る
こ
と
に
す
る
。

　
「
建
築
芸
術
に
お
け
る
芸
術
的
形
成
過
程
と
い
う
も
の
は
、
必
要
か
ら
生
じ
た
諸
要
求
や
技
術
的
熟
練
や
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
に
対
し

て
外
か
ら
馨
る
形
式
を
押
し
つ
け
る
こ
と
だ
と
い
う
ふ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
我
々
は
建
築
の
形
成



過
程
を
一
種
の
思
考
、
即
ち
建
築
的
形
式
そ
の
も
の
が
そ
れ
（
思
考
）
の
内
容
を
な
し
、
そ
れ
の
前
進
が
次
の
よ
う
な
こ
と
、
つ
ま
り
形

式
が
変
化
し
て
行
く
な
か
で
素
材
や
構
造
が
次
第
に
消
滅
し
、
精
神
に
属
す
る
形
式
の
方
が
益
々
独
立
し
た
存
在
に
な
っ
て
く
る
と
い
う

よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
蝋
種
の
思
考
な
の
だ
と
み
な
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
建
築
的
思
考
と
は
単
な
る
発
明
と
か
結
合
作
用
と

か
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
し
、
与
え
ら
れ
た
法
則
に
従
っ
て
の
形
式
化
と
か
形
成
と
か
で
も
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
唯
一
の
法
則
を
膚
己
自

ら
の
中
に
有
す
る
過
程
な
の
で
あ
る
。
」
し
か
し
こ
こ
で
彼
が
い
う
形
式
と
は
、
彼
農
身
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
「
い
か
な
る
素
材
に
も

束
縛
さ
れ
な
い
独
立
し
た
存
在
を
持
ち
う
る
か
の
如
く
に
」
考
え
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
「
形
式
は
む
し
ろ
素
材
の
中
以
外
の
ど
こ

に
も
そ
の
存
在
を
持
ち
得
な
い
」
も
の
で
あ
る
し
、
「
素
材
は
精
神
に
と
っ
て
単
な
る
形
式
表
患
の
手
段
で
は
な
く
、
そ
こ
に
お
い
で
は

じ
め
て
一
定
形
式
が
存
在
す
る
に
至
る
質
料
な
の
で
あ
る
。
」

　
つ
ま
り
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
と
っ
て
芸
術
と
は
造
形
的
思
考
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
一
種
の
思
考
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
素
材
に
即
し
て
、

素
材
の
中
で
思
考
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
芸
術
が
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
い
う
意
味
で
の
形
式
の
獲
得
と
表
現
を
顕
標
と
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
思
考
の
明
晰
さ
と
同
時
に
思
考
を
推
進
し
て
行
く
力
を
必
要
と
す
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
建
築
の
車
照
性
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
建
築
家
の

美
に
対
す
る
す
ぐ
れ
た
感
覚
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
の
は
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
よ
れ
ぽ
一
向
説
明
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
ギ
リ
シ

ア
建
築
に
対
し
て
美
と
い
う
賓
辞
を
与
え
る
こ
と
は
い
け
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
こ
の
よ
う
な
賓
辞
を
与
え
る
な
ら
、

そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
の
建
築
家
の
芸
術
酌
な
努
力
の
結
果
と
し
て
自
ら
に
し
て
至
っ
た
と
い
う
特
殊
な
意
味
合
い
を
実
際
に
理
解
し
た
上
で

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
美
と
い
う
言
葉
も
、
も
し
我
々
が
美
的
判
断
に
よ
っ
て
あ
る
も
の
を
美
と
み
な
す
時
、

そ
の
判
断
の
対
象
た
る
事
物
が
ど
の
よ
う
な
特
性
を
持
た
ね
ぽ
な
ら
な
い
か
を
具
体
的
に
提
達
し
う
る
の
で
な
け
れ
ぽ
、
単
な
る
曖
昧
な

言
葉
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
ま
り
望
ま
し
い
賓
辞
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
我
々
は
芸
術
形
式
の
中
に
ひ
た
す
ら
精
神

の
生
け
る
活
動
性
を
認
識
す
べ
く
努
め
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
芸
術
の
本
性
は
美
的
享
受
や
美
的
印
象
や
ら
の
分
析
に
よ
っ
て
は
何
ら
説
明

さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
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か
く
て
フ
ィ
1
ド
ラ
ー
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
建
築
が
、
造
形
的
思
考
と
し
て
他
に
類
の
な
い
地
点
に
ま
で
到
達
し
て
い
る
が
故
に
す
ぐ
れ

て
い
る
と
み
な
す
の
で
あ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
建
築
が
美
を
目
標
と
し
、
そ
れ
を
達
成
し
て
い
る
か
ら
他
に
卓
越
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に

は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
美
的
印
象
と
い
う
あ
ま
り
当
て
に
な
ら
な
い
も
の
を
頼
り
に
し
す
ぎ
て
い
る
。
そ
し
て
或
作
品
が
美
的

な
感
情
を
惹
起
し
た
場
合
、
こ
の
作
品
は
美
的
印
象
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
逆
の
推
論
を
す
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な

こ
と
を
い
く
ら
し
て
も
芸
術
と
い
う
人
聞
活
動
の
本
質
は
一
向
に
明
瞭
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
彼
の
基
本
的
な
考
え
方
な
の
で
あ
る
。

　
「
美
的
享
受
の
諸
条
件
を
検
討
し
つ
く
し
、
美
的
満
足
を
ひ
き
起
す
凡
て
の
も
の
に
つ
い
て
考
慮
し
つ
く
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
」
、
そ

の
よ
う
な
も
の
は
所
詮
表
藤
を
な
で
て
い
る
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
或
る
芸
術
作
品
の
美
的
作
用
に
対
す
る
凡
ゆ
る
感
受
性
や
、
こ

れ
ら
作
用
が
基
づ
い
て
い
る
諸
条
件
に
つ
い
て
の
凡
ゆ
る
知
識
な
ど
は
、
我
々
が
精
神
的
学
院
ー
ー
つ
ま
り
こ
の
努
力
の
具
体
的
表
わ
れ

と
し
て
他
な
ら
ぬ
正
に
こ
の
形
式
が
我
々
の
前
に
あ
る
わ
け
だ
が
一
か
か
る
精
神
的
努
力
の
本
性
を
問
題
に
す
る
時
、
も
は
や
何
の
益

す
る
と
こ
ろ
も
な
い
の
で
あ
る
。
人
閣
の
精
神
が
そ
の
直
接
的
知
覚
の
状
態
を
捨
て
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
明
断
化
を
求
め
て
努
力
し
、

そ
し
て
一
つ
の
最
高
の
結
果
に
達
し
て
い
る
の
が
ギ
リ
シ
ア
の
建
築
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
は
ギ
リ
シ
ア
の
建
築
を
美
と
呼
ん
で
も
よ

い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
人
が
美
の
或
法
則
と
み
な
し
て
い
る
均
衡
や
均
整
を
ギ
リ
シ
ア
建
築
が
商
標
と
し
、
そ
し
て
巧
み
に
そ
の
目
標
を

達
成
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
繰
返
し
て
い
え
ぽ
、
人
間
が
そ
の
精
神
的
努
力
の
或
領
域
に
お
い
て
比
類
な
ぎ
成
果
を
納
め

た
と
い
う
認
識
は
、
最
も
純
粋
且
つ
高
貴
な
快
感
情
を
ひ
き
起
す
か
ら
、
か
か
る
努
力
の
成
果
は
我
々
に
美
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
Q
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
考
え
で
は
、
芸
術
作
品
の
真
の
価
値
に
対
応
す
る
真
の
喜
び
は
、
そ
の
作
品
に
よ
っ
て
芸
術
上
の
最
高
の
要

求
が
充
足
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
認
識
か
ら
の
み
生
じ
う
る
の
で
あ
る
（
鴨
書
算
留
ヨ
ぽ
路
雌
蜜
囚
¢
5
。
・
r
窪
・
N
診
紹
）
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
ギ
リ
シ
ア
芸
術
の
卓
越
性
を
誌
め
な
が
ら
、
芸
術
と
美
と
を
同
一
視
す
る
立
場
を
か
た
く

拒
否
し
つ
づ
け
る
理
由
も
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
も
し
我
々
が
芸
術
の
旨
標
は
美
で
あ
り
、
葵
は
芸
術
に
お
い
て
典
型
的
に
且
つ
純
粋

な
姿
で
現
わ
れ
る
と
い
う
考
え
に
立
て
ば
美
学
と
芸
術
学
と
は
合
致
す
る
。
し
か
し
彼
は
そ
の
様
な
立
場
を
拒
否
す
る
か
ら
し
て
、
美
学
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（
4
）

と
芸
術
学
と
は
決
し
て
同
じ
で
は
な
い
と
繰
返
し
説
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
デ
ッ
ソ
ア
ル
や
フ
ィ
1
ド
ラ
ー
の
よ
う
な
考
え
方
が
登
場
し
て
く
る
背
景
に
は
、
古
典
芸
術
に
対
す
る
無
条
件
的
な
信
仰
の
崩
壊

と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
に
触
れ
た
が
、
こ
れ
と
並
ん
で
、
そ
し
て
よ
り
直
接
的
な
も
の
と
し
て
、
形
而
上
学
的
美
学
に
対
す
る
拒
絶
的

