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デ
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こ
こ
で
い
う
「
芸
術
的
価
値
」
と
は
、
あ
る
一
定
の
現
実
が
「
芸
術
的
」
と
呼
ぶ
に
値
す
る
場
合
に
、
そ
の
現
実
の
も
つ
秩
序
の
表
象
、

す
な
わ
ち
、
「
芸
術
的
現
実
」
の
本
質
講
評
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
、
煩
う
し
た
意
味
に
お
け
る
「
芸
術
的
価
値
」
は
「
芸
術
的
現

実
」
を
、
他
の
構
造
を
も
つ
秩
序
（
価
値
）
の
も
と
に
あ
る
諸
現
実
か
ら
区
別
し
、
選
択
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
基
準
と
し
て
は
た
ら
く
。

　
考
察
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
事
柄
は
、
「
芸
術
の
本
質
」
、
あ
る
い
は
「
芸
術
概
念
」
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
「
芸
術
的
価
値
」
と
い
う
概
念
に
固
執
す
る
理
由
は
、
こ
の
概
念
が
具
え
て
い
る
選
択
基
準
と
し
て
の
は
た
ら
き
が
、
自
他
の
判

然
と
し
た
区
別
に
お
い
て
、
芸
術
的
秩
序
を
明
瞭
に
表
象
す
る
こ
と
を
強
い
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
ふ
つ
う

「
芸
術
的
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
の
構
造
を
、
そ
れ
が
成
立
す
る
暴
盤
と
の
関
係
に
お
い
て
理
解
し
つ
つ
、
し
か
も
、
基
盤
を
同
じ
く
す

る
他
の
諸
秩
序
に
対
す
る
構
造
上
の
差
異
性
を
判
弱
に
自
覚
す
る
こ
と
を
う
な
が
す
と
い
う
点
に
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
芸
術
概
念
と
し
て
の
芸
術
的
価
値
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
芸
術
的
現
実
を
、
他
の
構
造
を
も
つ
現
実
か

ら
区
別
す
る
徴
表
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
々
の
芸
術
事
象
の
自
律
的
で
本
質
的
な
評
価
基
準
と
し
て
機
能
す
る
。
ま
た
、
芸
術
的
活
動
の

側
か
ら
み
れ
ぽ
、
実
現
さ
れ
る
べ
き
課
題
の
表
象
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
芸
術
的
価
値
に
関
す
る
若
干
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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さ
て
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
芸
術
概
念
に
関
す
る
問
い
か
け
方
、
す
な
わ
ち
、
芸
術
約
な
る
も
の
を
現
実
そ
の
も
の
の
特
定
の
秩
序
の

あ
り
方
に
見
出
そ
う
と
す
る
問
い
方
は
、
芸
術
に
験
す
る
理
論
の
歴
史
に
お
い
て
、
比
較
的
新
し
い
時
代
に
提
畠
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

類
◎
震
巴
閃
δ
象
興
（
H
o
Q
駆
同
～
μ
O
Q
⑩
㎝
）
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
設
定
を
根
深
い
と
こ
ろ
が
ら
行
わ
ん
と
し
た
思
想
家
で
あ
っ
た
と
い
え
る
Q

ま
た
、
彼
の
芸
術
問
題
に
関
す
る
貢
献
は
、
こ
の
点
に
重
点
を
潔
い
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
ま
ず
、
間
題
の
な
り
た
ち
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
い
か
な
る
思
想
状
況
の
も
と
で
、
芸
術
に
関
す
る
耀
い
を
設
定
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
少
し

ぽ
か
り
述
べ
て
先
に
進
み
た
い
。

　
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
思
想
形
成
が
行
わ
れ
た
階
期
の
思
想
界
に
あ
っ
て
は
、
発
展
す
る
経
験
諸
科
学
の
成
果
が
も
た
ら
す
さ
ま
ざ
ま
な
意

味
を
度
外
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
特
に
、
経
験
科
学
の
成
果
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
価
値
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
と
い
う

闇
題
が
念
頭
に
の
ぼ
っ
た
。
矯
然
科
学
的
実
在
へ
の
関
心
は
、
　
ロ
ー
マ
ン
主
義
的
な
世
界
観
の
退
潮
を
も
た
ら
し
、
芸
術
に
関
す
る
問
題

領
域
に
あ
っ
て
も
、
芸
術
的
な
る
も
の
が
理
念
的
な
価
値
序
列
の
内
部
に
お
い
て
位
鐙
づ
け
ら
れ
た
り
、
形
而
上
学
的
な
世
界
観
の
構
造

と
の
類
比
対
応
か
ら
規
定
さ
れ
る
、
と
い
う
方
向
か
ら
視
線
が
転
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
早
期
に
お
い
て
は
、
自
然
科
学
的
真
、
躍
然
科
学
的

実
在
に
対
し
て
、
美
や
芸
術
を
ど
の
よ
う
に
位
概
づ
け
る
か
と
い
う
課
題
が
お
の
ず
か
ら
生
じ
て
き
た
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
ロ
ッ
ツ
ェ

の
よ
う
な
人
は
、
理
論
的
認
識
の
関
わ
る
存
在
の
領
域
に
対
し
て
、
価
値
の
領
域
を
分
離
し
、
分
離
さ
れ
た
価
値
の
領
域
に
美
的
な
る
竜

の
を
位
澄
づ
け
た
。
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
薩
接
経
験
科
学
の
方
法
を
芸
術
に
対
し
て
適
用
し
た
。
ま
た
別
の
方
向
に
お
い
て
は
、
合
理
的
に
秩

序
づ
け
ら
れ
る
現
実
に
対
し
て
、
そ
こ
か
ら
は
み
出
し
た
非
合
理
的
な
現
実
に
芸
術
を
関
係
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
を
認
め
よ

う
と
し
た
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
秩
序
あ
る
現
実
、
あ
る
い
は
実
在
に
対
し
て
通
路
を
も
つ
も
の
は
理
論
的
な
認
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
認
識
の
領
域
が
ま
ず
認
め
ら
れ
た
上
で
、
美
や
芸
術
の
問
題
が
そ
れ
と
は
別
の
次
元
で
考
え
ら
れ
る
か
、
そ
う
で
な
い
と
き

は
、
一
貫
し
た
経
験
科
学
的
態
度
が
芸
術
の
問
題
に
対
し
て
も
と
ら
れ
た
と
い
え
る
。
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と
こ
ろ
で
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
生
涯
を
か
け
た
問
題
は
、
芸
術
的
な
る
も
の
の
あ
り
か
を
論
証
的
認
識
の
関
わ
る
実
在
を
ま
ず
念
頭
に

置
い
た
上
で
、
そ
れ
と
は
別
の
次
元
に
求
め
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
芸
術
を
経
験
的
科
学
の
対
象
と
す
る
の
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
当

時
の
思
想
的
大
勢
が
芸
術
に
対
し
て
採
っ
た
の
と
は
異
っ
た
関
心
に
お
い
て
芸
術
的
な
る
も
の
の
解
明
と
位
置
づ
け
を
行
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
芸
徳
的
秩
序
を
科
学
的
認
識
の
も
た
ら
す
秩
序
と
は
異
っ
た
自
律
的
な
秩
序
と
し
て
認
め
つ
つ
、
し
か
も
同
レ
ベ
ル
に

お
い
て
対
等
に
益
び
た
つ
も
の
と
し
て
位
観
づ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
課
題
は
、
科
学
に
対
す
る
認
識
論
、
と
い
う
関

係
と
同
一
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
観
点
を
芸
術
に
対
し
て
と
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
芸
術
の
構
造

を
科
学
そ
の
も
の
の
構
造
と
同
～
号
し
て
、
前
記
を
後
者
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
し
え
た
と
す
る
こ
と
と
は
無
縁
で
あ
る
。

（
当
時
の
膚
然
主
義
的
芸
術
思
潮
は
、
こ
の
よ
う
な
不
轟
な
周
一
視
に
も
と
づ
い
て
い
た
と
い
え
る
。
）

　
認
識
論
的
観
点
が
学
的
認
識
の
妥
当
性
を
問
う
と
い
う
意
味
に
お
い
て
認
識
的
価
値
を
問
題
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ぽ
、

（
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ぽ
）
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
同
様
の
関
係
に
お
い
て
、
芸
術
的
価
値
を
認
識
論
約
に
解
明
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
パ
か
　
く
犀
貯
捜
匹
団
団
O
び
蟻
⇔
O
プ
捗
Φ
＜
◎
H
ω
紳
Φ
遣
q
昌
σ
q
〈
○
昌
層
く
の
Q
自
①
昌
山
①
珊
閑
嬬
鐸
ω
け
〉
》
〈
Φ
一
瓢
9
ゆ
臨
α
q
①
饗
Φ
一
P
餌
瓢
Φ
H
犀
Φ
離
ゆ
昌
①
種
｛
①
ω
け
の
侍
①
び
⑦
昌
L

