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最
近
造
形
芸
術
が
一
種
の
言
語
と
み
な
さ
れ
、
視
覚
言
語
と
か
造
形
言
藷
、
或
い
は
形
式
発
語
と
い
っ
た
奮
葉
が
美
術
関
係
の
書
物
な

ど
に
お
い
て
屡
々
使
用
さ
れ
て
い
る
。
芸
術
を
主
語
と
の
類
比
に
お
い
て
考
え
る
と
こ
ろ
が
ら
、
芸
術
活
動
を
造
形
思
考
と
呼
ぶ
こ
と
に

も
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
通
常
の
人
間
の
思
考
が
通
常
の
意
味
で
の
　
濤
語
に
即
し
て
遂
行
さ
れ
る
如
く
、
芸
術
活
動
は
造
形
琶
語
を
用

い
て
行
わ
れ
る
造
形
思
考
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
芸
術
活
動
を
艶
語
活
動
と
の
類
比
の
下
に
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ワ
ル
タ
ー
・
グ
ロ
ピ
ウ
ス
が
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
ヴ
ァ
イ
マ

…
ル
に
設
立
し
た
芸
術
の
実
践
的
教
育
機
関
．
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
運
動
以
後
、
特
に
一
般
化
し
て
き
た
現
象
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
在
で
は

視
覚
書
語
、
造
形
言
語
、
更
に
は
建
築
雷
語
、
陳
画
言
語
と
い
っ
た
雷
い
方
ま
で
、
か
な
り
｛
般
化
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
以
下
に
少
し
く
考
察
し
て
み
た
の
は
造
形
芸
術
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
と
野
馳
と
の
閾
の
類
似
性
と
相
違
と
の
問
題
で
あ
り
、
い
わ
ゆ

る
言
語
の
内
部
で
の
問
題
、
例
え
ば
文
芸
興
言
藷
と
理
論
的
誉
語
と
の
閥
の
そ
れ
と
い
っ
た
問
題
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
×
　
　
　
×
　
　
　
×
　
　
　
×

　
ウ
ィ
ー
ン
学
派
の
美
術
史
学
者
D
．
フ
ラ
イ
が
第
二
次
世
界
大
戦
饗
し
ぼ
ら
く
し
て
上
梓
し
た
著
書
の
一
つ
に
『
比
較
芸
術
学
の
基
礎

づ
け
』
と
い
う
題
の
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
エ
ジ
プ
ト
、
西
ア
ジ
ア
、
ギ
リ
シ
ア
、
西
欧
、
東
欧
、
印
度
、
東
ア
ジ
ア
な
ど
の
各
文
化
圏

芸
衛
と
言
語

一
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二

の
芸
術
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
圏
固
有
の
空
間
．
時
間
観
念
を
、
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
か
、
逆
に
又
、
人
触
の
直
観
の
形
式
と
し

て
の
空
間
・
時
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
在
り
方
が
、
造
形
芸
術
の
具
体
的
表
現
形
式
を
い
か
に
規
定
し
て
い
る
か
、
を
各
文
化
圏
の
基
本
的
作

例
に
照
し
て
比
較
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
造
形
芸
術
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
法
則
に
従
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
一
つ
の
世
界
で
は
あ
る
が
、

そ
し
て
又
そ
の
秩
序
は
直
観
的
に
形
成
さ
れ
て
行
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
か
か
る
形
成
活
動
そ
の
も
の
が
、
そ
の
活
動
を
行
う
集
団
も
し

く
は
個
人
特
有
の
書
留
感
覚
・
誤
聞
感
覚
に
よ
っ
て
欄
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
ぬ
事
実
で
あ
る
。
芸
術
的
表
現
形
式
は
、
暗
黙

の
中
に
そ
の
表
現
形
式
を
規
定
し
て
い
る
空
聞
・
時
間
観
念
を
示
し
て
い
る
と
い
う
の
が
フ
ラ
イ
の
立
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
フ
ラ
イ
は
、
こ
の
様
な
比
較
芸
術
学
と
い
う
名
称
は
、
比
較
言
語
学
に
な
ら
っ
て
思
い
つ
い
た
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
つ

ま
り
彼
の
考
え
で
は
、
雷
語
と
い
う
も
の
は
種
族
的
・
文
化
的
統
一
を
最
も
厳
し
く
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
各
文
化
圏
の
芸
術
も
、

言
語
と
同
じ
様
に
そ
れ
膚
身
で
発
結
し
た
種
族
的
統
一
を
示
す
も
の
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
各
芸
術
圏
を
比
較
検
討
し
な
が
ら
、

一
方
で
は
同
一
性
と
類
似
性
と
を
基
礎
と
し
て
そ
れ
ら
芸
術
圏
の
親
近
性
や
相
互
関
係
、
或
い
は
よ
り
包
括
的
で
上
位
に
立
つ
芸
術
圏
へ

の
従
属
的
関
係
と
い
っ
た
点
を
明
ら
か
に
し
、
他
方
で
は
、
差
異
性
を
基
礎
と
し
て
そ
れ
ら
芸
術
圏
の
特
殊
性
、
そ
れ
ら
桐
互
の
緊
張
関

係
、
又
そ
れ
ら
の
独
自
性
や
唯
一
性
な
ど
を
解
明
し
て
行
く
こ
と
が
、
比
較
芸
術
学
と
い
う
学
問
の
課
題
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

フ
ラ
イ
は
こ
の
よ
う
な
課
題
を
解
決
し
て
行
く
た
め
の
基
本
的
な
座
標
の
設
定
に
努
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
れ
を
、
芸
術
と
い

う
も
の
が
創
造
的
な
霞
我
の
根
抵
よ
り
生
ず
る
意
志
的
表
現
で
あ
り
、
又
自
我
と
世
界
と
の
間
の
性
格
学
的
に
規
定
さ
れ
た
対
決
の
仕
方

の
証
明
で
あ
り
、
且
つ
又
歴
史
的
人
間
が
こ
の
世
界
に
対
し
て
と
る
と
こ
ろ
の
一
定
の
態
度
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
導
き
殺
そ

う
と
し
て
い
る
。
即
ち
フ
ラ
イ
に
と
っ
て
芸
術
と
は
表
現
と
い
う
人
間
的
な
活
動
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
人
間
は
表
現
活
動
を
通
じ

て
自
己
の
存
在
を
確
保
し
て
行
く
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
か
く
て
フ
ラ
イ
は
芸
術
を
表
現
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
且
そ
れ
を
妄
語
と
の
類
比
に
お
い
て
眺
め
、
彼
の
比
較
芸
術
学
な
る
も
の
を

提
察
し
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
た
だ
ち
に
我
々
の
頭
の
中
に
浮
ん
で
く
る
の
は
、
『
表
現
の
学
及
び
…
般
書
語
学
と



　
　
し
て
の
美
学
騒
を
著
し
た
イ
タ
ジ
ア
の
哲
学
者
ペ
ネ
デ
ヅ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
で
あ
る
。
ク
鴇
ー
チ
ェ
が
ド
イ
ヅ
の
言
語
学
者
カ
ー
ル
・
フ

　
　
ォ
ス
ラ
ー
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
美
術
史
学
者
ユ
リ
ウ
ス
・
フ
ォ
ン
．
シ
ュ
p
ッ
サ
ー
と
個
人
的
な
交
際
を
持
ち
、
殊
に
フ
ラ
イ
が
ウ
ィ
ー

　
　
ン
大
学
で
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
に
接
し
て
い
る
点
を
考
え
合
せ
る
と
、
フ
ラ
イ
の
芸
術
観
に
ク
ロ
…
チ
ェ
の
哲
学
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
推
測

　
　
し
て
も
そ
れ
予
見
遜
違
い
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
フ
ラ
イ
自
身
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
が
ウ
ィ
ー
ン
学
派
と
密
接
な
つ

　
　
な
が
り
が
あ
り
、
よ
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
間
違
い
は
な
い
（
P
等
Φ
ざ
き
§
島
守
§
ら
｝
ミ
運
簿
Q
♀
§
奪
魁
寒
き
ω
・

　
　
卜
・
“
F
鋤
・
）
。
し
か
し
フ
ラ
イ
は
、
必
ず
し
も
芸
術
史
が
雷
語
史
と
一
つ
に
な
る
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
両
老
の
関
係
を
認
め
つ
つ
区

　
　
別
す
る
と
い
う
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
哲
学
者
が
統
一
的
原
理
に
よ
り
大
き
な
関
心
を
持
ち
、
葵
術
史
学
者
は
具
体
的
な
相
違
の

　
　
面
に
よ
り
強
く
ひ
か
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
た
こ
と
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
フ
ラ
イ
は
例
え
ば
「
芸
術
作
品
と
い
う
も
の
は

　
　
そ
れ
が
人
の
心
（
ω
①
Φ
囲
Φ
）
を
覚
し
た
瞬
間
に
凡
ゆ
る
他
の
も
の
を
し
め
だ
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
見
解
を
正
し
い
と
し
な

　
　
が
ら
（
男
H
Φ
k
一
§
．
ら
凡
曽
．
り
ω
“
ゆ
O
）
、
一
方
で
は
同
じ
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
次
の
よ
う
な
雷
葉
は
拒
絶
す
る
。
即
ち
「
我
々
が
我
々
の
精
神
の
中
で
或
形

　
　
態
や
像
を
内
的
に
明
確
に
生
き
生
き
と
み
さ
え
ず
れ
ば
、
芸
術
作
品
は
既
に
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
絵
筆
や
墾
を
手
に
と
る
か
ど
う
か

　
　
は
全
然
関
係
が
な
い
」
と
か
、
更
に
は
「
我
々
が
外
的
な
芸
術
作
品
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
も
は
や
芸
術
作
最
で
は
な
い
」
（
矩
①
ざ
愚
・

　
　
ミ
4
ψ
。
。
㎝
）
と
か
い
う
の
に
対
し
て
、
フ
ラ
イ
は
、
「
所
謂
こ
の
外
的
な
芸
術
作
贔
こ
そ
芸
術
作
品
な
の
で
あ
り
、
内
的
芸
術
作
贔
な
ど
と

　
　
い
う
も
の
は
存
し
な
い
」
（
閃
H
⑦
団
●
曇
．
q
軸
．
牒
こ
　
Q
Q
．
Q
◎
㎝
）
と
反
論
し
、
作
品
は
徹
底
的
に
、
そ
し
て
余
す
と
こ
ろ
な
く
客
観
的
な
形
式
を
と
っ
た

　
　
時
、
そ
し
て
完
全
に
言
葉
、
音
、
空
悶
的
形
式
に
な
っ
た
蒔
、
は
じ
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
対
象
は
そ
れ
が
具
体
的
に
な
れ
ぽ
な
る

　
　
程
一
層
美
し
い
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
ク
ロ
ー
チ
ェ
が
ウ
ィ
ー
ン
学
派
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
に
つ
な
が
る
フ
ラ

　
　
イ
も
ク
獄
ー
チ
ェ
に
は
大
き
な
尊
敬
を
払
っ
て
い
た
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
フ
ラ
イ
は
、
霞
分
な
り
の
芸
術
表
現
観
を
保
つ

　
　
て
い
た
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
フ
ラ
イ
が
芸
術
を
表
現
の
問
題
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
又
芸
術
を
雷
語
と
の
類
比

鵬　
　
　
　
　
　
芸
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西

543　
　
に
お
い
て
考
え
て
い
た
こ
と
、
こ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
直
接
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
、
未
だ
必
ず

　
　
し
も
断
定
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
こ
と
に
近
代
の
芸
術
学
や
芸
術
哲
学
の
歴
史
を
振
返
っ
て
み
る
聴
、
芸
術
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
表
現
の
問
題
と
し
て
、
そ
し
て
ま
た

　
　
一
種
の
轡
語
と
し
て
考
察
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
以
上
、
芸
術
を
一
種
の
㎜
醜
語
と
み
な
す
フ
ラ
イ
の
立
場
は
芸
術
学
の
歴
史

　
　
の
上
で
は
極
め
て
自
然
な
も
の
だ
と
さ
え
言
え
る
の
で
あ
る
。
殊
に
フ
ラ
イ
が
学
ん
だ
ウ
ィ
ー
ン
大
学
で
一
八
九
七
年
か
ら
　
九
〇
五
年

　
　
ま
で
美
術
史
の
教
授
で
あ
っ
た
り
ー
グ
ル
は
、
芸
術
を
雷
語
と
み
な
し
な
が
ら
、
『
諸
美
術
の
歴
史
的
　
琶
語
研
究
』
（
蒙
①
σ
q
ジ
属
ミ
。
、
群
、
罵