態
度
と
い
う
も
の
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
学
問
は
我
々
の
疑
問
を
い
く
ら
か
で
も
解
明
し
て
く
れ
る
も
の
と
一
般
の
人
は
想
像
し
て
い
る
。
勿
論
疑
問
の
内
容
が
問
題
で
あ
る
し
、

学
問
的
に
何
が
疑
悶
乃
至
問
題
か
と
い
う
こ
と
を
見
出
す
こ
と
自
身
、
既
に
学
問
的
な
問
題
な
の
で
は
あ
る
が
、
人
が
平
凡
な
答
を
要
求

し
て
い
る
時
に
偉
界
の
根
源
に
ま
で
醐
っ
て
説
き
起
こ
す
と
い
っ
た
態
度
を
と
る
の
は
、
必
ず
し
も
適
切
な
や
り
方
で
は
な
い
。
デ
ッ
ソ

ア
ル
も
そ
の
『
美
学
及
び
一
般
芸
術
学
嘱
の
第
二
版
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
個
別
的
な
も
の
が
無
媒
介
に
最
も
普
遍
的
な
も
の
と
結
び

つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
説
明
と
い
う
も
の
は
学
問
的
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
（
9
。
。
・
。
。
ぎ
》
。
。
僧
餐
涛
鐸
・
。
｝
岐
凶
⊆
簗
鼠
二
季
零
｝
致
轡
も
・
》
蕉
r

¢
目
O
）
。

　
形
而
上
学
的
美
学
も
多
く
の
真
理
を
蔵
し
て
は
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
美
や
芸
術
の
問
題
を
つ
き
つ
め
て
行
け
ば
、
次
第
に
形
而
上
学
的

な
世
界
に
関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
も
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
様
な
立
場
の
美
学
の
多
く
は
ば
つ
と
燃
え
上
る
だ
け
で
持
続
的

な
熱
と
な
ら
な
い
し
、
人
を
び
っ
く
り
さ
せ
は
し
て
も
陳
述
内
容
の
証
明
を
や
ら
な
い
。
学
問
と
な
る
た
め
に
は
蝋
歩
…
歩
証
明
を
連
結

し
て
行
く
努
力
が
必
要
な
の
だ
と
デ
ッ
ソ
ア
ル
は
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
例
え
ば
ハ
ル
ダ
ー
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
即
ち
ド
イ
ツ
観
念
論
の
美
学
に
と
っ
て
芸
術
と
は
絶
対
者

そ
の
も
の
の
感
性
的
現
象
で
あ
り
、
感
性
的
直
観
の
最
高
の
形
式
で
あ
り
、
美
学
と
は
か
か
る
感
性
的
直
観
の
形
而
上
学
、
つ
ま
り
芸
術

の
形
而
上
学
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
芸
術
と
そ
の
作
品
と
は
絶
対
者
が
自
然
に
お
い
て
自
己
を
産
出
す
る
作
用
を
理
解
す
る
た
め
の
い
わ

ぽ
モ
デ
ル
な
の
で
あ
り
、
自
然
の
現
実
化
は
芸
術
の
天
才
的
産
出
と
の
類
比
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
絶
対
的

理
念
の
現
象
と
い
う
こ
と
が
、
芸
術
の
形
而
上
学
と
し
て
の
思
弁
的
美
学
の
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
（
韻
馨
箆
Φ
び
　
函
彊
ご
ω
θ
　
二
雷
島
　
囚
償
冒
こ
　
ω
。
“
団
願
■
）
。

　
　
　
　
紳
云
術
学
に
つ
い
て
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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五
蒼
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号

一
〇

し
か
し
か
か
る
美
学
も
観
念
論
的
立
場
そ
の
も
の
が
崩
壊
し
は
じ
め
、
新
し
い
手
が
か
り
が
求
め
ら
れ
は
じ
め
る
に
つ
れ
て
解
体
し
て
行

　
　
　
　
　
（
5
）

く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
問
題
は
絶
対
的
な
も
の
か
ら
入
間
の
心
、
生
、
有
限
な
る
主
観
と
い
っ
た
も
の
へ
と
移
行
し
て
行
く
の
で
あ
り
、

反
形
術
上
学
的
立
場
に
立
つ
美
学
が
十
九
世
紀
後
半
に
は
数
多
く
現
わ
れ
て
く
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
研
究
を
行
な
う
際
、
概
論
の
対
象
の
存
在
す
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
対
象
の
存
在
は
研
究
の
過
程

の
中
で
そ
の
姿
を
変
え
て
行
く
に
し
て
も
、
そ
れ
は
対
象
の
姿
が
よ
り
深
い
次
允
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
こ
と
だ
と
確
信
さ
れ

て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
自
然
科
学
者
の
場
合
は
そ
れ
程
意
識
し
つ
づ
け
て
い
な
く
て
も
済
む
よ
う
に
み

え
る
。
し
か
し
精
神
科
学
の
領
域
、
殊
に
も
美
や
芸
術
を
そ
の
掛
買
対
象
と
す
る
世
界
で
は
、
常
に
研
究
者
を
脅
し
つ
づ
け
る
問
題
だ
と

思
わ
れ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
何
を
美
と
思
う
か
、
芸
術
と
は
何
ん
な
も
の
の
こ
と
か
と
問
わ
れ
、
個
人
と
し
て
の
信
念
を
表
明
す
る
だ
け
で
よ
け
れ

ば
簡
単
に
答
え
ら
れ
電
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
信
念
の
根
拠
を
問
わ
れ
、
そ
の
根
拠
を
普
遍
妥
当
的
な
形
式
で
述
べ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と

す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
美
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
芸
術
と
は
ど
の
よ
う
な
人
間
の
産
物
に
つ
い
て
使
わ
れ

る
言
葉
で
あ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
経
験
的
に
大
き
な
合
意
が
人
々
の
間
に
成
立
っ
て
い
る
時
に
は
、
か
か
る
合
意
の
成
立
根

拠
を
粒
会
学
的
、
心
理
学
的
、
乱
筆
学
的
等
々
の
見
地
か
ら
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
か
か
る
広
い
範
囲
に
渉
る
合

意
が
見
当
ら
な
い
場
合
に
は
、
我
々
の
す
る
こ
と
は
個
人
的
信
念
を
ひ
た
す
ら
正
蜜
化
せ
ん
と
す
る
だ
け
の
こ
と
に
終
始
す
る
よ
う
に
思

わ
れ
て
く
る
。
更
に
ま
た
経
験
上
の
事
実
と
し
て
は
、
美
や
芸
術
の
概
念
が
、
個
人
の
創
造
的
な
直
観
に
よ
っ
て
変
形
さ
れ
て
行
く
も
の

で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
し
、
美
や
芸
術
の
問
題
は
天
才
的
個
人
の
儒
念
の
蓑
明
が
、
や
が
て
多
数
の
人
の
賛
同
を
得
て
、
一
般
的
な

信
念
に
ま
で
拡
が
っ
て
行
く
と
い
う
面
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
美
や
芸
術
の
問
題
は
、
自
然
の
客
観
的
存
在
を
扱
う
の
と
は
違

っ
て
、
人
間
精
神
が
創
り
出
し
て
行
く
意
味
的
世
界
に
関
わ
っ
て
い
る
。
意
味
は
創
り
鳩
さ
れ
て
行
く
も
の
で
あ
る
な
ら
、
我
々
と
し
て

は
美
や
芸
備
を
客
観
的
要
素
の
合
成
物
と
し
て
合
理
的
に
説
明
す
る
の
は
や
め
、
た
だ
了
解
す
べ
く
努
め
る
他
は
な
く
な
る
。
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思
弁
的
美
学
に
反
対
す
る
立
場
が
、
美
や
芸
術
の
名
の
下
に
総
括
さ
れ
て
い
る
諸
現
象
の
実
証
的
研
究
に
ま
ず
悟
っ
た
の
は
当
然
の
成

り
行
き
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
美
学
に
対
し
て
芸
術
学
と
い
う
新
し
い
名
称
を
も
つ
学
問
を
対
竃
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
差
当
り
か
か
る
風
潮
の
中
か
ら
生
じ
て

き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
芸
術
学
と
い
う
名
称
が
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
一
般
化
し
て
き
た
こ
と
は
最
初
に
触
れ
た
が
、
こ
の
名
称
が
何
時
、

誰
れ
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
、
美
学
と
い
う
名
称
の
場
合
と
違
っ
て
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
文
芸
史
家
と
し
て

｛者

ｼ
な
ヘ
ル
マ
ソ
・
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
が
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
思
想
に
共
鳴
し
つ
つ
甜
執
筆
し
た
『
反
思
弁
”
的
…
美
学
』
（
一
八
四
五
年
）
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

で
用
い
て
い
る
例
は
、
か
な
り
早
い
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
Q

　
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
は
こ
の
論
文
を
書
く
前
年
に
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
評
価
の
た
め
に
」
と
い
う
論
文
を
書
き
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
擁

護
し
て
い
る
。
彼
は
帰
八
二
一
年
生
ま
れ
で
は
じ
め
は
ベ
ル
リ
ン
、
ハ
レ
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
な
ど
で
哲
学
を
学
び
一
八
四
三
年
頃
か
ら

美
術
史
、
文
芸
史
へ
と
転
じ
て
い
る
。
後
年
ド
レ
ス
デ
ン
の
美
術
館
長
に
な
っ
て
お
り
、
先
述
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
と
親
し
い
関
係
に
あ
り
、