α
興
じ
d
Φ
σ
Q
醜
崔
く
O
雛
囚
¢
器
ジ
〈
講
義
b
d
⑦
σ
Q
灘
｛
号
H
閑
茸
ω
3
①
一
げ
ω
ジ
盒
残
夢
濃
霧
響
震
ジ
〈
伍
興
譲
国
ユ
9
。
。
。
冨
を
①
訴
〉
と
い
っ

た
表
現
を
与
え
つ
つ
問
題
と
し
た
の
は
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
「
芸
術
的
緬
値
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
し
か
し
私
見
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
な
し
え
た
こ
と
は
、
右
の
よ
う
な
問
題
を
設
定
す
る
こ
と
の
正
当
性
を
承
認
さ
せ
る
た
め

の
基
礎
作
業
を
行
い
、
芸
術
的
鱒
値
そ
の
も
の
の
自
簿
的
な
講
造
を
考
察
す
る
糸
口
を
確
認
す
る
に
至
ら
し
め
た
点
に
あ
る
と
思
う
。
そ

し
て
、
芸
徳
問
題
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
軸
に
し
て
、
芸
術
的
緬
値
そ
の
も
の
を
明
瞭
な
表
象
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
に
成
功
し
、

実
り
豊
か
な
芸
衛
理
論
へ
の
展
開
を
方
向
づ
け
た
の
は
》
’
譲
賦
Φ
げ
鑓
鼠
（
H
O
O
駆
¶
～
H
り
鱒
ド
）
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
以
下
、
両
者
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
を
も
と
に
、
留
頭
で
述
べ
た
間
題
を
二
人
の
思
想
家
を
導
き
の
糸
と
し
て
若
干
考
察

し
て
み
た
。
こ
の
作
業
は
同
時
に
右
で
述
べ
た
よ
う
な
観
点
か
ら
の
両
者
に
対
す
る
筆
者
自
身
の
解
釈
の
基
本
線
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
芸
術
的
価
値
に
関
す
る
若
干
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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だ
か
ら
論
述
に
あ
た
っ
て
は
、
問
題
の
解
決
を
構
想
す
る
た
め
の
叙
述
が
、
同
時
に
、
そ
の
た
め
の
導
き
と
し
た
思
想
の
解
釈
で
あ
る
よ

う
に
工
夫
し
た
。
こ
の
こ
と
は
著
述
を
部
分
的
に
引
用
す
る
こ
と
が
か
え
っ
て
論
述
の
煩
雑
さ
や
、
誤
解
を
引
趨
す
よ
う
な
思
想
家
に
関

し
て
語
る
こ
と
に
適
す
る
と
思
っ
た
。

　
次
の
章
に
お
い
て
ま
ず
、
芸
術
的
甑
値
の
自
簿
的
構
造
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
い
か
な
る
前
提
や
、
先
入
見
、
あ
る

い
は
根
本
的
な
価
値
観
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
も
と
づ
き
つ
つ
考
え
た
。

二

　
わ
れ
わ
れ
は
「
芸
術
し
と
い
う
言
葉
や
、
「
芸
術
的
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
「
芸
術
的
し
と
名
づ
け
て
い

る
活
動
や
活
動
の
所
産
、
あ
る
い
は
経
験
を
も
っ
て
い
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
「
芸
術
的
」
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
他
の
経
験
の
構
造
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
経
験
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
そ
う
呼
ぶ
こ

と
の
で
き
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
態
を
「
芸
術
的
」
と
い
う
雷
葉
や
、
「
芸
術
」
と
い
う
欝
欝
で
述
語
づ
け
た
り
、
「
芸
術
的
」
と
い
う
概
念
に

帰
属
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
が
で
き
る
G

　
と
こ
ろ
で
、
「
芸
術
と
は
何
か
」
と
問
う
こ
と
で
、
芸
術
の
本
質
を
問
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
芸
術
的
経
験
に
関
す
る
反
省
が
は
じ
ま
り
、

芸
術
の
本
質
と
意
味
を
よ
り
普
遍
的
に
規
定
せ
ん
と
す
る
作
業
が
始
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
入
が
い
だ
い
て
い
る
芸
術
な
る

概
念
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
そ
れ
を
反
省
的
に
分
析
し
、
他
の
人
々
の
見
解
と
照
ら
し
あ
わ
せ
な
が
ら
、
よ
り
普
遍
的
な
芸
術
と
呼
べ
る
も

の
の
構
造
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
上
で
述
べ
た
よ
う
な
か
た
ち
で
芸
術
の
本
質
を
問
う
と
き
、
こ
の
早
い
方
に
含
ま
れ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
注
意
し
て
お
か
な

け
れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
を
し
て
い
る
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
問
い
の
テ
ー
マ
と
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち

「
芸
術
的
」
と
呼
べ
る
経
験
が
、
構
造
を
異
に
す
る
他
の
経
験
か
ら
区
別
さ
れ
て
、
そ
の
対
象
が
あ
ら
か
じ
め
限
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
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う
と
こ
ろ
に
出
発
点
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
、
す
な
わ
ち
、
急
な
ら
ぬ
芸
術
的
な
る
対
象
を
、
他
の
構
造
を
秀
つ
対
象
か

ら
区
別
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
価
値
尺
度
に
よ
っ
て
、
芸
術
的
な
る
も
の
を
選
択
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

　
な
ぜ
な
ら
、
も
し
も
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
存
在
す
る
と
い
え
る
も
の
が
、
た
だ
「
そ
こ
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
以
外
に
意
味
を
も
た
ず
、

わ
れ
わ
れ
が
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
た
だ
、
そ
の
構
成
要
素
を
分
析
し
、
そ
れ
ら
の
問
に
あ
る
連
関
か
ら
、
そ
う
し
た
存
在
の
構

造
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
探
究
の
対
象
と
は
な
る
こ
と
の
で
き
ぬ
価
値
的
な

も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
芸
術
的
な
る
も
の
」
は
、
た
だ
名
目
的
な
る
も
の
と
し
て
、
も
と
も
と
存
在
性
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
か
、
そ

う
で
な
い
な
ら
ぽ
、
存
在
そ
の
も
の
の
事
実
的
遮
関
か
ら
は
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
厨
的
や
、
纐
鰻
尺
度
か
ら
規
定
さ
れ
る
以
外
に
な

い
か
ら
で
あ
る
Q

　
そ
し
て
、
「
芸
術
的
な
る
も
の
鼠
を
選
び
醸
す
基
準
と
な
る
価
値
尺
度
は
、
多
く
の
場
合
、
主
観
的
な
感
情
の
領
域
に
見
出
さ
れ
る
か
、

あ
る
い
は
、
概
念
的
意
味
と
類
比
約
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
意
味
を
表
添
す
る
役
割
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
価
値
に
認
め
ら
れ
て
き
た
と

い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
感
情
的
価
値
や
象
徴
酌
遠
藤
は
、
芸
術
的
な
る
も
の
と
し
て
の
澱
象
を
借
翻
す
る
基
準
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し

て
措
定
さ
れ
た
対
象
を
分
析
す
る
場
合
の
指
標
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
注
意
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
上
で
述
べ
た
か
っ
た
の
は
、
多
く
の
場
合
、
芸
術
に
関
す
る
反
省
の
繊
発
点
に
お
い
て
、
す
で
に
、
芸
術
的
な
る
も
の
を

規
定
す
る
価
値
基
準
が
、
価
値
基
準
そ
の
も
の
の
反
省
が
行
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で

問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
は
た
し
て
、
そ
う
し
た
価
値
基
準
が
、
芸
術
的
な
る
も
の
の
本
質
と
照
応
す
る
に
足
る
だ
け
自
律
的
で
あ
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
芸
術
的
な
る
も
の
の
規
定
の
仕
方
そ
の
も
の
が
、
芸
術
本
来
の
価
値
を
見
失
わ
せ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
Q

　
右
の
よ
う
な
か
た
ち
で
生
じ
て
く
る
疑
問
の
内
実
を
反
省
す
る
た
め
に
は
、
現
実
と
価
値
、
に
関
す
る
と
ら
え
方
そ
の
も
の
を
吟
味
し

芸
術
的
緬
値
に
闘
す
る
若
干
の
考
察

五
三
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て
み
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
現
実
と
価
値
」
の
と
ら
え
方
に
関
し
て
、
わ
れ
わ
れ
を
導
い
て
き
た
も
の
は
、
わ
れ
わ

れ
に
と
っ
て
「
存
在
』
す
る
と
い
え
る
も
の
の
閾
に
、
実
在
す
る
と
い
う
に
寵
す
る
脈
絡
あ
る
黒
影
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
素

語
に
よ
る
論
証
的
思
考
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
言
語
に
よ
る
論
証
的
思
考
だ
け
が
、
す
ぐ
れ
て
現
実
的
な
る
も
の

（
実
在
）
へ
の
通
路
と
な
る
、
と
い
う
根
源
的
な
言
託
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
的
な
る
も
の
は
、
実
在
的
な

る
も
の
と
は
別
の
領
域
に
認
め
ら
れ
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
、
最
も
実
在
的
な
る
も
の
と
し
て
の
蕩
的
と
し
て
の
為
難
か
ら
、
存
在
が