　
　
○
§
ミ
ミ
寒
翫
ミ
ミ
ミ
ミ
N
叙
§
内
§
馨
）
と
い
う
講
義
を
一
八
九
九
年
夏
学
期
に
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
講
義
の
草
稿
は
一
八
九
七
一

　
　
八
年
、
ジ
ー
グ
ル
が
大
学
の
講
義
を
休
ん
だ
期
間
に
作
ら
れ
て
お
り
、
彼
は
こ
の
期
間
を
自
己
の
美
術
史
に
関
す
る
見
解
に
理
論
的
な
基

　
　
礎
づ
け
を
与
え
る
仕
事
に
向
け
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
リ
…
グ
ル
は
「
諸
美
術
の
歴
史
的
言
語
研
究
」
と
い
う
二
葉
を
使
う
に
到
っ
た
理
由
を
次
の
様
に
説
明
し
て
い
る
Q
　
「
例
え
ば
バ
ル
テ

　
　
ノ
ソ
の
神
殿
、
フ
ィ
デ
ィ
ア
ス
の
彫
刻
、
そ
し
て
壷
絵
な
ど
を
通
観
し
た
時
、
美
術
史
研
究
者
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
紀
元
前
五
世
紀
の

　
　
ア
ッ
チ
カ
芸
術
の
遺
品
で
あ
る
と
直
ち
に
認
識
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
様
な
認
識
が
学
問
で
あ
る
か
と
い
え
ぽ
、
答
は
否
で
あ
る
。

　
　
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
骨
董
商
も
よ
く
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
認
識
は
訓
練
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
し
、
又
大
事
な
知

　
　
識
で
は
あ
っ
て
も
学
問
で
は
な
い
。
学
問
は
、
紀
元
前
五
世
紀
の
こ
の
遺
晟
が
何
故
に
他
な
ら
ぬ
こ
の
形
を
と
っ
て
い
る
の
か
と
問
う
時

　
　
に
は
じ
ま
る
。
各
現
象
は
そ
れ
ぞ
れ
原
斡
を
持
っ
て
い
る
Q
学
問
は
原
因
を
問
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
Q
我
々
は
今
日
凡
ゆ
る
芸
術

　
作
品
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
れ
程
個
性
的
に
互
い
に
異
っ
て
い
よ
う
と
も
、
或
要
素
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
る
。
美
徳
の
創
作
全

　
体
の
発
展
も
共
通
の
発
展
を
示
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
形
（
三
次
元
的
な
）
と
平
面
と
は
造
形
芸
術
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

　
　
そ
し
て
両
者
の
関
係
は
様
々
で
あ
り
う
る
。
し
か
し
こ
の
関
係
は
、
パ
ル
テ
ノ
ン
に
お
い
て
、
フ
ィ
デ
ィ
ア
ス
の
彫
刻
に
お
い
て
、
ア
ッ

　
　
チ
カ
の
壷
絵
に
お
い
て
正
に
同
一
な
の
で
あ
る
。
我
々
は
芸
術
史
学
と
い
う
建
物
全
体
に
統
一
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
を
念
頭
に
置
か
ね
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ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
従
来
の
特
殊
研
究
の
方
法
も
決
し
て
そ
の
価
値
を
失
う
わ
け
で
は
な
く
、
依
然
こ
の
学
問
に
と
っ
て
は
よ
き
建
築

材
料
と
し
て
、
学
問
の
先
行
条
件
た
り
つ
づ
け
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
の
理
解
を
私
は
、
美
術
と
言
語
と
の
闘
の
密
接
な
平
行
関
係
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
進
め
う
る
と
考
え
る
。

二
葉
と
い
う
も
の
も
そ
の
要
素
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
発
展
史
を
我
々
は
そ
の
需
葉
の
歴
史
的
書
語
研
究
と
呼
ぶ
。
或
雷
雲
を
喋
り
た
い

だ
け
の
人
に
は
文
法
は
い
ら
な
い
。
し
か
し
或
雷
葉
が
な
ぜ
他
な
ら
ぬ
こ
の
罪
な
発
展
を
遂
げ
た
の
か
を
知
り
た
い
人
、
人
間
文
化
の
金

体
の
中
で
の
或
言
葉
の
位
鐙
を
把
え
た
い
人
、
要
す
る
に
当
の
雷
葉
を
学
問
的
に
理
解
し
た
い
人
に
と
っ
て
は
歴
史
的
言
語
研
究
が
必
要

な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
造
形
芸
術
の
領
域
に
お
い
て
も
極
め
て
似
て
い
る
。
か
な
り
以
前
か
ら
芸
術
隠
語
と
い
う
下
思
が
な
じ
ま

れ
て
き
て
い
る
。
造
形
芸
術
の
諸
要
素
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
聖
帝
の
そ
れ
と
は
違
う
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
術
作
最
は
そ
れ
ぞ
れ

自
己
固
有
の
垂
葉
を
語
る
と
い
う
風
に
い
わ
れ
る
。
も
し
芸
術
雷
語
が
あ
る
な
ら
当
然
そ
れ
の
歴
史
的
書
風
研
究
も
、
た
と
え
讐
喩
的
な

意
味
で
は
あ
っ
て
も
、
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
一
方
の
平
坦
が
正
し
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
他
方
の
そ
れ
も
妾
然
認
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
」
（
勾
一
Φ
㈹
一
》
魯
．
ら
㌧
妹
●
》
ω
．
卜
。
目
μ
｛
｛
．
）
。

　
以
上
が
り
ー
グ
ル
の
講
義
題
目
に
関
す
る
彼
自
身
の
説
明
で
あ
り
、
彼
は
造
形
芸
術
の
原
理
論
を
、
か
か
る
名
前
で
呼
ん
だ
わ
け
で
あ

る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
讐
喩
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
講
義
の
主
要
部
分
、
殊
に
芸
術
の
本
質
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
箇
所
で
は
言
語
を

引
合
に
出
し
て
く
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
丁
度
フ
ラ
イ
の
比
較
芸
術
学
が
名
称
の
点
で
比
較
言
語
学
を
手
本
と
し
な
が
ら
、
案
論
に
お

い
て
は
雪
語
と
の
関
係
に
は
全
然
触
れ
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。

　
し
て
み
る
と
芸
術
を
冨
語
に
た
と
え
る
と
い
う
の
は
、
全
く
の
思
い
つ
き
と
し
て
生
じ
た
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
単
な
る
機

智
的
な
墨
堤
に
し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
広
く
暴
露
っ
て
い
る
し
、
又
近
代
の
主
要
な
芸
術
学
者
が
多
か
れ
少
な
か
れ
、
芸
術
と
需
語
と
を

讐
喩
的
に
も
せ
よ
、
結
び
つ
け
て
論
じ
過
ぎ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

芸
衛
と
言
語

五
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芸
術
を
言
語
に
な
ぞ
ら
え
て
説
明
す
る
と
い
う
や
り
方
は
、
概
に
カ
ン
ト
の
第
三
批
判
に
お
い
て
或
程
度
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例

え
ば
カ
ン
ト
は
第
三
批
判
の
第
五
一
節
で
芸
術
…
の
分
類
を
試
み
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
次
の
様
に
語
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
「
も
し
美
的

芸
術
を
区
分
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、
人
間
阿
志
が
互
に
で
き
る
だ
け
完
全
に
、
つ
ま
り
概
念
だ
け
で
な
く
感
情
を
も
ふ
く
め
て
交
歓
し
合

え
る
様
に
、
語
る
時
に
用
い
る
表
現
の
仕
方
と
の
類
似
以
上
に
適
当
な
原
理
は
見
当
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
團
く
餌
諮
群
　
登
山
出
陣
心
叙
。
　
9
り
ω
の
μ
刈
①
）
。

つ
ま
リ
カ
ン
ト
は
芸
術
と
い
う
も
の
を
人
聞
の
雷
語
的
表
現
行
為
（
こ
れ
に
は
単
に
言
語
だ
け
で
な
く
身
振
や
調
子
も
含
ま
れ
る
わ
け
で

あ
る
が
）
と
の
類
比
に
お
い
て
考
え
、
且
つ
分
類
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
彼
は
、
雷
語
と
の
類
比
に
よ
る
美
的
理
念
の
表
現
原
理
と

い
う
考
え
は
、
諸
芸
術
を
或
原
理
の
下
に
統
一
す
る
た
め
の
試
み
で
あ
っ
て
、
諸
芸
術
の
決
定
的
な
形
で
の
演
繹
と
は
み
な
さ
な
い
で
ほ

し
い
と
断
っ
て
は
い
る
（
囚
義
心
r
怠
●
6
篤
蛛
こ
ω
●
目
樋
㊤
）
。
し
か
し
カ
ン
ト
が
芸
術
を
表
現
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
少
く
と
も
、
雷
語
活

動
と
の
關
に
大
き
な
類
似
が
存
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
鳴
虫
喩
的
な
習
い
方
で
あ
れ
ば
事
象
を
し
て
身
振

り
的
に
語
ら
せ
る
と
か
、
或
は
音
楽
は
一
種
の
言
語
的
芸
術
で
あ
り
、
音
調
の
変
化
を
感
清
の
言
葉
（
ω
賛
8
ぎ
価
興
と
h
⑦
ぎ
①
）
と
し
て

行
使
す
る
と
か
い
っ
た
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
何
れ
に
せ
よ
、
カ
ン
ト
は
癖
直
以
上
に
は
で
て
い
な
い
し
、
そ
れ
だ

か
ら
又
、
芸
術
聞
の
美
的
緬
値
の
上
下
を
決
め
る
場
金
に
は
、
詩
的
芸
術
が
最
高
の
位
置
を
占
め
る
と
し
て
怪
し
ま
な
い
の
で
あ
る
。

　
人
間
が
思
考
活
動
を
行
う
存
在
で
あ
り
、
思
考
活
動
が
通
常
言
語
乃
至
は
概
念
的
記
号
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
少
く
と
も

外
面
的
な
素
材
の
点
で
思
惟
活
動
と
同
じ
三
品
を
用
い
る
詩
的
芸
術
が
人
閤
の
諸
芸
術
の
中
で
は
最
高
の
位
置
を
占
め
る
と
さ
れ
て
も
不

思
議
は
な
い
様
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
カ
ン
ト
が
芸
術
を
一
種
の
言
語
と
み
な
す
と
い
う
こ
と
も
あ
く
ま
で
讐
喩
に
と
ど
ま
る
の
が
当
然

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
雷
語
活
動
は
人
間
の
表
現
活
動
の
一
種
で
あ
り
、
認
識
活
動
の
中
に
も
一
種
の
創
造
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
見
方

に
立
つ
と
、
芸
術
と
言
語
と
の
関
係
は
か
な
り
密
接
な
も
の
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
Q

　
表
現
の
問
題
や
雷
語
の
問
題
と
芸
術
の
本
質
追
求
の
問
題
と
を
併
せ
考
え
た
人
と
し
て
は
、
芸
術
学
を
実
質
的
に
確
立
し
た
と
さ
れ
る

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
先
ず
考
え
ら
れ
る
が
、
彼
に
つ
い
て
は
ク
ロ
ー
チ
ェ
も
「
何
人
も
彼
ほ
ど
よ
く
、
そ
し
て
彼
程
雄
弁
に
芸
術
的
活
動
の
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特
性
を
雷
語
の
そ
れ
と
比
較
し
て
強
調
し
た
も
の
は
な
い
臨
（
O
§
ρ
》
遷
、
ミ
薄
ミ
の
§
誓
㌧
§
、
周
ミ
W
§
》
§
叙
ミ
鼻
翼
ミ
粛
魯
ミ
簿
ペ
ミ
砺
♂
お
。
。
9

ψ
蕊
邸
）
と
の
べ
て
い
る
。
そ
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
言
語
の
問
題
を
学
問
的
に
考
察
す
る
様
に
な
っ
た
の
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ

ム
ボ
ル
ト
以
来
の
こ
と
だ
と
書
い
て
い
る
が
、
そ
れ
に
続
け
て
「
人
は
次
第
に
書
置
を
表
現
運
動
の
最
も
完
成
さ
れ
た
形
式
と
し
て
と
ら

え
る
に
至
っ
た
。
芸
術
的
表
現
手
段
の
問
題
も
、
こ
の
手
段
が
表
現
運
動
の
形
式
と
し
て
一
般
に
考
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
は
じ
め
て

学
間
的
な
形
で
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
は
言
葉
自
身
が
最
も
す
ぐ
れ
た
芸
術
的
手
段
の
一
つ
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
当
然
そ
の