更
に
建
築
家
で
同
時
に
す
ぐ
れ
た
理
論
家
で
あ
っ
た
G
・
ゼ
ム
パ
ー
の
思
想
の
評
価
者
で
も
あ
る
。
ゼ
ム
パ
ー
が
一
八
七
九
年
ロ
ー
マ
で

没
し
た
時
、
彼
は
ゼ
ム
パ
ー
の
業
績
を
讃
え
る
追
悼
文
を
書
き
、
ゼ
ム
パ
ー
の
様
式
論
が
で
て
か
ら
以
後
、
単
に
哲
学
す
る
だ
け
の
美
学

が
も
つ
曖
昧
さ
は
最
早
や
不
可
能
に
な
っ
た
と
述
べ
、
『
反
思
弁
的
美
学
』
で
嘗
っ
て
展
開
し
た
実
証
的
精
神
を
依
然
と
し
て
保
持
し
て

い
る
（
鵠
①
け
9
Φ
『
》
盗
魚
コ
①
ω
。
｝
頃
幽
ぽ
野
ω
■
雛
O
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
の
「
反
思
弁
的
美
学
」
に
つ
い
て
は
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ァ
ー
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
が
、
芸
術
学
の
提
嘱
者
と
し
て
の
彼
の
考

え
を
論
文
そ
の
も
の
に
つ
い
て
ま
ず
眺
め
て
み
る
。

　
彼
は
ま
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
派
の
美
学
渚
F
・
跳
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
思
想
を
次
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
ま
と
め
る
。
即
ち
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー

に
依
れ
ば
思
弁
的
美
学
は
思
惟
と
存
在
と
の
絶
対
的
統
一
と
い
う
形
而
上
学
的
定
理
の
上
に
成
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
凡
て
の
真
理
は
精

　
　
　
　
芸
術
学
に
つ
い
て
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
一
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一
二

神
に
対
し
先
ず
直
接
性
の
形
式
を
と
っ
て
現
わ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
真
理
は
霞
己
を
具
象
化
し
感
性
的
に
現
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
か
る
現
象
が
姜
で
あ
り
、
美
は
限
定
さ
れ
た
現
象
の
形
式
に
お
け
る
理
念
で
あ
る
。
美
は
主
観
と
客
観
と
の
統
一
の
上
に
成
立
つ
が
、

主
客
が
存
す
る
と
こ
ろ
で
は
美
と
並
ん
で
崇
高
と
滑
稽
が
生
じ
て
く
る
。
つ
ま
り
崇
高
で
は
理
想
駒
契
機
が
圧
倒
的
な
力
と
し
て
主
観
の

前
に
現
わ
れ
る
し
、
滑
稽
は
主
観
の
無
限
の
自
由
の
上
に
成
立
つ
。

　
美
の
最
初
の
存
在
形
式
は
無
学
美
で
あ
り
、
こ
れ
は
客
観
性
の
点
で
想
像
力
に
優
る
が
、
想
像
力
は
そ
の
精
神
性
に
よ
っ
て
自
然
美
の

無
意
識
性
に
優
る
。
従
っ
て
想
像
力
が
そ
の
欠
陥
を
補
わ
ん
と
す
る
な
ら
そ
れ
は
客
観
的
と
な
ら
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
こ
の
こ
と
は
素
材
が
想

像
力
の
内
的
形
象
を
再
現
す
る
様
、
加
工
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
が
、
こ
の
活
動
が
芸
術
な
の
で
あ
る
、
云
々
。

　
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
は
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
的
な
思
弁
的
美
学
が
ヴ
ィ
ソ
ケ
ル
マ
ソ
に
由
来
す
る
と
み
な
し
、
こ
の
立
場
は
芸
術
が
不
発
全
な
自
然

を
よ
り
完
全
で
美
し
い
も
の
に
仕
立
て
る
と
い
う
考
え
を
基
本
と
し
て
い
る
と
す
る
。
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
は
自
然
美
の
方
が
芸
術
美
に
優
る
と

　
　
　
　
（
8
）

考
え
て
お
り
、
思
弁
的
美
学
の
立
場
は
自
然
蔑
視
だ
と
み
な
し
て
先
ず
反
擾
す
る
の
で
あ
る
。

　
ム
ソ
ト
の
場
舎
と
同
様
に
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
も
感
性
的
な
直
接
性
に
憧
れ
る
気
持
が
根
本
に
あ
り
、
概
念
的
思
惟
が
感
性
的
直
接
性
に
優
る

と
す
る
立
場
に
同
意
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
感
性
主
義
へ
引
き
寄
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
　
「
人
間
的
な

も
の
こ
そ
神
的
な
も
の
で
あ
り
、
有
限
な
も
の
こ
そ
無
限
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
確
圃
と
し
て
盈
肉
と
化
す
時
、
そ
れ
が
新
し
い

　
　
　
　
　
（
9
）

詩
と
芸
術
の
源
泉
」
で
あ
る
と
彼
も
又
考
え
る
の
で
あ
る
。
愚
弁
的
美
学
は
芸
術
を
自
由
な
感
性
的
景
観
的
思
想
表
現
と
し
て
燃
え
ず
、

精
神
に
よ
る
自
然
の
再
製
・
反
映
と
し
て
、
日
常
歪
な
も
の
の
凝
縮
化
・
理
想
化
と
し
て
甘
え
、
芸
術
を
単
な
る
万
華
鏡
に
し
て
し
ま
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
で
は
思
惟
の
一
般
性
に
お
い
て
舞
曲
を
知
る
と
い
う
の
が
精
神
の
課
題
で
あ
る
が
、
芸
術
は
直
接
的
な
感
性
的
な
知
で

あ
り
、
従
っ
て
精
神
の
世
界
で
は
低
い
次
元
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
も
知
は
分
離

の
立
場
で
あ
る
が
生
は
一
で
あ
る
と
い
っ
た
直
接
性
の
獲
得
を
め
ざ
す
立
場
か
ら
反
対
す
る
。
感
性
的
直
接
的
な
も
の
と
雷
語
と
の
間
に

は
一
方
は
個
別
的
特
殊
的
、
他
方
は
普
遍
的
と
い
っ
た
大
き
な
差
異
が
存
す
る
わ
け
だ
が
、
思
弁
的
美
学
で
は
、
い
つ
で
も
、
そ
し
て
最



初
か
ら
普
遍
者
と
し
て
の
言
語
の
方
が
勝
利
を
納
め
る
こ
と
に
決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
至
心
に
依
る
概
念
的
思
惟
と
精
神

と
は
必
ず
し
も
同
義
で
は
な
い
し
、
言
藷
に
依
存
す
る
思
惟
は
正
に
言
語
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
個
別
者
と
の
間
の
矛
盾
を

解
消
し
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
精
神
は
普
遍
と
個
と
の
間
の
裂
目
を
填
充
せ
ん
と
す
る
が
、
そ
れ
は
色
彩
も
な
く
心
も
な
い
抽
象
に
よ
っ

て
は
果
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
精
神
は
単
に
形
な
く
孤
独
な
言
語
の
中
で
考
え
る
だ
け
で
な
く
、
全
体
と
し
て
、
つ
ま
り
感
性
を
も
ち
精

神
を
も
っ
た
人
間
と
し
て
、
そ
の
全
存
在
を
含
め
て
、
心
と
感
覚
と
を
も
っ
て
考
え
る
。
轡
葉
に
お
い
て
は
感
性
的
で
新
鮮
な
個
体
の
本

性
が
消
滅
し
や
す
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
違
っ
た
や
り
方
で
、
全
存
在
を
以
っ
て
す
る
思
想
・
直
観
・
感
情
を
、
そ
の
全
き
充
実
の

ま
ま
に
眼
前
に
現
わ
れ
る
よ
う
に
表
現
す
る
、
そ
の
よ
う
な
思
考
方
式
・
表
現
方
式
が
芸
術
な
の
だ
と
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
は
考
え
る
。
又
芸
術

は
精
神
の
活
動
で
あ
り
思
考
な
の
で
あ
る
か
ら
、
本
来
普
遍
性
の
要
素
を
自
ら
の
内
に
有
し
て
い
る
と
も
い
う
。
か
く
て
彼
は
芸
術
が
一

種
の
言
語
で
あ
り
、
言
語
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
概
念
的
書
語
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
別
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
で
あ
る
点
に
お
い
て
学
問
的
思
考
を
本
質
的
必
然
的
に
補
足
す
る
も
の
だ
と
ま
で
語
っ
て
い
る
。
芸
術
を
一
種
の
薔
語
と
み
な
す
考
え

は
、
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ァ
：
の
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
自
身
が
書
う
よ
う
に
美
術
史
家
の
ル
モ
ー
ル
か
ら
受
継
い
で
い
る
。
ル

モ
ー
ル
は
、
「
概
念
と
そ
れ
の
正
し
い
取
扱
い
以
外
に
は
い
か
な
る
精
神
生
活
も
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
人
、
凡
ゆ
る
抽
象
的
愚
考
の
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

抵
に
は
必
ず
直
観
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
か
ぬ
人
」
が
い
る
も
の
だ
と
語
っ
て
い
る
。

　
要
す
る
に
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
は
「
芸
術
と
は
雷
葉
で
あ
り
、
雷
葉
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
、
そ
し
て
「
我
々
の
感
性
的
な
思
考
・
感
情
・

直
観
の
感
性
的
表
現
で
あ
る
し
と
し
、
「
か
か
る
個
別
的
感
性
的
内
容
は
、
か
か
る
感
性
的
自
然
形
式
及
び
感
性
的
生
命
形
式
以
外
の
い
か