序
列
づ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
き
た
と
い
え
る
。

　
そ
の
結
果
、
「
芸
術
的
な
る
も
の
」
に
関
し
て
い
え
ぽ
、
現
実
の
実
在
約
購
造
と
は
別
の
領
域
に
あ
る
飯
値
か
ら
、
そ
の
本
質
が
説
明
さ

れ
た
り
、
理
念
約
な
実
在
の
溝
造
に
類
比
さ
れ
得
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
規
定
さ
れ
て
き
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
論
証
的
思
考
を
通
路

と
し
て
、
そ
れ
に
対
鷺
す
る
現
実
一
般
と
い
う
、
い
わ
ば
隠
蔽
さ
れ
た
価
値
観
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
、
「
芸
術
的
な
る
も

の
」
を
存
在
の
現
実
的
な
あ
り
方
を
理
解
す
る
こ
と
か
ら
解
明
す
る
こ
と
を
妨
げ
て
き
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
価
値
」
に
関
す
る
見
方
か
ら
膚
由
に
な
る
こ
と
は
、
論
証
的
思
考
を
通
路
と
し
、
そ
れ
に
対
置
す
る
現
実
一
般
と
い
う

見
解
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
事
態
を
吟
味
し
、
排
除
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
「
芸
術
的
備
値
」
が
「
論
証
的
傭

値
」
な
ど
と
と
も
に
、
現
実
そ
の
も
の
か
ら
成
立
し
て
く
る
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
視
点
を
得
る
こ
と
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

よ
う
な
見
方
か
ら
擦
由
に
な
る
こ
と
が
、
も
ろ
も
ろ
の
国
隣
に
対
す
る
見
解
に
、
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
す
か
、
と
い
う
こ
と
を
一

応
度
外
視
す
る
と
し
て
も
、
少
く
と
も
、
芸
術
的
価
値
を
、
論
証
的
懲
懲
と
と
も
に
、
現
実
の
な
り
た
ち
そ
の
も
の
か
ら
理
解
す
る
視
点

を
与
え
る
と
い
え
る
。

　
そ
の
た
め
に
は
言
語
的
思
考
活
動
だ
け
が
専
有
的
に
そ
こ
へ
と
関
わ
る
こ
と
の
で
き
る
通
路
を
も
つ
実
在
と
い
う
も
の
は
前
提
さ
れ
た

り
、
仮
定
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
論
証
的
思
考
活
動
は
自
己
の
活
動
に
内
在
す
る
秩
序
、
あ
る
い
は
形
式
に
媒
介
さ
れ
る
か
ぎ

り
に
お
い
て
高
度
に
現
実
す
る
と
い
う
に
値
す
る
も
の
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
思
考
の
秩
序
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に
組
み
こ
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
他
の
秩
序
の
も
と
に
縫
か
れ
る
可
能
性
を
も
っ
と
こ
ろ
の
現
実
の
構
成
要
素
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
い

え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
こ
の
章
の
以
下
に
お
い
て
、
右
の
こ
と
が
い
え
る
た
め
の
条
件
を
正
当
に
見
冠
す
た
め
に
、
そ
の
た
め
の
重
要
な
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る

と
考
え
ら
れ
る
次
の
二
つ
の
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
ま
ず
、
論
証
的
思
考
活
動
の
媒
体
と
し
て
の
、
蘭
語
あ
る
い
は
記
号
に
つ
い
て
の
反
省
が
な
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
言

語
の
形
式
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
思
考
活
動
だ
け
が
、
現
実
一
般
を
志
向
す
る
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
工

の
点
は
、
知
覚
や
、
感
性
的
表
象
に
関
す
る
吟
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
知
覚
や
表
象
の
現
実
的
な
あ
り
方
を
反
省
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、

も
し
も
こ
の
こ
と
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
欝
語
形
式
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
概
念
的
世
界
が
、
実
在
性
を
も
つ
唯
一
の
世
界
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
が
否
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
知
覚
や
表
象
の
世
界
に
実
在
性
の
根
拠
が
求
め
ら
れ
た
上
で
、
そ
こ
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
な
が
ら
、

秩
序
あ
る
現
実
が
形
成
さ
れ
る
可
能
性
は
、
や
は
り
、
論
証
的
な
形
式
以
外
に
お
い
て
で
は
な
い
と
、
独
断
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ

る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
欝
語
や
記
号
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
い
え
ぽ
、
言
語
形
式
や
、
記
号
体
系
に
関
わ
る
問
題
は
、
知
覚
や
表
象
が
、
わ
れ
わ
れ

に
与
え
る
と
お
り
に
実
在
と
い
う
も
の
が
な
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
反
省
か
ら
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
知
覚
や
表
象

に
よ
っ
て
実
在
的
な
る
も
の
が
所
有
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
吃
語
を
介
す
る
概
念
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
所
有
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
が
確
僑
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
そ
う
し
た
概
念
の
実
在
性
に
つ
い
て
吟
味
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ

に
お
い
て
注
意
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
概
念
そ
の
も
の
に
実
在
性
が
帰
せ
ら
れ
る
と
い
う
見
解
に
対
し
て
、
他
の
事
解
、
す
な

わ
ち
、
概
念
は
た
だ
精
神
に
よ
る
拙
象
に
す
ぎ
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
表
象
能
力
の
介
入
と
切
り
離
さ
れ
た
独
立
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
と
す
る
他
の
冤
解
が
対
立
的
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
両
方
と
も
、
存
在
者
を
表
示
す
る
普
遍
的
な
手
段
は
雷
語
形
式
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
見
解
に
お
い
て
は
反
省
が
、
す
で
に
高
度
に

　
　
　
　
芸
術
的
価
儒
　
に
関
す
る
若
干
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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展
開
さ
れ
た
概
念
的
思
考
の
領
域
に
お
い
て
始
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
概
念
的
思
考
に
対
す
る
存
在
、
と
い
う
関
係
だ
け
が
、
わ

れ
わ
れ
の
存
在
に
対
す
る
唯
一
の
高
次
な
関
係
で
あ
る
か
の
よ
う
な
事
態
が
、
暗
黙
に
前
提
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、

真
実
在
を
求
め
る
精
神
は
、
そ
の
厨
的
に
至
る
の
に
、
言
語
形
式
に
よ
る
論
証
約
思
考
活
動
以
外
の
通
路
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
な
い
か

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
批
判
す
る
観
点
と
い
う
も
の
は
、
ど
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る

が
、
概
念
的
思
考
活
動
が
展
開
す
る
た
め
の
必
須
条
件
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
欝
欝
や
記
号
に
関
す
る
反
省
が
そ
の
手
が
か
り
を
提
供
す
る
。

そ
し
て
、
言
語
に
よ
る
論
証
的
思
考
そ
の
も
の
の
実
在
に
湿
す
る
糟
対
的
価
値
を
明
証
す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
観
の
枠
組
を
規

定
し
、
し
か
も
、
そ
の
枠
組
を
反
省
す
る
た
め
の
い
わ
ぽ
究
極
の
吟
味
装
躍
と
な
る
べ
き
心
身
関
係
に
関
す
る
反
省
を
、
雷
語
や
記
号
を

め
ぐ
っ
て
行
う
こ
と
を
必
要
と
す
る
が
、
こ
の
論
究
で
は
こ
の
点
に
関
す
る
検
討
の
過
程
を
た
ど
る
こ
と
は
せ
ず
、
た
だ
次
の
点
を
指
摘

す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
す
な
わ
ち
、
欝
語
の
原
現
象
は
あ
く
ま
で
も
「
話
す
し
と
い
う
表
現
運
動
自
体
に
あ
り
、
記
号
と
そ
の
意
味
と
い
う
二
つ
の
要
素
の
二

元
的
分
化
は
、
こ
の
原
現
象
の
反
省
に
よ
る
抽
象
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
故
、
こ
う
し
た
言
語
的
表
現
運
動
欝
体
の
外
部
に

そ
の
存
在
性
が
帰
せ
ら
れ
る
よ
う
な
概
念
内
容
や
存
在
物
が
、
欝
語
に
お
い
て
表
示
さ
れ
、
運
ば
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と

い
う
こ
と
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
　
竃
語
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
事
態
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
言
語
と
い
う
存
在
に
お
い
て
展
開
さ
れ
得
る

か
ぎ
り
に
お
け
る
存
在
の
一
形
態
ボ
、
そ
こ
に
お
い
て
現
実
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
一
戸
っ
て
ま
た
、
論
証
的
思
考
が
量
る
の
は
、
す

で
に
、
言
語
と
い
う
形
式
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
け
る
現
実
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
一
が
指
摘
さ
れ
得
る
。

　
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
言
語
的
論
証
能
力
を
現
実
の
総
体
に
対
置
し
、
そ
こ
に
至
る
通
路
を
、
そ
の
活
動
に
だ
け
認

め
、
現
実
把
握
の
限
界
を
論
証
的
思
考
の
限
界
だ
と
考
え
る
こ
と
は
、
事
態
を
見
誤
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
語
に

よ
る
現
実
把
握
は
、
そ
の
端
緒
に
お
い
て
限
界
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
言
語
的
論
証
形
式
に
よ
る
現
実
把
握
は
、
言
語
と
い
う
形
式