点
に
気
づ
く
べ
き
で
あ
っ
た
。
砿
「
雷
葉
の
本
質
と
起
源
と
に
関
す
る
研
究
は
、
芸
術
の
本
質
と
起
源
と
に
関
す
る
問
題
に
重
要
な
光
を
投

げ
か
け
う
る
。
た
だ
心
葉
は
ま
だ
学
問
で
は
な
い
様
に
、
芸
術
手
段
も
ま
だ
芸
術
で
は
な
い
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
（
濁
婁
Φ
び

浄
ぐ
ミ
§
き
ミ
諮
謎
“
匿
●
間
い
ω
．
謹
中
）
と
語
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
語
る
フ
ィ
…
ド
ラ
ー
が
芸
術
と
雷
語
と
の
深
い
内
的
な
関
係
に
注
目
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
彼
は
芸
術
と
書
語
が
共
に

表
現
活
動
で
あ
る
と
み
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
即
ち
、
コ
蕎
語
が
そ
の
起
源
に
お
い
て
表
現
運
動
で
あ
り
、
音
声
的
身
振
り
で
あ
り
、
且

つ
又
門
葉
の
全
塞
質
は
、
こ
の
様
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
明
瞭
に
そ
し
て
理
解
し
や
す
く
な
る
と
す
れ
ば
、
芸
術
活
動
も
又
、
そ
れ

が
そ
の
起
源
に
お
い
て
は
表
現
運
動
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
蒔
、
　
一
層
理
解
し
や
す
く
な
る
」
（
閃
一
Φ
氏
剛
①
び
魯
．
q
N
．
振
い
ω
。
μ
①
b
こ
｛
h
）
。
た
だ
し
こ

の
こ
と
は
、
或
も
の
が
活
動
を
は
な
れ
て
、
例
え
ば
精
神
的
な
形
成
物
と
し
て
予
め
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
表
現
を
見
出
す
と

い
う
風
に
考
え
ら
る
べ
き
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
視
覚
に
よ
っ
て
取
入
れ
ら
れ
た
刺
戟
か
ら
発
展
し
て
く
る
精
神
物
理
的
な
過
程
が
、
自

己
を
よ
り
発
展
せ
し
め
る
た
め
に
身
振
り
、
即
ち
外
的
な
記
号
を
必
要
と
し
、
そ
し
て
そ
の
発
展
は
唯
こ
の
外
的
な
記
号
の
中
で
、
又
記

号
に
よ
っ
て
見
出
す
外
は
な
い
様
な
地
点
に
達
し
、
そ
し
て
そ
こ
で
造
形
的
形
成
作
用
が
は
じ
ま
る
と
い
う
風
に
考
え
ら
る
べ
き
な
の
で

あ
る
。
芸
術
家
の
外
的
な
造
形
活
動
と
い
う
も
の
は
、
或
内
面
的
な
活
動
の
後
に
つ
い
て
行
く
も
の
だ
と
い
う
風
に
考
え
て
は
い
け
な
い

の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
外
的
造
形
活
動
と
は
、
内
面
的
活
動
が
そ
こ
に
お
い
て
現
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
一
定
の
形
式
な
の
で
あ
り
、
内
面

的
活
動
は
、
た
だ
こ
の
外
面
的
活
動
の
中
で
よ
り
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
己
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

芸
術
と
醤
語

七
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手
の
活
動
が
造
形
材
料
に
触
れ
る
よ
う
に
な
る
前
に
或
過
程
が
先
行
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
様
な
過
程
の
中
で
は
造
形
活
動
は
ま
だ
全

然
問
題
に
し
得
な
い
の
で
あ
る
Q
し
か
し
こ
の
過
程
が
実
際
の
造
形
活
動
に
ま
で
発
展
し
た
瞬
間
か
ら
、
そ
れ
の
継
承
的
発
展
は
専
ら
た

だ
形
成
物
の
中
で
の
み
考
え
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
2
合
同
塾
Φ
ひ
号
・
竃
餅
¢
μ
①
ω
）
。

　
フ
ィ
…
ド
ラ
ー
は
こ
の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
は
言
葉
と
の
類
似
を
考
え
れ
ば
よ
い
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
論
弁
的
思
考
と
い
う
も
の

は
言
語
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
一
定
の
音
声
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
も
い
な
い
。
つ
ま
り
人
間
は
鷺
語
の
中
で
考

え
る
の
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
語
っ
た
り
書
い
た
り
し
な
く
て
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
考
え
る
こ
と
、
書
く

こ
と
の
世
界
全
体
の
起
源
は
語
る
と
い
う
事
実
の
中
に
あ
る
。
語
ら
れ
た
雷
葉
が
第
一
で
あ
っ
て
、
言
語
に
お
い
て
考
え
る
能
力
と
い
う

も
の
は
音
声
的
身
振
り
か
ら
発
展
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
語
る
能
力
が
は
じ
め
か
ら
欠
如
し
て
い
る
場
合
に
は
母
語
に
お
け
る
思

考
も
発
展
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
人
選
が
そ
の
語
る
需
諮
を
予
め
考
え
、
そ
し
て
こ
の
考
え
た
言
語
を
実
際
に
語
る
か
否

か
は
そ
の
人
の
勝
手
で
あ
る
様
な
場
合
と
い
う
の
は
、
決
し
て
言
葉
と
い
う
も
の
の
根
本
現
象
に
は
触
れ
な
い
、
つ
ま
り
い
っ
て
み
れ
ば

翻
次
的
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
様
な
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
雷
語
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
華
語
に
対
応
す
る
思
想
過
形
成
物
が
音
声
的
表
現
を
見
出
す
と
い
う
形
で
成
立
す
る
の
で
は
な
く
て
、
む

し
ろ
未
だ
形
を
と
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
雷
語
と
い
う
も
の
の
中
で
、
そ
の
最
高
の
発
展
し
た
形
式
に
ま
で
高
象
る
と
い
う
形
で
成
立

す
る
の
で
あ
る
。
書
中
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
は
、
｝
夢
語
以
外
の
い
か
な
る
形
式
に
お
い
て
も
人
間
精
神
の
中
に
存
在
し
な
い
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
言
語
と
共
に
現
わ
れ
、
且
つ
言
語
と
共
に
戒
倒
す
る
の
で
あ
る
（
頸
鑑
2
墨
守
ミ
§
暮
ミ
ら
§
ひ
浬
・
暴
ψ
μ
8
ε
。

　
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
入
間
の
語
る
能
力
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
単
に
普
通
い
う
所
の
雷
語
の
操
作
能
力
だ
け
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
人
間
が
彼
を
と
り
ま
く
世
界
に
直
即
し
、
無
限
定
、
没
形
式
の
感
覚
状
態
か
ら
、
明
確
な
形
式
を
も
っ
た
一
個
の
現
実
を
作

り
出
す
能
力
全
体
を
指
し
て
い
る
と
と
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
又
意
味
の
世
界
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
絶
え
ず
入
費
的
世
界
を
保

持
し
て
行
く
こ
と
で
も
あ
る
。
彼
は
そ
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
中
で
群
島
辞
§
ら
斜
ω
・
逡
）
人
聞
が
な
す
と
こ
ろ
の
こ
と
は
、
結
局
、
感
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性
的
な
も
の
の
絶
え
ざ
る
流
れ
か
ら
、
恒
常
的
な
形
式
の
領
域
へ
と
自
己
を
救
い
出
す
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
人
問
は

か
か
る
こ
と
を
、
単
に
概
念
形
成
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
同
様
に
芸
術
的
形
成
作
用
に
お
い
て
も
行
う
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
フ

ィ
ー
ド
ラ
ー
の
こ
の
様
な
考
え
方
と
類
似
の
も
の
は
先
に
触
れ
た
り
ー
グ
ル
の
『
歴
史
的
言
語
研
究
』
の
中
に
も
見
娼
さ
れ
る
。
彼
は
慮

然
が
そ
の
個
々
の
ぼ
ら
ぼ
ら
の
具
体
的
現
象
に
お
い
て
で
な
く
、
そ
の
固
窟
の
本
質
に
お
い
て
人
間
の
表
象
の
中
に
現
わ
れ
る
如
く
、
人

間
は
こ
れ
を
明
確
に
自
己
の
眼
前
に
み
る
べ
く
駆
り
た
て
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
究
極
的
に
は
凡
ゆ
る
芸
術
的
創
作
の
根
基
で
あ
る
と

語
っ
て
い
る
（
艶
剛
紹
r
§
●
ら
㍉
馬
ご
ω
噌
b
り
H
圃
）
。
芸
術
の
呂
的
は
外
界
に
対
し
て
人
間
的
な
世
界
、
つ
ま
り
視
覚
の
世
界
で
い
え
ば
可
視
月
世
界

を
手
の
援
け
に
よ
っ
て
作
り
出
し
自
己
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
問
的
世
界
を
自
己
の
活
動
を
通
じ
て
築
く
こ
と
が
、
と
り
も
直
さ

ず
絶
え
ざ
る
感
性
的
な
も
の
の
流
れ
か
ら
自
己
を
救
い
魅
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
も
し
芸
術
が
一
種
の
雷
葉
だ
と
す
れ
ば
、
語
る
こ
と

に
お
い
て
自
己
の
存
在
を
維
持
し
て
行
く
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

　
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
自
己
が
確
実
な
現
実
意
識
に
達
す
る
や
り
方
は
、
決
し
て
理
論
的
認
識
と
い
う
方
法
だ
け
に
限
ら
れ
ず
、
芸
術
的
認

識
も
又
同
じ
資
格
を
持
つ
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。
認
識
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
意
識
が
曖
昧
な
状
態
か
ら
明
晰
な
世
界
へ

と
進
ん
で
行
く
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
あ
り
、
フ
ィ
！
ヂ
ラ
ー
は
そ
の
よ
う
な
精
神
の
進
展
の
過
程
を
視
覚
に
即
し
て
厳
し
く
検
討
し

た
の
で
あ
る
。
以
下
彼
の
代
表
的
論
文
「
芸
術
的
活
動
の
起
源
に
つ
い
て
扁
か
ら
そ
の
基
本
的
な
考
え
を
要
約
し
、
欝
語
と
芸
術
と
の
関

係
を
眺
め
て
み
る
。

　
フ
ィ
…
ド
ラ
ー
は
我
々
人
間
が
自
己
の
周
圏
の
事
物
に
つ
い
て
何
か
を
受
容
す
る
時
の
そ
の
何
か
と
は
、
我
々
人
閥
の
有
機
的
手
織
が

意
識
の
所
有
と
し
て
作
り
上
げ
た
も
の
だ
け
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
考
察
を
進
め
て
行
く
。
人
事
は
自
己
が
精
神
的
努
力
に
よ
っ

て
作
り
上
げ
た
も
の
の
み
を
所
有
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
と
、
入
間
が
自
己
の
中
に
認
め
る
精
神
的
形
成
物
は
、
こ
の
形
成
物
と
区

別
さ
れ
た
或
存
在
物
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
く
な
る
。
我
々
が
関
わ
っ
て
い
る
或
存
在
物
は
我
々
が
現
に
精
神
的
に
所
有

し
て
い
る
以
外
の
形
で
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
従
っ
て
我
々
が
現
に
噺
有
し
て
い
る
も
の
は
そ
れ
自
身
の
存
在
を
主
張
す
る
存

非云

p
と
欝
語

九
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在
で
あ
っ
て
、
何
か
自
己
以
外
の
も
の
の
表
示
記
号
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
し
か
し
臼
常
的
な
立
場
で
は
、
我
々
が
研
究
し
た
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
た
り
、
陳
述
し
た
り
す
る
こ
の
世
界
は
、
人
間
の
認
識
能

力
か
ら
独
立
し
た
存
在
を
も
つ
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
凡
ゆ
る
存
在
は
一
つ
の
表
示
さ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
思

想
家
の
精
神
的
作
業
は
言
語
或
い
は
記
号
の
中
で
成
就
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
思
想
家
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
言
語
や
記
秀
は
、
存
在
す

る
も
の
の
代
理
と
い
う
ふ
う
に
み
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
存
在
は
雷
語
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
、
思
想
家
は
言
語
を
通
じ
て
考
え
る
こ
と

に
よ
り
、
存
在
そ
の
も
の
が
思
想
家
の
前
に
次
第
に
そ
の
姿
を
現
わ
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
・
一
定
の
恩
惟
は
一
定
の

善
果
語
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
思
惟
が
そ
の
発
展
の
究
極
の
高
み
に
達
し
て
一
定
の
謎
語
に
よ
る
表
現
を
断
念
し
て
し
ま
う
よ
う
な
と