な
る
や
り
方
で
も
表
現
さ
れ
得
ぬ
が
故
に
、
芸
術
は
か
か
る
形
式
に
お
い
て
語
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
　
「
芸
術
が
感
性
的
・
直
観
的
な

思
考
方
式
乃
至
壷
草
方
式
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
芸
術
に
お
い
て
自
然
尉
象
が
そ
の
核
心
・
本
質
・
一
貫
性
の
点
で
現
わ
れ
て
く

る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
別
に
問
題
で
は
な
く
な
り
、
む
し
ろ
膚
然
の
相
貌
学
的
∴
性
格
学
的
表
現
形
式
自
体
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

つ
ま
り
眼
に
見
え
て
い
る
世
界
そ
の
も
の
、
我
々
の
知
覚
の
世
界
そ
れ
自
体
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
知
覚
自
身
が
哲
学
に
よ
っ
て
深
遠
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な
意
味
を
与
え
ら
れ
な
く
と
も
そ
れ
自
身
で
麿
意
義
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
然
の
感
性
骨
形
態
そ
れ
自
身
が
有
し
て
い
る
深
い

意
味
は
、
事
物
の
現
実
の
物
体
性
そ
の
も
の
に
即
し
て
成
立
つ
の
で
な
く
、
事
物
の
空
間
的
諸
関
係
や
形
式
や
色
彩
や
音
な
ど
の
申
に
存

す
る
。
そ
し
て
芸
術
家
は
こ
の
よ
う
な
自
然
の
感
性
的
形
態
そ
れ
自
身
が
有
す
る
意
味
の
中
で
思
考
し
語
る
の
で
あ
っ
て
、
色
彩
や
形
態

と
い
う
自
然
の
諸
形
式
は
芸
術
家
に
と
っ
て
恰
も
単
語
が
言
葉
を
語
る
人
に
対
し
て
持
つ
の
と
同
じ
価
値
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
芸
術
は
そ
の
紺
碧
を
学
問
の
場
合
の
様
に
自
己
の
外
に
持
つ
の
で
な
く
、
自
ら
の
中
に
有
し
、
又
鮒
象
に
つ
い
て
語
ら
ず
む
し

ろ
対
象
が
行
為
と
行
動
の
中
で
展
開
す
る
と
い
う
点
で
学
問
か
ら
異
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
従
っ
て
芸
術
が
語
る
も
の
は
、
そ
れ
が
現
に
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

ら
れ
て
い
る
形
式
以
外
の
形
式
に
お
い
て
語
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
さ
れ
る
。

　
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
は
概
念
的
な
思
考
が
そ
の
結
果
と
し
て
も
つ
も
の
は
思
想
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
在
の
形
式
を
純
粋
概
念
の
形
式
へ
と
発

散
さ
せ
拡
散
さ
せ
て
し
ま
う
と
考
え
る
。
そ
し
て
か
か
る
概
念
的
思
考
は
、
た
と
え
現
実
の
事
物
を
そ
の
有
限
な
特
殊
性
と
現
実
的
な
存

在
の
姿
に
お
い
て
把
え
且
つ
認
識
す
る
階
で
も
、
や
は
り
こ
の
特
殊
な
も
の
を
普
遍
的
で
理
念
的
な
要
素
へ
と
止
揚
し
、
そ
う
し
て
は
じ

め
て
安
心
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
思
考
に
よ
っ
て
現
象
世
界
に
対
立
す
る
新
し
い
王
国
が
成
立
す
る
。
こ
の
王
国
は
真
理
か
も
知
れ
な

い
が
、
し
か
し
現
実
的
な
も
の
そ
の
も
の
の
申
で
そ
れ
の
形
成
力
と
し
て
、
又
そ
れ
麟
有
の
魂
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
な
真
で
は
な

い
。
つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
思
考
は
真
と
実
在
と
を
単
に
思
考
の
中
で
調
停
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
彼
は
考
え
る
。

　
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
の
か
か
る
雷
葉
の
中
に
は
恵
観
的
な
真
実
と
い
っ
た
も
の
に
対
す
る
い
ら
だ
た
し
い
ぼ
か
り
の
熱
望
が
現
わ
れ
て
い
る
。

直
接
的
無
媒
介
的
な
も
の
へ
の
憧
憬
は
ム
ン
ト
に
も
共
通
す
る
が
、
か
か
る
領
向
は
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
の
世
代
の
一
般
的
傾
向
と
も
考
え
ら

　
（
1
3
）

れ
る
。
彼
は
真
理
と
実
在
と
が
思
考
に
お
い
て
で
は
な
く
現
実
の
現
象
そ
の
も
の
の
中
で
和
解
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
こ
の
よ
う

な
立
場
を
そ
の
出
発
点
と
し
基
本
原
理
と
す
る
の
が
人
間
学
的
な
芸
術
理
論
な
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
単
発
点
の
中
に
あ
る

諸
規
定
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
芸
術
学
に
他
な
ら
ぬ
と
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
理
論
と
歴
史
と
の
極
め
て
密
接
な
関
係
が
生
じ
て
く
る

だ
ろ
う
と
予
測
し
て
い
る
。



　
彼
は
凡
ゆ
る
芸
衛
の
特
殊
的
根
抵
を
な
す
も
の
は
想
像
力
で
あ
る
と
認
定
す
る
。
従
っ
て
彼
の
構
想
す
る
芸
術
学
の
第
一
部
は
想
像
力

を
扱
う
こ
と
に
な
る
。
想
像
力
は
彼
に
よ
る
と
無
意
識
の
霞
然
を
場
と
し
て
活
動
す
る
場
合
と
、
精
神
を
場
と
す
る
時
と
、
両
者
の
中
間

領
域
で
あ
る
感
情
を
場
と
す
る
時
と
が
あ
り
、
自
然
の
諸
形
式
の
中
で
活
動
す
る
場
合
は
造
形
芸
摘
と
な
り
、
自
覚
的
精
神
的
自
然
の
中

で
は
詩
的
芸
術
と
な
り
、
そ
れ
膚
身
中
性
的
で
没
対
象
的
精
神
の
形
式
つ
ま
り
感
性
的
な
音
の
中
で
は
音
楽
と
な
る
。
こ
の
様
な
分
類
の

仕
方
は
彼
自
身
も
認
め
る
よ
う
に
思
弁
的
美
学
と
同
じ
結
果
に
到
達
し
て
い
る
。
た
だ
彼
は
、
か
か
る
分
類
が
自
然
を
変
形
し
、
再
現
し
、

美
化
す
る
と
い
う
形
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
先
に
触
れ
た
自
然
の
性
格
学
的
・
糊
貌
学
的
表
現
方
式
の
中
で
の
思
考
で

あ
り
雷
葉
で
あ
る
点
に
注
自
し
た
上
で
の
、
そ
し
て
又
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
分
類
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
は
芸
術
学

の
第
一
部
た
る
想
像
力
論
は
、
「
想
像
力
の
純
粋
活
動
を
そ
の
対
象
と
す
る
」
た
め
に
、
従
来
の
分
類
と
結
果
的
に
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
彼
が
強
調
し
た
い
こ
と
は
、
彼
の
考
え
る
芸
術
学
の
第
二
部
、
即
ち
表
現
の
問
題
を
扱
う
芸
術
形
式

論
に
お
い
て
よ
り
判
然
と
し
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

　
想
像
力
は
も
の
の
把
握
の
仕
方
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
想
像
力
の
働
く
場
所
が
造
形
的
な
そ
れ
で
あ
る
か
或
は
音
楽
的
で
あ
る
か
詩
的
で

あ
る
か
が
既
に
定
ま
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
に
応
じ
て
種
々
に
分
れ
て
お
り
、
そ
し
て
想
像
力
の
形
象
が
現
実
化
さ
れ
る
に
臨
じ

て
様
々
な
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
を
生
む
こ
と
に
な
る
Q
も
の
の
把
握
と
い
う
こ
と
か
ら
表
現
と
い
う
こ
と
へ
は
ほ
ん
の
一
歩
し
か
な
い
し
、
そ

の
限
り
で
は
両
老
を
分
け
る
と
い
う
の
は
勝
手
な
抽
象
化
と
さ
え
み
え
る
が
、
し
か
し
こ
の
一
歩
は
正
に
質
的
な
一
歩
な
の
だ
と
さ
れ
る
。

即
ち
、
も
の
の
と
ら
え
方
と
い
っ
た
も
の
は
内
薗
性
の
中
で
純
粋
に
自
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
蓑
現
の
問
題
に
あ
っ
て
は
或
る
新
し

い
契
機
、
即
ち
感
性
的
物
質
と
そ
れ
の
技
術
的
処
理
の
問
題
が
加
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
第
一
部
の
想
像
力
の
様
々
な
形
式
の
性
格
学

は
単
に
心
理
学
的
に
そ
れ
ら
の
内
的
必
然
性
と
区
分
と
を
明
ら
か
に
す
れ
ぽ
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
第
二
部
で
は
、
か
か
る
想
像

力
の
動
き
、
つ
ま
り
構
想
と
い
う
も
の
が
自
己
を
そ
こ
に
お
い
て
表
現
す
べ
き
技
術
や
物
質
に
よ
っ
て
本
来
い
か
に
制
約
さ
れ
て
い
る
か