　
　
に
よ
っ
て
形
態
づ
け
ら
れ
た
か
ぎ
り
に
お
け
る
現
実
に
出
発
点
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
現
実
把
握
の
限
界
は
「
可
能
黙
認

　
　
識
の
彼
岸
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
此
岸
に
あ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
自
覚
さ
れ
た
と
き
、
現
実
す
る
と
い
え
る
も
の
に
対
す
る
わ

　
　
れ
わ
れ
の
関
係
に
関
し
て
、
別
の
視
野
が
開
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
難
語
に
よ
る
論
証
的
思
考
活
動
に
よ
っ
て
は
展
開
さ
れ
得
ず
、
そ
の

　
　
出
発
点
に
お
い
て
捨
象
さ
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
素
材
的
現
実
の
存
在
が
視
野
の
中
に
登
場
し
て
く
る
。

　
　
　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
視
野
に
お
い
て
、
悟
性
に
対
す
る
所
与
と
考
え
ら
れ
た
り
、
不
完
全
な
認
識
、
と
い
う
位
置
に
あ
っ
た
感
性
的
な

　
　
る
も
の
と
ふ
つ
う
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
領
域
に
関
す
る
吟
味
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
経
験
論
的
な
見
地
か
ら
、
感
覚
や
、
知
覚
や
、
薩
観
的
表
象
と
い
っ
た
感
性
に
起
源
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
、
認
識
の
起
源
を

　
　
帰
せ
ん
と
し
た
り
、
批
判
主
義
的
見
地
が
、
悟
性
と
と
も
に
、
認
識
に
お
け
る
対
等
の
起
源
と
し
て
の
位
置
を
承
認
し
た
か
に
み
え
る
。

　
　
す
な
わ
ち
、
感
性
に
直
接
与
え
ら
れ
る
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
実
在
を
表
示
す
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
墨
然
で
あ
る
と
し
て
も
、

　
　
感
性
的
な
る
も
の
は
論
証
的
思
考
活
動
の
出
発
点
で
あ
り
、
ま
た
命
題
の
現
実
性
を
規
定
す
る
最
後
の
法
廷
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
、

　
　
こ
の
よ
う
に
し
て
獲
得
さ
れ
た
現
実
に
、
物
自
体
と
し
て
の
資
格
が
否
定
さ
れ
、
「
現
象
し
と
し
て
の
価
値
が
帰
せ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
に

　
　
し
て
も
、
現
実
性
の
源
泉
は
感
性
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
も
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
感
性
的
な
る
も
の
は
あ
く
ま
で
も
、
所
与
的
な
も
の
で
あ

　
　
り
、
受
容
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
認
識
主
観
に
労
な
く
し
て
与
え
ら
れ
る
素
材
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

　
　
て
、
こ
う
し
た
見
方
に
お
い
て
は
、
論
証
的
な
操
作
が
感
性
的
所
与
に
加
え
ら
れ
た
瞬
聞
に
、
感
性
的
な
る
も
の
は
限
界
づ
け
ら
れ
、
記

　
　
号
化
さ
れ
て
、
他
の
感
性
的
所
与
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
運
命
に
あ
る
Q

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
感
性
的
な
る
素
材
的
現
実
そ
の
も
の
の
本
性
に
関
す
る
理
解
を
妨
げ
て
き
た
の
は
、
こ
こ
で
も
、
論
証
的
思
考
活
動
に
紺

　
　
し
て
感
性
が
素
材
的
現
実
を
提
供
し
、
論
証
的
操
作
の
も
と
で
、
は
じ
め
て
、
実
在
性
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
隠
蔽
さ
れ

　
　
た
前
提
で
あ
る
。
そ
し
て
、
感
性
的
な
る
素
材
的
現
実
の
本
性
を
、
論
証
的
な
る
竜
の
に
特
別
の
価
値
を
急
く
観
点
か
ら
解
放
さ
れ
て
、

蹴　
　
　
　
　
　
芸
術
的
価
値
に
関
す
る
若
千
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
　
　
　
五
七
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そ
の
あ
り
さ
ま
を
考
え
る
視
点
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。

　
十
九
世
紀
申
葉
か
ら
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
感
覚
や
知
覚
に
関
す
る
生
理
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
知
覚
像
や
表
象
像
は
、
神
経
組
織

や
種
々
な
る
感
覚
器
官
の
協
國
に
終
始
依
存
し
な
が
ら
構
成
さ
れ
、
そ
の
起
源
に
お
い
て
も
、
決
し
て
単
に
受
容
曲
な
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
起
源
を
も
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
直
観
的
形
態
も
、
あ
る
操
作
の
介
入
と

い
う
観
点
か
ら
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
は
や
は
り
、
隈
界
づ
け
ら
れ
た
も
の
、
鷲
語
意
記
号
に
亡
き
か
え
ら
れ
得
る
形
態
と
考

え
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
感
性
的
な
形
態
の
起
源
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
と
き
、
生
理
学
的
な
心
理
学
を
墓

盤
と
す
る
実
証
主
義
が
、
か
え
っ
て
、
感
性
的
な
る
も
の
の
姿
を
お
お
い
隠
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
感
性
的
な
形
態
そ

れ
自
身
に
独
自
の
形
成
過
程
を
認
め
な
が
ら
、
秩
序
あ
る
形
態
を
も
つ
現
実
を
形
成
す
る
操
作
が
直
る
の
は
、
感
性
的
形
態
が
あ
る
段
階

に
お
い
て
、
そ
れ
霞
身
の
展
閤
を
終
結
し
た
地
点
か
ら
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
は
、
現
実
の
な
り
た
ち
を
解
明
す
る
に
際
し
て
、
す
で

に
独
断
的
な
見
方
を
導
き
入
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
感
性
的
形
態
は
概
念
的
思
考
の
形
式
に
組
み
こ
ま
れ
る
と
き
に
は
、
常
に
、
あ
る

段
階
に
お
い
て
そ
の
展
開
を
終
結
し
、
し
る
し
づ
け
ら
れ
、
園
定
化
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
認
め
る
に
し
て
も
、
し
か
し
、

感
性
的
形
態
が
そ
の
よ
う
な
操
作
に
あ
ず
か
る
こ
と
以
外
に
は
、
秩
序
あ
る
現
実
の
形
成
の
た
め
に
、
自
己
を
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
考
え
る
の
は
や
は
り
誤
り
で
あ
る
。

　
感
性
的
形
態
は
い
ず
れ
に
せ
よ
、
悟
性
的
認
識
の
素
材
と
し
て
考
え
ら
れ
る
場
合
に
念
頭
に
思
い
浮
べ
ら
れ
る
よ
う
な
確
固
と
し
た
所

与
的
地
平
と
し
て
、
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
惣
身
の
展
開
を
、
概
念
的
思
考
以
外
に
ま
た
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
、
明
証
性
と

隈
定
性
に
お
い
て
不
安
定
な
、
移
ろ
い
や
す
い
様
相
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
論
証
的
思
考
に
対
気
す
る
よ
う
な
現
実
一
般
な
る
も
の
は

考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
Q
従
っ
て
ま
た
、
思
考
形
式
に
対
す
る
内
容
を
形
成
す
る
感
性
的
な
素
材
的
現
実
一
般
と
い
う
静
的
な
詳
悉

も
ま
た
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
。
現
実
｛
般
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
曇
る
こ
と
の
で
き
る
通
路
と
し
て
の
論
証
的
短
慮
と
い
う
も
の
は



な
く
、
論
証
的
思
考
は
、
言
語
形
式
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
け
る
現
実
を
、
そ
の
展
開
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
実
現
し
て
い

る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
わ
れ
わ
れ
の
精
神
操
作
は
、
そ
の
操
作
が
実
現
せ
ん
と
す
る
秩
序
（
価
値
）
に
組
み
こ
ま
れ
る
か
ぎ
り
に
お

け
る
素
材
的
現
実
の
要
素
を
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
端
緒
に
お
い
て
選
択
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
現
実

の
構
成
要
素
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
自
己
の
も
つ
緬
値
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
要
素
を
秩
序
づ
け
る
形
式
に
組
み
こ
ま
れ

る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
　
（
た
と
え
ぽ
、
霞
然
科
学
的
な
認
識
操
作
に
あ
っ
て
は
、
測
定
的
な
値
と
し
て
の
距
離
は
、

科
学
的
な
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
に
組
み
こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
甑
値
を
も
つ
が
、
眼
前
に
表
現
さ
れ
て
い
る
距
離
感
は
捨
象
さ
れ
る
し
、

ま
た
、
色
彩
そ
の
も
の
の
も
つ
感
性
的
価
値
は
、
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
に
と
っ
て
は
甑
値
を
も
た
な
い
。
）

　
以
上
、
言
語
に
関
す
る
反
省
か
ら
、
欝
語
に
お
け
る
論
証
的
形
式
だ
け
が
、
高
度
に
現
実
す
る
と
い
う
に
値
す
る
も
の
、
実
在
的
な
も