こ
ろ
で
も
、
や
は
り
思
惟
は
何
ら
か
の
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
そ
も
そ
も
思
惟
が
生
じ
う
る
た
め
に
は
何
ら
か
の
記
号

が
必
要
な
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
言
語
を
媒
介
と
す
る
思
惟
的
認
識
作
用
と
い
う
も
の
を
、
一
定
の
存
在
や
現
実
を
対
象
と
す
る
活
動

と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
正
当
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
雷
語
が
存
在
す
る
も
の
を
表
示
し
う
る
か
否
か
と
い
う
問
題
と
、
そ
の
存
亡
を
共

に
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
人
間
が
一
定
の
現
実
を
そ
の
全
き
豊
さ
と
多
様
さ
と
に
お
い
て
表
示
し
表
現
す
る
た
め
の
手
段
を
雷
語
と
い

う
形
で
有
し
て
い
る
と
す
る
と
、
人
間
が
需
語
に
よ
る
思
惟
を
通
じ
て
存
在
す
る
も
の
の
認
識
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
何
の

疑
念
も
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
話
語
は
「
在
る
」
と
い
う
述
語
を
要
求
し
う
る
凡
ゆ
る
も
の
の
表
示
と
表
現
の
た
め
の
普
遍

的
な
手
段
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　
確
か
に
雷
語
は
表
現
運
動
の
一
形
式
で
は
あ
る
が
、
こ
の
場
合
表
現
さ
れ
る
も
の
が
表
現
作
用
を
は
な
れ
て
表
現
以
前
に
既
に
存
在
し

て
お
り
、
そ
れ
が
表
現
に
よ
っ
て
伝
達
可
能
な
対
象
に
な
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
、
更
に
防
毒
は
我
々
が
精
神
的
財
産
と
呼
び
う
る

一
切
を
表
現
し
伝
達
可
能
な
も
の
と
す
る
と
考
え
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
精
神
と
肉
体
と
を
分
離

し
、
精
神
が
予
め
作
り
上
げ
た
内
容
を
身
体
と
い
う
器
窟
を
通
じ
て
外
面
化
す
る
の
だ
と
み
な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
精
神
と
い
う
い
わ
ぽ

肉
体
と
は
区
別
さ
れ
た
軌
道
を
走
っ
て
い
た
も
の
が
、
或
地
点
で
ポ
イ
ン
ト
を
切
換
え
、
肉
体
の
軌
道
に
入
り
込
み
、
外
的
に
知
覚
で
き
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る
よ
う
な
表
現
を
獲
得
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
か
か
る
二
元
対
立
を
認
め
ず
、
精
神
的
過
程
と
い
う
も
の

は
身
体
と
い
う
有
機
体
の
内
部
過
程
に
徹
頭
徹
尾
依
存
す
る
も
の
と
み
な
し
、
表
現
運
動
と
は
精
神
物
理
的
過
程
の
発
展
と
考
え
て
い
る
。

即
ち
感
覚
神
経
の
刺
戟
に
は
じ
ま
る
身
体
的
過
程
が
い
わ
ゆ
る
外
的
な
そ
し
て
薩
接
知
覚
さ
れ
う
る
よ
う
な
形
の
運
動
と
な
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
う
な
る
ま
で
は
達
せ
ら
れ
な
か
っ
た
発
展
の
相
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
と
同
様
、
心
的
過
程
も
表
現
運
動
の
中
で
穿
る
発
展
、
し

か
も
唯
か
か
る
表
現
運
動
の
中
で
の
み
経
験
し
得
る
よ
う
な
発
展
を
と
げ
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
表
現
運
動
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
存
在

し
て
い
な
か
っ
た
精
神
的
所
産
が
初
め
て
成
立
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
考
え
で
は
、
言
語
的
表
現
と
い
う
も

の
も
一
定
の
葺
語
的
形
式
を
離
れ
て
存
在
す
る
よ
う
な
何
か
現
実
的
な
も
の
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
語
と
い
う
も
の
は
我
々
に

と
っ
て
現
実
所
有
と
い
う
こ
と
が
生
じ
て
く
る
時
の
一
つ
の
形
式
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
が
言
語
以

外
の
或
現
実
を
表
示
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
我
々
の
精
神
的
所
有
た
ら
し
め
う
る
よ
う
な
一
定
手
段
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

我
々
が
言
語
に
よ
る
思
惟
や
認
識
を
通
じ
て
捉
え
る
も
の
は
、
直
接
的
現
実
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
た
だ
難
語
の
形
式
に
お
い
て
発
展

し
、
そ
し
て
一
つ
の
存
在
に
達
し
た
現
実
で
あ
り
、
言
語
的
現
実
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
作
用
の
出
発
点
に
あ
っ
た
多
様
で
豊
な
、
し
か

し
同
時
に
不
安
定
な
現
実
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

　
さ
て
世
界
は
我
々
と
は
無
関
係
に
存
在
し
て
い
る
と
仮
定
す
る
こ
と
を
止
め
、
我
々
の
視
線
を
我
々
が
現
実
を
確
実
に
承
認
し
う
る
地

点
、
つ
ま
り
我
々
の
現
実
意
識
そ
の
も
の
へ
向
け
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
既
に
出
来
上
っ
て
自
足
し
て
い
る
存
在
な
ど
と
い
う
も
の
は
見

当
ら
ず
、
む
し
ろ
一
瞬
も
固
定
し
た
形
を
と
る
こ
と
な
く
生
成
消
滅
し
て
い
る
感
覚
、
感
情
、
表
象
な
ど
の
果
し
な
い
戯
れ
が
あ
る
だ
け

で
あ
る
。
確
か
に
雷
語
は
か
か
る
生
成
消
滅
を
続
け
る
意
識
状
態
か
ら
我
々
を
救
い
出
す
も
の
と
し
て
現
わ
れ
、
い
わ
ば
現
実
を
認
識
の

明
る
み
の
中
に
引
幽
し
、
し
か
も
そ
れ
を
充
分
に
秩
序
づ
け
ら
れ
分
節
さ
れ
た
講
造
を
も
っ
た
も
の
に
仕
上
げ
る
す
ぐ
れ
た
道
具
と
い
う

性
格
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
我
々
が
署
語
の
形
式
で
持
つ
も
の
は
、
我
々
の
内
的
生
命
が
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し

て
内
的
生
命
そ
の
も
の
の
表
現
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
も
し
人
が
豊
か
で
は
あ
る
が
消
え
や
す
く
無
規
定
な
意
識
状
態
と
い
う

神云

p
と
言
語

一
一
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望
で
彼
に
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
現
実
を
、
欝
語
と
い
う
形
式
で
自
己
の
所
有
た
ら
し
め
ん
と
す
る
な
ら
、
そ
の
瞬
間
彼
は
彼
が
捕
え
よ

う
と
し
た
も
の
が
彼
か
ら
消
え
、
そ
れ
ま
で
と
は
別
の
新
し
い
形
式
を
も
っ
た
現
実
に
直
面
し
て
い
る
の
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。
言
語

の
中
に
あ
る
の
は
存
在
の
表
現
で
は
な
く
て
む
し
ろ
存
在
の
一
つ
の
形
式
に
す
ぎ
な
い
。
我
々
の
直
接
的
な
現
実
意
識
墜
署
語
と
い
う
形

式
に
お
い
て
い
わ
ば
一
定
の
形
態
を
持
つ
に
至
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
こ
の
雷
魚
が
生
ま
れ
る
に
必
要
だ
っ
た
凡
ゆ
る
意
識
内
容

が
余
す
所
な
く
言
語
の
中
に
現
わ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
ま
で
の
意
識
内
容
の
代
理
と
し
て
　
定
の
記
号
が
現
わ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。

言
語
の
成
立
と
い
う
こ
と
は
鉱
物
の
結
晶
過
程
と
は
違
い
、
む
し
ろ
植
物
の
花
や
果
実
の
如
き
一
つ
の
変
身
な
の
で
あ
る
。
雷
語
に
お
い

て
明
確
な
の
は
そ
の
畳
語
そ
の
も
の
で
し
か
な
い
。
い
わ
ゆ
る
需
語
の
内
容
な
る
も
の
に
注
意
を
向
け
て
み
れ
ぽ
、
そ
れ
は
永
遠
に
生
成

し
て
行
く
不
定
の
状
態
に
す
ぎ
な
い
。

　
人
血
が
言
語
に
よ
っ
て
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
、
霞
己
の
手
許
に
あ
る
も
の
を
精
神
的
に
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は

確
か
で
あ
る
。
そ
れ
故
外
界
支
配
の
道
具
と
し
て
み
た
時
、
土
語
は
極
め
て
大
き
な
役
割
を
持
ち
は
す
る
が
、
し
か
し
事
実
と
し
て
の
感

覚
そ
の
も
の
は
｝
蕎
語
と
い
う
形
で
記
号
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
さ
さ
か
も
触
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
或
る
色
彩
感
覚
そ

の
も
の
と
そ
れ
の
難
語
的
表
示
と
の
間
に
は
い
さ
さ
か
の
親
近
性
も
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
は
雷
語
に
よ
る
論
理
的
把
握
が
い
く

ら
発
展
し
て
も
訳
語
以
外
に
存
在
世
界
を
精
神
的
に
支
配
し
う
る
手
段
を
持
た
ぬ
場
合
は
、
凡
ゆ
る
現
実
意
識
の
発
展
の
素
材
が
人
間
以

外
の
動
物
と
同
じ
没
形
式
で
不
安
定
な
状
態
の
ま
ま
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
ぬ
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
人
聞
は
雷
語
を
道
具
的
に

使
用
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
い
、
言
語
の
属
発
点
に
感
性
的
な
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
が
ち
だ
と
書
え
る
。

　
要
す
る
に
有
孔
と
い
う
こ
の
驚
歎
す
べ
き
も
の
の
も
つ
特
性
は
、
そ
れ
が
存
在
を
意
味
す
る
と
い
う
点
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
言
語
が

一
つ
の
存
在
だ
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
し
て
一
定
の
言
語
形
式
を
と
っ
て
成
立
す
る
も
の
は
、
こ
の
形
式
以
外
で
は
存
在
し
な
い
の
だ
か

ら
、
誉
語
は
何
か
を
意
味
す
る
と
い
う
よ
り
常
に
た
だ
自
己
自
身
を
意
味
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
。
雷
語
の
億
値
と
い
う
も
の
も

我
々
が
通
常
言
語
の
内
容
と
呼
ん
で
い
る
不
安
定
な
も
の
の
上
に
成
立
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
漠
然
た
る
感
覚
過
程
か
ら
成
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っ
て
い
た
に
す
ぎ
ぬ
未
発
展
の
現
実
意
識
が
、
岩
燕
の
中
で
一
定
の
明
確
な
現
実
を
作
り
出
す
可
能
性
を
忽
然
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
い

う
点
に
こ
そ
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
署
語
と
い
う
も
の
の
大
き
な
価
値
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
と
共
に
逆
に
　
琶
語
に
よ
る
人
間
精
神
の

発
展
に
は
素
語
二
身
に
よ
る
限
界
が
存
す
る
こ
と
に
も
気
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
又
我
々
は
琶
語
的
思
惟
活
動
に
よ
っ
て
多
大
の
も
の

を
得
る
の
と
引
換
え
に
多
く
の
も
の
、
つ
ま
り
我
々
の
現
実
意
識
の
出
発
点
と
な
る
豊
か
で
多
様
な
生
成
の
全
体
を
変
形
し
且
つ
切
捨
て

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
感
性
的
知
覚
の
直
接
性
に
固
執
す
る
か
に
み
え
る
芸
術
の
世
界
は
、
発
端
と
な
る
現
実
意

識
の
全
体
を
、
そ
の
豊
さ
の
ま
ま
損
う
こ
と
な
く
弱
噺
化
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
芸
術
と
い

え
ど
も
不
可
能
だ
と
考
え
る
。
我
々
が
感
性
的
知
覚
の
対
象
を
、
よ
り
明
晰
に
知
覚
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
程
、
我
々
の
知
覚
す
る
も
の

の
範
囲
は
せ
ぽ
め
ら
れ
て
く
る
。
我
々
は
或
る
表
象
の
凡
ゆ
る
感
性
的
側
管
を
同
時
に
我
々
の
意
識
の
前
面
に
齎
す
こ
と
は
で
き
ず
、
そ

の
よ
う
に
し
ょ
う
と
す
る
と
感
性
的
性
質
相
互
の
問
に
競
り
合
い
状
態
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
は
こ
の
点
を

