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芸
術
の
過
去
性
を
め
ぐ
る
一
考
察

i
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
を
中
心
に
し
て
一

員

　
小
論
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
に
学
び
つ
つ
、
一
つ
の

芸
術
哲
学
的
な
基
本
問
題
に
照
明
を
当
て
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
、
芸
術
暫
学
と
い
う
視
点
の
下
に
特
に
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を

と
り
あ
げ
る
所
以
は
次
の
二
点
で
あ
る
Q
第
一
に
、
両
者
と
も
に
、
芸
術

を
暫
学
説
課
題
の
遂
行
の
上
で
不
可
欠
の
問
題
領
域
と
し
て
意
味
づ
け
、

こ
の
領
域
を
一
貫
し
た
哲
学
的
方
法
論
の
下
で
吟
味
し
て
い
る
、
と
い
う

点
で
あ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
芸
術
の
問
題
を
究
費
せ
ず
し
て

は
、
両
者
に
あ
っ
て
、
抑
々
哲
学
全
体
が
完
備
…
し
な
い
の
で
は
な
い
か

と
さ
え
愚
わ
れ
る
程
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
点
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
ま

だ
特
に
こ
の
二
人
を
と
り
あ
げ
る
積
極
的
な
理
歯
は
見
出
さ
れ
な
い
。
美

や
芸
術
に
言
及
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
、
ど
の
よ
う
な
哲
学
者
に
と
っ
て

も
、
今
述
べ
た
よ
う
な
事
情
は
共
通
の
も
の
だ
、
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
第
二
の
点
こ
そ
、
一
層
重
要
で
あ
り
且
つ
決
定
的
な
理
由
と
思
わ
れ

る
。
矧
ち
、
両
者
薫
れ
も
、
芸
術
を
歴
史
的
な
事
象
と
し
て
捉
え
、
そ
の

上
、
芸
術
を
捉
え
る
歴
史
観
が
根
本
的
に
彼
等
の
哲
学
的
世
界
観
と
表
裏

一
体
の
関
係
に
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
芸
術
惣
学
が
、

暫
学
的
体
系
の
整
合
性
と
方
法
論
の
一
貫
性
か
ら
、
芸
徳
の
過
去
性
格
を

芸
術
の
過
虫
性
を
め
ぐ
る
一
考
察

米
　
沢
　
有
　
恒

宣
告
す
る
こ
と
で
終
る
の
に
対
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
そ
れ
は
、
暫
学
的

課
題
を
周
到
に
遂
行
し
て
行
く
上
で
、
端
的
に
い
っ
て
芸
術
は
始
ま
り
に

あ
る
、
と
捲
摘
す
る
。
芸
術
を
等
し
く
哲
学
的
に
考
察
し
、
而
も
歴
史
的

に
扱
う
に
も
拘
ら
ず
、
荷
老
の
見
解
は
甚
し
く
糊
騙
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
理
由
は
以
下
に
論
述
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
芸
術
に
対
す
る

両
論
の
視
点
の
据
え
方
と
思
索
の
方
法
、
こ
の
二
点
で
、
芸
術
を
哲
学
的

に
考
察
す
る
場
合
、
こ
の
二
人
の
思
想
家
を
φ
る
が
せ
に
出
来
な
い
、
と

考
え
る
の
で
あ
る
。

　
然
し
以
下
の
記
述
に
先
立
っ
て
、
次
の
こ
と
を
予
め
断
わ
っ
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
へ
…
ゲ
ル
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
真
っ
向
う
か
ら
対
決
さ
せ

る
こ
と
、
両
者
の
芸
術
漢
学
に
聯
か
な
り
と
も
審
判
を
加
え
ん
と
す
る
こ

と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
園
よ
り
小
論
の
意
図
で
は
な
い
。
た
だ
、
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
が
彼
堅
雪
の
繁
多
意
識
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
誓
言
の
全
体
に
対
し

て
謂
わ
ば
根
本
的
な
反
省
を
試
み
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

上
、
芸
術
算
学
に
関
し
て
も
例
外
で
は
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、

芸
術
の
過
去
性
と
い
う
宣
雪
に
若
干
の
反
省
を
企
て
る
場
合
、
我
々
の
以

下
の
記
述
が
批
判
者
側
の
視
点
か
ら
な
る
そ
れ
に
偏
る
こ
と
も
避
け
ら
れ

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
記
述
方
法
が
へ
…
ゲ
ル
哲
学

に
対
す
る
正
当
な
扱
い
か
否
か
は
、
差
当
っ
て
留
保
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

八
三
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な
い
。

　
さ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ギ
リ
シ
ア
人
』
と
題
し
た
講
演

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
冒
頭
で
「
ギ
リ
シ
ア
人
と
い
う
名
前
で
わ
れ
わ
れ
は
暫
学
の
始
ま
り
を

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

考
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
う
名
龍
で
哲
学
の
完
結
を
考
え
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
自

身
、
自
分
の
哲
学
を
そ
の
よ
う
な
規
定
の
下
に
了
解
し
て
い
た
」
（
≦
Φ

ζ
鴇
綾
）
と
、
い
っ
て
い
る
。
こ
の
ひ
そ
み
に
習
っ
て
“
へ
…
ゲ
ル
と

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
い
っ
た
論
題
を
掲
げ
る
と
す
れ
ば
、
西
欧
哲
学
の
心
兀

成
と
破
壊
と
い
っ
た
こ
と
が
思
い
う
か
ぶ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
は
、
プ
ラ
ト
ン
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
西
欧
暫
学
の
歴
史
を
全

体
と
し
て
《
存
在
忘
却
》
の
歴
史
と
解
し
、
こ
の
歴
史
の
破
壊
を
企
て
る

の
で
あ
る
。
勿
論
、
破
壊
と
い
っ
て
も
、
西
欧
哲
学
の
伝
統
を
根
絶
し
よ

う
と
か
、
無
に
帰
そ
う
な
ど
と
い
う
の
で
は
な
い
。
彼
が
指
摘
す
る
の
は

次
の
こ
と
で
あ
る
。
西
欧
哲
学
史
の
概
要
を
通
覧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
な
る
の
は
、
存
在
そ
の
も
の
の
謎
を
問
う
こ
と
と
存
在
者
と
し
て

の
存
在
者
の
謎
を
問
う
こ
と
と
が
謂
わ
ば
混
同
さ
れ
、
存
在
の
謎
の
究
明

は
等
閑
に
付
さ
れ
て
来
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
ω
ρ
N
田
巳
。
搾
¢
雛
σ
q
）

つ
重
り
、
西
欧
形
蒲
上
学
の
伝
統
の
中
で
獲
得
さ
れ
た
知
の
真
理
は
「
存

在
者
に
つ
い
て
の
真
理
で
あ
り
、
形
下
上
学
と
は
こ
の
よ
う
な
真
理
の
歴

史
」
（
乏
。
竃
ω
8
0
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
う
破
壊
と

は
、
存
在
の
謎
の
究
明
に
翼
め
て
着
手
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
形
籍

上
学
が
本
来
な
す
べ
き
課
題
へ
立
ち
戻
る
こ
と
を
、
意
味
す
る
の
で
あ

る
。
（
ω
餌
N
ω
b
⊃
卜
。
）

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
最
大
の
意
嚢
の
一
つ
を
、
端
的

に
い
っ
て
次
の
点
、
即
ち
西
欧
懇
想
わ
け
て
も
デ
カ
ル
ト
以
降
の
近
代
奮

八
四

学
を
推
進
し
完
成
さ
せ
た
、
と
い
う
点
に
見
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は

ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
暫
学
史
』
の
一
節
を
引
き
つ
つ
門
恩
索
と
は
、
思
索
さ
れ

た
も
の
の
揺
ぎ
な
さ
の
中
に
、
自
ら
に
と
っ
て
の
絶
対
的
基
礎
を
因
め
る

も
の
で
あ
る
。
哲
学
が
安
住
出
来
る
土
地
と
は
、
知
の
無
条
件
の
確
実
性

で
あ
り
…
…
絶
対
的
基
礎
が
絶
対
奢
そ
の
も
の
と
し
て
思
索
さ
れ
た
蒔
、

こ
の
士
地
は
完
全
な
る
所
有
に
帰
さ
れ
る
。
こ
の
絶
対
者
は
、
へ
…
ゲ
ル

に
と
っ
て
精
神
で
あ
る
」
（
類
≦
ω
障
G
。
）
と
い
う
。
絶
対
者
へ
至
る
思
想

の
深
化
を
、
近
代
哲
学
の
展
開
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
に

よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
8
σ
q
諜
。
の
絶
対
性
を
8
σ
Q
隷
。
そ
の
も
の
に
よ
っ

て
確
立
す
る
こ
と
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
課
題
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
絶
対
知
に
お
い
て
そ
れ
を
確
立
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
芸
徳
を
論

じ
る
場
合
に
も
、
こ
の
o
o
σ
q
謬
。
に
よ
っ
て
考
察
し
蒲
も
こ
の
8
σ
q
犀
。

の
故
に
「
芸
術
は
、
最
早
真
理
が
存
在
を
獲
得
す
る
最
高
の
仕
方
と
し
て

は
妥
轟
し
な
い
し
（
〉
ω
誌
O
）
と
い
い
、
「
芸
術
と
い
う
形
式
は
、
精
神
の

最
高
次
の
要
求
で
あ
る
こ
と
を
止
め
て
し
ま
っ
た
」
（
》
ω
お
㊤
）
と
い
う

の
で
あ
る
。
然
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
近
代
的
な
8
α
q
一
8
は

そ
の
展
開
の
中
で
根
本
的
に
次
の
こ
と
を
忘
即
し
て
い
た
、
つ
ま
り

「
8
σ
Q
謬
。
謬
ヨ
に
よ
っ
て
デ
カ
ル
ト
は
、
暫
学
に
成
る
一
つ
の
新
し
い

確
実
な
地
盤
を
据
え
る
と
い
う
要
求
を
掲
げ
た
。
然
し
こ
の
根
底
的
な
始

ま
り
に
際
し
、
デ
カ
ル
ト
が
未
決
定
の
鑑
に
し
て
お
い
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
お
ω
8
α
q
一
＄
器
の
在
り
方
で
あ
り
、
翻
し
く
い
え
ば
讐
彗
の

存
在
の
意
味
で
あ
る
ご
（
ω
郎
N
ω
卜
。
膳
）
こ
の
点
で
は
、
カ
ン
ト
も
デ
カ
ル

ト
と
同
罪
で
あ
り
（
ω
瓢
N
ω
b
。
駆
）
こ
の
伝
統
が
「
存
在
論
を
自
壊
性
へ
と
、

そ
し
て
唯
新
た
に
手
を
加
え
る
べ
き
材
料
へ
と
（
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
之
そ
う
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で
あ
っ
た
）
失
墜
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
ω
信
N
の
器
）
　
ヘ
ー
ゲ

ル
を
完
成
者
と
す
る
西
欧
哲
学
の
歴
史
の
中
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
一
種

重
大
な
欠
落
を
見
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
芸
術
に
関

す
る
先
の
周
知
の
発
言
に
対
し
て
も
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
言
に
つ
い
て
の
判

決
は
ま
だ
下
っ
て
い
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
の
発
欝
の
背
後
に
は
ギ
リ
シ

ア
以
来
の
伝
統
が
潜
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
偏
（
頴
譲
ω
鵯
）
と
い
う
。
彼

が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
芸
術
誓
学
を
薦
欧
風
郡
上
学
の
伝
統
を
地
盤
に
し
て
構

築
さ
れ
た
と
、
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
明
ら
か
で
あ
る
。
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
控
え
滋
な
書
葉
が
意
旅
す
る
こ
と
は
、
次
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

近
代
的
な
8
α
Q
搾
。
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
へ
…
ゲ
ル
の
芸
術
誓
学
に
対

す
る
評
価
は
、
こ
の
8
α
q
搾
。
を
根
本
酌
に
反
省
し
直
す
こ
と
、
及
び
か

か
る
8
σ
q
搾
。
を
醸
成
し
て
来
た
形
薦
上
学
の
伝
統
に
検
討
を
加
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
よ
う
に
巨

視
的
な
視
点
か
ら
見
ら
れ
る
だ
け
に
、
　
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
…
の
芸
術
解
釈
は
文

宇
通
り
ラ
ヂ
カ
ル
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
芸
術
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
、
へ
…
ゲ
ル
の
そ
れ
に
関
し
て

は
i
彼
が
芸
術
に
下
し
た
判
決
を
是
と
す
る
に
せ
よ
非
と
す
る
に
ぜ
よ

一
彼
の
哲
学
的
課
題
と
の
密
接
な
聯
関
が
指
摘
さ
れ
、
論
者
達
は
ヘ
ー

ゲ
ル
の
哲
学
体
糸
及
び
歴
史
観
と
彼
以
降
の
芸
術
の
現
実
に
鑑
み
て
、
彼

の
芸
術
南
学
を
論
じ
る
の
が
常
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
然
る
に
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
垂
目
…
哲
学
に
関
し
て
は
、
概
し
て
そ
の
哲
学
的
背
景
と
課
題
に
遙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

及
ん
で
論
述
さ
れ
る
場
面
は
少
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
事
情
は
、
美
学

や
芸
術
哲
学
の
領
域
で
、
い
っ
て
み
れ
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
が
不
当
な
扱
い

を
受
け
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
若
し
こ
の
よ

芸
術
の
過
去
性
を
め
ぐ
る
一
考
察

う
な
扱
い
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
の
み
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
美
学
や
芸
術
誓
学
が
㎜
園
有
の
自
律
性
を
獲
得
し
、
　
一

学
科
と
し
て
の
存
在
理
由
を
保
証
さ
れ
て
い
る
場
合
に
で
あ
る
。
そ
の
時

に
は
、
こ
の
自
律
性
に
徴
し
て
諸
学
説
を
批
判
吸
収
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
ろ
う
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
に
対
し
て
も
そ
う
で
あ
り
え
よ
う
。
け
れ
ど

も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
諸
学
の
自
律
性
と
い
っ
た
も
の
が
絶
対
的