の
に
あ
ず
か
る
と
い
う
見
解
が
は
ら
ん
で
い
る
根
源
的
な
緬
値
観
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
同
時
に
、
雷
語
的
現
実
そ
の
も
の
を
観
察
す
る
視

野
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
感
性
的
現
実
の
実
際
約
な
あ
り
方
の
吟
味
か
ら
、
感
性
的
現
実
そ
の
も
の
の
展
蘭
可
能
性
を
問
題

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
以
上
の
事
柄
は
、
論
証
約
総
織
と
は
別
の
秩
序
（
芸
術
的
秩
序
）
を
念
頭
に
躍
き
つ

つ
、
書
語
的
現
実
や
、
感
性
的
現
実
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
の
相
互
浸
透
の
現
実
的
な
あ
り
方
を
観
察
す
る
道
を
開
く
。

　
次
章
に
お
い
て
は
、
視
覚
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
感
性
的
に
表
象
さ
れ
得
る
形
態
の
現
実
に
視
野
を
限
定
し
な
が
ら
、
造
形
芸
術
的

秩
序
と
呼
び
得
る
、
現
実
に
お
け
る
秩
序
の
な
り
た
ち
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
、
視
覚
に
対
し
て
妥
当
す
る
現
実
に
お
け
る
秩
序
が
成
立
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
入
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
、
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
造
形
的
な
芸
術
的
現
実
の
構
造
に
関
す
る
明
瞭
な
表
象
、
す
な
わ
ち
、
彼
の
意
図
し

た
く
匡
帥
狂
霞
畠
畠
。
窪
Φ
＜
霞
馨
亀
§
α
q
＜
◎
灘
〆
ぐ
Φ
ω
魯
鳥
興
薩
摩
霧
◇
を
彼
自
身
か
ら
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
何
故
に
、

芸
術
的
秩
序
の
構
造
を
明
瞭
な
か
た
ち
で
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
彼
自
身
の
議
論
か
ら
展
開
す
る
可
能
性
が
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幽
ハ
○

閉
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
フ
ィ
！
ド
ラ
ー
の
著
述
を
立
入
っ
て
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
何
よ
り

も
ま
ず
、
冒
頭
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
な
問
題
設
定
を
、
包
括
的
な
哲
学
的
視
野
に
お
い
て
行
っ
た
人
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
こ
の
こ
と

は
、
フ
ィ
！
ド
ラ
ー
の
業
績
を
、
視
覚
芸
術
に
関
す
る
事
柄
に
限
る
こ
と
な
く
、
彼
自
身
も
意
図
し
て
い
た
よ
う
に
、
造
形
芸
術
以
外
の

芸
術
分
野
に
関
す
る
考
察
を
、
彼
の
哲
学
的
基
礎
作
業
の
成
果
に
も
と
づ
い
て
展
識
す
る
可
能
性
に
注
意
を
向
け
さ
せ
る
と
思
う
。
　
（
フ

ィ
：
ド
ラ
ー
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
を
芸
術
に
関
す
る
問
題
解
決
の
た
め
に
包
括
的
な
哲
学
的
基
礎
づ
け
に
あ
る
と
し
て
、
そ
の
思
想
を
検
討

し
た
入
と
し
て
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
成
果
に
対
し
て
は
否
定
的
で
あ
る
が
、
○
．
餐
◎
ω
①
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

　
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
よ
う
に
広
汎
な
哲
学
的
視
野
を
も
た
な
い
が
、
視
覚
に
関
わ
る
現
実
に
限
定
し
つ
つ
、
造
形
的
な
芸
術
的
秩
序
の
構

造
を
明
瞭
に
し
、
ひ
い
て
は
、
一
般
に
、
芸
術
理
論
の
あ
り
方
を
方
向
づ
け
る
た
め
の
モ
デ
ル
を
提
供
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ヒ
ル

デ
ブ
ラ
ン
ト
の
思
想
で
あ
る
と
思
う
。
以
下
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
に
も
と
づ
き
つ
つ
、
冒
頭
で
掲
げ
た
閥
題
を
考
え
て
み
た
い
。

三

　
わ
れ
わ
れ
が
、
ふ
つ
う
知
覚
像
と
呼
ん
で
い
る
も
の
も
、
す
で
に
そ
れ
趨
体
、
あ
る
一
定
の
形
成
活
動
の
結
果
で
あ
っ
て
、
知
覚
能
力

さ
え
あ
れ
ば
、
直
接
、
感
受
す
る
こ
と
の
で
き
る
実
在
の
形
態
で
は
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
知
覚
的
現
実
が
あ
る
程
度
潜
門
的
で
あ

る
と
み
な
さ
れ
る
理
由
は
、
行
動
を
有
効
に
導
く
た
め
に
生
命
体
に
要
求
さ
れ
る
対
象
の
限
定
や
、
言
葉
の
助
け
に
よ
っ
て
形
態
が
分
節

さ
れ
、
固
定
化
さ
れ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
態
に
課
す
る
摘
君
づ
け
な
し
に
は
知
覚
的
現
実
を
安
定
し
た
も
の
と

し
て
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
知
覚
さ
れ
得
る
現
実
や
、
感
性
的
な
表
象
的
現
実
そ
の
も
の
の
展
開
可
能
性
を
見
失
わ
せ
る
原
因
は
、
行
動
の
流
れ
の
も

と
で
、
そ
こ
に
お
け
る
あ
る
一
定
の
契
機
と
し
て
価
値
づ
け
ら
れ
た
り
、
落
葉
に
よ
っ
て
分
節
さ
れ
、
し
る
し
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
感
性
的
な
る
形
態
そ
の
も
の
の
現
実
に
注
意
が
向
け
ら
れ
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
感
性
的
な
現
実
の
展
開
を
、
そ
こ
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に
存
す
る
任
意
の
諸
要
素
の
言
語
的
な
し
る
し
づ
け
へ
と
移
向
す
る
の
で
は
な
く
、
感
性
的
な
形
態
の
現
実
を
、
直
接
、
視
覚
す
る
こ
と

の
で
き
る
秩
序
へ
、
す
な
わ
ち
、
視
覚
に
蓋
し
て
妥
当
す
る
（
鱗
値
を
も
つ
）
秩
序
へ
と
展
開
す
る
こ
と
の
で
き
る
可
能
性
は
、
い
か
な

る
根
拠
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
が
以
下
の
課
題
で
あ
る
。

　
い
ま
、
あ
る
視
野
に
お
い
て
、
一
つ
の
直
方
体
を
し
た
箱
が
あ
る
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
箱
の
立
体
と
し
て
の
形
状
を
、
あ
る
瞬

醐
、
あ
る
地
点
か
ら
一
度
に
児
て
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
場
合
に
見
取
る
の
は
、
直
方
体
を
し
た
一
つ

の
見
え
姿
で
あ
っ
て
、
視
点
を
変
え
れ
ば
、
同
じ
立
体
の
別
の
見
え
姿
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
立
体
的
な

る
も
の
の
形
態
を
一
挙
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
立
体
と
し
て
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
は
じ
め
か
ら
、
箱
な
る
直
方
体
を
空
間
に
お
い
て
表
象
し
て
い
る
か
ら
に
愚
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
薩
方
体
な
る

概
念
を
所
有
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
の
概
念
に
よ
る
意
瞭
づ
け
に
よ
っ
て
、
あ
る
ま
と
ま
っ
た
形
態
と
し
て
表
象
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
対
象
の
形
態
が
、
知
覚
能
力
さ
え
あ
れ
ば
、
直
接
に
受
容
さ
れ
得
る
形
態
と
考
え
ら
れ

る
の
は
、
そ
の
形
態
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を
飛
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
、
経
験
が
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
形
態
の
素
生
が

念
頭
に
の
ぼ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
直
方
体
の
箱
を
前
に
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
約
現
実
に
立
ち
戻
る
と
き
、
比
較
的
安
定
し
た
も
の
と
想

定
さ
れ
て
い
た
形
態
が
、
異
っ
た
様
網
の
も
と
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、
箱
か
ら
何
か
を
と
り
出
す
た
め
に
、
そ
の
箱
に
手

を
か
け
る
と
き
に
は
、
漠
然
と
し
た
箱
の
知
覚
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
位
澱
づ
け
る
こ
と
で
充
分
用
が
足
り
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
行

動
の
流
れ
か
ら
い
っ
た
ん
離
れ
て
、
箱
を
注
視
す
る
と
き
、
箱
の
一
つ
の
見
え
姿
は
、
そ
の
ま
ま
～
つ
の
安
定
し
た
全
体
的
印
象
と
し
て

保
持
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
注
意
は
、
視
線
に
よ
っ
て
、
そ
の
形
態
の
輪
郭
を
継
起
的
に
な
ぞ
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
純
粋
な
視
覚
的
印
象
、
あ
る
い
は
、
い
わ
ぽ
光
学
的
な
過
程
に
よ
っ
て
成
立
す
る
見
え
姿
を
現
繊
せ
し
め
る
眼
の
機
能
が
、
同
時
に
、