可
視
性
に
隈
定
し
て
追
求
し
て
い
る
。

　
普
通
の
歌
い
方
に
従
え
ば
我
々
は
眼
で
知
覚
で
き
る
も
の
の
現
存
を
他
の
感
性
例
え
ぽ
触
覚
に
よ
っ
て
も
確
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
こ
れ
は
不
正
確
な
言
い
方
で
あ
っ
て
眼
と
い
う
器
官
に
よ
っ
て
知
覚
す
る
も
の
は
視
覚
的
対
象
な
の
で
あ
っ
て
触
覚
的
対
象
で
は
な

く
、
ま
し
て
や
需
語
的
対
象
で
は
な
い
。
視
覚
以
外
の
方
法
で
知
覚
さ
れ
た
も
の
は
視
覚
駒
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
Q
つ
ま
り
視
覚
に

よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
対
象
が
、
視
覚
以
外
の
感
性
を
通
じ
て
知
覚
さ
れ
る
対
象
と
同
一
で
あ
る
な
ど
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
可
視
的

な
も
の
の
現
存
と
い
う
こ
と
は
唯
そ
れ
が
み
ら
れ
る
と
い
う
点
、
或
い
は
み
ら
れ
た
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
う
る
と
い
う
点
に
の
み
成
立

し
う
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
も
し
眼
が
実
際
に
は
存
在
し
て
い
な
い
も
の
の
存
在
を
、
我
々
に
存
在
す
る
如
く
に
思
わ
せ
る
と
し
て
も
、

こ
の
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て
み
え
て
い
る
も
の
に
関
わ
る
事
柄
で
は
な
く
て
、
我
々
に
は
決
し
て
み
る
こ
と
の

で
き
ぬ
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

芸
術
と
言
語

一
三
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日
常
生
活
に
お
い
て
我
々
が
或
対
象
に
つ
い
て
有
し
て
い
る
知
識
は
、
視
覚
が
提
供
す
る
情
報
と
触
覚
が
提
供
す
る
そ
れ
と
の
中
間
を

揺
れ
動
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
限
が
正
し
く
み
て
い
る
か
否
か
を
触
覚
に
よ
っ
て
検
討
し
決
定
し
よ
う
と
す
る
。
け
れ
ど
も
視

覚
の
正
．
不
正
と
い
う
こ
と
を
視
覚
以
外
の
も
の
に
即
し
て
検
討
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
無
意
味
で
あ
り
、
む
し
ろ
我
々
は
視
覚
梢
互

の
一
致
不
一
致
と
い
っ
た
問
題
を
研
究
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
後
年
美
徳
史
家
の
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
が
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
バ
ロ
ッ
ク
の
視

覚
の
世
界
の
相
違
を
論
じ
た
の
は
当
然
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
例
え
ば
認
識
の
対
象
と
し
て
の
世
界
に
つ
い
て
考
え
て
み
れ
ば
、
我
々
が
世
界
を
確
実
に
所
有
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
て
も
、
こ
の
確

実
さ
な
る
も
の
は
思
惟
活
動
が
高
ま
っ
て
き
て
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
る
度
に
常
に
そ
の
鼠
走
か
ら
揺
ぶ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
認
識
の

生
命
は
む
し
ろ
真
理
と
い
う
不
動
の
大
地
を
絶
え
ず
求
め
続
け
る
と
い
う
点
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
獲
得
さ
れ
た
も
の
の
傍
で
腰
を

据
え
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
と
進
じ
く
世
界
を
可
視
的
な
姿
で
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
我
々
は
見
る
と
い
う
作

用
以
外
の
い
か
な
る
や
り
方
で
も
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ひ
た
す
ら
み
る
作
用
に
よ
っ
て
の
み
新
た
に
獲
得
さ
れ
つ
づ
け
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
視
覚
が
正
し
い
と
か
不
正
で
あ
る
と
か
を
、
視
覚
以
外
の
立
場
で
論
じ
て
も
視
覚
に
は
一
向
触
れ
る
こ
と
が
な

い
。
従
っ
て
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
視
覚
は
正
し
く
バ
獄
ッ
ク
の
視
覚
は
正
し
く
な
い
と
い
っ
た
雪
い
方
を
、
も
し
視
覚
以
外
の
立
場
か
ら
述
べ

た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
の
意
味
も
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
可
視
性
と
い
う
感
性
的
性
質
を
可
視
的
で
な
い
感
性
的
諸
性
質
に
還
元
す
る
こ
と
、
或
い
は
又
視
覚
に
よ
る
知
覚
や
表
象
か
ら
｝
醤
語
的

思
惟
活
動
の
世
界
に
移
行
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
ご
く
普
通
の
過
程
で
あ
り
、
我
々
の
現
実
意
識
が
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
に
発

展
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
の
過
程
で
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
視
る
と
い
う
作
用
の
本
来
的
な
姿
は
、
他
の
感
覚
を
通
じ
て
も
知
覚
で
き
る
と

い
う
意
味
で
の
対
象
へ
の
関
係
が
消
え
る
時
、
は
じ
め
て
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
Q
我
々
が
あ
る
も
の
を
視
覚
に
よ
っ
て
知
覚
し
、
そ

し
て
そ
れ
が
ど
ん
な
立
体
的
な
形
を
し
て
い
る
か
、
何
で
で
き
て
い
る
か
と
い
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
対
象
に
つ
い
て
知
り
得
る
こ
と
を
知

っ
た
と
こ
ろ
で
我
々
は
こ
の
対
象
が
い
か
に
み
え
る
か
を
知
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
が
眼
で
み
た
も
の
を
口
に
出
し
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て
整
っ
た
瞬
間
、
そ
れ
は
み
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
視
覚
印
象
を
書
語
的
に
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
視
覚
的
認
識
そ

の
も
の
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
れ
を
中
断
し
て
し
ま
う
こ
と
で
し
か
な
い
。
我
々
は
言
語
に
よ
っ
て
可
視
前
世
界

を
支
配
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
可
視
的
世
界
は
た
だ
視
る
と
い
う
作
用
自
身
に
よ
っ
て
結
着
を
つ
け
ら
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
画

家
が
絵
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
自
己
の
漠
然
た
る
、
た
だ
予
感
に
み
ち
た
視
覚
的
現
実
意
識
を
、
表
現
活
動
を
通
じ
て
明
確
な
視
覚
的
現

実
意
識
へ
と
高
め
て
行
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
、
手
を
使
っ
て
描
く
と
い
う
こ
と
は
、
見
る
と
い
う
こ
と
が

よ
り
確
実
な
視
覚
的
現
実
意
識
を
獲
得
せ
ん
と
す
る
時
、
必
然
的
に
生
じ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
行
為
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
事
態
は
思
惟
と
隠
語
と
の
関
係
に
類
似
し
て
い
る
。
も
し
我
々
が
思
惟
と
蜜
語
を
対
立
さ
せ
、
思
惟
は
言
語
に
よ
っ
て
完
全
に
或
い
は

不
完
全
に
表
現
さ
れ
る
と
考
え
る
と
、
そ
れ
は
矛
盾
に
陥
る
。
な
ぜ
な
ら
も
し
こ
の
思
惟
に
つ
い
て
証
明
を
し
ょ
う
と
す
れ
ば
、
ひ
と
は

再
び
…
蓄
語
に
よ
っ
て
そ
れ
を
行
う
し
か
な
い
わ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
人
は
相
互
に
独
立
し
た
二
つ
の
も
の
と
し
て
の
思
惟
と
帯
磁

と
の
一
致
と
か
不
一
致
と
か
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
思
惟
は
雷
語
と
い
う
形
で
発
展
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
は
視
覚
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
て
、
我
々
は
内
的
原
形
が
予
め
存
し
、
そ
れ
が
手
の
働
き
に
よ
っ
て
外
的
に
模
写
さ
れ
る
と
考
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
も
し
両
者
を
比
較
す
る
た
め
に
原
形
の
証
明
を
し
て
み
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
人
は
再
び
所
謂
模
写
と
い
う

手
段
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
気
づ
く
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
見
し
た
と
こ
ろ
模
写
に
奉
仕
し
て
い
る
か
に
み
え
る
手
段
が
、
む

し
ろ
模
写
の
た
め
の
手
本
を
欝
ら
作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
ご
く
初
歩
的
な
描
写
作
用
で
す
ら
、
手
は

眼
が
予
め
為
し
た
こ
と
を
為
す
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
手
の
働
き
に
よ
っ
て
新
し
い
視
覚
的
現
実
が
成
立
す
る
の
だ
と
考
え
ね
ぽ
な
ら

な
い
。
我
々
は
造
形
と
い
う
い
わ
ぽ
機
械
的
な
活
動
が
表
象
と
い
う
精
神
過
程
に
依
存
し
て
い
る
と
考
え
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
表
象
の
発

展
の
可
能
性
は
造
形
と
い
う
機
械
的
活
動
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
造
形
と
い
う
行
為
と
な
っ
た
視
覚
過
程
か
ら
一
定
の
形
象
が
展
開
し
て
く
る
と
す
る
と
、
そ
の
形
象
が
、
ど
れ
程
さ
ま
ざ
ま
な
形

を
と
っ
て
現
わ
れ
る
に
せ
よ
、
と
も
か
く
そ
の
形
象
は
意
識
が
可
視
性
に
対
し
て
要
求
す
る
も
の
を
充
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で

芸
術
と
欝
語

一
五
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あ
る
。
し
か
し
可
視
性
に
対
す
る
意
識
の
要
請
と
い
っ
た
こ
と
も
芸
術
活
動
が
従
う
べ
き
法
則
を
前
以
っ
て
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
で
は

あ
り
得
な
い
。
た
だ
芸
術
活
動
が
自
己
自
身
に
忠
実
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
形
成
物
は
合
法
則
的
な
一
定
形
式
に
達
す
る
ま
で
、
決
し

て
安
ん
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
形
成
物
は
例
え
ば
可
視
性
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
だ
け
作
ら
れ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
合
法
則
性
も
視
覚
性
以
外
の
領
域
に
求
め
ら
る
べ
き
で
は
な
い
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
合
法
期
性
と
は
視
覚
世
界
の

文
法
と
で
も
雷
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は
芸
術
活
動
の
過
程
を
理
解
す
る
た
め
に
は
こ
の
文
法
を
知
ら
ね
ぽ
な
ら
ず
、
又
そ
の
よ

う
に
し
て
こ
そ
芸
術
家
が
彼
固
有
の
雷
葉
で
語
る
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
先
に
挙
げ
た
り
ー
グ
ル
の
「
美
術
の
歴
史
的
言
語
研
究
」
、
即
ち
霞
ω
8
ユ
ω
o
げ
o
O
同
鋤
ヨ
ヨ
舞
涛
と
い
う
雷
葉
も
、
フ
ィ
！
ド
ラ
ー
の

以
上
の
如
き
見
解
を
た
ど
る
時
、
そ
の
充
分
な
意
味
を
得
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
は
又
「
愚
母
は
表
現
を
通
じ
て
我
々
の
思
惟
と

な
る
。
物
の
名
を
つ
け
る
こ
と
は
認
識
の
後
に
生
ず
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
認
識
そ
の
も
の
で
あ
る
扁
（
竃
・
謬
凪
奮
¢
も
○
嘗
ざ
寧
§
。
・

ミ
§
。
ご
⑰
q
に
昏
貯
讐
ミ
愚
職
。
き
マ
8
刈
）
と
か
、
「
言
葉
は
解
職
を
語
る
者
に
と
っ
て
既
に
で
き
上
っ
て
い
る
思
想
を
翻
訳
す
る
も
の
で
は
な
く

て
、
そ
れ
を
完
成
す
る
も
の
だ
」
（
鼠
の
雲
量
℃
8
§
§
ミ
．
w
p
卜
。
お
）
と
か
、
「
私
の
運
動
は
視
覚
の
自
然
な
継
続
で
あ
り
、
そ
の
成
熟
で

あ
る
」
。
「
絵
画
は
可
視
性
の
謎
以
外
の
い
か
な
る
謎
を
も
祭
り
は
し
な
か
っ
た
」
（
ζ
民
撃
ず
℃
9
ξ
・
卜
、
。
ミ
無
N
．
鴨
聲
爺
婆
回
G
。
・
b
。
①
）
と
い

っ
た
需
葉
を
語
る
メ
ル
ロ
・
ポ
ソ
テ
ィ
と
の
間
の
照
応
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
再
び
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
コ
葺
語
に
つ
い
て
の
研
究
を
手
掛
り
と
し
な
が
ら
、
そ
の
時
代
の
誰
よ
り
も
よ
く
形
象
と
表