が
重
要
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
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ヘ
ッ
ト
ナ
ー
は
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
が
美
術
の
問
題
に
対
し
て
深
く
洗
練
さ
れ
た
眼
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
芸
術
作
土
の
内
的
欠
陥
は

同
時
に
技
術
の
欠
陥
で
あ
り
、
凡
ゆ
る
芸
術
形
成
の
性
格
は
必
然
的
に
技
術
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
な
が
ら
か
か

る
問
題
を
そ
の
美
学
体
系
の
中
で
正
当
に
扱
っ
て
い
な
い
の
を
難
じ
て
い
る
。
異
っ
た
技
術
に
は
異
っ
た
表
現
方
式
が
対
応
す
る
の
で
あ

る
。
彫
塑
に
お
け
る
素
材
や
そ
れ
の
処
理
、
例
え
ば
大
理
石
と
か
ブ
ロ
ン
ズ
と
か
テ
ラ
コ
ッ
タ
、
或
い
は
絵
画
に
お
け
る
カ
ン
バ
ス
や
木

や
石
、
テ
ン
ペ
ラ
・
ブ
レ
ス
凝
・
油
・
モ
ザ
イ
ク
と
い
っ
た
問
題
は
、
芸
術
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
樋
合
す
れ
ぽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

芸
術
は
素
材
の
許
す
範
囲
内
で
し
か
表
現
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
物
質
は
思
想
の
表
現
形
式
に
と
っ
て
徹
底
的
に
規
定
的
な
の
で
あ
る
。

佃
別
的
に
は
っ
き
り
と
規
定
さ
れ
た
一
つ
の
思
想
と
い
う
も
の
は
、
正
に
こ
の
物
質
に
お
い
て
の
み
表
現
さ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の

物
質
の
中
で
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
物
質
的
素
材
の
本
性
は
罷
め
て
強
力
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
本
性
は
自
ら
の
効
果
を
達
成
す

る
た
め
に
は
モ
デ
ル
か
ら
の
（
い
わ
ゆ
る
模
倣
的
芸
術
の
場
合
）
意
識
的
離
脱
を
さ
へ
求
め
る
程
で
あ
る
。
臨
然
を
そ
の
ま
ま
型
取
り
す

る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
作
品
を
構
成
す
る
素
材
自
身
の
要
求
と
作
用
と
を
見
誤
っ
て
い
る
か
ら
異
様
で
醜
悪
な
の
で
あ
る
。
芸
術
作

品
の
形
成
に
際
し
て
は
凡
ゆ
る
場
合
に
描
写
形
式
と
は
別
の
素
材
と
い
う
も
の
が
頭
を
擁
げ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
素
材
の
内
的

な
要
求
が
充
た
さ
れ
る
か
蔑
ろ
に
さ
れ
る
か
に
従
っ
て
作
品
全
体
の
現
象
も
具
合
よ
く
な
る
か
或
い
は
阻
害
さ
れ
る
か
す
る
の
で
あ
る
。

素
材
の
か
か
る
要
求
を
追
求
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
だ
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
頑
固
で
形
態
の
定
ま
ら
な
い
素
材
と
い
う
も
の
が
芸

術
を
制
約
し
て
い
る
と
い
う
感
情
は
、
人
問
の
意
識
の
中
に
沈
澱
し
て
一
つ
の
習
慣
を
形
成
し
、
素
材
の
内
的
な
要
求
に
紺
し
て
柔
順
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ら
し
め
る
が
、
か
か
る
物
質
と
人
間
と
の
親
和
関
係
が
様
式
の
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
芸
術
理
論
が
か
か
る
素
材
の
制
約
と

い
う
も
の
を
徹
底
的
に
追
求
す
べ
き
だ
と
す
る
と
、
芸
術
理
論
と
は
様
式
の
本
質
に
関
す
る
理
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
ヘ

ッ
ト
ナ
ー
が
考
え
る
階
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
物
質
に
よ
っ
て
一
方
的
に
芸
術
が
規
定
さ
れ
て
し
ま
い
、
創
作
の
霞
由
が
制
賑
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
は
し
な
い
。
た
だ
彼
は
、
芸
術
と
い
う
も
の
に
お
い
て
は
思
想
が
素
材
の
制
約
の
中
で
明
晰
な
自
己
完
結
的
な
自
由
な

姿
を
と
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
姿
を
と
っ
た
時
に
の
み
芸
術
と
し
て
存
在
す
る
の
だ
と
雪
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
か
か
る
世
界



で
は
技
術
と
様
式
論
的
法
則
と
は
芸
術
創
造
そ
の
も
の
の
一
部
分
な
の
で
あ
っ
て
、
実
践
的
技
術
的
行
為
そ
の
も
の
が
芸
術
の
性
格
を
規

定
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
が
芸
術
の
概
究
に
と
っ
て
は
大
切
な
の
で
あ
っ
て
、
芸

術
活
動
の
外
に
想
定
さ
れ
た
世
界
観
と
か
精
神
的
内
容
と
か
に
よ
っ
て
芸
衛
固
有
の
内
容
を
説
明
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

芸
術
的
内
容
と
は
物
質
の
中
で
思
考
し
つ
つ
次
第
に
明
確
に
な
っ
て
く
る
も
の
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
彼
は
詩
の
質
料
は
想
像

力
で
は
な
く
て
言
葉
そ
の
も
の
だ
と
考
え
る
。
雷
葉
は
詩
人
に
と
っ
て
任
意
の
記
号
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
彼
を
撮
う
も
の
で
あ
り
、

彼
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
詩
は
言
葉
に
お
い
て
表
現
し
う
る
も
の
し
か
表
現
し
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
詩
が
他
の
諸
芸
術
固
有
の
凡

ゆ
る
効
果
を
凡
て
意
の
ま
ま
に
表
現
し
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
は
凡
ゆ
る
芸
術
が
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
言
葉
を
語
り
つ
つ

互
に
調
憩
し
合
っ
て
全
体
的
な
効
果
を
あ
げ
る
だ
ろ
う
と
い
う
希
望
を
捨
て
て
は
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
希
望
そ
の
も
の
を
芸
術

学
の
出
発
点
に
せ
ず
、
個
々
の
芸
術
的
個
性
そ
の
も
の
の
把
握
に
努
め
る
こ
と
が
差
当
り
の
課
題
で
あ
っ
て
、
も
し
描
写
の
本
質
を
物
質

の
本
性
や
そ
の
独
立
し
た
権
利
か
ら
導
き
嵐
す
こ
と
が
真
の
意
味
に
お
い
て
達
成
さ
れ
た
な
ら
、
そ
れ
は
描
写
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
真

の
芸
術
的
な
も
の
に
対
し
て
も
眼
を
開
い
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
ど
れ
程
粗
野
な
経
験
主

義
だ
と
非
難
さ
れ
よ
う
と
も
、
入
は
普
遍
的
な
も
の
に
よ
っ
て
個
別
的
な
も
の
を
圧
殺
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
芸
術
の

永
遠
な
形
式
と
い
っ
た
も
の
も
個
々
の
芸
術
の
最
も
内
的
で
本
来
的
な
塞
質
そ
の
も
の
か
ら
導
き
出
さ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
凡
ゆ
る
個
々

の
芸
術
に
普
ね
く
行
き
わ
た
る
柔
な
形
式
区
分
と
い
っ
た
も
の
は
芸
術
に
圧
力
を
加
え
る
論
理
的
図
式
主
義
だ
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。

　
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
は
個
別
的
で
同
時
に
普
遍
的
な
様
式
法
楽
と
い
っ
た
も
の
の
追
求
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
や
は
り
ル
モ

ー
ル
の
思
想
で
あ
り
、
同
時
に
後
年
シ
ュ
マ
ル
ゾ
ー
が
造
形
法
則
の
問
題
と
し
て
『
芸
術
学
の
基
礎
概
念
』
に
お
い
て
徹
底
的
に
考
察
し

た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
又
芸
備
学
の
問
題
は
作
品
が
皿
個
の
有
機
体
で
あ
り
、
そ
の
ど
の
一
帯
分
も
全
体
の
譜
調
を
破
壊
す
る
こ
と
な
し

に
は
変
更
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
だ
と
い
う
蒔
に
は
、
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ル
が
『
芸
術
と
真
理
』
に
お
い
て
述
べ
て
い
る

芸
箭
学
の
理
念
に
近
い
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
。

97

芸
術
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ヘ
ッ
ト
ナ
ー
は
物
質
と
創
造
的
な
芸
術
家
の
主
体
と
が
触
れ
合
い
、
一
つ
の
調
和
的
状
態
に
達
す
る
と
こ
ろ
に
墨
縄
が
生
ま
れ
る
と
す

る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
に
は
一
種
の
客
観
的
な
造
形
法
即
と
い
う
も
の
が
指
摘
で
き
る
と
み
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
造
形
法
剛
を
呼
鈴
す

る
の
が
芸
術
学
の
形
式
論
的
部
門
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
造
形
法
劉
と
い
っ
た
も
の
は
や
は
り
綱
々
の
芸
衛
に
と
っ
て
は
外
的
で

あ
り
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
。
形
式
は
そ
の
形
式
の
中
で
創
造
的
に
働
い
て
い
る
内
容
を
通
じ
て
の
み
生
命
を
得
る
の
で

あ
る
。
形
式
は
い
わ
ぽ
造
形
法
則
と
し
て
超
歴
史
的
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
生
命
あ
ら
し
め
る
息
吹
は
歴
史
的
内
容
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
彼
は
芸
術
的
表
現
の
中
に
は
二
つ
の
契
機
が
指
摘
で
き
る
と
い
う
。
一
つ
は
造
形
法
剛
で
あ
り
他
は
歴
史
的
生
そ
の
も
の
と
し
て