対
象
を
め
ぐ
り
つ
つ
な
ぞ
る
機
能
を
も
っ
て
い
て
、
そ
れ
ら
二
つ
の
機
能
が
、
不
安
定
な
か
た
ち
で
、
共
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。

芸
術
的
傾
値
に
関
す
る
若
干
の
考
察
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そ
し
て
、
視
線
が
対
象
の
立
体
性
を
な
ぞ
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
見
え
姿
は
、
そ
の
た
め
の
デ
ー
タ
を
提
供
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
理

解
で
き
る
。

　
わ
れ
わ
れ
の
感
性
的
現
実
は
、
合
目
的
的
な
行
動
の
流
れ
や
、
概
念
的
意
味
を
遠
ざ
け
て
観
察
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
見
え
姿
と
、

一
つ
の
ま
と
ま
り
あ
る
形
態
を
表
現
す
る
た
め
に
供
せ
ら
れ
る
視
線
の
移
動
（
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
は
、
身
体
そ
の
も
の
の
移
動
に
も
と
つ

く
視
線
の
移
動
が
含
ま
れ
る
）
と
い
う
二
つ
の
要
因
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
の
感
性
的
現
実
は
、
両
者
の
不
安
定

な
枳
互
連
関
か
ら
な
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
要
因
に
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
見
え
姿
の
契
機
に
は
、
形
態

の
光
学
的
な
二
次
元
像
、
色
彩
に
満
ち
た
影
像
が
対
応
し
、
視
線
の
移
動
と
い
う
契
機
に
は
、
究
極
に
お
い
て
は
、
対
象
を
移
動
す
る
点

の
移
動
に
等
価
な
輪
郭
線
の
空
間
的
位
鷺
関
係
か
ら
成
立
す
る
三
次
元
的
な
立
体
の
表
象
が
対
応
す
る
。
こ
の
よ
う
な
立
体
性
の
表
象
に

お
け
る
視
覚
の
役
割
は
、
あ
く
ま
で
、
触
れ
つ
つ
な
ぞ
る
と
い
う
意
味
で
の
触
覚
機
能
に
帰
属
し
、
触
れ
得
る
と
い
う
予
想
の
も
と
に
、

触
覚
を
代
理
す
る
と
い
う
機
能
を
も
つ
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
形
態
の
表
象
に
際
し
て
は
、
色
彩
の
印
象
は
捨
象
さ
れ
る
。
　
（
こ
の
よ

う
な
形
態
の
表
象
方
式
は
、
線
に
よ
っ
て
図
示
さ
れ
、
厳
密
な
空
間
的
位
置
関
係
が
方
法
的
に
規
定
さ
れ
る
と
き
、
対
象
の
幾
何
学
的
形

態
を
示
す
も
の
と
な
る
。
）

　
わ
れ
わ
れ
は
、
ふ
つ
う
、
あ
る
対
象
を
前
に
し
て
、
そ
の
対
象
の
全
体
像
を
一
登
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
離
れ
て
い
る
と
き

に
は
、
見
え
姿
に
含
ま
れ
て
い
る
徴
表
か
ら
、
そ
の
対
象
の
立
体
性
を
読
み
と
り
つ
つ
、
そ
れ
を
一
つ
の
立
体
的
形
態
と
し
て
表
象
す
る
。

ま
た
、
そ
の
対
象
の
全
体
像
を
、
一
臣
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
に
接
透
し
て
い
る
と
き
に
は
、
視
線
や
手
で
そ
れ
を
な
ぞ
り

つ
つ
、
一
つ
の
統
一
あ
る
形
態
と
し
て
表
象
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
比
較
的
安
定
し
た
も
の
と
し
て
、
注
意
し
さ
え
ず
れ
ば
、
い
つ
で
も

そ
の
形
態
を
薩
接
に
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
が
ち
な
、
形
態
の
現
実
と
い
う
も
の
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
二
つ
の
要
因

の
不
安
定
な
混
在
か
ら
な
っ
て
お
り
、
あ
る
形
態
の
明
瞭
化
の
可
能
性
は
、
瞳
接
的
な
知
覚
印
象
に
お
い
て
で
な
く
、
そ
の
都
度
、
二
つ

の
要
照
の
合
法
則
的
な
関
係
を
探
り
出
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
、
表
象
さ
れ
る
べ
き
一
つ
の
形
態
へ
と
麗
係
づ
け
る
こ
と
に
存
す
る
の
で
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あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
明
瞭
な
形
態
の
現
実
は
、
趨
接
的
な
知
覚
印
象
に
お
い
て
で
な
く
、
鋤
象
が
現
前
し
て
い

る
場
合
も
、
表
象
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
が
知
覚
的
現
実
を
、
安
定
し
た
形
態
か
ら
な
る
現
実
と
考
え
る
の
は
、

慣
習
か
ら
く
る
あ
る
信
念
の
も
と
に
、
た
だ
漠
然
と
想
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
折
々
の
表
象
に
よ
っ
て
、
形
態
約
現
実
が
分
節
的
な
る
も
の
と
し
て
成
立
す
る
と
は
い
え
、
た
と
え
あ
る
形
態
が
表
象
さ

れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
、
そ
れ
を
持
続
的
な
る
も
の
と
し
て
保
持
し
、
他
の
形
態
の
表
象
と
関
係
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
保
障

は
な
い
G
こ
の
事
情
は
、
文
字
に
よ
っ
て
表
記
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
い
か
に
記
憶
力
の
秀
れ
た
人
で
も
、
思
考
を
よ
り
高
度
に
展
開
す

る
こ
乏
が
で
き
な
い
と
い
う
事
情
に
似
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
注
意
に
も
と
つ
く
操
作
に
よ
っ
て
、
一
時
的
に
安
定
を
得
る
形
態
表
象
も
、

あ
る
程
度
以
上
の
展
開
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
登
場
す
る
の
が
、
造
形
的
表
現
活
動
と
呼
ば
れ
る
べ
き
、
表
現

操
作
で
あ
る
。
視
覚
印
象
あ
る
い
は
見
え
姿
と
、
形
態
表
象
の
間
に
あ
る
断
絶
を
止
揚
し
、
直
接
知
覚
す
る
こ
と
の
で
き
る
形
態
表
象

（
可
視
的
形
態
表
象
）
を
実
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
操
作
は
、
造
形
的
表
現
だ
け
で
あ
る
。

　
た
と
え
ぽ
、
子
供
が
紙
の
上
に
、
多
様
な
感
性
的
現
実
か
ら
、
輪
郭
線
と
陰
影
を
抽
象
し
て
、
単
純
な
描
線
に
よ
っ
て
、
直
方
体
の
箱

を
表
現
す
る
と
き
で
さ
え
、
た
と
え
貧
弱
で
は
あ
っ
て
も
、
箱
の
形
態
表
象
は
、
視
覚
に
対
し
て
安
定
し
た
場
所
を
獲
得
す
る
。
さ
ら
に
、

箱
の
形
態
表
象
と
他
の
表
象
、
た
と
え
ぽ
そ
れ
が
齪
か
れ
て
い
る
部
屋
の
形
態
と
を
、
統
一
的
な
形
態
へ
と
結
合
す
る
操
作
も
可
能
と
な

る
。
そ
し
て
、
画
家
や
、
彫
刻
家
が
関
心
を
も
つ
の
は
、
形
態
表
象
を
効
果
的
に
引
起
す
諸
契
機
を
、
不
安
定
な
感
性
的
現
実
か
ら
抽
象

し
て
、
形
態
の
表
象
を
定
着
す
る
こ
と
で
あ
る
。
画
家
は
、
色
彩
、
描
線
、
明
賭
と
い
っ
た
一
一
次
元
老
徴
表
に
よ
っ
て
、
空
問
的
な
形
態

の
表
象
を
効
果
的
に
表
現
し
よ
う
と
し
、
彫
刻
家
は
、
予
想
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
見
え
姿
を
、
立
体
的
な
物
質
的
素
材
に
操

作
を
煽
え
な
が
ら
、
一
つ
の
三
次
元
的
な
形
態
表
象
へ
と
統
一
せ
ん
と
努
力
す
る
。

　
醐
家
や
、
唐
言
家
が
、
感
性
的
な
現
実
に
お
い
て
、
一
定
の
秩
序
を
形
成
せ
ん
と
す
る
と
き
、
こ
の
秩
序
と
い
う
観
点
か
ら
、
ま
ず
何

に
関
心
を
向
け
る
か
と
い
え
ば
、
こ
う
し
た
形
態
の
表
象
で
あ
る
。
色
彩
や
明
暗
は
、
形
態
と
い
う
秩
序
の
も
と
に
お
い
て
の
み
意
味
を

芸
術
的
価
値
に
関
す
る
若
干
の
考
察
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四

も
つ
。
い
か
に
、
色
彩
や
明
暗
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
作
最
と
い
え
ど
も
、
一
定
の
形
態
表
象
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に

お
い
て
、
嶽
己
の
額
値
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
。
色
彩
や
明
暗
そ
の
も
の
に
は
、
高
次
の
秩
序
へ
の
契
機
は
存
在
し
な
い