現
と
の
間
の
密
接
な
結
合
を
認
識
す
る
と
い
う
功
績
を
あ
げ
た
の
が
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
で
あ
る
こ
と
を
、
ひ
と
は
忘
れ
て
は
い
け
な
い
し
の

で
あ
る
（
O
§
ρ
Q
§
ミ
藷
ミ
辱
ミ
。
防
愚
ミ
§
馬
浄
ぐ
ミ
§
や
。
。
る
雪
8
蒔
）
。

　
芸
術
は
一
種
の
言
語
で
あ
り
、
人
間
の
現
実
意
識
が
曖
昧
で
不
安
定
な
流
動
状
態
か
ら
明
晰
で
確
実
な
存
在
へ
と
進
展
す
る
時
の
一
形

式
で
あ
り
、
し
か
も
固
有
の
法
則
性
を
持
つ
世
界
で
あ
る
と
い
う
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
考
え
は
、
専
ら
視
覚
の
世
界
に
つ
い
て
展
開
さ
れ
た

と
は
い
え
、
概
念
的
言
語
に
よ
る
思
考
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
た
造
形
思
考
の
世
界
を
確
立
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
フ
ィ
ー
ド
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ラ
ー
の
か
か
る
考
え
の
萌
芽
は
、
別
の
折
に
述
べ
た
如
く
既
に
ル
ー
モ
ー
ル
や
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
の
論
文
の
中
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼

等
に
お
い
て
も
人
間
の
精
神
的
活
動
は
、
な
に
も
学
問
的
乃
至
は
理
論
的
…
蕎
語
を
通
じ
て
の
み
展
開
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸

術
独
特
の
轡
語
を
通
じ
て
も
又
発
展
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
両
者
の
間
に
価
値
的
優
劣
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
よ
り
二
十
歳
若
く
、
且
つ
両
者
の
間
に
は
交
渉
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
ヘ
ッ
ト
ナ

ー
に
近
い
立
場
に
あ
る
と
し
て
も
さ
し
て
不
恩
議
は
な
い
。
し
か
し
フ
ィ
ー
一
・
－
ラ
ー
の
論
文
の
中
に
は
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
に
触
れ
た
も
の
は
見

当
ら
ず
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
芸
術
の
本
質
追
求
の
点
で
敬
意
を
払
っ
て
い
る
の
は
建
築
家
で
あ
り
理
論
家
で
あ
っ
た
ゼ
ム
パ
ー
で
あ
る
。

　
フ
ィ
…
ド
ラ
ー
は
一
八
七
八
年
、
笥
建
築
芸
術
の
本
質
及
び
歴
史
に
関
す
る
覚
え
書
し
と
い
う
論
文
を
『
ド
イ
ツ
チ
ェ
・
ル
ン
ト
シ
ャ

ウ
』
に
発
表
し
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
彼
は
ゼ
ム
パ
ー
の
『
様
式
論
』
を
、
「
歴
史
的
考
察
と
研
究
と
に
関
し
て
凡
俗
の
も
の
よ
り
遙
か

に
深
い
芸
術
的
理
解
を
示
し
た
も
の
」
と
し
、
更
に
続
け
て
「
こ
の
書
は
芸
術
産
出
の
能
力
そ
の
も
の
に
近
づ
い
た
人
の
み
が
持
ち
う
る

洞
察
力
を
も
っ
て
芸
術
形
式
の
成
立
．
変
化
．
消
滅
の
あ
と
を
た
ど
っ
て
い
る
」
と
称
賛
し
て
い
る
（
ゑ
塾
賃
浄
ミ
ミ
§
導
馬
、
さ
嵩
鼻
淫
・

H
磨
ω
陰
蕊
刈
）
o

　
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
芸
術
に
対
す
る
立
場
は
、
芸
術
作
贔
が
人
閥
心
理
に
及
ぼ
す
効
果
の
研
究
か
ら
で
は
な
く
、
芸
術
作
品
が
人
間
精
神

の
い
か
な
る
活
動
と
し
て
生
じ
た
か
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
ら
突
発
す
る
。
彼
は
そ
の
よ
う
な
根
本
的
な
洞
察
の
実
例
を
ゼ
ム

パ
ー
の
中
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
「
ゼ
ム
パ
ー
は
建
築
芸
術
に
関
し
、
又
講
築
的
諸
形
式
の
成
立
と
発
展
と
に
関
し
、
そ
れ
が
凡

ゆ
る
人
間
の
精
神
生
活
に
一
様
に
内
在
し
て
い
る
努
力
、
つ
ま
り
感
性
的
混
沌
の
世
界
を
脱
し
て
明
噺
な
世
界
に
達
し
、
そ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
精
神
的
所
將
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
努
力
と
最
も
内
密
に
結
質
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
よ
う
な
原
理
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。

も
し
ゼ
ム
パ
ー
の
考
え
る
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
の
建
築
家
達
は
物
質
的
性
質
や
構
造
上
の
糊
約
な
ど
の
跡
を
と
ど
め
ぬ
ま
で
に
そ
れ
ら
を

消
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
自
分
達
の
芸
術
的
要
求
を
充
た
し
得
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
し
て
わ
れ
わ
れ
は
精
神
生

活
一
般
の
本
質
的
内
容
を
な
し
て
い
る
或
精
神
過
程
を
、
建
築
芸
術
の
領
域
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
そ
の
特
殊
な
形
態
の
中
に
も
確
認
す

367

芸
術
と
書
語

一
七
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一
八

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
わ
け
だ
」
と
考
え
て
い
る
。

　
人
間
は
自
ら
の
精
神
的
努
力
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
た
も
の
し
か
自
ら
の
精
神
的
所
有
と
な
し
得
ず
、
そ
れ
は
又
混
沌
と
し
た
意
識
状
態

か
ら
明
晰
な
形
式
を
も
っ
た
世
界
に
自
ら
た
ど
り
つ
き
、
確
実
な
現
実
意
識
を
所
有
す
る
に
至
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ

う
な
精
神
の
過
程
が
建
築
芸
術
に
お
い
て
も
生
ず
る
こ
と
を
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
ゼ
ム
パ
ー
か
ら
学
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
「
建
築
芸
術
の
本
質
及
び
野
島
に
関
す
る
覚
え
書
」
は
ぜ
ム
パ
ー
の
『
様
式
論
』
に
触
発
さ
れ
て
書
か
れ
た
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
自
身
の
見

解
表
明
の
如
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
先
に
の
べ
た
彼
の
代
表
論
文
「
芸
術
活
動
の
起
源
」
の
基
本
的
問
題
は
概
に
萌
芽
の
形
で
含

ま
れ
て
い
る
。
芸
術
活
動
の
本
質
を
理
解
す
る
に
は
、
か
か
る
活
動
が
人
間
本
性
の
中
か
ら
い
か
に
し
て
成
立
し
て
く
る
か
の
洞
察
か
ら

出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
基
本
姿
勢
は
、
実
は
既
に
ゼ
ム
パ
ー
が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
又
か
か
る
姿
勢
は

先
に
触
れ
た
り
ー
グ
ル
に
も
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
リ
ー
グ
ル
は
ゼ
ム
パ
ー
の
立
場
が
機
械
的
で
あ
る
と
い
っ
た
批
難
を
述
べ
て
い

る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
シ
ュ
マ
ル
ゾ
ー
が
弁
護
し
て
い
る
よ
う
に
ゼ
ム
パ
ー
の
『
様
式
論
』
の
ど
こ
を
探
し
て
も
そ
の
よ
う
な
批
難

は
不
当
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
フ
ラ
イ
に
よ
る
と
リ
ー
グ
ル
と
い
う
人
は
哲
学
的
に
思
索
す
る
型
の
人
だ
っ
た
と
い
う
。
一
方
の
ゼ
ム
パ

ー
は
建
築
家
で
あ
り
、
ド
レ
ス
デ
ン
蜂
起
の
革
命
家
で
あ
り
そ
の
為
の
亡
命
生
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
両

者
の
性
格
的
な
相
違
が
学
問
上
の
見
解
の
食
違
い
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
愚
わ
れ
る
が
、
両
者
は
む
し
ろ
内
的
に
補
足
し
合
う

べ
き
立
場
に
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。

　
例
え
ば
ゼ
ム
パ
ー
は
、
時
代
の
芸
術
の
危
機
的
状
況
と
い
う
も
の
を
認
め
な
が
ら
、
我
々
と
し
て
は
芸
術
の
生
成
を
と
ら
え
よ
う
と
努

力
す
べ
き
だ
し
、
芸
術
現
象
の
生
成
と
発
生
の
過
程
に
即
し
て
現
わ
れ
て
く
る
法
則
性
と
秩
序
と
を
個
々
の
点
に
渉
っ
て
追
求
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
し
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
学
は
別
に
芸
術
上
の
実
践
的
手
引
き
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
た
だ
芸
術
形
式
の
成
立
を

明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
こ
の
学
に
と
っ
て
は
芸
術
作
品
と
は
、
そ
の
生
成
に
際
し
て
働
い
て
い
る
凡
ゆ
る
契
機
の
成
果

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
だ
け
だ
と
し
て
い
る
曾
巳
隠
ひ
b
隻
向
ミ
”
¢
く
【
）
。
彼
は
芸
術
の
危
機
か
ら
脱
す
る
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に
は
芸
術
の
根
源
に
帰
る
べ
き
だ
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
根
源
的
な
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
工
芸
品
と
呼
ば
れ
る
も
の
の

中
に
既
に
十
分
に
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
む
し
ろ
高
級
芸
術
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
か
か
る
工
芸
品
か
ら
そ
の
形
式
雷
語
（
男
茎
旨
①
鐸

。・

ｻ
⇔
o
げ
①
）
を
借
り
て
さ
え
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
芸
術
感
覚
を
高
め
る
た
め
に
は
基
本
的
造
形
言
語
を
よ
く
示
す
工
芸
な
る
も
の
が
、

不
当
に
圧
迫
さ
れ
て
い
る
現
状
を
改
善
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
と
彼
は
考
え
る
。
更
に
ゼ
ム
パ
…
は
芸
術
的
感
覚
と
は
そ
れ
自
身
史
的
で
あ

る
創
作
と
い
う
も
の
の
純
粋
に
人
間
的
で
理
念
的
な
衝
動
の
こ
と
で
あ
り
、
ル
ー
モ
ー
ル
の
い
う
直
接
的
美
観
的
な
思
考
の
こ
と
で
あ
る

と
述
べ
、
こ
の
直
観
的
思
考
と
は
「
悟
性
の
批
判
を
媒
介
と
せ
ず
に
美
を
充
全
に
捉
え
受
容
し
、
芸
術
に
お
け
る
創
造
が
依
っ
て
以
っ
て

可
能
と
な
る
と
こ
ろ
の
精
神
の
か
の
独
立
し
た
活
動
を
示
す
雷
葉
」
だ
と
解
説
し
て
い
る
（
留
μ
5
唱
Φ
ひ
魯
匿
ら
蹄
こ
ω
．
＜
H
員
）
。

　
ま
た
ゼ
ム
パ
ー
は
芸
術
と
宗
教
と
は
存
在
の
不
完
全
さ
か
ら
の
解
放
、
完
金
な
る
も
の
を
顧
み
つ
つ
地
上
の
悩
み
と
争
い
と
を
忘
却
せ

し
め
る
と
い
う
同
じ
目
的
を
も
つ
も
の
と
考
え
る
。
但
し
信
仰
は
捉
え
ら
れ
ぬ
も
の
、
無
形
態
な
も
の
へ
と
奇
蹟
の
玄
義
を
通
じ
て
没
入

す
る
が
、
芸
術
は
没
形
態
の
も
の
に
形
式
を
与
え
、
奇
蹟
自
身
を
芸
術
作
品
に
お
い
て
窟
ら
、
否
必
然
的
に
現
象
せ
し
め
る
と
い
う
点
で

異
る
と
し
て
い
る
。
芸
術
と
宗
教
と
に
学
問
が
加
わ
っ
て
人
間
の
精
神
的
努
力
の
三
つ
の
表
現
と
な
り
、
こ
れ
ら
が
互
に
結
び
つ
い
て
い

る
こ
と
こ
そ
芸
術
創
作
に
と
っ
て
好
ま
し
い
状
態
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
で
は
正
に
そ
の
よ
う
だ
っ
た
と
い
う
の
が
ゼ
ム
パ
ー
の
考
え
な
の