流
動
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
歴
史
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
歴
史
的
な
考
察
の
対
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
超
歴
史
的
な
も
の
と
歴
史

的
な
も
の
と
が
交
錯
す
る
と
こ
ろ
に
芸
術
の
生
き
た
姿
が
あ
る
と
み
る
わ
け
で
あ
る
。

　
彼
は
歴
史
的
な
も
の
と
超
歴
史
的
な
も
の
と
の
芸
術
に
お
け
る
結
合
を
様
式
と
い
う
名
で
呼
ぶ
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
し
て
又
芸
術
学
の

研
究
は
そ
の
様
式
な
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、
芸
術
学
は
歴
史
的
部
門
と
理
論
的
部
門
と
が
有
機
的
に
結
合
さ

れ
る
時
に
の
み
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
『
反
思
弁
的
美
学
』
の
終
り
で
美
学
と
美
術
史
と
は
二
つ
の
別
々
の
学
問
で
は
な
く
、
一

つ
の
有
機
的
な
芸
術
学
の
異
っ
た
枝
で
あ
り
、
芸
衛
学
の
二
つ
の
部
分
に
す
ぎ
な
い
と
語
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
内
容
の
論
文
を
、
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ァ
ー
は
、
当
時
徐
々
に
生
じ
て
き
た
疑
惑
、
つ
ま
り
思
弁
的
方
法
の
原
理
的
欠
陥
や
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
ユ
）

科
学
性
・
不
毛
性
に
慰
す
る
反
省
を
告
げ
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。

　
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
『
将
来
の
哲
学
の
根
本
問
題
臨
の
中
で
「
古
い
絶
対
哲
学
は
感
窟
を
現
象
、
有
限
性
の
領
域
へ
の
み
逐
い
や
り
、

し
か
も
そ
れ
は
こ
の
事
に
矛
盾
し
て
絶
対
的
な
る
も
の
、
神
的
な
る
も
の
を
芸
術
の
対
象
と
し
て
規
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
芸
術

の
対
象
は
視
覚
の
、
聴
覚
の
、
感
情
の
対
象
で
あ
る
。
…
…
芸
術
が
真
理
を
感
性
的
な
も
の
に
お
い
て
描
写
す
る
と
い
う
雷
葉
は
、
正
し

く
と
ら
れ
表
現
さ
れ
る
な
ら
、
芸
術
は
感
性
的
な
る
も
の
の
真
理
を
描
写
す
る
と
い
う
こ
と
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
芸
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
工
）

が
感
性
の
形
式
に
お
い
て
描
写
す
る
も
の
は
、
こ
の
形
式
と
離
し
得
な
い
感
性
の
固
有
な
本
質
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
語
る
Q



99

　
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ァ
：
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
感
性
主
義
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
へ
の
信
仰
が
崩
れ
は
じ
め
、
そ
れ
が
又
芸
術
理
論

の
完
全
な
変
更
及
び
実
価
の
芸
徳
活
動
の
変
更
を
ひ
き
起
す
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
受
継
ぎ
つ
つ
美
学
の

改
革
を
試
み
た
の
が
ヘ
ッ
ト
ナ
；
で
あ
っ
て
、
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
は
好
ん
で
人
間
学
と
し
て
自
己
を
特
徴
づ
け
よ
う
と
し
た
当
時
の
新
し
い
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

証
主
義
の
原
理
を
、
こ
の
か
な
り
包
括
的
な
論
文
（
反
思
弁
的
美
学
）
の
中
で
展
開
し
よ
う
と
努
め
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
既
に
要
約

し
た
部
分
の
は
し
ぼ
し
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
の
立
場
は
、
彼
が
批
判
し
た
思
弁
的
美
学
、
殊
に
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

か
ら
脱
却
し
て
は
い
な
い
。

　
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ァ
ー
は
、
　
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
の
申
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
の
つ
な
が
り
を
認
め
つ
つ
、
同
時
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
根
強
い
影

響
を
認
め
て
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

　
即
ち
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
共
に
感
性
的
個
別
的
存
在
を
真
に
現
実
的
な
存
在
と
み
な
す
の
で
あ
る
か
ら
、
直
観
的
形

態
を
作
り
出
す
芸
術
は
非
直
観
的
な
概
念
操
作
を
す
る
学
問
に
対
し
て
ず
っ
と
優
位
に
あ
る
。
芸
術
は
認
識
で
あ
り
、
し
か
も
抽
象
的
で

な
く
個
別
的
な
生
の
新
鮮
さ
に
み
ち
た
も
の
と
し
て
、
学
問
的
思
惟
を
本
質
的
に
補
足
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
芸
術
の
欠
点

と
み
な
し
た
も
の
は
む
し
ろ
芸
術
の
長
所
な
の
だ
と
い
う
時
、
彼
は
明
ら
か
に
感
覚
主
義
的
・
実
証
主
義
的
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
結
び

つ
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
例
え
ば
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
が
理
念
と
感
性
的
有
限
的
事
物
と
の
闘
の
関
係
は
様
々
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
美
的
基
本

概
念
の
諸
形
態
は
理
性
と
個
別
的
存
在
と
が
そ
れ
ぞ
れ
占
め
る
位
琶
の
絹
違
か
ら
生
じ
て
く
る
と
す
る
時
、
こ
れ
は
へ
！
ゲ
リ
ァ
ソ
の
や

り
方
で
あ
り
、
直
接
に
は
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
を
受
入
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ァ
ー
の
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
批
判
は
詳
細
を
極
め
て
い
る
。
例
え
ば
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
が
「
芸
術
は
美
を
産
出
す
る
た
め
に
あ
る
の
で

も
な
く
、
又
そ
の
産
物
（
芸
術
作
品
）
の
美
し
さ
に
お
い
て
自
然
を
凌
駕
せ
ん
が
た
め
に
あ
る
の
で
も
な
い
。
芸
術
は
快
楽
主
義
的
な
騒

的
で
は
な
く
て
理
論
的
な
目
的
を
持
ち
、
思
想
表
現
の
器
官
で
あ
り
一
種
の
言
語
で
あ
っ
て
享
受
で
は
な
く
、
洞
察
を
伝
達
す
べ
き
も
の

で
あ
り
な
が
ら
し
か
も
単
に
抽
象
的
表
現
や
概
念
を
表
わ
す
齎
常
的
言
語
と
は
反
対
に
感
性
的
認
識
の
言
語
な
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る

　
　
　
　
芸
術
学
に
つ
い
て
の
で
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
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○

の
は
正
当
で
は
あ
る
に
し
て
も
こ
れ
は
ル
モ
ー
ル
に
お
い
て
既
に
展
開
さ
れ
た
考
え
で
あ
り
、
芸
術
を
直
観
的
認
識
と
し
て
扱
う
こ
と
は

別
に
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
の
独
創
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
又
芸
術
を
感
性
的
蓄
語
と
み
な
す
立
場
は
一
八
二
三
年
に
出
て
い
る
カ
ト
ル
メ
ー

ル
・
ド
カ
ン
シ
イ
の
「
美
術
に
お
け
る
模
倣
の
本
質
・
心
的
・
手
段
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
」
に
お
い
て
や
は
り
既
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

従
っ
て
感
性
的
個
別
的
雷
語
乃
至
は
表
現
が
存
す
る
と
い
う
事
実
の
指
摘
だ
け
で
は
美
学
を
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
精
神
に
よ
っ
て
作
り

変
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
と
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
系
統
に
属
す
る
ル
ー
デ
ン
や
ク
ヴ
ァ
ン
ト
の
著
作
に
も
同
じ
考
え
が
み
ら
れ
る
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

上
、
愚
弁
的
美
学
に
訣
別
す
る
の
が
昌
的
な
ら
こ
の
点
を
明
確
に
論
ず
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
更
に
又
芸
術
は
人
閲
が
自
然
を
美
し
く
な
い
と
感
じ
、
よ
り
高
く
よ
り
完
全
な
美
を
生
み
出
さ
ん
と
し
て
作
り
出
し
た
の
で
は
な
い
と

い
う
彼
の
説
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
又
、
既
に
ゲ
ー
テ
が
一
七
七
〇
年
頃
書
い
た
と
さ
れ
る
「
ド
イ
ツ
の
建
築
芸
術
に

つ
い
て
」
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
の
如
く
み
て
く
る
と
、
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
の
『
反
思
弁
的
美
学
』
に
は
何
の
と
り
え
も
な
い
よ
う
に
み
え
て
く
る
が
、
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ァ

ー
は
更
に
加
え
て
、
彼
の
根
本
的
な
誤
り
は
美
学
を
芸
備
学
へ
と
解
消
し
て
し
ま
う
点
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
即
ち
ヘ
ヅ
ト
ナ
ー
は
美
学

と
美
術
史
と
は
有
機
的
に
結
舎
さ
れ
て
一
つ
の
芸
術
学
を
な
す
と
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
学
は
、
結
局
美
術
史
を
哲
学
的
に

反
省
し
つ
つ
記
述
す
る
と
い
う
こ
と
に
終
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ァ
ー
は
、
歴
史
的
な
砺
究
と
、
超
歴
史
的
な
法