に
確
立
さ
れ
る
為
に
は
、
先
ず
諸
学
が
如
何
な
る
土
壌
の
上
に
成
立
し
て

来
た
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
諸
学
を
学
と
し
て
自
律
せ
し
め
る
根
拠
が
問

わ
る
べ
き
筈
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
諸
学
が
学
と
し
て
自
律
し
う

る
根
拠
を
、
形
而
上
学
の
本
質
的
な
あ
り
方
の
中
に
冷
め
る
の
で
あ
る
Q

（
芝
⑦
鍵
ω
一
㊤
α
隔
）
だ
か
ら
こ
そ
芸
術
を
考
察
す
る
場
合
に
も
、
形
禰
上

学
と
の
聯
関
か
ら
芸
術
に
接
近
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
繰
り
返
せ
ば
、
彼

の
芸
術
哲
学
は
、
学
と
し
て
確
立
さ
れ
た
意
味
で
の
美
学
や
芸
術
工
学
の

内
都
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
、
学
と
し
て
確
立
さ
れ
る
根
拠
を
探
求

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
の
芸
術
哲
学
を
哲
学
全
体
か
ら
切
り

離
し
て
論
じ
る
こ
と
は
、
事
々
不
可
能
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
然
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
芸
術
哲
学
が
、
そ
の
課
題
の
大
き
さ
と
問
題
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

識
の
深
遠
性
の
故
に
、
或
る
意
味
で
途
上
的
と
い
う
こ
と
に
終
始
し
、
ま

た
ぺ
…
ゲ
ラ
…
な
ど
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
思
想
慮
体
が
樋
め
て
ω
畠
－

惹
鋳
窪
α
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
事
実
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の

点
か
ら
も
、
芸
術
暫
学
を
も
含
め
て
彼
の
誓
学
の
全
貌
を
窺
う
の
は
、
誠

に
至
難
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
彼
の
思
想
そ
の
も
の
の
途
上
的

性
格
か
ら
し
て
、
彼
の
企
て
た
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
も
、
完
遂
さ
れ
た
か
否
か

の
断
を
下
す
の
は
容
易
で
は
な
い
。
た
だ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
女
学
が
、
へ

八
五
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ー
ゲ
ル
を
完
成
者
と
す
る
西
欧
の
飯
統
的
な
形
關
上
学
を
継
承
す
る
の

か
、
そ
れ
と
も
形
蒲
上
学
の
建
て
直
し
を
籔
る
の
か
、
と
い
う
謂
わ
ば
究

極
的
な
二
者
択
一
を
迫
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
何
故
な
ら
、
彼
は
、
遂
に
は
霞
ら
の
立
場
を
伝
統
的
な
形
蒲
上
学
に

対
し
て
《
別
の
始
ま
り
》
と
呼
ぶ
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
芸
徳
哲
学
に
学
ぶ
際
に

は
、
先
ず
両
者
の
哲
学
の
基
本
的
栂
造
に
注
隈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

我
々
は
二
人
の
歴
史
拙
握
を
中
心
に
し
て
論
じ
た
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は

第
一
に
、
歴
史
無
煙
の
闇
題
に
お
い
て
、
覇
者
の
哲
学
の
重
大
な
相
違
点

が
際
立
っ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
梢
違
は
、
形
蒲
上
学
に
対
す
る
濁

春
の
根
本
的
態
慶
の
縮
違
と
い
っ
て
過
雷
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
第
二

に
、
　
へ
！
ゲ
ル
が
「
芸
術
は
そ
の
最
高
に
規
定
さ
れ
た
爾
か
ら
し
て
、
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
過
去
の
も
の
で
あ
る
し
あ
り
続
け
る
」
（
〉
ω
密
）
と

断
ず
る
の
に
対
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
；
は
「
芸
術
は
な
お
、
わ
れ
わ
れ
歴
史

的
現
存
在
に
と
っ
て
、
決
定
的
な
真
理
が
出
来
す
る
本
質
的
で
必
然
鮒
な

仕
方
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
最
早
か
か
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
の

か
、
と
い
う
問
は
残
さ
れ
て
い
る
」
（
頃
≦
ω
ミ
）
と
い
っ
て
い
る
点
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
発
雷
に
簡
潔
に
集
約
さ
れ
る
二
人
の
芸
術

観
の
真
意
も
、
両
者
の
哲
学
的
歴
史
観
を
辿
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
っ

て
来
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
我
々
の
以
下
の
記
述
は
、
歴
史
春
画
を
中
心
に
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル

暫
学
の
基
本
的
構
造
の
瞥
見
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
批
判
的
解
釈
の
参
照
、

そ
れ
を
踏
ま
え
て
芸
術
の
過
去
性
と
い
う
定
々
へ
の
反
省
に
分
け
ら
れ

る
。

第
一
章

一

八
六

　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
、
哲
学
の
絶
対
性
と
は
、
絶
対
者
と
の
絶
対
的
統

「
で
あ
る
絶
対
知
が
、
批
界
の
総
て
の
事
象
を
思
索
の
対
象
と
し
て
定
立

し
、
そ
れ
ら
を
完
全
に
廟
分
の
内
へ
包
撰
し
え
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
暫
学
は
精
神
の
最
高
の
実
現
形
態
で
あ

り
、
こ
の
形
態
へ
至
る
弁
証
法
的
運
動
の
中
で
、
精
神
は
芸
術
を
も
含
め

て
総
て
の
窺
象
を
撰
奏
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
然
し
そ
れ
を
明
瞭
に
す
る
為
に
は
、
先
ず
精
神
が
絶
対
知
へ
到
達
し
た

必
然
的
な
過
程
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
Q
こ
の
道
程
の
開
示
、
そ
れ
が

精
神
の
自
己
展
開
を
精
神
宿
ら
が
叙
述
し
た
『
精
神
現
象
学
』
で
あ
る
。

こ
の
叙
述
O
碧
。
。
8
霊
§
α
q
は
精
神
の
諾
稼
手
形
態
の
叙
述
で
あ
る
が
、

叙
述
は
既
に
難
破
知
に
到
達
し
た
精
神
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
叙
述
の
対

象
と
し
て
の
精
神
の
諸
現
象
形
態
は
、
精
神
が
通
過
し
て
来
た
癌
分
の
過

去
で
あ
り
、
調
わ
ば
慮
分
配
身
の
経
歴
と
し
て
絶
対
知
の
前
に
蔵
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
絶
島
知
は
叙
述
の
絶
対
的
主
体
で
あ
る

（
鵠
毛
ら
o
H
c
◎
α
）
が
、
叙
述
と
は
、
絶
対
知
に
と
っ
て
膚
ら
を
鼠
＆
費
σ
Q
Φ
げ
9

す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
「
絶
対
知
は
…
…
そ
の
途
上
に
お
い

て
諸
精
神
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
あ
り
、
そ
れ
ら
の
国
々
の
組
織
化
を
完

成
さ
せ
た
諸
形
態
を
鹸
化
　
津
勘
§
o
讐
鐸
σ
q
し
て
い
る
」
（
畷
瞬
　
ω
＄
μ
）

か
ら
で
あ
る
。
精
神
に
と
っ
て
讐
こ
れ
ら
諸
形
態
を
保
存
し
て
い
る
こ
と

は
、
偶
然
性
と
い
う
形
式
に
お
い
て
任
意
に
現
象
す
る
定
在
の
面
か
ら
晃
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れ
ば
精
神
の
歴
史
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
概
念
的
に
編
成
さ
れ
て
い
る
と
い

う
爾
か
ら
見
れ
ば
現
象
す
る
知
の
学
で
あ
る
。
」
（
崇
H
ω
㎝
露
）
潮
ら
の
展

開
を
｛
種
の
歴
史
と
し
て
叙
述
す
る
こ
と
が
、
同
時
に
自
己
の
展
開
を
学

的
に
編
成
統
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
可
能
な
の
は
独
り
絶
鰐

知
の
み
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
精
神
の
展
開
を
現
象
す
る
知
の
学
と
し
て
叙
述
す
る
試
み
は
、

現
象
す
る
知
を
意
識
を
通
じ
て
も
の
を
知
る
過
程
と
し
て
、
謂
わ
ば
認
識

論
的
な
視
点
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
元
来
、
意
識
が
知
の
契
機
と

い
う
被
網
定
性
を
自
分
自
身
の
内
に
持
っ
て
い
る
」
（
H
H
囲
ω
刈
G
。
）
か
ら
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
。
意
識
が
遂
行
す
る
「
弁
証
法
的
運
動
は
、
意
識
が
霞
ら
の
内
部
で
、

そ
の
知
と
対
象
に
関
し
て
遂
行
す
る
」
（
囲
H
H
G
Q
圃
c
Q
）
も
の
で
あ
り
、
意
識

が
本
性
上
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
自
己
吟
味
（
血
目
　
ω
ミ
）
と
も
い
う
べ
き

も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
運
動
の
過
程
で
、
そ
の
都
度
「
意
識
に
と
っ
て

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

新
し
い
真
の
対
象
が
成
立
し
て
来
る
限
り
で
、
こ
の
運
動
は
経
験
と
呼
ば

れ
る
。
」
（
麟
H
　
Q
Q
刈
。
。
）
知
の
対
象
領
域
は
経
験
に
対
応
し
て
拡
大
し
て
行

き
、
遂
に
は
、
知
は
対
象
に
つ
い
て
の
知
と
自
己
知
と
い
う
二
重
構
造
を

持
つ
こ
と
、
謂
わ
ば
超
越
的
知
か
ら
内
在
建
窯
へ
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
知
の
経
験
は
終
る
の
で
あ
る
。
（
H
H
H
ω
δ
）
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
純

粋
内
在
的
な
知
が
意
識
の
真
の
実
在
性
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
理
性
と

は
、
自
分
が
欠
如
の
な
い
「
全
き
実
在
性
で
あ
る
と
い
う
意
識
の
確
実

性
漏
（
圃
凝
ω
嵩
り
）
だ
か
ら
、
純
粋
内
在
的
な
知
に
釜
っ
て
意
識
は
理
性
と

な
る
。
こ
の
確
実
性
が
揺
ぎ
の
な
い
確
儒
と
な
っ
た
時
「
理
性
は
精
神
で

あ
っ
て
…
…
自
分
を
世
界
と
し
て
、
ま
た
逆
に
世
界
を
自
分
自
身
と
し
て

意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
H
凝
ω
ω
濾
）
意
識
が
精
神
に
迄
上
昇
す
る

芸
術
の
過
去
性
を
め
ぐ
る
一
考
察

こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
は
完
全
に
意
識
に
内
在
化
さ
れ
、
意
識
超
越
的
な

事
象
の
寒
端
に
迄
、
無
二
の
限
が
愛
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル

は
門
現
象
が
本
質
と
等
し
く
な
る
よ
う
な
地
点
に
至
っ
て
、
意
識
の
叙
述

は
精
神
の
本
来
的
な
学
と
一
致
す
る
」
（
H
H
囲
ω
G
。
回
）
と
い
う
。
こ
の
地
点

と
は
、
意
識
に
と
っ
て
宋
知
の
も
の
が
何
｝
つ
残
さ
れ
て
い
な
い
地
点
で

あ
り
、
そ
こ
で
は
意
識
は
「
自
分
の
本
質
を
把
握
し
、
絶
対
知
そ
の
も
の

の
本
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
目
囲
ω
σ
o
μ
）
こ
の
よ
う
に
、
学
の
立

場
は
精
神
の
絶
対
的
真
理
で
あ
る
絶
対
知
に
よ
っ
て
、
初
め
て
可
能
に
な

る
。
け
れ
ど
も
学
の
立
場
と
は
、
精
神
が
知
の
経
験
を
通
し
て
内
在
的
に

癌
覚
す
る
に
至
っ
た
絶
対
的
自
己
続
一
な
の
だ
か
ら
、
逆
に
「
学
は
そ
れ

自
身
の
内
に
、
純
粋
概
念
と
い
う
形
式
が
外
化
す
る
必
然
性
と
、
概
念
が

意
識
へ
移
行
す
る
必
然
性
と
を
含
ん
で
い
る
。
」
（
H
H
H
ω
㎝
Q
◎
り
）
こ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
意
識
の
経
験
と
い
う
謂
わ
ば
上
昇
的
弁
証
法
と
学
の
立
場
と

い
う
下
降
的
弁
証
法
と
の
紐
帯
た
る
絶
対
知
に
、
揺
ぎ
の
な
い
確
実
性
が

保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
精
神
の
展
欄
の
「
完
結
と
は
、
次
の
点
、
即
ち
精
神
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

何
で
あ
る
か
、
自
分
の
実
体
を
完
全
に
知
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
知
こ

そ
、
精
神
の
自
己
貫
入
H
b
訟
昏
m
9
磐
で
あ
る
。
自
己
貫
入
に
お
い
て
、

精
神
は
自
ら
の
定
在
を
放
棄
す
る
。
」
（
H
誤
ω
＄
O
）
絶
対
知
に
至
っ
て
、

精
神
は
最
早
定
在
を
必
要
と
し
な
く
な
り
、
弁
証
法
的
運
動
を
超
出
し
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
精
神
は
自
分
の
総
て
の
定
在
を
内
化
し
た
結
果
、
内

化
さ
れ
た
諸
形
態
を
持
つ
こ
と
で
保
存
さ
れ
は
す
る
（
H
H
H
G
o
＄
O
）
が
、

内
穐
し
尽
す
と
は
、
同
時
に
密
分
の
限
界
を
知
る
こ
と
で
あ
り
「
自
分
を

犠
牲
に
す
る
こ
と
を
知
る
し
（
囲
回
H
ω
G
”
8
）
こ
と
で
も
あ
る
。
周
知
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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に
、
へ
…
ゲ
ル
は
精
神
の
自
己
犠
粧
と
自
己
へ
の
帰
還
を
キ
リ
ス
ト
の
受

肉
と
受
難
に
準
え
、
絶
対
知
こ
そ
精
神
の
ゴ
ル
ゴ
ダ
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

（回

ﾚ
ω
＄
ド
）

　
さ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
『
精
神
現
象
学
』
の
》
u
浮
彫
⑦
陣
§
σ
蔓
、
、
と
称
さ