で
あ
っ
た
（
＜
σ
q
r
Q
り
。
ヨ
篇
ひ
魯
。
9
黛
ω
’
×
×
閏
）
。

　
ゼ
ム
パ
ー
は
芸
術
を
直
観
的
思
考
と
し
て
捉
え
、
芸
術
を
一
種
の
言
語
と
し
て
考
え
、
更
に
は
芸
術
の
基
本
形
式
を
言
語
の
語
根
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
の
歴
史
的
変
遷
を
あ
と
づ
け
、
比
較
研
究
を
提
案
し
て
さ
え
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
機
械
的
と
い
う
言
葉
で
無
機

的
な
無
生
命
的
な
要
素
の
結
合
や
合
成
の
こ
と
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
ゼ
ム
パ
ー
は
人
間
の
造
形
活
動
の
合
法
則
性
を
概
究
は
し
た
も
の

の
、
そ
れ
を
機
械
的
に
説
明
可
能
な
も
の
な
ど
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
ゼ
ム
パ
ー
と
り
ー
グ
ル
と
は
か
な
り
近
い
立
場
に
あ
る
と

い
っ
て
も
決
し
て
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

芸
術
ζ
　
資
語

｝
九
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以
上
概
観
し
た
と
こ
ろ
が
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
ル
：
モ
ー
ル
、
ゼ
ム
パ
！
、
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
i
、
り
…
グ
ル
と
い
っ
た
い

わ
ぽ
近
代
芸
術
学
の
基
礎
づ
け
に
努
力
し
て
き
た
人
達
が
、
程
度
の
差
は
あ
れ
何
れ
も
芸
術
を
表
現
活
動
と
み
な
し
、
一
種
の
言
語
活
動

と
み
な
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
芸
術
は
何
か
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
よ
り
適
切
に
は
自
己
病
身
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
が
、
と
に
か
く
芸
徳
は
愚
問
に
よ
る
表
現
で
あ
る
か
ら
に
は
そ
れ
は
人
聞
活
動
と
し
て
の
独
自
の
意
味
を
も
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
自

己
固
有
の
雷
葉
で
何
か
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
芸
徳
作
品
の
語
る
言
葉
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
作
品

が
成
立
し
て
く
る
過
程
の
内
側
に
入
り
込
み
、
こ
の
過
程
は
こ
の
聖
賢
が
示
し
て
い
る
よ
う
な
形
式
以
外
の
形
式
で
は
存
し
得
な
い
と
い

う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
と
な
る
。
芸
術
家
が
語
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
、
具
体
的
な
作
最
の
姿
を
と
っ
た
時
、
語
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
作
品
は
結
局
自
己
自
身
し
か
語
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
通
常
わ
れ
わ
れ
は
語
る
と
い
う
行
為
が
語
る
行
為
を
は
な
れ
て
存
在
す

る
と
さ
れ
る
何
か
を
指
示
し
、
そ
の
何
か
を
意
味
し
代
理
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
書
聖
は
言
葉
を
は
な
れ
て
存
在
す
る
も
の

を
指
示
し
代
理
す
る
手
段
乃
至
は
道
具
と
し
て
籍
常
生
活
の
中
で
役
立
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
考
え
て
、
そ
し
て
芸
術
作

品
も
作
品
を
は
な
れ
て
存
在
す
る
と
仮
定
さ
れ
た
何
か
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
雷
う
と
す
れ
ぽ
、
芸
術
作
品
は
野
分
が
語
ろ
う
と

し
な
か
っ
た
こ
と
を
語
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
作
品
は
割
増
が
表
現
し
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
一
定
の
形
式
を
と
っ
て
そ
こ
に
存
在
し

て
い
る
よ
う
な
も
の
し
か
、
つ
ま
り
耳
糞
自
身
し
か
語
っ
て
い
な
い
筈
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
母
語
に
よ
っ
て
何
か
を
語
っ
た
と
す
る
と
、

そ
れ
は
そ
の
言
語
を
通
じ
て
し
か
語
り
得
な
い
も
の
が
語
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
言
語
的
形
成
物
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
と

言
え
ば
、
そ
れ
は
そ
の
雷
語
無
形
成
物
自
身
を
意
味
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
欝
語
の
意
味
と
い
う
も
の
は
芸
術
作
品
の
場
合
と
同
じ
く
、

そ
の
　
蕎
葉
と
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
芸
術
も
雪
笹
も
人
閥
の
精
神
的
努
力
の
産
物
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
他
の
も
の
に
還
元
で
き
な
い
固
有
の
世
界
を

作
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
に
他
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
書
語
を
手
段
と
し
て
使
う
こ
と
に
慣
れ
す
ぎ
て
い
る
の
で
、
例
え
ば
視
覚
的
知

覚
の
対
象
を
言
語
的
に
「
こ
れ
は
緑
で
あ
る
」
と
か
「
赤
で
あ
る
」
と
か
い
え
ば
、
そ
の
視
覚
の
対
象
が
言
語
的
に
表
現
さ
れ
た
と
い
う
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ふ
う
に
患
い
込
ん
で
し
ま
う
。
し
か
し
視
覚
的
な
知
覚
を
言
語
化
し
た
場
合
、
も
と
の
視
覚
的
知
覚
は
笑
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
…
旨
語
と
い
う
新
し
い
存
在
の
世
界
に
入
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
欝
語
的
形
成
物
に
よ

っ
て
表
現
し
う
る
世
界
は
、
結
局
雷
語
的
世
界
自
身
で
し
か
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
議
常
生
活
に
お
い
て
　
露
語
を
手
段
乃
至
道
具
化
し
て
い

る
の
と
岡
じ
よ
う
に
芸
術
作
痛
を
手
段
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
充
分
に
考
え
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
場
合
は
手
段
化
し
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
に
す
る
と
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
ま
で
も
芸
術
作
品
の
外
側
に
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
岡
様
に
言
語
の

世
界
で
も
琶
語
を
語
る
人
は
言
語
を
離
れ
て
、
そ
し
て
雷
語
を
語
る
前
に
既
に
嵐
吊
上
っ
て
い
る
思
想
を
翻
訳
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
む

し
ろ
語
る
こ
と
に
お
い
て
一
つ
の
思
想
が
完
成
す
る
の
で
あ
り
、
論
語
を
単
な
る
手
段
と
み
な
し
て
い
る
場
合
に
は
、
本
当
の
意
味
で
語

っ
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
知
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
Q
言
語
が
単
な
る
手
段
な
ら
、
別
に
殊
更
に
雷
語
に
お
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
必
然
的
理
由
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
わ
れ
わ
れ
が
意
味
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
語
る
と
い
う
行
為
、
或
い
は
芸
術
作
品
を
作
る
と
い
う
行
為

を
通
じ
て
生
ま
れ
て
く
る
も
の
と
考
え
る
他
は
な
い
。
一
枚
の
絵
の
も
つ
意
味
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
絵
の
作
者
が
そ
の
絵
を
次
第
に
仕

上
げ
て
行
く
に
つ
れ
て
明
確
に
な
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
華
語
築
盛
界
で
も
意
味
は
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
第
に
判
然
と
し
て

く
る
の
で
あ
る
。
語
る
と
い
う
こ
と
は
具
体
的
に
は
或
単
語
を
晴
問
的
な
順
序
に
従
っ
て
並
べ
て
行
く
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
か
く
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
意
味
の
世
界
が
眼
前
に
開
け
つ
つ
築
か
れ
て
行
く
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
絵
筆
に
よ
っ
て
白
い
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の

上
に
視
覚
的
な
意
味
の
世
界
が
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
芸
術
活
動
を
一
種
の
轡
語
活
動
だ
と
み
な
す
こ
と
は
、
あ
く
ま
で

三
層
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
薯
喩
を
あ
ま
り
押
進
め
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
既
に
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
も
注
意
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
行
為
に
よ
っ
て
意
味
的
世
界
が
作
り
出
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
造
形
的
活
動
も
付
語
的
活
動
も
同
格
だ
と
考
え
て
よ
い
の
で

あ
る
（
く
σ
q
ピ
麟
亀
①
ン
勲
専
ミ
§
織
富
、
姿
、
嚇
静
田
．
鐸
ω
．
屋
①
）
。

　
言
語
は
蔭
常
の
会
話
に
お
け
る
意
志
の
伝
達
や
感
情
の
交
流
か
ら
極
め
て
高
次
の
患
想
の
表
現
に
至
る
ま
で
広
い
範
囲
に
渉
っ
て
人
間

芸
衛
と
言
語

二
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に
関
お
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
露
語
だ
け
が
人
間
の
精
神
活
動
の
証
明
な
の
で
は
な
く
、
又
決
し
て
万
能
で
も
な
い
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ

の
ご
く
単
純
な
視
覚
像
さ
え
決
し
て
言
語
に
よ
っ
て
表
現
し
尽
さ
れ
得
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
直
ち
に
分
る
こ
と
で
あ
る
。
更
に
又
、
思

考
活
動
が
言
語
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
思
考
は
言
語
の
許
す
範
囲
で
の
思
考
し
か
な
し
得
な
い
し
、
言
語
的
限
界
が
思
考

の
限
界
で
も
あ
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
リ
ー
グ
ル
が
考
え
た
よ
う
に
世
界
と
自
我
と
の
対
立
を
行
為
的
に
恥
解
さ
せ

て
行
く
と
こ
ろ
に
人
間
的
世
界
が
作
ら
れ
て
行
く
と
し
た
ら
、
言
語
的
活
動
も
造
形
的
活
動
も
、
全
く
同
じ
根
源
、
同
じ
人
間
的
欲
求
か

ら
生
じ
て
く
る
も
の
と
考
え
ね
ぽ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
再
び
最
初
に
戻
っ
て
フ
ラ
イ
の
立
場
を
眺
め
な
が
ら
、
何
故
芸
術
は
一
種
の
言
語
で
あ
る
と
い
う
讐
喩
が
芸
術
学
の
成
立
過
程

で
一
貫
し
て
語
ら
れ
て
き
た
か
を
反
省
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
フ
ラ
イ
は
芸
術
作
品
と
は
主
体
の
創
造
的
な
意
志
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
つ
ま
り
創
造
的
な
意
志
が
一
定
の
魁
象

を
形
成
し
、
そ
の
意
志
は
そ
の
対
象
に
お
い
て
現
象
す
る
。
対
象
は
意
志
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
意
志
を
そ
の
周
囲
に
放
封
ず
る
。

従
っ
て
作
鹸
と
は
或
作
用
を
持
つ
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
所
謂
未
開
文
化
に
お
い
て
は
、
か
か
る
作
用
は
文
字
通
り
現
実
的
な
も
の

と
み
な
さ
れ
る
。
例
え
ば
魔
除
と
い
っ
た
も
の
は
単
に
猛
犬
に
御
注
意
と
い
っ
た
貼
札
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
人
間
を
脅
す
力
を
遠

ざ
け
た
り
、
抹
殺
し
た
り
す
る
現
実
的
な
力
の
捲
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
根
本
観
念
は
発
展
し
た
文
化
段
階
で
も
尚
芸
術

的
態
度
の
中
に
生
き
残
っ
て
い
る
。
た
だ
未
開
の
思
考
方
式
で
は
造
形
を
通
じ
て
対
象
に
結
び
つ
い
た
現
葵
的
な
力
が
直
接
作
用
し
て
い

る
わ
け
で
あ
る
が
、
発
展
し
た
文
化
段
階
の
芸
術
的
立
場
で
の
作
用
と
は
、
作
贔
の
中
で
一
定
形
式
を
獲
得
し
て
い
る
創
造
的
な
意
志
を

そ
れ
が
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
表
現
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
単
な
る
身
動
き
や
声
の
調
子
な
ど
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
、
心
の
動
き
の
不
随
意
的
現
わ
れ
の
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
他
者
に
働
き
か
け
る
意
図
を
持
っ
た
も
の
こ
そ
芸
術
作
品
な
の
で

あ
る
。
芸
術
活
動
と
は
そ
の
本
質
か
ら
し
て
働
き
か
け
る
べ
き
観
照
者
と
し
て
の
第
二
の
自
我
を
予
想
す
る
活
動
で
あ
り
、
理
念
上
の
汝
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に
頬
す
る
語
り
か
け
な
の
で
あ
る
。
フ
ラ
イ
は
「
凡
ゆ
る
芸
術
的
創
作
行
為
の
中
に
は
或
精
神
的
共
伺
体
へ
の
社
会
学
的
な
関
係
が
、
本

心
的
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
爲
憎
の
ど
肉
§
魎
手
量
§
琴
ミ
ミ
ら
、
罵
O
・
§
§
盛
喚
§
・
ω
・
G
。
G
。
）
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
他
者
へ
の
語
り
か
け
と
い
う
面
へ
の
配
慮
が
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
鋭
い
が
し
か
し
狭
い
考
察
に
も
っ
と
も
欠
け
て
い
た
点
だ
と
思