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
色
彩
が
表
現
の
本
質
的
契
機
で
な
い
と
こ
ろ
の
、
彫
刻
作
品
に
つ
い
て
考
え
て
み
れ
ぽ
、
よ
く
理
解
で
き

る
。　

絵
翻
的
表
現
に
お
い
て
も
、
彫
塑
的
表
現
に
お
い
て
も
、
表
現
さ
れ
た
形
態
に
お
け
る
秩
序
に
関
心
が
も
た
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、

直
接
的
な
知
覚
像
と
、
対
象
の
現
存
に
依
存
せ
ぬ
表
象
像
と
の
区
別
は
本
質
的
な
意
味
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
表
現
さ
れ

た
形
態
の
価
値
は
、
固
定
し
た
形
象
と
し
て
外
側
に
あ
る
と
誤
っ
て
考
え
ら
れ
が
ち
な
対
象
の
形
態
と
の
模
写
的
な
一
致
、
不
一
致
に
よ

っ
て
評
価
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
形
態
表
象
を
有
効
に
引
起
す
か
ど
う
か
で
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
形
態
表
象
は
こ
の
よ
う
に
、
表
現
操
作
に
よ
っ
て
、
可
視
的
な
表
象
と
し
て
実
現
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
可
視
的
表
象
は
、
よ

り
高
次
の
秩
序
の
も
と
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
高
次
の
秩
序
が
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
が

造
形
的
表
現
に
お
け
る
芸
衛
的
頷
値
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
個
々
の
形
態
表
象
は
、
二
次
元
的
な
徴
表
に
お
い
て
感
受
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
変
移
す
る
見
え
姿
に
お
い
て
統
一
的
に

表
象
さ
れ
る
に
せ
よ
、
限
定
さ
れ
た
空
聞
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
形
態
表
象
は
、
多
様
な
感
性
的
現
実
の
諸
要
素
の
中

か
ら
、
　
一
つ
の
部
分
空
閥
と
し
て
表
象
で
き
る
よ
う
に
、
あ
る
要
素
を
選
択
し
、
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
結
合
点
と
し
て
の
空
間
が
、
様
々
な
感
性
的
諸
要
素
が
統
一
的
な
形
態
表
象
の
構
成
要
素
と
な
る
こ
と
を
根
拠
づ
け
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
倒
々
の
形
態
表
象
が
、
限
定
さ
れ
た
空
間
と
し
て
表
象
さ
れ
る
以
上
、
必
然
的
に
、
よ
り
包
括
的
な
空
關
の
表
象
、

統
一
的
な
空
問
の
表
象
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
造
形
的
表
現
に
お
け
る
高
次
の
秩
序
を
問
題
に
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
統
一
的

な
空
笑
と
、
そ
こ
に
お
い
て
限
界
づ
け
ら
れ
た
空
間
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
形
態
表
象
と
の
関
係
を
、
本
質
的
な
る
も
の
と
し
て
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
単
一
な
部
分
空
間
の
表
象
と
し
て
の
形
態
表
象
は
同
君
に
、
そ
れ
を
と
り
囲
む
空
閥
の
境
界
づ
け
に
お
い
て



243

成
立
す
る
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
関
係
を
考
え
る
た
め
に
、
単
一
な
る
形
態
表
象
と
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
空
闘
と
の
関
係
が
、
単
純
な
か

た
ち
で
認
め
ら
れ
る
、
彫
塑
的
表
現
を
例
に
と
り
た
い
。

　
表
現
操
作
の
介
入
な
し
に
関
わ
る
感
性
的
現
実
に
あ
っ
て
は
、
形
態
は
、
そ
れ
を
と
り
囲
む
空
聞
と
の
関
係
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の

注
意
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
感
性
的
現
実
か
ら
、
形
態
の
表
象
に
関
わ
る
徴
表
を
抽
象
し
、
部
分
的
空
悶
と
し
て
統
一
的
に
表
象

さ
れ
得
る
形
態
を
形
成
せ
ん
と
す
る
表
現
操
作
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
、
形
態
と
空
問
の
関
係
が
重
大
な
意
味
を
も
つ
。
形
態
表
象
と
そ

れ
を
自
己
の
も
と
に
含
む
空
問
と
は
、
必
然
的
に
根
即
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
彫
刻
家
が
、
た
と
え
ば
、
表
現
素
材
で
あ
る
石
を
刻
み

つ
つ
、
あ
る
一
定
の
形
態
を
形
成
せ
ん
と
す
る
場
合
に
は
、
常
に
、
そ
の
操
作
が
岡
時
に
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
空
誉
の
生
々
し
た
表
象
を

引
起
す
よ
う
に
綱
作
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
彫
刻
家
に
と
っ
て
、
表
現
素
材
と
し
て
の
石
の
塊
は
、
そ
れ
を
彫
り

湖
む
こ
と
に
よ
っ
て
別
の
形
に
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
、
そ
こ
に
お
い
て
あ
る
形
態
を
現
出
せ

し
め
つ
つ
、
そ
の
こ
と
で
自
ら
も
岡
時
に
生
々
と
表
象
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
一
つ
の
空
間
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
こ
こ
で
は
、
形
態
と
空
間
は
、
相
互
依
存
的
で
、
一
方
が
な
け
れ
ぽ
他
方
も
現
存
せ
ぬ
、
と
い
う
あ
り
方
を
も
っ
て
い
る
。
孤
立
さ

れ
て
把
握
さ
れ
る
か
に
み
え
る
形
態
は
、
普
遍
的
な
空
間
表
象
へ
と
秩
序
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
定
し
た
秩
序
の
も
と
に
置
か

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
空
閥
表
象
、
す
な
わ
ち
、
可
視
的
な
る
形
態
の
現
出
に
よ
っ
て
、
表
象
可
能
と
な
る
統
一
的
空
間

こ
そ
、
感
性
的
現
実
に
お
け
る
芸
術
的
秩
序
の
表
象
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
彫
塑
約
表
現
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
で
、
彫
塑
に
お
け
る
形
態
と
空
間
と
の
関
係
が
、
ふ
つ
う
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
、
そ
れ
自
身
の
境
界
に
お
い
て
完
結
す
る
実
体
的
な
る
も
の
と
、
そ
れ
を
と
り
囲
む
も
の
と
い
う
、
悟
性
的
判
断
を
介
し
た
関
係
と
し

て
で
は
な
く
、
部
分
空
間
と
全
体
空
間
、
と
い
う
あ
く
ま
で
も
、
わ
れ
わ
れ
の
感
性
的
表
象
の
領
域
内
で
と
ら
え
ら
れ
た
か
ら
に
は
、
絵

画
に
お
け
る
形
態
と
空
間
の
麗
係
も
、
彫
塑
的
表
現
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
関
係
と
、
原
理
的
に
は
枳
黙
し
な
い
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

　
絵
画
的
表
現
に
お
い
て
も
、
形
態
を
表
現
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
形
態
表
象
を
定
着
す
る
こ
と
が
、
同
時
に
、
統
一
的
な
窒
問
の
表
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象
を
可
能
に
す
る
と
い
う
関
係
が
成
立
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
単
一
的
な
る
竜
の
と
し
て
、
一
つ
の
ま
と
ま
り
に
お
い
て

表
象
さ
れ
る
形
態
を
ど
れ
に
定
め
る
か
が
、
不
明
瞭
な
場
合
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
一
つ
の
箱
の
形
態
表
象
は
、
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
る

テ
ー
ブ
ル
や
、
花
び
ん
と
結
集
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
一
つ
の
形
態
表
象
の
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
形
態
表
象
が
、

一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
要
素
で
あ
る
と
規
定
す
る
規
準
は
存
在
せ
ず
、
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
相
対
約
で
あ
る
G
右
の
叙
述
に
お
い

て
便
宜
上
、
箱
と
か
、
テ
ー
ブ
ル
と
い
っ
た
言
葉
を
用
い
た
よ
う
に
、
鴛
葉
の
助
け
を
借
り
て
、
意
味
に
よ
る
形
態
の
分
節
は
可
能
で
あ

る
が
、
意
味
に
よ
る
要
素
の
分
節
は
、
形
態
表
象
に
関
し
て
、
必
然
的
な
対
応
を
も
た
な
い
し
、
ま
た
も
つ
必
要
も
な
い
。
画
家
が
求
め

る
の
は
、
任
意
の
可
視
的
形
態
を
表
現
し
つ
つ
、
統
一
的
な
空
間
の
表
象
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
絵
画
に
恒
常
的
な
秩
序
を

保
障
す
る
も
の
は
、
統
一
的
な
空
閥
表
象
と
し
て
の
、
「
空
間
値
（
刃
⇔
O
ヨ
譲
①
円
け
）
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
、
芸
術
的
価
値
で
あ
る
。

　
署
語
的
に
は
構
成
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
現
実
の
諸
要
素
を
、
あ
る
一
定
の
秩
序
の
も
と
に
表
象
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
は
、
こ
う

し
た
統
一
的
な
空
聞
表
象
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
空
聞
値
」
に
あ
ず
か
る
こ
と
な
し
に
は
、
個
々
の
形
態
は
、
概
念
的
な
意
味
内
容
を