れ
る
部
分
を
こ
の
書
物
の
要
諦
と
見
敏
し
　
”
り
属
。
訂
毛
の
び
Q
①
．
．
で
詳
し
く
論

じ
て
い
る
。
彼
は
、
昂
然
的
意
識
と
絶
対
知
の
相
違
に
ふ
れ
て
「
現
象
す

る
知
の
絶
対
的
叙
述
に
お
い
て
は
、
露
然
的
意
識
に
と
っ
て
、
自
己
の
真

理
へ
の
帰
還
は
な
い
。
…
…
現
象
す
る
知
の
学
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、

膚
分
に
つ
い
て
の
知
を
持
た
な
い
慮
然
的
意
識
に
と
っ
て
、
叙
述
の
道
は

絶
望
の
道
で
あ
る
が
、
欝
然
的
意
識
は
決
し
て
こ
の
こ
と
に
絶
望
し
な

い
」
（
鑓
芝
ω
お
O
）
と
い
う
。
自
然
的
意
識
は
、
そ
の
都
度
酷
し
い
対
象

が
威
易
し
て
来
る
か
ら
、
常
に
薪
し
い
様
相
に
お
い
て
慮
ら
を
保
持
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
自
分
に
つ
い
て
の
懐
疑
が
生
じ
る
余
地
は
な
い
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
意
識
そ
の
も
の
と
し
て
、
繋
る
意
味
で
極
め
て
充
実
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
充
実
が
意
識
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
か

ど
う
か
、
を
疑
う
の
は
絶
対
知
で
あ
る
。
そ
こ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
へ

…
ゲ
ル
欝
身
の
言
葉
を
引
い
て
、
現
象
す
る
知
を
叙
述
す
る
と
は
、
籍
神

が
本
然
的
に
鋳
つ
門
自
ら
を
全
う
せ
ん
と
す
る
懐
疑
主
義
」
（
幾
等
ω
目
も
。
ゆ
）

と
い
う
。
こ
の
懐
疑
は
、
精
神
が
自
ら
に
関
し
て
持
つ
の
だ
か
ら
、
精
神

が
自
分
の
本
質
を
知
る
蓬
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
逆
に
、
こ
の
懐
疑

は
精
神
の
本
質
的
規
定
た
る
慮
由
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
意
識

の
経
験
の
進
み
と
は
、
実
は
自
由
の
実
現
の
道
程
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
然
し
「
私
が
何
か
に
依
存
し
て
い
れ
ば
私
は
自
由
で
は
な
い
。
私

は
私
自
身
の
許
に
あ
る
蒔
に
慮
由
だ
」
（
×
目
Q
D
ω
O
）
と
す
れ
ば
、
現
象
す

八
八

る
知
が
簸
終
的
に
叙
述
す
る
明
浜
と
一
致
し
な
け
れ
ば
、
欝
由
が
絶
対
的

に
実
現
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
懐
疑
が
自
由
と

し
て
精
神
の
本
質
た
り
う
る
為
に
は
、
叙
述
を
始
め
る
に
薮
っ
て
、
既
に

懐
疑
は
解
消
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ

ば
、
叙
述
が
果
て
の
な
い
無
限
記
述
と
な
り
、
解
消
さ
れ
ざ
る
懐
疑
主
義

に
陥
る
黙
れ
な
し
と
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
現

象
す
る
知
が
最
終
的
に
到
達
す
る
「
絶
対
者
が
、
元
々
わ
れ
わ
れ
の
許
に

あ
り
、
且
つ
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
…
…
」
（
H
H
届
8
）
と

い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
絶
対
者
が
我
々
の
許
に
あ
る
こ
と
を
絶
対
者
の

評
増
。
¢
ω
ご
と
解
し
（
踏
≦
ω
欝
O
）
「
℃
p
。
お
窃
雷
　
こ
そ
、
真
理
の
光
、
即

ち
絶
対
者
が
わ
れ
わ
れ
に
自
分
を
放
射
す
る
仕
方
で
あ
る
」
（
鎖
芝
ω
器
O
）

と
い
う
。
彼
は
『
精
神
現
象
学
』
を
、
多
分
次
の
よ
う
に
堤
え
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し
　
　
へ

で
あ
る
。
…
兀
々
我
々
の
許
に
あ
る
絶
対
者
の
、
こ
の
あ
る
と
い
う
こ
と
の

真
蹟
が
、
知
の
経
験
を
通
し
て
内
在
的
に
露
盤
さ
れ
て
来
た
過
程
の
叙
述

で
あ
る
、
と
。
だ
か
ら
彼
は
『
精
神
現
象
学
』
を
、
精
神
つ
ま
り
絶
対
者

と
そ
の
℃
銭
◎
償
。
。
冨
と
の
間
に
交
す
対
話
の
自
己
集
成
と
し
て
捉
え
る
の

で
あ
る
。
（
属
≦
ω
H
c
◎
窃
）
対
話
の
進
ん
で
行
く
道
は
、
精
神
に
と
っ
て
、

光
一
肉
分
で
あ
っ
た
も
の
へ
戻
る
道
で
あ
り
、
麟
己
犠
牲
と
い
う
抑
々
の

始
ま
り
に
戻
る
道
で
あ
る
。
従
っ
て
、
精
神
は
そ
の
℃
鉾
。
に
ω
猷
と
の

対
話
を
通
し
て
勺
鷲
。
蕊
猷
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
場
所
と

は
当
然
「
精
神
の
歩
み
に
お
い
て
こ
の
対
話
が
行
き
着
く
場
所
」
（
麟
≦
ω

同
。
。
①
）
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
「
諸
精
神
の
国
々
の
存
在
体
制
の
全
組

織
が
完
了
」
（
餌
≦
も
。
一
。
。
①
）
す
る
。
こ
う
し
て
絶
対
者
の
℃
鶏
◎
蕊
欝
の
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全
体
的
意
味
が
顕
わ
に
な
り
、
絶
対
者
は
早
々
の
姶
ま
り
に
漢
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
絶
対
者
は
自
ら
に
「
こ
と
成
れ
り
」
と
判
決
を
下

す
の
で
あ
る
。
（
類
≦
ω
同
Q
o
①
）
「
こ
の
判
決
は
、
意
識
そ
の
も
の
が
患
ら
の

死
を
死
に
、
意
識
が
絶
対
者
の
威
力
に
よ
っ
て
そ
こ
へ
引
出
さ
れ
る
道
の

霊
場
に
お
い
て
下
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
場
を
…
…
《
絶
対
精
神
の

ゴ
ル
ゴ
ダ
》
と
呼
ん
だ
」
（
護
≦
ω
囲
。
◎
①
）
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
は
い
う
。
意

識
が
自
ら
の
死
を
死
ぬ
と
は
、
意
識
と
し
て
自
ら
を
顕
現
さ
せ
て
来
た
精

神
が
そ
の
務
め
を
成
就
し
お
え
た
こ
と
、
換
書
す
れ
ば
、
絶
対
者
が
一
切

の
定
在
を
放
棄
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
故
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は

「
精
神
現
象
学
と
い
う
学
は
、
絶
対
者
の
弁
証
法
的
受
難
日
に
お
け
る

℃
¢
。
3
蕊
置
に
関
す
る
絶
対
者
の
神
学
で
あ
る
」
（
畿
≦
ω
μ
G
◎
①
）
と
結
論
づ

け
る
の
で
あ
る
。

　
へ
：
ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
、
絶
対
岩
の
絶
対
者
た
る
所
以
、
℃
鶏
。
諺
蟹

の
勺
舘
。
蕊
鑓
た
る
所
以
を
顕
わ
に
す
る
為
に
、
精
神
は
逡
己
犠
牲
と
い

う
一
つ
の
決
断
国
艮
。
。
。
甑
。
ω
器
剛
忌
。
齢
を
否
定
的
媒
介
と
す
る
の
で
あ
る
。

二

　
へ
！
ゲ
ル
に
お
い
て
、
絶
｝
対
者
の
決
断
、
精
神
の
宿
己
犠
牲
に
は
二
つ

の
檬
態
が
あ
り
、
瞭
然
と
歴
史
が
そ
れ
で
あ
る
。
（
H
H
囲
。
り
＄
O
）
歴
史
と

は
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
精
神
の
「
偶
然
性
と
い
う
形
式
に
お
い
て
任
意

に
現
象
す
る
定
在
」
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
隈
り
、
歴

史
は
ま
だ
絶
対
的
視
点
か
ら
総
括
さ
れ
て
は
い
な
い
。
然
し
、
歴
史
が
絶

対
老
た
る
精
神
の
現
象
形
態
で
あ
る
限
り
、
精
神
に
よ
っ
て
総
蛎
さ
れ
る

べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
精
神
に
よ
る
歴
史
の
総
括
、
換
言
す
れ
ば
、
精

芸
徳
の
過
虫
性
を
め
ぐ
る
一
考
察

神
の
自
己
編
成
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
歴
史
哲
学
で
あ
る
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
歴
史
画
学
の
使
命
を
「
歴
史
の
思
索
的
考
察
に
他
な
ら

ぬ
扁
（
×
自
ω
卜
3
0
）
と
述
べ
、
哲
学
が
歴
史
に
提
供
す
る
唯
一
の
思
想
は
「
理

性
が
世
界
を
統
べ
て
お
り
、
従
っ
て
世
界
歴
史
に
お
い
て
も
、
も
の
ご
と

は
理
性
的
に
経
過
し
て
来
た
、
と
い
う
単
純
な
思
想
で
あ
る
」
（
×
囲
囲
ω
卜
3
0
）

と
い
う
。

　
理
性
は
霞
ら
を
全
う
す
べ
く
、
自
己
を
歴
史
と
し
て
開
示
す
る
が
、
こ

の
こ
と
は
嗣
時
に
「
理
性
が
自
分
自
身
を
食
い
尽
す
」
（
×
目
ω
卜
。
H
）
こ
と

で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
歴
史
に
お
い
て
は
「
理
性
自
身
が
加
工
さ
れ

る
素
材
で
あ
る
。
理
性
は
義
塾
だ
け
を
そ
の
本
来
の
前
提
と
し
、
理
性
の

臼
的
は
絶
対
曲
な
究
極
羅
的
」
（
×
嫡
O
D
卜
。
同
）
な
の
で
あ
る
が
、
搾
々
「
理

　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

性
と
は
実
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
総
て
の
現
実

が
そ
の
存
在
と
成
立
と
を
持
つ
の
で
あ
る
。
」
（
×
肖
ω
曽
）
歴
史
的
に
鑛
現

す
る
理
性
を
か
か
る
も
の
と
し
て
掘
写
し
う
る
の
は
、
そ
れ
自
身
理
挫
の

最
高
形
態
た
る
絶
対
知
の
み
で
あ
り
、
絶
対
知
に
よ
っ
て
の
み
歴
史
の
本

質
が
統
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
絶
対
知
に
至
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は

世
界
歴
史
に
関
し
「
わ
た
し
は
既
に
全
体
を
知
っ
て
い
る
」
（
×
目
O
D
卜
O
N
）

と
い
う
の
で
あ
る
。
然
し
彼
は
門
世
界
歴
史
は
世
界
精
神
の
理
性
的
で
必

然
的
な
歩
み
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
繊
界
精
神
の
本
質
は
常
に
同
一
不

変
で
あ
り
、
精
神
は
こ
の
唯
一
の
本
質
を
世
界
の
定
在
に
お
い
て
顕
示
し

て
見
せ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
世
界
歴
史
そ
の
も
の
の
考
察
か
ら

初
め
て
閉
ら
か
に
な
っ
て
来
る
」
（
×
H
H
G
つ
黒
姫
）
と
も
い
う
。
こ
れ
ら
の
蓑

現
は
外
見
上
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
兇
え
る
が
、
へ
…
ゲ
ル
に
と
っ
て
根

本
的
な
こ
と
は
、
歴
史
が
絶
対
知
の
側
か
ら
叙
述
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ

八
九
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る
。
絶
対
知
に
歪
っ
て
い
な
い
者
に
対
し
て
の
み
「
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
を

あ
る
が
熾
に
受
容
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
虚
実
的
凱
。
・
8
「
駐
。
ゲ

そ
し
て
経
験
的
な
遣
り
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
×
目

ω
卜
。
邸
）
事
実
的
経
験
的
な
方
法
で
歴
史
を
叙
述
す
る
も
の
が
、
歴
史
を
謂

わ
ば
帯
出
し
た
絶
対
知
で
あ
っ
て
世
界
歴
史
的
現
存
在
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
、
こ
こ
に
へ
…
ゲ
ル
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
歴
史
に
淫
す
る
立
場
の
差

異
が
顕
在
化
し
て
来
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
歴
史
的
に
実
現
さ
れ
る
精
神
の
定
在
は
、
精
神
の
本
質
か

ら
見
る
と
、
い
っ
て
み
れ
ば
い
つ
も
欠
如
的
湯
壷
で
あ
る
。
何
故
な
ら

「
虜
然
的
意
識
は
、
そ
の
都
度
そ
の
蒔
代
に
お
い
て
歴
史
的
に
現
存
す
る

精
神
で
あ
る
が
…
…
こ
れ
ら
歴
史
的
諸
精
神
は
、
い
つ
も
自
分
自
身
に
お

い
て
窃
分
自
身
へ
と
内
下
国
ユ
薯
費
§
σ
Q
さ
れ
る
」
（
笛
ぐ
く
Q
ゆ
一
G
Q
①
）
か
ら

で
あ
り
、
換
博
す
れ
ば
、
自
ら
の
内
へ
と
止
揚
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
止

揚
さ
れ
る
か
ら
に
は
、
窃
然
的
意
識
に
あ
っ
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
歴

史
的
定
在
と
し
て
の
精
神
に
お
い
て
、
そ
の
内
部
で
対
立
が
生
じ
て
来
る

の
で
あ
る
。
然
し
、
こ
の
内
爾
的
な
鰐
立
に
よ
っ
て
「
危
険
に
身
を
さ
ら

す
の
は
普
遍
的
イ
デ
ー
で
は
な
い
。
普
遍
的
イ
デ
…
は
背
後
で
自
分
を
課

持
し
て
い
て
、
侵
さ
れ
も
損
わ
れ
も
し
な
い
。
普
遍
帥
イ
デ
ー
は
自
分
の

為
に
情
熱
を
行
使
さ
せ
る
が
、
そ
の
際
、
情
熱
が
作
り
出
し
た
も
の
が
錫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
く
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
理
性
の
狡
智
と
呼
ば
る
べ
き
で
あ
る
。
」
（
×
期
ω