期
の
研
究
と
を
混
同
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
の
誤
り
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
芸
術
の
歴
史
と
体
系
と
を
結
合
し
よ
う
と
い
う
の

は
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
立
場
で
も
あ
り
、
こ
の
点
で
も
彼
は
彼
の
反
対
し
た
思
弁
的
美
学
の
枠
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ

て
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
の
『
反
思
弁
的
美
学
』
は
、
思
弁
的
方
法
に
対
す
る
不
満
の
表
明
で
は
あ
っ
て
も
真
に
批
判
的
実
証
的
な
形
で
の
抵
抗
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

な
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
古
い
も
の
を
支
え
る
結
果
に
さ
え
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ァ
：
の
ヘ
ッ
ト
ナ
：
評
で
あ
る
。

　
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ァ
ー
自
身
は
美
学
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
る
か
が
問
題
で
あ
る
が
、
彼
は
、
例
え
ば
人
間
の
生
理
学
は
種
族
や

民
族
の
差
異
に
あ
ま
り
心
を
労
し
な
く
と
も
生
理
学
的
人
聞
学
の
基
礎
た
り
う
る
よ
う
に
、
美
学
も
説
明
約
心
理
学
的
人
間
学
の
一
分
科
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と
し
て
、
芸
術
産
出
力
そ
の
も
の
を
覇
越
し
う
る
し
、
こ
れ
は
個
々
の
歴
史
的
活
動
を
顧
慮
す
る
必
要
が
な
く
、
し
か
も
経
験
的
基
礎
を

失
う
お
そ
れ
も
な
い
と
い
う
信
念
に
立
脚
し
て
い
る
Q
つ
ま
り
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ァ
ー
は
心
理
学
的
美
学
は
美
術
史
と
は
関
係
な
し
に
成
立
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

う
る
し
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
美
学
を
推
進
す
る
こ
と
が
差
当
っ
て
問
題
な
の
だ
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
ヘ
ッ
ト
ナ

ー
の
『
反
思
弁
的
美
学
駈
は
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
で
さ
え
耳
を
か
た
む
け
、
絶
え
ず
参
考
に
し
た
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
結
局
の
と

こ
ろ
は
思
弁
的
美
学
の
枠
内
で
思
弁
的
美
学
に
対
し
て
不
満
を
表
明
し
て
い
る
だ
け
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
歴
史
的
に
み
る
限
り
、
ゼ
ム
パ
ー
、
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
、
シ
ェ
マ
ル
ゾ
ー
と
い
っ
た
人
々
は
芸
術
を
そ
の
成
立
の
根
源
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

立
返
っ
て
と
ら
え
直
す
べ
く
努
力
し
た
人
々
で
あ
り
、
又
精
神
的
に
互
に
近
い
と
こ
ろ
に
在
る
。
そ
し
て
芸
術
学
が
こ
れ
ら
の
人
々
に
依

っ
て
実
質
的
に
確
立
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
歴
史
的
な
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
の
関
心
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
人
間
的
行
為
と
し
て
の

芸
術
そ
の
も
の
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
人
間
的
な
る
も
の
へ
の
注
目
が
、
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
に
よ
っ
て
プ

糧
グ
ラ
ム
の
形
で
提
鵠
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
勿
論
か
か
る
人
間
学
的
な
立
場
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
提
唱

さ
れ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
を
芸
術
と
美
の
世
界
の
問
題
と
し
て
美
学
の
改
革
を
提
案
し
た
彼
の
功
績
は
認
め
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
彼
が
『
反
思
弁
的
美
学
』
を
書
い
た
直
接
の
動
機
は
、
ま
ず
美
と
芸
術
と
を
同
一
視
し
た
り
、
芸
術
の
閉
標
は
美
で
あ
る
と
す
る
古
典

主
義
的
美
学
に
反
対
し
た
か
っ
た
こ
と
、
次
に
は
感
性
的
認
識
と
し
て
の
芸
術
の
世
界
を
普
遍
的
な
概
念
の
世
界
に
解
消
し
て
し
ま
い
、

芸
術
を
精
神
的
に
低
次
元
の
も
の
と
み
な
す
立
場
に
反
対
し
た
か
っ
た
こ
と
、
の
二
点
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　
し
か
し
更
に
考
え
て
み
る
と
、
彼
の
思
想
の
根
本
に
は
、
芸
術
に
よ
る
価
値
の
創
造
と
い
う
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

即
ち
美
の
問
題
は
い
わ
ぽ
人
間
の
直
観
的
判
定
の
問
題
で
あ
り
、
芸
術
の
問
題
は
創
作
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
暗
黙
の
前
提
が
あ
り
、
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

ッ
ト
ナ
ー
が
自
分
の
時
代
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
創
造
的
能
力
な
の
だ
と
感
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
「
こ
れ
こ
そ
美
で
あ

る
〕
と
直
観
的
に
判
定
で
き
る
芸
術
を
見
失
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
新
し
い
芸
術
の
出
現
に
対
す
る
熱
望
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

理
論
の
根
底
に
は
直
観
が
あ
り
、
深
い
感
情
的
確
信
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
の
出
発
点
に
は
、
奇
問
に
と
っ
て
美
と
芸
術
と
は

芸
術
学
に
つ
い
て
の
一
考
察

二
一
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齠

何
な
の
か
と
い
う
問
が
あ
り
、
そ
れ
は
個
性
的
に
形
成
さ
れ
た
思
想
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
確
信
が
あ
る
。

　
現
在
の
わ
れ
わ
れ
が
も
し
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
か
ら
何
か
を
学
ぶ
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
彼
の
考
え
を
多
少
変
更
し
つ
つ
美
学
と
芸
術
学
が
入
間

学
と
し
て
統
一
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
美
学
を
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ァ
ー
の
よ
う
に
心
理
学
的
美
学
に

眼
る
必
要
は
な
い
。
グ
ロ
ッ
セ
の
よ
う
に
人
種
学
的
で
も
よ
い
し
或
い
は
社
会
学
的
、
生
理
学
的
美
学
も
あ
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ

ど
の
よ
う
な
美
学
が
樹
て
ら
れ
て
も
、
学
問
的
に
美
を
創
り
出
す
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
美
学
は
我
々
入
間
の
美

的
判
定
能
力
に
つ
い
て
の
、
そ
し
て
又
そ
れ
の
結
果
に
つ
い
て
の
研
究
と
い
う
枠
内
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
　
一
方
芸
術
学
も
芸
術
創
作

を
扱
う
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
結
果
を
了
解
す
る
以
上
に
は
で
ら
れ
ず
、
芸
術
学
的
に
芸
術
作
品
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

従
っ
て
両
者
の
関
係
は
、
恰
度
美
的
判
定
の
能
力
と
創
作
の
能
力
と
が
、
互
に
他
を
予
想
し
合
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
り
、
生
き
た
全

体
を
な
す
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
人
間
の
美
的
芸
術
的
行
為
の
う
ち
、
反
省
的
な
精
神
活
動
を
主
に
考
察
す
る
美
学

と
、
創
作
的
な
精
神
活
動
を
主
に
考
察
す
る
芸
術
学
と
は
互
い
に
他
を
予
想
し
合
っ
て
は
じ
め
て
人
間
の
精
神
的
肉
体
的
活
動
に
つ
い
て

の
全
体
像
を
作
っ
て
行
く
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
美
学
は
主
と
し
て
普
遍
化
を
め
ざ
し
、
美
的
評
価
や
作
晶
の
解
釈
や
創
作
・
享

受
と
い
っ
た
問
題
の
一
般
的
考
察
を
行
い
、
芸
術
学
は
主
と
し
て
個
別
的
な
も
の
の
了
解
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
美
学
と
芸
術

学
と
の
閥
の
緊
張
関
係
が
失
わ
れ
る
時
、
そ
れ
は
グ
ロ
ッ
セ
の
警
告
し
た
よ
う
に
説
明
を
伴
わ
ぬ
空
疎
な
事
実
の
堆
積
と
、
事
実
を
伴
わ

な
い
空
虚
な
理
論
と
な
る
他
は
な
い
。
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
は
、
概
念
を
通
し
て
事
実
を
み
る
の
で
な
く
、
直
接
的
な
事
実

か
ら
理
論
を
構
成
す
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
彼
は
た
だ
新
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
出
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
と
は
い
え
、
美
や
芸
術
の
人

間
学
的
考
察
へ
の
き
っ
か
け
を
作
り
出
し
た
と
い
う
点
で
は
、
近
代
芸
術
学
の
成
立
史
上
決
し
て
無
視
し
得
な
い
地
位
を
占
め
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
　
（
了
）

（
1
）
　
デ
ッ
ソ
ア
ル
の
こ
の
著
作
は
一
九
〇
六
年
の
第
　
版
と
一
九
二
三
年
の
第
二
版
と
で
は
、

　
　
に
関
す
る
変
更
は
な
い
◎

そ
の
内
容
に
大
き
な
変
化
が
あ
る
が
、
序
文
の
部
分
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（
2
）
　
芸
術
学
の
確
立
に
功
績
が
あ
っ
た
と
み
ら
る
べ
き
人
は
、
実
験
美
学
、
下
か
ら
の
美
学
を
唱
え
た
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
だ
と
す
る
見
方
も
あ
ろ
う
が
、

　
　
私
は
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
を
芸
術
学
の
実
質
的
確
立
春
と
す
る
ウ
テ
ィ
ッ
ツ
の
見
解
を
と
る
。