図
示
す
る
も
の
と
し
て
の
価
値
を
も
っ
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
視
覚
に
対
し
て
妥
轟
す
る
樋
値
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
統
一
的

な
空
間
表
象
の
も
と
に
秩
序
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
色
彩
や
、
明
暗
や
、
距
離
感
と
い
っ
た
感
性
約
現
実
の
諸
要
素

は
、
推
移
す
る
時
聞
の
う
ち
に
、
い
わ
ぽ
、
不
可
逆
的
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
可
逆
的
に
た
ど
る
こ
と
の
で
き
る
秩
序
の
も
と
に
置

か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
視
覚
に
対
し
て
妥
当
す
る
感
性
的
現
実
に
お
け
る
宮
盛
的
な
る
も
の
は
、
可
視
的
な
る
諸
要
素
に
よ
っ
て
実
現
さ

れ
た
、
統
一
的
な
窪
閾
の
表
象
で
あ
る
。

　
造
形
的
な
表
現
操
作
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
価
値
、
す
な
わ
ち
「
，
空
間
瞳
」
は
、
比
喩
的
な
い
い
方
を
す
れ
ば
、
変
移
し
て
や
ま
ぬ
感

性
的
現
実
を
、
統
一
的
な
構
造
へ
と
按
配
す
る
こ
と
の
で
き
る
関
係
式
の
値
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
多
様
な
る
諸
項
の
選
択
は
、

芸
術
的
と
い
う
値
を
も
つ
、
こ
の
関
係
式
の
値
に
妥
当
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
制
作
者
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
。
芸
術
的

籔
値
と
し
て
の
「
空
間
値
」
は
、
い
わ
ば
、
感
性
的
現
実
が
秩
序
の
も
と
に
置
か
れ
る
場
合
の
「
結
合
点
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
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造
形
臨
な
芸
術
蛉
秩
序
と
呼
ば
れ
得
る
現
実
に
粉
け
る
秩
序
は
、
統
一
的
な
空
間
表
象
と
い
う
値
を
基
準
と
し
て
、
選
択
さ
れ
る
G
こ
の

よ
う
な
秩
序
の
表
象
は
、
造
形
的
芸
術
活
動
を
導
く
と
と
も
に
、
作
品
の
評
価
に
お
い
て
も
、
そ
の
基
準
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。　

空
間
的
形
態
が
感
情
や
意
味
表
象
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
問
い
た
い
。
（
了
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Einige　Betrachtungen　itber　den　ktinstlerischen　Wert

Fie（至王er　鷲nd　Hildebrand

von　Koji　Monobe

　　Unter　dem　Begrif｛　“ktinstlerischer　Wert”　wird　hier　die　Vorstellung

einer　bestimmten　Ordnung　eines　bestimmten　Seins　verstanden，　dessen　Seinsart

des　Namens　“　1〈ttnstlerisch　”　wifrdig　ist．

　　Die　Struktur　des　kUnstlerischen　Wertes　in　diesem　Sinne　kann　man　nicht

durch　die　Analyse　des　schon　vor　der　Untersuchung　vorausbedingten　“　KUnst－

lerischen”　und　die　Erklarung　dessen　Wesens　ausfinden．　DeRn　hier　wird

gerade　nach　dem　MaBstab　gefragt，　dem　gemtits　ein　Sein　als　ein　KUnstle－

r1sches　von　den　andeyen　mit　anderen　Strukturen　（i．　e．　von　anderen　Werten）

unterschieden　und　ausgewtihlt　werden　so11．

　　Nach　der　Struktur　des　Wertes　in　diesem　Sinne　zu　fragen，　wird　erst

dann　mdglich，　wenn　man　sich　m6glichst　vom　MaSstab　des　Wertes，　welcher

im　Anfangspunkt　der　Ref｝exion　ifber　die　Kunst　schon　wirksarn　ist，　befreit．

Das　bedeutet，　sozusageR，　ztt　suchen，　frei　von　allen　Werten，　nach　dem　kUnst－

lerischen　Wert　an　sich，　d．　h．　nach　dem　Wesen　der　Kanst　als　Grund，　der

e圭nSein　als　kU難stlerisch　se圭獄玉aBt．

　　Um　auf　solche　Weise　fragen　zu　k6nnen，　rnuB　inan　vor　allem　die　Meinung

loswerden，　daB　nur　das　diskursive　Denken　unter　allen　Dingen，　die　auf　das

Pradikat　“existieren”　Anspruch　machen，　die　Struktur　des　Zusammenhangs，

in　dem　ein　Sein　gewtirdigt　wird，．　wirklich　zu　existieren，　entdecken　kann．

Denn　diese　Ansicht　ifber　dem　Wert　an　sich　ist　schoR　durch　die　ursprgngliche

Wert－Anslcht，　dass　nur　das　diskursive　Denken　vorzugweise　das　Wirl〈liche

betrifft，　vorausbestimmt　worden，　und　diese　Tatsache　hat　uns　verhindert，　das

Ktinstlerische　durck　die　ErklArung　der　wirklichen　Seinsweise　des　Seins　zu

verstehen．

3



Um　uns　von　solcher　Ansicht　ifber　den　Wert，　nAhrnlich　daS　die　Wirk｝ich－

keit　ttberhaupt　dem　disl〈ursiven　Denken　eRtspricht，　zu　befreien，　braucht

man　die　in　ihr　vorausgesetzte　Sachlage　zu　prUfen　und　dann　auszusclilieBen．

Das　bedeutet　aber　zugleich　：　rnan　gewinnt　damit　den　Gesichtspunlgt，　woraus

maR　sehen　kann，　wie　der　kUnstierische　Wert　zusammen　mit　dem　diskursiven

Wert　u．　s．　w．　aus　der　Wirk！ichkeit　selbst　entsteht．

　　Die＄e　Pr“fung　kann　aus　zwei　Geslchtspunkten　geftthrt　werden．　Erstens，

durch　die　Reflexion　Uber　die　Sprache，　die　zum　Zustandkommen　des　diskur－

siven　Denkens　die　notwendige　Bedingung　ist．　Zweitens，　durch　die　Reflexi－

on　gber　Wahrnehmung　und　Vorstellung．

　　Durch　die　erste　wird　gezeigt，　daS　dem　disk’ursiven　DenkeR　nur　eine

Form　der　Wirl〈lichkeit　geh6rt，　insofern　sie　dttrch　die　Form　der　Spraehe

vermittelt　ist，　und　ferner　dars　es　noch　Wirklichkeitsmaterlal　gibt，　das　sich

durch　das　disl〈ursive　Denken　nicht　entwiclsceln　ltitst．　“

　　Durch　die　letztere　wird　offenbar　gemacht，　daS　man　das　Wesen　der

Sinnlichen　nickt　mehr　nur　das　Gegebene　f“r　das　diskursive　Denken　halten

darf，　sondern　die　sinnliche　Vorstellung　ihre　eigene　Entwlcldungsform　besitzt，

und　immer　tatige　Wirklichkeitsmaterial　lst．

　　Was　K．　Fiedler　mit　den　Worte　“der　kttnstlerische　Wert”，　“Mardurchdachte

Vorstellung　von　Wesen　der　Kunst”　u．　s．　w．　ausdrttcken　wollte，　und　dessen

Erl〈1tirung　zur　Aufgabe　seiney　Arbeit　rnachte，　ist，　unserer　Meinung　nach，

gerade　“der　kUnstlerische　XVert”　im　oben　gesagteft　Sinne．　Und　seine　Ge－

danken　sind　uns　darin　aufschluSreich，　daB　er　dlese　Aufgabe　tirsprungweise

und　im　umfassenden　Blickfelde　voy　uns　vorge！egt　hat．

　　Dex　Beitrag　von　A．　Hildebrand　ist，　so　darf　man　sagen，　daB　er，　indem

er　die　Forschung　von　der　Struktux　des　1〈Unstlerischen　Wertes　auf　die

Wirklichkeit　fUr　den　Geslchtssinn　beschrtinkt，　die　St雌加r　der圭醗hr

zustandkommenden　Ordnung　ldar　gemacht　hat．

　　Er　erkannte　die　M6glichkeit　an，　dats　zwischen　der　in　Darstellung　und

OperatioR　verwirklichen　Formvorstellung　（sle　wird　als　Raumteil　vorgstellt）

ttnd　dern　ftir　diese　Vorsteliung　notweRdig　vorausgesetzten　Raum　（Raumganze）
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eine　einheitliche　Raumvorstellung　（Raumwert）　besteht．　Er　dachte　Atihmlich

den　einheitlichen　Raurn，　der　durch　deR　Ausdruck　der　direkt　sichtbaren

．For鵬voギste1玉bar　wird，　als　die　f廿r　den　Gesich£ssi益登gUltige　k甑stler圭sche

Ord籠ung．

　　Diese　Betrachtttngsweise　des　kttnstlerischen　Wert　wUrde　wohl，　wie　｝lildebrand

selber　bemer｝〈t，　ftir　die　weitere　Er15uterung　der　andersarti．cren　kifnstlerischen．

Ordnungen　ein　Modell　anbieten．
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