お
）
歴
史
上
の
人
物
が
成
就
し
た
理
想
は
、
理
性
の
狡
智
に
よ
っ
て
い
つ

も
裏
切
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
臨
然
的
意
識
と
断
じ
く
、
歴
史
上
の
人
物

は
そ
れ
に
失
望
し
な
い
。
む
し
ろ
裂
切
ら
れ
る
こ
と
で
、
却
っ
て
歴
史
的

営
為
拡
進
歩
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
営
為
絃
、
鐙
単
身
車
実
凱
。
。
ε
導

九
〇

も。

X
窃
閃
躊
響
胴
と
し
て
残
さ
れ
る
。
そ
れ
を
扱
う
の
は
歴
史
学
で
あ
っ

て
（
×
凝
ω
8
）
、
歴
史
哲
学
が
掘
漉
す
る
の
は
別
の
こ
と
、
即
ち
「
現
実
の
歴

史
は
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
あ
り
…
…
普
遍
的
神
的
理
性
こ
そ
自
分
を

実
現
す
る
威
力
で
あ
る
」
（
×
目
c
o
α
。
。
）
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の

威
力
、
こ
の
理
性
を
「
最
も
具
体
的
に
表
象
す
れ
ば
神
で
あ
る
。
神
が
世

界
を
支
配
し
て
お
り
、
神
の
統
治
の
内
容
、
神
の
事
跡
の
遂
行
が
駄
界
歴

史
で
あ
る
。
」
（
×
畷
ω
器
）
神
、
即
ち
普
遍
的
理
性
か
ら
見
れ
ば
、
世
界
歴

史
は
神
の
意
の
儘
に
構
想
さ
れ
、
構
想
ど
お
り
に
必
然
的
に
進
行
し
て
行

く
。
こ
の
進
行
を
必
然
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
理
性
と
は
、
蓋
し
「
神

の
企
て
を
聴
取
す
る
こ
と
く
①
ヨ
①
げ
奪
義
心
（
×
出
ω
総
）
で
あ
り
、
く
①
㍗

瓢
警
ヨ
窪
こ
そ
普
遍
的
理
性
の
本
質
で
あ
ろ
う
。
普
遍
的
理
性
は
、
歴
史

の
進
行
が
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
以
上
、
為
す
べ
き
こ
と

は
歴
史
の
誓
学
的
叙
述
で
あ
る
。
つ
ま
り
歴
史
の
始
．
源
を
「
理
性
的
な
も

の
が
地
上
の
存
在
へ
と
規
わ
れ
始
め
た
時
点
」
（
×
H
H
ω
G
。
｝
）
換
期
す
れ

ば
、
神
的
な
も
の
の
堅
肉
の
時
点
と
し
「
世
界
歴
史
と
は
、
重
る
原
理
の

発
展
的
進
行
の
叙
述
で
あ
る
が
、
こ
の
原
理
の
内
実
は
趨
磁
と
い
う
意
識

で
あ
る
」
（
×
H
H
ω
謡
）
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
従
え
ば
、
世
界
歴
史
と
は
、
　
一
言
で
い
っ
て
、
神
の
構
想

が
二
間
の
中
で
実
現
さ
れ
て
行
く
行
程
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意

味
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
歴
史
の
展
開
が
時
間
の
中
へ
落
ち
る
咄
蹉
。
ロ
こ

と
は
、
精
神
の
概
念
に
適
っ
て
い
る
」
（
＜
一
〇
ω
一
ω
ω
）
と
い
う
の
も
、
尤

も
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
然
し
彼
は
「
時
闘
と
は
そ
こ
に
あ
る
概
念
そ
の

も
の
で
あ
り
、
空
虚
な
直
観
と
し
て
意
識
に
自
ら
を
提
示
す
る
概
念
で
あ

る
。
だ
か
ら
精
神
は
、
廟
ら
の
純
粋
概
念
を
捉
え
て
い
な
い
限
り
、
換
言
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す
れ
ば
、
時
間
を
抹
殺
し
て
い
な
い
限
り
、
必
然
的
に
そ
れ
だ
け
長
く
時

間
の
内
に
現
象
す
る
こ
と
に
な
る
」
（
H
H
囲
ω
ζ
翔
。
。
蒔
）
と
い
い
「
従
っ
て
時
間

と
は
、
自
身
に
お
い
て
完
結
し
て
い
な
い
精
神
の
宿
命
で
あ
り
必
然
性
で

あ
る
」
（
H
H
囲
ω
α
G
。
緊
）
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
ど
の

よ
う
に
両
立
す
る
の
で
あ
る
か
Q
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
批
判
の
眼
が
向
く
の

も
、
こ
こ
な
の
で
あ
る
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
う
指
摘
す
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
時
間
の
内
に
お
け

る
精
神
の
歴
史
的
実
現
の
可
能
性
を
、
否
定
の
否
定
と
し
て
の
精
神
と
時

閥
と
の
形
式
的
構
造
の
同
一
性
に
鑑
み
て
示
し
て
い
る
。
」
（
ω
鎧
N
も
◎
お
㎝
）

こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
形
式
的
構
造
の
阿
一
性
と
は
、
精
神
の
懲
己
昏
酔

が
精
神
に
と
っ
て
第
一
次
的
な
自
己
否
定
で
あ
り
、
審
級
否
定
を
否
定
的

に
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
元
へ
戻
る
と
い
う
専
掌
の
構
造
と
、
博
間
は

有
ω
①
ぎ
の
第
一
次
的
否
定
で
あ
る
窒
闘
の
否
定
だ
（
H
×
紹
鰹
～
灘
密
）
、

と
い
う
構
造
の
同
～
性
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
田
畠
分
を
概
念
へ
齎
す
精

神
の
不
安
¢
づ
毎
ゲ
①
は
否
定
の
否
定
で
あ
る
か
ら
、
自
己
を
実
現
し
つ

つ
否
定
の
否
定
と
し
て
の
三
間
の
中
へ
落
ち
る
こ
と
は
、
精
神
に
適
っ
て

い
る
」
（
ω
償
N
ω
蕊
潟
）
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
認
め
る
の
で
あ
る
。
然
し
形

式
的
構
造
の
岡
一
牲
か
ら
、
精
神
が
時
間
に
優
位
で
あ
っ
て
「
概
念
は
鱒
．

間
を
支
配
す
る
威
力
で
あ
る
」
（
H
×
o
o
8
）
と
い
う
こ
と
が
導
娼
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

で
あ
ろ
う
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
精
神
が
あ
っ
て
そ
し
て
臨
間
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
る
の
で
も
な
く
、
時
間
が
あ
っ
て
そ
し
て
精
神
が
あ
る
の
で
も
な
く
、

精
神
と
時
聞
と
は
元
来
別
個
の
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の

而
理
由
を
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
間
弧
醐
が
濡
欄
的
に
水
平
化
さ

れ
た
世
界
時
間
と
い
う
意
味
で
概
念
的
に
把
握
さ
れ
た
」
（
ω
露
N
ω
お
q
）

芸
術
の
過
虫
姓
を
め
ぐ
る
一
考
察

時
間
し
か
論
じ
て
い
な
い
、
と
い
う
点
に
階
て
い
る
。
か
か
る
熱
間
把
握

の
故
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
「
気
転
は
労
る
直
前
に
あ
る
も
の
と
し
て
、

精
神
に
対
峙
す
る
」
（
O
o
償
N
O
o
蒔
ω
㎝
）
こ
と
に
な
る
。
時
間
と
精
神
と
は
互

に
外
的
な
儘
で
あ
る
の
に
「
精
神
が
先
ず
第
一
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
出
目

の
中
へ
落
ち
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
…
…
結
局
こ
の
落
ち
る
と
い
う

こ
と
と
、
時
問
を
支
配
し
、
死
来
隣
闇
の
外
に
あ
る
精
神
の
（
歴
史
的

な
）
実
録
と
が
、
存
在
論
的
に
い
っ
て
何
を
意
味
す
る
の
か
は
、
闇
の
中

に
留
ま
っ
て
い
る
×
ω
轟
N
ω
蕊
⊆
n
）
と
指
摘
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
は
「
否

定
の
否
定
と
し
て
の
精
神
の
本
質
的
な
体
制
が
、
根
源
的
な
時
性
N
魚
？

ぎ
算
Φ
謬
を
根
拠
に
す
る
の
と
は
別
の
仕
方
で
、
果
し
て
可
能
な
の
か
」

（
ω
信
N
ω
ホ
㎝
）
と
い
う
問
を
へ
r
ゲ
ル
に
投
げ
か
け
る
の
で
あ
る
。
彼
の

間
の
意
味
と
は
、
大
凡
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
精
神
の
展

開
は
元
来
蒔
性
的
一
生
起
的
N
魚
熱
。
び
一
σ
q
①
ω
o
窯
。
げ
艶
0
7
で
は
な
い
の

か
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
撮
源
的
な
時
性
を
愛
愛
し
て
し
ま
っ
た
結

果
、
通
俗
的
な
時
無
概
念
を
使
用
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
が
、
そ
の
際
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

精
神
と
時
間
と
の
形
式
的
綱
一
姓
を
拠
所
と
し
た
為
、
精
神
は
先
ず
時
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
外
に
あ
っ
て
、
定
在
を
獲
得
す
る
べ
く
弘
め
て
二
野
の
中
へ
落
ち
る
他

は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
の
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
周
知
の
よ
う
に
歴
史
的
現
存

在
を
考
察
の
軸
に
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
。
『
存
在
と
晴
間
』
に
よ

れ
ば
、
人
間
現
存
在
と
は
、
存
在
可
能
へ
の
存
在
も
9
Φ
貯
註
営
ω
o
ぎ
・

押
α
§
2
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
、
存
在
し
つ
つ
自
ら
の
将
来
を
投
企
し

つ
つ
あ
る
存
在
と
し
て
、
N
㊦
藝
魯
な
存
在
で
あ
る
。
か
か
る
存
在
と
し

て
、
人
問
は
樵
界
、
即
ち
存
在
者
全
体
慧
ミ
の
（
鳥
毛
o
o
b
。
り
。
。
）
の
直
結
へ

九
一
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投
げ
ら
れ
て
い
る
。
投
げ
ら
れ
る
と
い
う
蘇
方
で
世
界
の
中
へ
出
現
す
る

こ
と
、
そ
れ
が
入
闇
の
人
間
と
し
て
の
生
起
○
。
ω
畠
簿
窪
で
あ
る
。
約

言
す
れ
ば
、
人
聞
現
存
在
は
、
存
在
可
能
へ
と
投
企
し
つ
つ
、
世
界
へ
と

投
げ
ら
れ
な
が
ら
生
趨
し
つ
つ
存
在
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
人
闇
現
存
在

は
、
根
本
的
に
賭
性
的
一
生
起
的
器
酌
盛
9
1
α
Q
①
ω
。
駕
畠
臨
㎞
畠
な
の
で
あ

る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
時
性
の
持
つ
昏
昏
構
造
そ
れ
自
体
を
、
現
存
在

の
歴
史
性
O
①
ω
o
凱
O
窯
嵩
〇
三
＄
…
齢
と
し
て
顕
わ
に
す
る
」
（
ω
質
N
ω
Q
。
ω
卜
Ω
）

と
い
う
。
つ
ま
り
彼
は
、
人
閲
現
存
在
の
移
在
体
鰯
か
ら
、
人
間
の
歴
史

的
性
格
を
際
立
た
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
掘
握
か
ら
す
れ
ば
、
歴
史
は
精
神
が
感
性
的
な

場
に
定
在
を
得
る
時
点
、
つ
ま
り
≦
⑦
四
白
0
7
0
晦
甑
簿
窪
N
（
×
踏
G
っ
c
Q
一
）
を

得
て
始
ま
り
、
絶
対
知
へ
向
っ
て
歴
史
は
進
行
し
、
絶
対
知
に
至
っ
て
歴

史
は
完
結
す
る
。
こ
こ
に
歪
っ
て
精
神
は
窃
分
に
戻
っ
た
の
で
あ
り
、
更

な
る
展
開
を
最
早
必
要
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
σ
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
の
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

か
ら
見
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
歴
史
O
o
ω
。
賦
。
導
①
と
は
、
精
神
が
ま

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

だ
歴
史
的
で
は
な
い
か
ら
、
最
早
歴
史
曲
で
は
な
い
、
　
つ
ま
り
　
爵
o
o
宰

鐵
。
簿
か
ら
凱
。
簿
ヨ
⑦
ぼ
へ
の
間
の
、
精
神
の
事
実
的
な
ゲ
置
8
瓢
ω
0
7

史
実
鵠
日
舞
。
甑
①
で
あ
っ
て
、
生
起
的
な
α
q
Φ
の
。
凱
。
ゲ
象
。
甥
歴
史
Ω
？

ω
。
葺
。
卸
①
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ヘ
ー
ゲ
ル
に

あ
っ
て
は
、
そ
れ
自
身
趨
歴
史
的
と
な
っ
た
哲
学
が
歴
史
を
反
省
し
総
括

す
る
の
だ
か
ら
、
歴
史
は
露
。
。
8
H
貯
溜
延
臣
叢
雨
ヨ
と
し
て
整
理
さ
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
碧
。
。
。
新
島
豊
畠
①
ω
申
⑦
戯
切
置
と
し
て
鶴
会
わ
れ
る
こ

と
は
な
い
。
ま
た
、
超
歴
史
酌
な
も
の
が
歴
史
的
な
も
の
を
叙
述
す
る
為

に
、
所
謂
通
俗
的
な
世
界
蒔
問
を
。
訂
◎
ご
。
げ
σ
Q
勝
弱
な
尺
度
と
し
て
採

九
二

用
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
章

一

　
へ
…
ゲ
ル
は
彼
の
哲
学
的
視
点
か
ら
、
絶
対
者
が
自
ら
を
感
性
的
な
場

に
実
現
す
る
他
は
な
い
芸
術
を
、
《
イ
デ
ー
の
感
性
的
顕
現
》
と
定
義
し

た
。
然
し
『
精
神
現
象
学
』
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
芸
術
は
絶
対
春
の
趨