わ
れ
る
。

　
さ
て
一
定
の
魁
象
が
芸
術
作
品
と
し
て
或
作
用
に
み
ち
た
も
の
で
あ
り
う
る
と
い
う
点
に
関
し
て
、
未
開
芸
術
は
更
に
一
つ
の
示
唆
を

与
え
て
く
れ
る
。
即
ち
未
開
芸
術
に
お
い
て
は
一
定
の
対
象
に
対
し
て
、
そ
の
対
象
が
本
来
は
持
っ
て
い
な
い
或
意
味
が
結
含
さ
れ
る
こ

と
に
依
っ
て
そ
の
対
象
に
特
殊
な
作
用
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
上
る
石
と
か
棒
と
か
に
特
別
の
意
味
が
与
え
ら
れ
て
神
聖
な

石
や
棒
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
事
実
は
既
に
リ
ー
グ
ル
も
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
（
勾
一
澱
四
ザ
愚
鳩
昏
㌧
帖
4
0
Q
。
鱒
憩
◎
）
、
従
っ
て
芸
術

作
贔
を
そ
の
起
源
の
点
か
ら
眺
め
て
み
る
と
、
そ
れ
は
呪
物
（
鰐
簿
圃
。
・
o
ぴ
）
な
の
で
あ
る
。

　
呪
物
に
お
い
て
は
人
閾
の
意
味
附
与
の
作
用
と
い
う
も
の
が
働
い
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
作
用
は
表
示
（
b
d
Φ
N
①
8
ぎ
舅
ひ
q
）

と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
一
定
の
対
象
に
結
び
つ
く
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
芸
術
的
活
動
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
成
立
の
起
源
か
ら
し
て
描

写
で
は
な
く
て
、
も
の
に
記
号
乃
至
は
名
称
を
つ
け
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
種
の
言
語
的
活
動
な
の
で
あ
る
。

　
未
開
文
化
の
神
話
的
な
思
考
方
式
の
中
で
は
、
或
対
象
は
意
味
附
与
に
よ
っ
て
実
際
に
そ
れ
が
意
味
し
て
い
る
も
の
そ
の
も
の
に
な
る
Q

そ
れ
故
呪
物
は
神
的
な
も
の
そ
の
も
の
と
な
り
、
神
的
能
力
の
凡
て
の
作
用
が
呪
物
そ
の
も
の
か
ら
発
心
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
一
方
、
発
展
し
た
文
化
段
階
で
の
芸
術
作
品
の
場
合
に
は
、
呪
物
の
場
合
の
よ
う
に
意
味
さ
れ
た
も
の
そ
の
も
の
が
実
在
し
て
い
る

と
い
う
よ
り
は
、
人
間
の
意
味
附
与
の
行
為
そ
の
も
の
が
実
在
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
と
も
あ
れ
芸
術
作
品
と
は
常
に
あ
る
意
味
を
も
っ
た
形
な
の
で
あ
り
、
芸
術
的
活
動
と
は
意
味
附
与
の
行
為
で
あ
る
こ
と
を
芸
術
学
者

は
知
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
が
作
り
落
す
意
味
の
世
界
は
わ
れ
わ
れ
が
日
常
用
い
る
言
語
の
意
味
世
界
と
は
別
種
の
も
の
で
あ
る
こ
と

を
知
っ
て
い
た
が
故
に
、
そ
し
て
し
か
も
そ
の
成
立
の
起
源
に
は
同
じ
人
間
の
精
神
活
動
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
分
化
し
て
き
た
も
の
だ
と

芸
術
と
欝
諾

二
三
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五
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二
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二
四

考
え
た
が
故
に
、
彼
等
芸
術
学
者
達
は
芸
術
を
一
種
の
言
語
と
し
て
考
察
し
て
き
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
言
語
の
中
に
生
き
て
い
る
の
は
意
味
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
人
膚
の
意
味
附
与
の
行
為
な
の
で
あ
り
、
か
か
る
点
で
言
語
と

芸
術
と
は
類
似
の
性
格
を
持
つ
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
意
味
附
与
の
能
力
は
そ
れ
が
自
己
を
実
現
す
る
素
材
の
中
で
の
み
一
定
形
式
を
と

る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
り
、
従
っ
て
一
要
素
材
の
中
で
実
現
さ
れ
る
意
味
と
、
他
の
素
材
の
中
で
実
現
さ
れ
る
意
味
と
は
同
一
で
は

あ
り
得
な
い
。
た
だ
両
者
の
根
本
に
は
人
間
の
意
味
附
与
の
能
力
そ
の
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
言

語
を
語
る
能
力
を
持
っ
た
動
物
と
し
て
の
人
間
が
、
は
じ
め
て
芸
術
活
動
を
も
行
い
う
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
勿
論
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
芸
術
は
普
通
に
い
う
意
味
で
の
需
語
の
よ
う
に
分
節
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
従
っ
て
論
議
的
思

考
の
展
開
に
は
向
い
て
い
な
い
。
そ
れ
は
翻
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
も
し
理
論
的
な
認
識
に
到
達
し
た
か
っ
た
な
ら
警
語
か

記
号
の
世
界
を
依
り
ど
こ
ろ
と
す
る
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
芸
術
の
道
を
と
る
必
要
は
な
い
。
芸
術
は
蓄
語
に
よ
っ
て
語
り
う
る
こ
と
を

別
の
表
現
手
段
に
よ
っ
て
不
充
分
に
語
ろ
う
と
努
力
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
芸
術
は
蕎
語
が
言
語
独
膚
の
意
味
的
世
雰
を
形
成
す
る
の
と
岡
じ
よ
う
に
窃
己
急
難
の
意
味
世
界
を
形
成
す
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
か

か
る
意
味
の
了
解
と
い
う
こ
と
が
芸
術
の
学
と
い
う
も
の
の
一
つ
の
自
標
な
の
で
あ
る
Q
精
神
科
学
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
人
里
精
神
の
産

物
の
意
味
を
了
解
す
る
こ
と
を
そ
の
仕
事
の
璽
要
な
部
分
と
し
て
い
る
が
、
芸
術
の
学
が
精
神
科
学
の
一
分
去
た
り
う
る
た
め
に
は
そ
の

対
象
た
る
芸
徳
が
、
他
の
も
の
に
は
還
元
で
き
な
い
独
霞
の
一
領
域
を
形
成
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
。
従
っ
て
芸
術
を
一
種
の
善
蕗
語
と
み
な
す
と
い
う
こ
と
は
、
芸
術
が
人
間
の
精
神
的
活
動
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
点
を
強
調
し
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

す
る
か
ら
で
あ
り
、
一
種
の
言
語
と
い
う
の
は
芸
術
が
通
常
の
雷
語
と
は
異
る
独
自
の
世
界
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
強
調

し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
Q

　
近
代
の
芸
術
学
確
立
に
努
力
し
て
き
た
人
々
が
、
申
し
合
せ
た
よ
う
に
芸
術
を
一
種
の
鴛
語
と
し
て
考
察
し
て
き
た
こ
と
は
、
そ
の
ま

ま
芸
術
学
を
精
神
科
学
の
中
の
正
当
な
そ
し
て
不
可
欠
な
一
部
門
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
努
力
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

D量e夏《囎st疑nd　d量e　Sprache

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Kenjiro　Yoshioka

　　Heute　brauchen　wir　laaufig　die　W6rter　wie　Kunstsprache，　Foymenspra－

che，　Bausprache，　bildnerisches　Den｝〈en　u．　s．　w．　Aber　in　welchem　Slnne

und　mit　welcher　GUItigkeit　kann　rnan　die　Kunst　fur　Sprache　nehmen？

Die　Kunst，　als　sch6pferlsche　Tatigkeit　des　Menschen　betrachtet，　ist　1〈elne

Ubersetzungs一　oder　lllustrationsarbeit　der　begriff1ichen　Erl〈enntnis，　die

man　frifher　a！s　ktinstlerische　Tatigkeit　schon　durch　Sprache　gestaltete，

sondern　eine　Form　der　Selbsterkenntnis　des　Menschen　und　der　Gesellschaft，

wodurch　der　Mensch　erst　an　die　bestimmte　und　lebendige　Anschaung

gelangen　kanR．　Wenn　die　Kunst　nur　die　l11ustratien，　die　die　auSer

Kunst　bestehende　und　der　Kunst　vorangehende　geistige　Wirl〈1ichkeit

darstellt，　sei，　dann　htitte　die　Kunst　keine　Selbsttindigl〈eit，　und　witrde

sle　zur　rnechanistischen　Handlung　geh6ren．　So　denken　wir　da8　die　Kunst

elne　Tatigkeit　der　Klarmachung　ist，　die　unsere　unmittelbare，　aber　noch

蹴i磁dunkelen　Zustand　I⊃leibe簸de　Wah斑eh配餅ng　durch　sch6pfeエische

Aktivitat　des　Menschen　durclisichtig　machr．　Wenn　ein　Maler　den　Pinsel

fuhrt　und　eine　Gestalt　auf　dem　Leinwand　malt，　so　entsteht　jetzt　eine

neue　sichtbare　Welt，　die　bisher　niemand　gesehen　haben　k6nnte．　Malen

heiBt　hier　Hervorbrlngen　der　neuen　sichtbaren，　mlt　Sinn　und　Wert

e漁11teten　Welt．　Malen　ist，　kann　m餓sagen，　Entstehen・lasse益elner

Wirklichkeit，　nicht　Abbilden　einer　Wirklichkeit，　die　dem　Malen

vorangeht．　Mit　dieser　Einsicht　hat　niemand　so　mberzeugenderweise　wle．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



K．　Fiedler　den　Aktivitatcharakter　der　bildenden　Kunst　hervorgehoben，

die　er　der　Sprache　vergleicht．　Diese　beiden，　die　Kunst　und　die　Spra¢he，

sind　die　Erzeugnisse　des　sch6丁目erlschen　MenscheRgeistes　und　entsprlngen

aus　ein　und　demselben　Ursprung　d．　h．　dem　Verm6gen　von　Sinn－geben

des　Menschen．　Beides　besteht　lm　Verbindung　zwischen　Sinn　und　Gestalt．

Aber　die　Unterschled　zwischen　beiden　liegt　in　ihrer　Redenswe1sen．　Was

die　Kunst　durch　bestirnmte　Farben　und　Formen　redet，　das　kann　man

nicht　durch　begylffliches　Wort　darsteilen．　Hier　mifssen　wlr　auf　eln

kleines　Belspiel　achtgeben，　dass　eine　Farbenerrspfindung　als　solche　mit

ihrer　sprachlichen　Bezeichnung　nicht　die　geringste　Verwandtchaft　hat．

Indem　die　modernen　Kunstwissenschaftler　die　Kuns£　f“r　eie　Sprache

oder　Symbol－gestaltung　genommen　hatten，　k6nnte　dle　Kunstwlssenschaft

ihr　eigentifmliches　Gebiet　in　der　Geisteswlssenschaft　abgesondert　und

befestigt　haben．

　　　　　　　Die　soziolo．gische　Betrachtung　Max　’Webers

　　　　　　　　　　　　　　　tiber　die　asiatische　Philosophie

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Mamoru　Mu】k二ai

Das　wissenschaftliche　lnteresse　Max　Webers　konzentriert　sich　auf　die

Frage　：　Warum　sind　die　allgemeingtiltigen　Kultuererscheinungen　nur．

irn　Okzident　entstanden？　Eine　von　ihnen　ist　die　moderne，　wertfreie，

ratlonale　d．　h．　au£　die　Mathematik　und　das　Expeximent　gegrgndete

Naturwlssenschaft，　deren　Geburt　die　auSerordentlich　bedeutende　Begeben－

he三t　i鷺der　Geschich£eδer　Philosophie　md　der　Wissenschaften　war．　W晦

man　aber　in　die　ferne　Vergangenheit　zurifckgeht　und　den　Blicl〈　nach　7

und　6　Jahrhundert　v．　Chr．　wendet，　so　wird　man　in　Griechenland，　in

Indien　und　in　China　die　beachtenswerte　ParallelerscheiRung，　namlich　dle

Anfange　der　Phi！osophie　und　der　Wissenschaften　iinden　（die　Periode，

die　von　Jaspers　die　“　Achsenzeit”　in　der　Weltgeschickte　genannt　wttrde．）

Also　wird　die　folgende　Frage　aufgestellt　：　Warum　ist　die　allgerneingtt1－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2