（
3
）
　
フ
ィ
！
ド
ラ
ー
の
こ
の
よ
う
な
基
本
的
態
度
と
極
め
て
近
い
も
の
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
中
に
も
見
幽
さ
れ
る
。

（
4
）
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
芸
術
学
と
い
う
語
は
使
っ
て
い
な
い
。
芸
術
論
、
芸
術
哲
学
と
い
っ
て
い
る
。

戸
5
）
　
ボ
イ
ム
ラ
ー
や
揖
ー
タ
ッ
カ
ー
が
述
べ
る
よ
う
に
、
へ
1
ゲ
ル
や
F
・
篇
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
…
の
美
学
が
革
命
尚
顧
み
ら
る
べ
き
多
く
の
も
の
を

　
　
持
っ
て
い
る
と
い
う
纂
実
は
、
虜
ら
別
問
題
で
あ
る
。

（
6
4
芸
術
学
（
滅
巷
。
。
葺
駆
詰
。
薮
酵
）
の
語
は
、
　
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
の
こ
の
論
文
と
岡
年
に
出
版
さ
れ
た
覧
・
ム
ソ
ト
の
美
学
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
て

　
　
お
り
、
従
っ
て
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
の
臨
旭
紐
照
と
は
考
え
ら
れ
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い
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ィ
…
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バ
ル
ク
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ー
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語
と
思
わ
れ
る
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あ
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。
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学
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○
①
翼
①
ω
鼠
湊
窪
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し
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現
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る
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は
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ロ
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タ
ッ
カ
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に
よ
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と
一
八
四
九
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
芸
術
学
と
い
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語
も
一
八
照
○
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代
の
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じ
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頃
だ
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推
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さ
れ
る
。

（
7
）
訟
品
8
G
。
悟
ぎ
9
ζ
幕
H
誓
。
7
毒
α
q
窪
N
集
目
μ
8
臨
①
自
運
O
r
。
監
置
9
冨
＾
鑓
曽
瓢
回
①
鼻
博
じ
ご
9
囲
■

（
8
）
　
ヘ
ッ
ト
ナ
…
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自
然
愛
は
『
小
論
集
』
中
の
論
文
「
風
景
画
家
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヴ
ィ
ラ
ー
ス
」
な
ど
に
よ
く
出
て
い
る
。
　
「
風
景
画
的
気
分
と

　
　
い
う
も
の
は
、
人
間
が
自
然
の
中
に
自
ら
の
声
な
き
似
姿
を
認
め
、
且
そ
れ
が
客
観
的
自
然
の
生
命
の
国
に
お
け
る
主
観
的
生
命
の
反
映
で
あ
る

　
　
と
い
う
事
実
の
上
に
成
立
っ
て
い
る
。
従
っ
て
ス
ピ
ノ
ザ
の
如
き
人
を
可
能
な
ら
し
め
た
様
な
世
界
観
に
し
て
初
め
て
か
か
る
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
の

　
　
胚
種
を
内
に
蔵
し
う
る
の
で
あ
る
。
」

（
9
）
閃
2
Φ
曾
。
ダ
ω
ぎ
簗
ぽ
ゴ
Φ
芝
・
爵
レ
Φ
嚢
。
・
σ
q
．
く
甲
じ
6
2
｝
嶺
舜
斎
稲
田
■
P
ω
・
詑
。
。
犠
．

（
1
0
）
　
口
簿
ヨ
9
滴
憲
器
ω
停
臨
幽
8
ρ
ω
噸
富
餅

（
1
1
）
　
国
■
宰
■
潤
¢
ヨ
。
芹
”
目
毘
慧
総
冨
閃
。
凪
誇
げ
話
σ
q
①
鍋
ω
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頴
①
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0
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○
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N
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ヘ
ッ
ト
ナ
ー
の
考
え
は
極
め
て
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
近
い
。
フ
ィ
ー
ざ
ラ
ー
は
、
芸
術
に
と
っ
て
は
芸

　
　
術
活
動
の
外
に
あ
る
理
念
を
表
現
す
る
こ
と
が
そ
れ
の
仕
籍
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
芸
術
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三
身
が
理
念
な
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だ
と
い
っ
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い
る
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閃
…
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が
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「
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と
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に
あ
り
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

E｛．　Hettners　Stellung　in　der　Geschichte　der

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Kenjiro　Yoshioka

Kunstwissenschaft

　　D圭e　wissenschaftl圭che　Begriffsわild鵬g　h尊ngt　a穀fs　e簸gste　撫i£i｝1rer

Me出ode　zusammen．　Im　Gebiet　der　Kunst鷲駐d　des　Sch6nen呈st　sie　doch

lmmer　zugleich　von　der　herrschenden　Vorstellung曲er　das　We．sen　der

KuRs宅u盤d　die　Natur　des　kUnstlerlschen　Scha至fens　abhtingig．　We鷺n皿an

glaubt，　daB　der．　Zweck　der　Kunst　d量e　Verwlr憾chung　des　Sch6ne11三st，　sQ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のergib之sich　daraus，　daB　die　Asthetik　nichts　anderes　als　die　Wlssenschaft

des　Sch6nen　und　auch　die　des　Wese嶽s　der　K疑難st　lst．　Aber　die　Kunst，

w呈e（heute　allgemeln　anerkannt，　strebt　nicht　ausschiieBlich　nach　der　Ver－

wirk至ichung　des　Sch6nen，　und　das　Gebie毛des　As宅hetischen　stimmt鷺icht

ganz　mit　dem　des　KU鷺stlerische曲berein。　Um　das　Wese難der　K澱st且och

klarer　zu　machen，　muB　man　dann　el簸e　a簸dere　Wisse鍛schaft　als　die　As－

thetik　entwerfen，　Wenn　sich．　die　Asthetik　auch　letzten　Endes　mit　der

Kunstwissenschaft　decken　w菰rde，　mU8te　manδle　beiden　doch　zunachst

getrenn宅　betreiben．

　　Mi之dieser　Absicht　hat　M．　Dessoir　1906　sein　Buch‘‘Asthetik　und　allge－

meine　Kuns電wisse総schaft　geschriebe鍛，　und　darin　die　Kunstw三sse籍schaf宅

von　der　Asthetik　scharf　abgetrennt　Seitdem　ist　der　Begriff‘‘Kunst－

wissenschaft”immer　allgemeiner　anerkannt　worde難．

　　Aber　frU｝1er，　schon　1845，　hat宅e　H．　Hettner　diese慧Begriff‘‘Kunstwis－

se丑schaft”三n　sei臓er　Schrift‘‘Gegen　die．spekulative　Asthetik”gebraucht．

£rwa捻dte　sich　dari登gegen　die　spekulative　Asthetik，　deren　Vertreter

Hegel　und　F．　Th．　Vischer　waren，　ein，　und　schlug　die　positivistische

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



Forschung　der　Kunst　vor．　Er　verstand　unter　Kttnst　folgendes’　：

　　1．　Da　sich　die　Tatigkeiten　des　menschliehen　Geistes　nicht　nur　im

begr1fflichen　Denken　entfaiten，　sondern　auch　im　！ebendigen　anschauiichen

Bilde，　so　muB　man　die　Kunst　ais　Ausdruck　der　Wahrhelt　des　Si皿iichen’

auffassen．　Was　die　Kunst　in　ihrer　sinnlichen　Form　redet，　das　kann　man

nicht　durch　andere　Mittel　oder　Formen　darstellen．

　　2．　Die　Kunst　ist　eine　Art　von　Sprache，　aber　sie　teilt　uns　nicht　eine

begriffliche　Erkenntnis，　sondern　eine　unmittelbare　anschauliche　Erkennt－

nls　mlt．

　　3．　Fttr　die　Kunst　sind　die　Technik　und　die　Materie，　durch　die　das

Kunstwerk　gestaltet　wlrd，　immer　wesensbestlmmend．　Das　Kunstwerk　wM

nur　das，　was　in　seiner　wirklich－gewordenen　Forrn　und　Farbe　zut　Aus－

spraehe　gekommen　lst，　sprechen，　und　es　will　nur　sich　selbst　bedeuten．

　　Hettner　behauptete，　die　Asthetik　und　Kunstgeschichte　seien　nicht　zwei

von　einander　geschledene’Wissenschaften，　sondern　verschiedene　Zweige

einer　elnzigen，　organischen　Kunstwissenschaft，　d．　h．　die　beiden　Teile

derselben．　Gegen　die　Aufhebung　der　Asthetik　in　die　Kunstwissenschaft

mUssen　wir　einen　Einwand　erheben，　aber　den　anthropologlschen　Stand－

punkt，　auf　dem　Hettner　eine　neue　Wissenschaft　der　Kunst　herzustellen

suchte，　rnttssen　wir　einnehmen　und　noch　weiter　betreiben．　Wir　sehen　in

Hettner　einen　der　Verlaufer　der　heutigen　Kunstwissenschaft．

On　the　Notion　of　Revelation　in　the　Philosophy　of　John　Locke

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tomofumi　Hattorj
i　一　一　一　一　一　一　t　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　i　一　一　一　一　一

This　paper　attempts　to　make　clear　the　foilowing　points　：

1．　The　system　of　the　philosophy　of　John　Loeke　is　based　on　his　Christian

　　faith，　and　his　main　problem　was　both　to　investigate　the　moral　principles

　　and　to　acquire　the　knowledge　of　the　existence　of　God，　as　the　ground　of

　　morality．　This　problem　is　seen　all　through　his　works，　from　his　early

2