己
実
現
の
一
様
相
と
し
て
、
啓
示
宗
教
を
経
て
哲
学
の
下
に
包
摂
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
芸
術
定
義
は
、
一
方
で
芸

術
に
存
在
論
的
な
場
を
指
定
し
た
と
同
時
に
、
他
方
で
芸
術
が
過
表
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
、
言
明
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
芸
術
は
感
性
的
な
場

で
実
現
さ
れ
る
精
神
で
あ
り
、
画
然
の
影
響
を
免
れ
な
い
。
霞
然
と
は
、

精
神
に
と
っ
て
嘉
禾
的
外
在
的
で
あ
り
（
H
×
ω
鐸
）
解
消
さ
れ
ざ
る
矛
盾

（囲

~
ω
鱒
Q
。
）
な
の
で
あ
る
。
勿
論
、
「
精
紳
的
な
も
の
が
、
一
般
に
低
く
評

傾
さ
れ
る
時
、
例
え
ば
、
人
間
の
芸
術
作
晶
が
素
材
を
外
部
か
ら
受
容
せ

ね
ば
な
ら
ず
．
芸
術
作
品
は
生
き
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
自
然
物
の
後
塵

を
拝
す
る
、
と
い
う
場
合
明
ら
か
に
誤
ま
っ
て
い
る
。
」
（
剛
×
ω
卜
3
0
Q
）
け
れ

ど
も
芸
術
に
お
い
て
、
精
神
は
霞
分
を
外
酌
な
も
の
へ
疎
隔
さ
せ
る
の
だ

か
ら
「
組
戸
と
い
う
要
素
の
中
で
描
出
さ
れ
う
る
の
は
、
真
理
の
或
る
段

階
と
領
域
」
（
〉
O
Q
鏡
）
に
留
ま
る
の
で
あ
る
。

　
芸
術
を
精
神
の
独
特
の
実
現
領
域
と
し
て
定
立
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ

の
領
域
で
の
精
神
の
進
展
を
芸
術
の
歴
史
約
展
開
と
し
て
捉
え
、
周
知
の

三
個
の
範
曙
を
用
い
て
解
明
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
芸
術
の
歴
史
と
は
、
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芸
術
が
自
分
に
適
し
い
形
態
を
模
索
す
る
こ
と
で
始
ま
り
（
象
微
的
仁

徳
）
、
適
合
的
な
形
態
を
得
（
古
典
的
芸
術
）
、
自
己
が
内
包
し
て
い
た
矛

盾
を
自
ら
顕
わ
に
す
る
（
浪
漫
的
芸
術
）
こ
と
で
終
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
今
日
の
世
界
の
精
神
や
勝
代
の
宗
教
、
理
性
の
形
態

は
、
芸
術
こ
そ
絶
対
者
を
実
現
す
る
最
高
の
形
式
だ
、
と
い
う
段
階
を
超

出
し
た
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
芸
術
的
産
出
と
そ
の
作
風
の
懸
章

の
あ
り
方
は
、
最
早
わ
れ
わ
れ
の
最
高
の
要
求
を
充
た
し
は
し
な
い
」

（
諺
ω
㎝
の
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
発
言
に
対
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
こ
の
立
雷
を
…

…
次
の
こ
と
で
無
効
に
す
る
こ
と
は
繊
来
な
い
。
即
ち
一
八
三
〇
年
以

降
、
わ
れ
わ
れ
は
多
く
の
立
派
な
芸
術
作
品
を
手
に
入
れ
記
録
に
留
め
て

来
た
、
と
い
う
こ
と
で
。
後
に
な
っ
て
も
、
な
お
個
々
の
芸
術
作
品
が
生

ま
れ
、
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
へ
！
ゲ
ル
は
少
し
も
否
定
し
て
は
い
な
い
。

か
か
る
個
々
の
審
判
作
品
の
事
実
は
…
…
ヘ
ー
ゲ
ル
に
身
方
こ
そ
す
れ
、

決
し
て
彼
に
不
利
と
は
な
ら
な
い
」
（
翼
囲
ω
お
ド
）
と
い
う
。
蔀
実
ヘ
ー
ゲ

ル
も
、
「
な
お
芸
術
は
益
々
高
ま
っ
て
行
き
、
精
神
が
自
分
を
感
性
化
す

る
こ
と
を
期
待
出
来
る
」
（
》
ω
お
り
）
と
、
謂
わ
ば
事
実
酌
経
験
的
な
場

で
の
、
芸
術
の
独
自
の
進
歩
を
承
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恐
ら

く
、
芸
術
の
使
命
に
関
し
て
哲
学
的
な
評
定
が
な
さ
れ
た
以
上
、
事
実
的

な
場
に
お
け
る
芸
術
の
意
義
に
つ
い
て
、
哲
学
的
立
場
か
ら
の
必
要
以
上

の
干
渉
は
無
用
だ
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
因
み
に
へ
！
ゲ

ル
は
、
芸
術
哲
学
の
遂
行
を
、
過
虫
と
な
っ
た
「
芸
術
を
再
び
呼
び
戻
す

と
い
う
目
的
の
為
に
で
は
な
く
、
芸
術
と
は
何
か
を
学
問
的
に
認
識
す
る

と
い
う
露
寒
の
為
に
」
（
》
も
D
O
O
o
）
と
、
断
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

芸
術
の
過
芸
性
を
め
ぐ
る
一
考
察

　
と
こ
ろ
で
、
我
々
は
事
実
酌
に
美
や
芸
術
に
出
会
い
、
こ
の
出
会
い

を
、
美
的
乃
至
芸
術
的
体
験
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
芸
術
を

解
明
す
る
に
当
り
、
体
験
の
側
か
ら
畠
発
す
る
立
場
も
あ
り
う
る
訳
で
あ

る
。
こ
の
立
場
は
、
形
懇
命
学
帥
実
体
と
い
っ
た
も
の
か
ら
芸
術
の
意
味

を
演
繹
す
る
の
で
は
な
く
、
芸
術
と
い
う
事
実
を
、
芸
術
体
験
の
独
特
の

構
造
や
意
義
に
即
し
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
然
し
こ
の

立
場
は
、
端
的
に
い
っ
て
へ
！
ゲ
ル
と
真
っ
向
う
か
ら
対
立
す
る
も
の
で

あ
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
こ
の
立
場
を
殆
ど
評
価
し
な
い
ば
か
り
か
、

「
芸
術
は
美
学
の
視
圏
の
中
へ
押
し
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
芸
術
発
馬
は

体
験
の
対
象
に
な
る
」
（
頴
譲
ω
＄
）
が
、
「
体
験
と
は
、
多
分
芸
術
が
そ

こ
で
死
ぬ
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
」
（
潤
芝
ω
①
①
）
と
さ
え
、
い
う
の
で
あ

る
。
彼
の
指
摘
し
た
い
の
は
恐
ら
く
次
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、

芸
徳
を
体
験
と
い
う
側
面
か
ら
鯉
明
す
る
時
に
は
、
芸
術
が
存
在
す
る

国
。
。
α
q
一
壷
鎌
①
潟
肇
ω
け
と
い
う
根
本
的
な
謎
の
解
明
が
閑
却
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
の
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
明
黙
す
る
よ
う
に
、
「
芸
術
が
慨
別
的
な

も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
時
に
は
、
…
…
芸
術
と
い
う
概
念
を

δ
ヨ
ヨ
薮
。
・
。
『
に
受
け
容
れ
る
他
は
な
い
」
（
》
ω
8
）
の
で
あ
る
が
、
概

念
を
寄
諺
ヨ
⇔
甑
ω
o
ゲ
に
受
容
す
る
と
は
、
芸
術
の
最
も
ラ
ヂ
カ
ル
な
謎
で

あ
る
芸
術
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
を
、
ひ
と
先
ず
前
提
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
然
し
そ
れ
は
同
時
に
、
芸
術
が
存
在
す
る
と
い
う
謎
こ

そ
、
芸
術
を
究
明
す
る
に
際
し
、
真
つ
先
に
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

う
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
芸
術
と
は
何
で
あ
り
ど
の
よ
う
に
あ
る

の
か
。
芸
術
察
の
創
造
の
中
に
あ
る
の
か
、
作
品
の
享
受
の
中
に
か
、
そ

れ
と
も
作
品
そ
の
も
の
の
現
実
の
中
に
か
、
或
い
は
こ
れ
ら
三
つ
が
　
緒

九
三
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に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
中
に
か
。
で
は
、
こ
の
様
々
な
も
の
が
ど
う
し
て

一
緒
に
な
る
の
か
。
芸
徳
は
何
処
に
ど
の
よ
う
に
あ
る
の
か
。
一
般
に
、

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

芸
術
は
篠
在
す
る
の
か
。
そ
れ
と
も
芸
術
と
い
う
語
は
一
種
の
集
合
名
詞

に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
に
は
現
実
的
な
も
の
は
何
も
対
応
し
な
い
の
か
」
（
2
’

H
ω
樽
G
臼
）
と
い
う
問
の
連
鎖
は
、
詰
る
と
こ
ろ
芸
術
が
存
在
す
る
と
い
う

根
本
的
な
謎
へ
収
署
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
芸
術
の
謎
は
、
芸
術
が
存
在
す
る
と
い
う
謎
を
介
し
て
、
存
在
の
謎
と

本
質
的
に
結
ば
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
、

芸
術
の
謎
を
存
在
の
謎
か
ら
切
り
離
さ
な
い
所
以
で
あ
る
。
彼
の
二
般

的
に
い
っ
て
、
形
町
上
学
的
概
念
が
芸
術
の
本
質
に
届
く
の
で
あ
れ
ば
、

西
欧
芸
術
の
本
質
の
歴
史
は
…
…
体
験
か
ら
は
掘
握
さ
れ
な
い
」
（
瓢
≦
G
。

①
c
。
）
と
い
う
雷
葉
も
、
彼
の
思
想
的
文
脈
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
芸
術
の
歴
史
の
中
で
、
換
言
す
れ
ば
人
間
と
芸
術
と
の
事
実

的
経
験
的
な
出
会
い
を
通
し
て
、
不
死
の
芸
術
作
贔
だ
と
か
、
芸
術
は
永
遠

の
生
命
を
持
つ
、
と
い
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
来
た
。
然
し
「
そ
の
よ
う

な
雷
葉
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
質
的
な
も
の
の
下
で
は
、
そ
れ
程

正
確
に
は
受
け
と
れ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う

な
言
葉
は
、
厳
密
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
と
り
も
直
さ
ず
思
索
す
る
こ

と
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
恐
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
し
（
鵠
≦
ω
①
①
）
と
ハ

イ
デ
ッ
ガ
…
は
い
う
。
彼
の
言
葉
を
以
下
の
よ
う
に
敷
聾
す
る
こ
と
も
、

可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
厳
密
に
す
る
、
即
ち
芸
術
と
は
何
か
を
徹
底

的
に
問
い
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
と
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
し
か
通
飛

し
な
い
よ
う
な
暖
昧
な
観
念
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
発

き
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
の
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
芸
術
史
の
名
の
下
で

九
四

存
立
し
て
来
た
数
々
の
事
柄
が
根
無
し
草
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

か
、
こ
の
よ
う
な
不
安
を
、
我
々
は
不
死
の
芸
術
怯
弱
と
い
っ
た
言
葉
で

回
避
し
て
来
た
の
で
は
な
い
の
か
、
と
。

　
そ
こ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
厳
密
に
す
る
こ
と
、
即
ち
思
索
を
究
極
に

迄
深
め
、
芸
術
の
解
明
に
形
而
上
学
的
な
思
索
を
先
行
さ
せ
、
そ
こ
か
ら

芸
術
の
過
玄
性
を
宣
言
し
た
へ
…
ゲ
ル
を
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
芸
術
の

過
去
性
と
い
う
定
言
に
、
幾
分
か
批
判
の
余
地
．
あ
り
と
す
れ
ば
、
批
判

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
し
た
よ
う
に
、
形
薦
上
学
的
な
思
索
を
遂
行
し
つ
つ
そ

の
努
力
の
中
で
芸
濃
の
意
味
を
反
省
す
る
こ
と
か
ら
し
か
生
じ
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
か
か
る
批
判
は
、
難
く
と
も
へ
…
ゲ
ル
と
同
じ
土
僕
に

載
っ
て
企
て
ら
れ
た
批
判
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二

　
芸
術
を
歴
史
的
事
象
と
捉
え
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
芸
術
史
麟
雪
。
。
マ

σq

ｳ
。
。
。
ぼ
畠
8
と
い
っ
た
こ
と
で
、
何
を
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
へ
！

ゲ
ル
の
場
合
、
芸
術
の
歴
史
的
性
格
は
精
神
そ
の
も
の
の
本
質
か
ら
規
定

さ
れ
て
お
り
、
芸
術
の
歴
史
性
と
は
、
絶
対
知
に
至
る
精
神
の
途
上
的
性

格
と
同
義
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
芸
術
史
と
は
、
精
神
の
或
る
段
階
で
の
真

理
の
実
現
を
、
時
間
を
尺
度
に
し
て
叙
述
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
意

味
で
芸
術
史
は
、
時
間
の
中
で
の
芸
術
の
展
開
と
し
て
、
　
一
つ
の
史
実

頸
。
。
8
駄
Φ
な
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
「
芸
術
は
歴
史
的
で
あ
り

…
…
真
理
を
作
品
へ
と
創
造
し
つ
つ
保
存
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
躍
芝
ω

逡
）
と
い
う
が
、
「
こ
こ
で
歴
史
的
と
は
、
時
闘
の
中
で
の
蔀
件
の
連
続

と
い
っ
た
こ
と
を
、
決
し
て
意
味
し
な
い
ρ
仮
令
そ
れ
ら
が
ど
ん
な
に
重
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大
な
事
件
で
あ
っ
て
も
」
（
鵠
≦
ω
黛
）
と
、
自
分
の
考
え
る
歴
史
が

窯
ω
3
嵩
。
。
。
ゴ
、
。
ぼ
§
o
♂
σ
Q
置
。
ゴ
な
事
件
と
し
て
の
歴
史
で
は
な
い
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
。
「
芸
術
は
時
間
の
推
移
の
中
で
他
の
多
く
の
事
象
と

並
ん
で
生
成
し
変
化
し
消
滅
す
る
し
、
騰
史
学
に
変
遷
と
い
う
眺
め
を
与

え
る
と
い
う
意
味
で
、
歴
史
を
持
つ
だ
け
で
は
な
い
。
歴
史
を
…
…
基
礎

づ
け
る
と
い
う
本
質
的
な
意
味
で
歴
史
を
持
つ
」
（
訟
類
ω
黛
）
と
彼
は
い

う
の
で
あ
る
。
弾
奇
術
は
外
焔
的
意
味
と
内
　
郷
的
意
味
と
も
い
う
べ
き
二
重

の
意
味
で
、
歴
史
的
σ
q
①
ω
。
ぼ
畠
岳
。
ザ
な
の
で
あ
る
。
こ
の
二
重
の
意
味

と
は
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
場
合
、
次
の
よ
う
に
解
せ
よ
う
。
芸
術
は
確
か

に
事
実
的
烹
ω
8
村
一
ω
9
に
蒔
間
の
中
で
生
起
す
る
σ
q
①
ω
9
委
譲
毒
象
で

あ
る
が
、
こ
の
事
象
は
自
分
の
生
起
を
史
実
雌
器
。
臨
⑳
と
し
て
基
礎
づ

け
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
、
と
。

　
然
し
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
か
か
る
権
能
は
絶
対
知
に
の
み
帰
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
芸
術
に
帰
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…

の
場
合
、
今
い
っ
た
意
味
で
歴
史
的
と
は
、
人
間
現
存
在
そ
の
も
の
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
芸
術
、
通
常
の
意
味
で
解
し
て
、
人
間
環
存
在
の
精
神
的

営
為
の
一
つ
で
あ
る
芸
術
に
、
そ
れ
程
格
別
の
権
限
が
与
え
ら
れ
う
る
の

で
あ
ろ
う
か
Q
そ
れ
と
も
、
芸
術
は
他
の
諸
営
為
よ
り
以
上
に
、
人
間
現

存
在
の
本
質
に
近
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
芸
術
を
通
常

理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
了
解
し
て
誤
ま
っ
て
い
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
に
対
す
る
一
つ
の
光
明
を
、
我
々
は
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
哲
学
の
根
本
的
な
聞
題
意
識
と
彼
の
解
釈
学
的
な
解
明
の
中
に
見
出

し
う
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
は
、
芸
術
を
一
つ
の
領
域
と
し
て
扱
う
前
に
、
も
っ
と

芸
術
の
過
去
性
を
め
ぐ
る
一
考
察

基
本
的
な
視
点
か
ら
芸
術
に
注
蹟
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
、
彼

の
芸
術
哲
学
に
関
し
て
、
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
即
ち
、
彼
の

芸
術
論
究
に
お
い
て
は
、
芸
術
囚
旨
簿
を
先
ず
人
間
現
存
在
の
存
在
可

能
ω
Φ
ぎ
鼻
α
§
窪
と
い
う
最
も
広
い
意
味
で
捉
え
、
芸
術
制
作
に
不
可

欠
の
鼓
術
↓
①
鼻
三
犀
を
、
黛
彊
も
即
ち
人
間
の
持
つ
自
己
知
ω
ω
箭
切
け
・

鼠
ω
ω
窪
と
い
う
最
も
根
源
的
な
意
味
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

而
も
こ
の
自
己
流
は
、
自
分
の
存
在
の
意
味
を
知
ら
ん
と
す
る
の
謂
で
あ

っ
て
、
庶
§
心
は
究
極
的
に
は
、
人
間
現
存
在
の
存
在
論
的
本
質
体
捌
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
s
）

る
　
も
D
o
茜
Φ
　
と
さ
え
解
せ
る
の
で
は
な
い
の
か
。
こ
う
し
て
我
々
は
、

区
餌
蕊
貯
と
鼠
遷
郎
が
人
間
の
本
質
的
規
定
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で

あ
る
Q
こ
う
考
え
る
と
、
芸
術
が
歴
史
的
σ
q
湧
。
露
O
び
無
謬
な
の
は
、
寧

ろ
嶺
然
の
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
芸
術
は
、
最
も
根

源
的
な
意
味
に
お
い
て
、
人
品
が
σ
q
窃
。
ぽ
。
葺
剛
ざ
げ
な
存
在
で
あ
る
こ
と

と
表
裏
一
体
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
限
り
で
の
み
、
芸
術
は
二
重

の
意
味
で
歴
史
的
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
場
合
、
芸
術
作
最
〆
轟
ω
霧
。
穿
も
人
間
の
精

神
的
営
為
の
一
駈
産
と
、
一
義
的
に
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
先
ず
、
人

聞
の
煽
§
。
。
酔
が
三
舞
思
す
る
の
謂
で
理
鯉
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

か
。
作
品
≦
o
蒔
は
≦
①
蒔
証
す
る
。
蒲
も
乏
。
詩
窪
と
三
葬
2

は
、
元
々
購
義
で
あ
る
。
芸
術
作
蔽
が
、
人
間
の
手
に
な
る
他
の
諸
所
産

と
並
べ
て
表
象
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
根
源
的
意
味
は
希
釈
化
さ

れ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
芸
術
作
品
は
美
的
な
対
象
で
あ

る
。
然
し
作
品
を
美
的
な
対
象
と
し
て
体
験
の
薗
か
ら
の
み
考
察
し
、
そ

れ
で
以
っ
て
こ
と
足
れ
り
と
す
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
術
語
で
い
え

九
五
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ば
、
作
品
へ
の
d
ぴ
の
臥
塾
（
国
≦
ω
卜
⊃
O
）
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
我
々
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
芸
術
作
劇
の
根
源
、
？
ま
り
創
造
す

る
人
々
と
保
存
す
る
人
々
、
い
っ
て
み
れ
ば
民
族
の
歴
史
的
現
存
の
根

源
、
そ
れ
が
芸
術
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
芸
術
が
そ
の
本
質
に
お
い
て
根
源

で
あ
り
他
の
何
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
芸
術
は
、
真
理
が

存
在
し
つ
つ
歴
史
的
と
な
る
こ
と
の
　
つ
の
優
れ
た
佳
方
で
あ
る
」
（
葭
－

≦
ω
①
象
）
と
い
う
発
言
を
、
彼
の
思
想
に
即
し
て
い
い
換
え
れ
ば
、
こ
の

よ
う
に
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
Q
即
ち
“
人
溜
の
凋
自
霧
酔
が
三
鱒
讐

す
る
こ
と
の
根
拠
、
即
ち
様
々
な
人
間
が
嬢
々
な
仕
方
で
生
起
し
つ
つ
現

に
あ
る
こ
と
σ
q
①
。
。
。
窯
夢
鯵
。
竃
ω
O
舘
Φ
ぎ
の
根
拠
と
は
、
抑
々
、
人
間

の
ω
o
狂
」
（
α
峯
Φ
謎
　
と
い
う
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
函
彗
湾

が
、
本
質
上
中
ゆ
る
入
間
の
根
拠
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
匿
§
繋
と
は
、
存
在
者
全
体
の
罪
隠
蔽
性
へ
蛇
ミ
無
象
と
し

て
の
真
理
が
顕
わ
に
生
起
す
る
c
q
霧
畠
卑
窪
　
　
つ
の
優
れ
た
仕
方
で
あ

る
〃
と
。
こ
う
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
が
芸
術
史
と
い
っ
た
こ
と
を

考
え
る
場
合
の
凡
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
繰
り
返
せ
ば
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
の
場
合
、
溶
償
霧
薦
①
ω
o
凱
。
簿
。
を
、

先
ず
麟
§
。
。
θ
の
α
Q
⑦
5
。
畠
σ
げ
魯
と
い
う
意
味
で
解
す
べ
き
だ
と
考
え
る
の

で
あ
る
。

三

　
と
こ
ろ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
芸
術
は
真
理
が
生
起
す
る
一
つ

への
仕
方
と
さ
れ
て
い
る
。
事
実
彼
は
「
真
理
の
生
起
は
楼
々
に
歴
史
釣
で

あ
る
」
（
譲
≦
6
D
㎝
O
）
と
い
い
、
真
理
が
現
成
す
る
≦
①
。
・
け
他
の
幾
つ
か

九
六

の
あ
り
方
を
あ
げ
て
い
る
。
（
鵠
≦
ω
頓
O
）
然
し
際
慧
馨
を
我
々
の
よ
う

に
根
源
的
な
意
味
で
解
し
、
人
間
が
自
分
の
存
在
の
意
味
を
闘
う
こ
と
を

手
掛
り
に
し
て
存
在
の
真
理
に
繊
会
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
根
源
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

意
味
で
の
芸
術
こ
そ
、
真
理
が
生
起
す
る
唯
一
の
仕
方
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
、
芸
徳
の
み
が
真
理
を
作
動
へ
齎
す
　
鎌
？
≦
聾
昏
臨
学

3
ω
－
≦
o
葵
－
ω
o
欝
窪
の
で
あ
る
。

　
尤
も
こ
こ
で
、
我
々
は
次
の
よ
う
な
疑
問
に
逢
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

今
述
べ
て
来
た
閑
鋸
ゆ
。
。
紳
は
、
人
間
現
存
在
の
総
て
の
営
為
の
機
底
に
存

す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
圏
§
珍
と
、
通
常
理
解
さ
れ
て
い
る
意

味
で
の
芸
術
と
の
閥
に
は
、
幾
分
の
懸
隔
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
。
確

か
に
彼
の
場
合
、
根
源
的
な
函
§
湾
と
所
謂
芸
術
と
の
区
別
は
、
そ
れ
程

明
確
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
の
脈
絡
の
中
で
は
、

そ
れ
も
止
む
を
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
区
励
を
明
確
に
す
る

為
に
は
、
芸
術
を
一
特
殊
領
域
と
し
て
扱
う
方
が
遙
か
に
好
配
舎
で
あ
ろ

う
。
然
し
そ
の
為
に
は
、
指
標
が
必
要
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
問

が
、
芸
術
が
芸
術
と
し
て
規
定
さ
れ
る
根
拠
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
限

り
、
区
劉
の
不
明
瞭
性
は
、
彼
に
と
っ
て
寧
ろ
積
極
的
な
意
味
さ
え
持
つ

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
上
述
の
こ
と
か
ら
、
所
謂
芸
術
が
根
源
的
な
開
琶
段
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
あ
る
こ
と
、
ま
た
作
品
、
換
言
す
れ
ば
真
理
の
作
動
が
こ
の
閤
琶
珍

を
通
じ
て
生
起
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
は
「
作
漏
が

創
造
さ
れ
る
と
は
、
真
理
が
形
態
O
。
馨
餌
膣
　
へ
と
固
定
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
扁
（
綴
≦
ω
⊆
。
N
）
と
い
い
、
形
態
を
「
亀
裂
圃
蕊
と
迄
な
り
、
こ
う

し
て
大
地
彰
a
①
へ
連
れ
戻
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
た
角
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逐
ω
窪
Φ
津
が
形
態
で
あ
る
」
（
譲
≦
ω
⊆
。
卜
。
）
と
説
明
す
る
。
こ
こ
で
立
て

続
け
に
出
て
来
る
彼
独
特
の
術
語
に
は
、
註
解
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
角
逐

は
真
っ
向
う
か
ら
対
立
す
る
二
つ
の
力
が
結
抗
し
て
い
る
時
に
の
み
生
じ

る
。
こ
の
角
逐
を
「
開
け
る
こ
と
と
鎖
す
こ
と
、
世
界
と
大
地
の
角
逐
」

（
頴
≦
ω
黛
）
と
、
彼
は
呼
ん
で
い
る
。
彼
が
多
く
の
含
み
を
持
た
せ
て
世

界
と
呼
び
大
地
と
呼
ん
だ
も
の
を
、
以
下
の
よ
う
に
解
し
て
は
、
余
り
に
端

的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
即
ち
抵
界
と
は
、
人
間
が
何
ら
か
の
意
図
を

持
っ
て
事
物
を
駆
使
せ
ん
が
為
に
、
事
物
の
上
に
揮
う
力
で
あ
り
、
大
地
と

は
、
熟
々
「
自
ら
成
り
出
で
無
に
押
し
こ
め
ら
れ
て
い
る
」
（
頃
≦
ω
一
Q
Q
）

事
物
が
、
人
間
の
押
し
つ
け
に
抵
抗
し
て
、
自
分
を
保
持
し
よ
う
と
す
る

力
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る

こ
と
で
、
亀
裂
と
い
わ
れ
る
意
味
は
捉
え
易
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。
亀
裂

と
は
対
抗
す
る
力
の
軌
跡
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
軌
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
畷
）

が
、
自
ら
一
つ
の
形
態
を
産
む
の
で
あ
る
。
「
真
理
は
、
世
界
と
大
地
の

犀
力
○
の
α
q
窪
≦
窪
山
三
訂
需
の
中
に
現
成
す
る
。
」
（
瓢
≦
ω
黛
）
こ
こ
で

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
い
う
輿
理
と
は
、
世
界
が
大
地
を
輝
え
つ
け
る
の
で
も

大
地
が
世
界
を
凌
駕
す
る
の
で
も
な
く
、
証
に
対
抗
す
る
力
が
、
文
字
通

り
拮
抗
し
て
い
る
こ
と
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
い
い
換
え
れ
ば
、
入
間
の
知

性
と
い
っ
た
も
の
に
事
物
を
適
合
さ
せ
る
の
で
も
、
自
然
の
裂
果
律
の
如

き
も
の
に
人
聞
が
従
属
し
て
し
ま
う
の
で
も
な
い
。
人
屋
は
人
間
と
し
て

あ
り
、
事
物
は
事
物
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
然
し
、
互
い
が
そ
の
よ
う

に
あ
る
為
に
は
、
そ
こ
に
角
逐
が
生
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
『
存

在
と
時
間
』
で
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
《
世
界
内
存
在
》
で
あ
る
人
聞

は
、
否
応
な
く
事
物
を
巻
き
添
え
に
す
る
の
で
あ
り
、
事
物
は
そ
の
場
合
、

芸
徳
の
過
去
性
を
め
ぐ
る
一
考
察

灘
ら
の
本
質
を
失
っ
て
道
具
存
在
へ
と
転
落
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

角
逐
と
は
、
人
間
に
よ
る
事
物
の
道
具
化
と
、
そ
れ
に
対
す
る
事
物
の
抵

抗
の
闘
い
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
闘
い
こ
そ
、
存
在
者
全
体
、
世
界
の
あ

る
が
儘
¢
郎
く
臼
げ
。
茜
窪
ゲ
。
津
と
し
て
の
真
理
、
　
愚
q
お
の
真
黒
な
の

で
あ
る
。

　
芸
衛
作
品
は
、
こ
の
真
理
を
形
態
へ
と
固
定
す
る
｛
霧
鼻
艶
容
。
固

定
す
る
と
は
、
通
常
、
動
け
な
い
よ
う
に
す
る
の
謂
で
あ
る
。
真
理
を

圃
更
す
る
と
は
、
真
理
を
形
態
へ
封
じ
こ
め
て
し
ま
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う

か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
・
は
い
う
Q
「
鳴
。
珍
9
①
一
げ
欝
の
閏
の
。
。
樽
と
は
、
決
し
て

硬
直
し
た
、
動
か
な
い
…
…
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
閃
。
ω
什
と
は
、
枠

づ
け
ら
れ
た
、
境
界
隷
禽
の
の
中
へ
入
れ
ら
れ
た
…
…
の
謂
で
あ
る
Q

ギ
リ
シ
ア
的
意
味
で
は
、
境
界
は
も
ぎ
と
ら
れ
て
来
る
の
で
は
な
く
、
現

蒋
す
る
も
の
を
引
き
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
初
め
て
輝
か
せ
る
の
で
あ

る
。
境
界
は
、
現
存
す
る
も
の
を
隠
れ
の
な
さ
へ
と
解
き
放
つ
の
で
あ

る
。
」
（
沁
①
o
ω
①
①
）
つ
ま
り
真
理
は
、
形
態
へ
と
瞬
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
却
っ
て
真
理
と
し
て
作
動
す
る
境
界
の
中
へ
と
解
放
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
形
態
と
は
こ
の
境
界
に
他
な
ら
な
い
。

　
真
理
は
、
形
態
へ
と
瞬
定
さ
れ
な
け
れ
ば
生
起
し
て
い
な
い
と
い
う
訳

で
は
な
い
。
真
理
は
様
々
な
仕
方
で
食
言
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
厩
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
理
が
生
起
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
謂
わ
ば
真

理
の
性
六
国
H
鉱
σ
q
旺
ω
が
、
初
め
て
明
る
み
に
出
る
の
で
あ
る
。
懸
定
さ

れ
な
け
れ
ば
、
真
理
の
生
起
は
他
の
様
々
な
非
本
質
鮒
な
事
柄
の
中
へ
吸

収
さ
れ
消
滅
し
て
し
ま
う
。
例
え
ば
道
具
の
本
質
と
し
て
の
頼
り
に
な
る

こ
と
く
段
齪
農
。
葬
⑦
禅
（
鵠
乏
ω
器
）
が
有
爵
性
O
冨
集
。
騨
⑦
諦
の
中
に

九
七
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消
失
し
て
際
立
っ
て
来
な
い
よ
う
に
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
真
理
が
藩
論
へ

齎
さ
れ
る
と
、
尋
常
で
な
い
も
の
¢
㌣
ぴ
q
o
ゲ
①
鑑
Φ
に
衝
き
当
る
。
尋
常

な
も
の
、
そ
う
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
た
も
の
が
顯
倒
す
る
」
（
頴
≦
ω
認
）

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
作
品
に
お
い
て
嵐
会
わ
れ
る
轡
常
で
な
い
も
の

と
は
、
奇
想
天
外
な
も
の
、
途
方
も
な
い
も
の
で
は
な
い
。
人
間
が
日
常

の
中
で
殆
ど
忘
却
し
去
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
作
品
が
本
質
的
な
仕

方
で
塩
分
を
開
け
ば
、
そ
れ
だ
け
一
婦
次
の
こ
と
の
比
類
の
無
さ
が
輝
き

わ
た
る
。
作
贔
は
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
な
い
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

が
。
」
（
鍛
≦
ω
綬
）
真
理
が
形
態
へ
と
固
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
い
っ
て
み

れ
ば
至
極
当
然
の
こ
と
が
明
瞭
に
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
で
も
こ
ん
な

こ
と
が
、
何
故
に
衝
撃
ω
8
ゆ
（
国
≦
ω
課
）
で
あ
り
、
尋
常
で
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
こ
と
が
日
常
の
中
で
は
余
り
に
鼠
明
だ
か
ら

で
あ
る
。
臼
常
性
に
あ
っ
て
は
、
誰
も
殆
ど
次
の
こ
と
を
疑
っ
て
も
み
な

い
。
事
物
が
人
間
の
期
に
供
さ
れ
る
も
の
N
警
重
量
①
霧
①
汐
、
つ
ま
り
道

具
と
し
て
い
つ
も
人
悶
の
前
に
あ
る
く
。
浮
p
。
註
。
霧
①
鼠
こ
と
を
。
だ
か

ら
、
突
如
と
し
て
我
々
と
事
物
と
の
問
に
ひ
ず
み
が
生
じ
≦
⑦
噴
蓉
訂
質
、

事
物
が
我
々
か
ら
、
澄
り
張
っ
て
行
く
Φ
簿
σ
q
玉
器
払
込
、
我
々
は
途
方
も

な
い
不
安
に
襲
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
≦
①
竃
も
。
り
）
こ
の
不
安
は
、
物
が

あ
る
の
で
あ
っ
て
な
い
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
我
々
に
通
告
し
て
い
る
の

で
あ
る
Q
然
し
尋
常
性
の
中
で
は
、
こ
の
不
安
は
直
ぐ
に
消
え
て
し
ま

う
。
我
々
は
、
再
び
事
物
と
の
関
わ
り
に
戻
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
共

に
、
衛
撃
も
ま
た
消
え
て
し
ま
う
。
芸
術
作
贔
の
み
が
、
こ
の
衝
撃
を
形

態
へ
と
固
算
し
て
、
保
存
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

　
固
定
さ
れ
る
こ
と
で
境
界
内
へ
と
解
放
さ
れ
た
真
理
、
即
ち
、
作
品
と

九
八

な
っ
た
猿
繋
は
「
後
に
来
っ
て
そ
れ
を
保
存
す
る
歴
史
的
人
間
に
投
げ
渡

さ
れ
る
。
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
不
当
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
訳
で
は
な

い
」
（
閾
≦
ω
①
卜
。
）
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
は
い
う
。
こ
こ
で
歴
史
的
人
間
と

は
、
史
実
上
の
い
っ
か
の
時
代
に
生
存
す
る
歴
史
上
の
人
物
の
こ
と
で
は

な
い
。
生
起
的
存
在
で
あ
る
限
り
で
の
総
て
の
人
間
で
あ
っ
て
、
彼
等
歴

史
釣
人
間
は
、
寧
ろ
こ
の
衝
撃
を
迎
え
入
れ
る
ザ
。
δ
コ
の
で
あ
る
。
作

品
と
な
っ
た
衝
撃
が
開
示
す
る
も
の
は
、
　
～
つ
に
は
歴
史
的
人
間
の
世
界

（
瓢
イ
く
ω
①
卜
⊃
）
で
あ
り
、
同
時
に
「
鷹
史
的
存
在
と
し
て
の
境
存
在
が
投

げ
ら
れ
て
い
る
嚢
の
も
の
」
（
頃
♂
＜
o
o
9
）
、
即
ち
大
地
で
あ
る
Q
大
地

は
、
霞
ら
を
鎖
し
っ
っ
、
生
起
的
存
在
を
歴
史
的
存
在
と
し
て
支
え
る
根

拠
（
踏
≦
ω
8
｛
）
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
大
地
の
上
へ
、
そ
し
て
大
地
へ

向
け
て
、
歴
史
的
人
間
は
世
界
に
お
け
る
居
住
≦
o
ぎ
⑦
訂
の
基
礎
を
圏

め
る
。
」
（
笛
芝
ω
ω
α
）
世
界
、
生
起
的
人
間
が
投
企
し
つ
つ
開
き
つ
つ
あ

る
世
界
は
、
元
々
「
鎖
さ
れ
た
根
拠
か
ら
一
即
ち
大
地
か
ら
1
引
き

幽
さ
れ
、
迎
え
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
（
訟
芝
ω
①
。
。
）
衝
撃
が
作
昂

と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
鎖
さ
れ
た
根
拠
が
支
え
つ
つ
あ
る
根
拠
と
し

て
、
初
め
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
」
（
誕
≦
ω
①
ら
。
）
の
で
あ
る
。

　
こ
う
考
え
て
来
る
と
、
大
地
は
、
単
に
地
理
学
的
物
理
学
的
範
驕
に
尽

き
る
も
の
で
は
な
く
、
曝
ろ
門
閥
が
歴
史
的
た
り
う
る
転
筆
と
し
て
の
存

在
論
的
範
購
で
あ
る
こ
と
が
、
明
ら
か
で
あ
る
。
根
拠
と
は
、
第
一
の
も

の
で
あ
り
、
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
始
ま
り
諺
無
震
σ
q
で
あ
る
。
「
始
ま

り
は
、
と
っ
く
に
、
そ
し
て
少
し
も
叢
立
た
な
い
け
れ
ど
も
準
備
さ
れ
て

い
る
。
」
（
寓
芝
ω
①
ω
）
始
ま
り
は
大
地
と
し
て
、
我
々
歴
史
的
存
在
を
支

え
続
け
て
い
る
。
然
し
、
始
ま
り
乏
し
て
の
大
地
は
、
存
在
論
的
根
拠
と
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し
て
、
そ
れ
自
身
非
歴
史
的
で
あ
っ
た
り
、
超
歴
史
的
で
あ
っ
た
り
す
る

訳
で
は
な
い
。
大
地
も
ま
た
、
世
界
と
同
じ
く
歴
史
的
で
あ
る
。
何
故
な

ら
、
大
地
は
批
界
と
の
闘
い
を
と
お
し
て
、
初
め
て
真
に
生
起
す
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
芸
徳
作
品
の
み
が
、
こ
の
闘
い
を
闘
い
と
し
て
保
存
し

て
い
る
の
で
あ
る
Q
蓋
し
「
作
品
が
、
正
に
大
地
を
大
地
た
ら
し
め
る
」

（
譲
≦
ω
①
G
。
）
の
で
あ
る
Q

　
こ
れ
迄
の
こ
と
か
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
；
に
お
い
て
芸
術
と
は
、
始
ま
り

を
始
ま
り
と
し
て
解
放
し
つ
つ
保
存
す
る
こ
と
と
、
解
せ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
「
芸
術
が
生
起
す
る
と
、
即
ち
始
ま
り
が
あ
る
時
に
は
、
い
つ
も

歴
史
に
衝
撃
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
歴
史
は
、
初
め
て
或
い
は
再
び
始

ま
る
の
で
あ
る
」
（
頃
≦
ω
象
）
と
彼
は
い
う
。
芸
術
に
よ
っ
て
、
人
間
現

存
在
が
歴
史
的
た
り
う
る
根
拠
　
O
H
§
ユ
、
歴
史
的
存
在
が
投
げ
ら
れ
つ

つ
生
起
す
る
世
界
の
地
盤
○
罎
畿
が
、
明
る
み
に
出
て
来
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
う
し
て
、
芸
術
が
歴
史
を
薪
た
に
始
め
る
の
で
あ
る
。
始
め
る
、

即
ち
初
め
て
基
礎
づ
け
る
び
。
咳
貯
餌
窪
の
で
あ
る
。
人
髪
が
歴
史
的
存

在
で
あ
る
以
上
、
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
為
に
は
、
轟
の
人
間
自
身
が
そ
の

根
拠
を
間
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
人
間
に
と
っ
て
、

自
分
の
存
在
の
意
味
や
本
質
な
ど
、
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
根
拠
を
問
う
為
に
は
、
根
撚
…
を
解
放
し
つ
つ
保
存
し
て
い

る
芸
術
を
迎
え
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
芸
術
が
、
歴
史
的
存
在
に
歴

史
的
で
あ
る
こ
と
の
始
ま
り
を
告
知
す
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
、
こ
の
告

知
を
と
お
し
て
、
歴
史
的
で
あ
る
こ
と
が
膚
覚
さ
れ
て
来
る
と
す
れ
ば
、

芸
術
こ
そ
歴
史
的
人
間
が
歴
史
的
で
あ
る
こ
と
の
始
ま
り
で
も
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

芸
術
の
過
虫
性
を
め
ぐ
る
一
考
察

結

　
以
上
、
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
芸
術
暫
学
を
、
両
者
の

暫
学
的
な
歴
史
把
握
と
関
聯
さ
せ
て
見
て
来
た
。

　
へ
…
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
美
と
芸
術
の
時
代
（
菊
①
播
　
　
）
ハ
ノ
N
一
H
剛
ω
困
栂
①
）

を
経
過
せ
ず
し
て
は
、
理
性
の
時
代
、
哲
学
の
時
代
は
到
来
し
え
な
か
っ

た
。
換
言
す
れ
ば
、
精
神
が
精
神
へ
戻
る
為
に
、
芸
術
は
不
可
避
的
な
道

程
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
精
神
の
本
質
か
ら
芸
術
を
反
省
す
る
こ
と
を
通
じ

て
、
美
徳
の
過
虫
性
と
い
う
蓑
現
の
手
厳
し
さ
と
は
裏
腹
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル

は
寧
ろ
、
芸
術
に
積
極
的
な
評
価
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
　
一
方
、
ハ
イ
デ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ッ
ガ
ー
は
、
「
芸
術
と
は
何
か
、
に
つ
い
て
の
熟
考
は
、
全
体
と
し
て
そ

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
て
決
定
的
に
存
在
へ
の
問
か
ら
定
ま
っ
て
来
る
。
芸
術
は
文
化
の
活
動

領
域
か
ら
も
、
精
神
の
現
象
の
一
つ
と
し
て
も
、
有
効
性
を
主
張
出
来
な

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
。
芸
術
は
性
起
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
性
起
か
ら
、
初
め
て
”
存
在
の

意
味
”
が
決
定
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
」
（
因
①
o
ω
O
⑩
）
と
い
っ
て
い
る
。

芸
術
に
つ
い
て
の
評
価
の
違
い
は
、
顕
者
の
思
索
が
含
蓄
す
形
面
上
学
的

な
本
質
の
違
い
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
、
こ
の

本
質
つ
ま
り
絶
対
知
は
そ
れ
自
身
超
歴
史
的
で
あ
っ
た
。
然
る
に
ハ
イ
デ

ッ
ガ
…
に
あ
っ
て
は
こ
の
本
質
、
即
ち
存
在
は
、
徹
頭
徹
尾
歴
史
的
で
あ

り
、
歴
史
的
誘
起
と
し
て
し
か
出
会
え
な
い
の
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う

に
、
そ
れ
自
身
σ
q
湧
。
露
昏
艶
。
げ
な
囚
ロ
藍
汁
を
根
源
と
す
る
芸
術
に
お

い
て
、
優
れ
た
仕
方
で
存
在
の
真
理
が
性
器
し
て
来
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

存
在
の
謎
が
間
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
限
り
で
芸
術
の
謎
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら

ず
、
ま
た
逆
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
芸
術
が
根
源
的
な

九
九
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哲
学
研
究
第
五
薫
三
十
七
号

類
§
誓
を
と
お
し
て
、
本
質
的
に
存
在
の
謎
と
結
ば
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
芸
術
の
謎
が
問
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
に
と
っ
て
、
芸
術
は
決
し
て
過
去
の
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
否
、
な
り

え
な
い
の
で
あ
る
。

　
我
々
は
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
の
芸
術
哲
学
を
芸
術
の
過
去
性
と
い
う
定
言

に
対
す
る
、
純
粋
に
暫
学
的
な
立
場
か
ら
提
出
さ
れ
た
一
つ
の
ア
ン
チ
テ

…
ゼ
と
し
て
理
解
し
た
い
、
と
考
え
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
以
降
の
事
実
的
経
験

的
な
場
に
お
け
る
芸
徳
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
芸
術
哲
学
が
ど
れ

程
の
有
効
性
や
妥
轟
性
を
主
張
し
う
る
の
か
、
と
い
う
問
は
差
当
っ
て
刷

の
問
題
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
と
構
｝
の
地
盤
に
立
っ
て
、
即
ち
純
粋
に

形
硝
上
学
的
な
立
場
か
ら
芸
術
に
反
省
を
加
え
て
い
る
と
い
う
点
に
こ

そ
、
我
々
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
；
の
芸
徳
暫
学
の
意
義
を
認
め
た
い
と
思
う
の

で
あ
る
。

　
　
〔
註
〕

　
小
論
で
使
用
さ
れ
た
書
物
は
以
下
の
も
の
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
略
記
さ
れ
て
い

る
。

　
ρ
≦
・
男
踏
£
⑦
一
”

　
≦
の
葵
①
ヨ
N
≦
窓
N
蒔
ゆ
鐸
昆
魯
（
搭
謡
）
一
二
同
．
困
囲
同
．
：
…
・

諭
藩
の
無
（
H
縮
伊
男
¢
d
¢
・
加
ω
勲
轟
Φ
鑑
）
1
一
》

　
薫
㊦
＜
④
ヨ
§
剛
二
嵩
q
興
Ω
o
ω
o
窯
。
霧
①
（
搭
嵩
讐
ω
ω
o
p
版
）
1
＜
る

　
竃
．
類
。
こ
紹
鶏
「

　
ω
ゆ
ぎ
馨
瓢
N
o
搾
（
運
職
お
①
刈
）
i
ω
口
へ

　
≦
o
ひ
q
日
9
鋒
窪
（
お
①
刈
）
i
≦
⑦
竃

　
寓
○
冒
ミ
罐
⑦
（
と
驚
搭
8
）
1
瓢
≦

　
冨
ゆ
欝
ω
o
冨
一
（
お
①
一
）
一
客
瞬
」

　
○
○

　
O
興
¢
鴇
賢
§
騎
号
ω
囚
藍
軍
勢
①
鱒
⑦
。
。
（
μ
り
α
O
）
i
郊
g
．

　
q
ゆ
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
美
学
講
義
凡
そ
の
も
の
に
詳
細
な
詳
解

　
　
を
施
し
た
か
否
か
は
、
不
明
で
あ
る
。
紗
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
欝
物
は
目
下

　
　
の
と
こ
ろ
公
刊
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　
②
　
美
学
の
領
域
で
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
恐
ら
く
次
の
も
の
が
唯
【
と
さ

　
　
え
い
っ
て
よ
い
。

≦
℃
・
琶
8
箕
謬
凶
恥
霞
ぴ
q
霧
鶯
募
盆
⑦
ξ
。
（
渉
｛
紆
諭
子
①
．
§
飢
国
頭

顕
函
嶺
ω
け
鼠
。
・
。
・
窪
。
。
o
冨
｛
け
こ
ご
雪
焦
く
嵩
H
お
8
）

　
但
し
、
ペ
ル
ペ
…
ト
は
根
本
的
な
藤
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
を
誤
解
し
て
い
る
。
ま

た
、
　
レ
ク
ラ
ム
版
の
『
芸
徳
作
口
㎜
の
起
W
豫
駈
に
｝
添
・
見
ら
㍗
れ
た
、
　
¢
⇔
鵠
ω
，
Ω
O
O
憎
σ
q

O
践
碧
目
窪
の
解
説
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
嵐
身
に
よ
っ
て
騨
価
さ
れ
て
い
る
。

　
⑧
　
筆
著
の
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
芸
衛
暫
学
』
（
「
美
学
し
、
戸
O
ω
号
、
お
蕊
）
を
参

　
　
照
さ
れ
た
い
。

　
ω
　
｝
晃
紘
喩
的
に
衷
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
例
え
ば
丸
彫
り
彫
刻
の
制
作
な

　
　
ど
を
想
い
浮
べ
て
み
れ
ば
、
了
解
鵬
来
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
奢
　
京
都
大
学
〔
美
学
〕
非
常
勤
講
師
）



E養鷺壼ge】Betrachtungen　縫beer　e董窺e鷺　Ve野ga証ge縫he董tsekai’akter　der　Kunst．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　a鷺釜Gr臓nd　der　gleideggerschen？h最OSO轟e

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　won　Aritsune　Yonezawa

1．　ln　seiner　．Vor｝esung　ttber　die　Asthetik”　ge｝aBgt　．Hege｝　zum　Sch！uB

，daPJ　．die　Kunst．．．．．．ein　vergangenes　ist”．　Es　war　eine　der　wichtigen

Fragestellungen　zur　1〈unstphilosophie　nach　Hegel　gewesen．　Fgr　viele

Kunstphilosophen　wurdees　zur　Aufgabe　gemacht，　wle　eine　Uberbr“ckung

m6glich　sei　zwischen　Hegels　Urteilsspruch　und　die　Tatsache　der　Kunst，

da．Rnseit　Hegel　manchelei　ansehniiche　Kunstwerke　produziert　worden．　Es

scheint　mir　aber，　daB　eine　entscheidende　An£wort　daran　noch　nicht

．crefunden　worden．　Denn　in　der　Hegelsehen　Kunstphilosophie　sind　sich

zwei　philosophische　Standpunl〈te　unab16sbar　vereinigt，　d．　h．　die　traditionelle

Metaphysik　und　eine　Phi｝osophie　der　Kunstgschichte，　welche　dariR

verwurzelt　ist．　Weder　metaphysische　noch　kttnstgeschichtliche　Kritik，

solange　man　nur　entweder－oder　denke，　k6nnte　das　Wesen　des　Hegelssch｝us－

ses　erreichen，　sondern　difrfte　meines　Erachtens　nur　das　metaphysisch－

kunstphilosophische　Begreifen　die　wahre　Bedeutung　dieses　Schlusses　ein－

sehen．　Dies　sei　Heideggers　Standpunkt

2．　Die　Philosophie　Heideggers　hat　zwar　die　Verwandtschaft　mit　der

Hegelschen　in　dem　Sinne，　daB　beide　Denkeur　die　Geschichte　vom　meta－

physischen　Grundproblerne　aus　betrachten　Aiso，　daB　sich　ihye　Geschichts－

anschauung無it　ihren　p｝｝圭losophischen　G罵ndsatze　zusammenhi’ngt．　Aber

rnanmuB　bernerken，　daB　der　philosophische　Standpunkt　Heideggers　irn

Grunde　vom　Hegelschen　verrschieden　lst．　Die　Stellungsnahme　Heideggers

zur　Metaphysik　dadurch　ausgezeichnet，　daB　er　Hegels　Phi｝osophie　fifr

Vollendung　derjeniger　Metaphysik　htilt，　die　fttr　Heideggernichts　anderes

als　die　Geschichte　der　．Seinsvergessenheit”　heiBt．　Heidegger　nlmmt　es

deshalb　in　Angriff，　die　Metaphysik　（d．　h．　das　Fragen　nach　dem　Sein　selbst）

aufs箪eue　zu　begr伽de訟，　we圭i　sie　nach　He圭degger　d呈e　eigent玉三che　Aufgabe

des　？hilosophierens　sein　sol！．　Daher　ist　unvermeidlich　fUr　Heidegger　eine

Auseinandersetzung　mit　Hegel．　Es　gilt　auch　ftw　1〈unstphiiosophie　Hegels．

Bei　Heidegger　steht　die　Kunstphilosophieirn　Zusammenhtinge　mit　seiner
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Meねphysik　u烈d　sie　ist　unentbehrlich　um　sel難e　Au｛gabe　volls伽dig　zu

vo11ziehen．

　3．Es　geh6rt　freilich　be圭de難　Denkem　gemeinsam，　die　Kunst　als　eine

gesch圭cht1玉che　Begebenheit　zu　gelte且und　zu　glaube無，　da8　die　wesentliche

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　ぴBedeutung　der　Kunst　erst　recht　durch　geschichtsphilosoph圭sche　Uberlegu籠g

ins　Klare　gebracht　sei．　Aber　ihre　Ansichten　Uber　die　Beurtei至ung　der

Kunst　gehen　s三ch　we圭之auseinander。　Hegels　SchluB，　da8”die　Kuns£nach

Seite圭hrer　h6chsten　Best呈mmung　f萱r　uns　ein　Vergangenes　ist”kommt

notwendigerweise　aus　seinem　ganzen　ph圭losophischen　System，　sowie　ge。

sch呈chtsphi茎osoph圭schen　Stellung　z登r　K：犠纂st．　Fttr　Hegel　ist　die　Kunst　d．　h．

”sinnl圭ches　Scheine籠der　Idee”eine　notwend呈ge　Stufe　der　Selbstverwirkli－

chung　des　Absoluten，　d｝e　schlieBlic｝1　an　die　h6chste　Form，　d至e　Phi聖osophie

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　のgelangen　muB．　Dagegen，　m圭t　sorgsamen　Uber！egung　von　der　ursprUnglichen

Funktion　der　Kunst，　behauptet　Heidegger，　daS　die　Kuns亀noch　immer

eine　wicht圭ge　geschichtliche　Rolle　haben　soll．　Heideggers　Meinungen　nach

bedeutet　das　Sein（墨er　Ku聡st　nicht　nur　eine　histor圭sche　Tatsache，　sondem

anch　ein　geschichdiche　Ere圭gnis．

4．王nder　K疑nsやhilosophie　Heideggers　herleitet　s至ch　der　Begniff”Kunst”

von　der　onto玉ogische難Verfassung　des　Menschen　d．　h．　dem　Sein．zum・sei葺

k6nnen，　das　im　Gr鵬de　gleichbedeutend　mlt　dem　ze圭dich．geschichtlichen

Sein　des　Menschen　lst．　Der　Me難sch　muB　diese　K：unst　habe職，登m　den

S圭nn　seines　e圭genen　Se圭ns　zu　vers毛ehen．　Hierbe宝圭s℃die　sogennan£e，，schδne

Kunst”im　weitesten　Slnne　des　Wortes　gedacht．　Aus　solcher　Identl丘zierung

der　K：慧nst王nit　dem　Wesen　des　Mensche皿zieht　man　die　Folgerung，　daB

man　der　k慧nst曲e　andere　Funktion（d．　h．　das　die－Wahrheit・ins－Werk．

Setzen）als　in　dem　Hege！schen　Gedanke　zu　zuwe圭sen　vermag．　Es　gllt　dem

Menschen　als　geschichtlichem　Wesen鷺icht　sowohl　wlchtig，　daB　das

Ku難stwerk　e圭n　asthet圭scher　Gegenstand　ist，　als　viei凱ehr，　da島der　Me難sch

es段ls　geschich£liches　Ereignls　holen　muB，　wei｝es　einen　Grund　des

gesch圭cht至圭chen　Sei離s　des　Menschen　als　solchen　bewahrt．

5，Wie　Heideggeτde難kt，　ist　dle　Entscheidung　ttber　den　Urteilsspruch

Hege給noch　nicht　gefallen，　da　man　erst　dann　簸ber　δiesen　SchluB　mit
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Recht　urtel！en　kann，　wenn　rnan　ifber　den　ganzen　System　der　Hegelschen

Philosophie　und　seinen　philosophischen　Hintergrund　nachdenkt．　Wenn

dem　so　ist，　ich　glaube，　daB　Heideggers　Kunstphilosophie　uns　einen

entscheidenden　Wlnk　gibt，　weil　sie　die　tiefeste　Einsicht　in　die　Hegelschen

Philosophie　zum　Grunde　hat．
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