
《
芸
術
の
終
焉
》

と

《
芸
術
の
可
能
性
》

一
へ
ー
ゲ
ル
美
学
の
解
釈
に
つ
い
て
一

岩
　
城
　
見
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
　
へ
…
ゲ
ル
は
『
美
学
講
義
隔
に
お
い
て
、
芸
術
の
歴
史
を
象
微
的
・
古
典
的
・
浪
漫
的
の
三
段
階
に
分
け
、
第
二
段
階
の
古
典
的
冊
云
術

　
　
形
式
の
内
に
芸
術
の
完
成
を
見
て
い
る
。
”
「
、
古
典
的
芸
術
は
、
理
想
の
概
念
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
と
な
り
…
…
美
の
王
国
の
完
成
者
と
な

　
　
つ
た
。
こ
れ
以
上
濡
し
い
も
の
は
あ
り
え
な
い
し
生
じ
え
な
い
。
（
〉
【
H
囲
H
●
　
も
D
◎
μ
鱒
μ
）
」
「
古
典
的
芸
術
形
式
は
、
芸
術
の
感
性
化
が
実
現
し

　
　
う
る
最
高
の
も
の
を
獲
得
し
た
。
そ
し
て
も
し
こ
の
芸
術
に
欠
け
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
芸
術
自
体
が
そ
の
よ
う
な
も

　
　
の
な
の
で
あ
り
、
芸
術
の
領
域
が
翻
限
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
（
×
回
H
’
ω
．
目
G
。
）
」
し
か
し
精
神
に
と
っ
て
は
、
ギ
リ
シ
ア
と
い
う
、
粗
野

　
　
な
自
然
性
と
純
粋
に
内
面
的
な
精
神
性
と
の
中
閥
に
あ
る
美
し
き
国
は
、
単
に
「
通
過
点
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
通
過
点
で
、
こ
の
中
間

　
　
（
誤
謬
。
）
が
美
の
贋
点
に
高
ま
る
と
し
て
も
で
あ
る
。
（
×
剛
戸
ψ
麟
）
し
精
神
は
、
こ
の
自
然
と
精
神
と
の
統
一
か
ら
出
て
、
自
己
の
内

　
　
面
へ
と
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
精
神
は
肉
体
と
の
融
和
か
ら
嵐
て
、
精
神
自
体
に
お
け
る
融
和
へ
と
至
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

　
　
精
神
に
お
け
る
精
神
の
融
和
は
キ
リ
ス
ト
教
を
通
し
て
原
理
的
に
可
能
に
な
っ
た
。
こ
の
原
理
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
精
神
的
主
観
性
」
と
呼

　
　
ぶ
。
「
精
神
の
自
己
へ
の
こ
の
高
揚
、
こ
れ
を
通
し
て
精
神
は
、
そ
れ
ま
で
存
在
の
外
面
的
な
も
の
や
感
性
的
な
も
の
の
内
に
求
め
ね
ば

　
　
な
ら
な
か
っ
た
自
己
の
客
観
性
を
、
自
己
自
身
の
内
に
獲
得
し
、
自
己
と
の
こ
の
一
致
の
内
で
霜
野
を
感
受
し
知
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

脚
高
塁
浪
酷
蕎
の
葉
原
理
に
な
る
。
（
）
（
H
囲
H
。
　
ら
D
・
　
困
ト
ひ
隅
一
ひ
⊃
）
」
誓
芸
術
の
原
資
憂
念
の
覆
麗
現
（
×
．
H
。
囲
①
。
）
し
で
あ

一　
　
　
　
　
　
《
芸
術
の
終
鷺
》
と
《
芸
術
の
可
能
性
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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三
〇

る
。
従
っ
て
、
浪
漫
的
な
主
観
性
は
、
最
早
芸
術
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
感
性
に
よ
っ
て
は
十
全
に
は
表

現
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
浪
漫
的
世
界
に
憂
っ
て
、
芸
術
は
克
服
し
が
た
い
困
難
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
後
芸
術
は
、

自
ら
の
固
有
の
媒
体
で
あ
る
感
性
に
よ
っ
て
は
表
現
し
え
な
い
も
の
を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
浪
漫
的
芸
術
は
芸
術
の
自
己
超

脱
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
自
体
の
領
域
の
内
部
で
の
、
そ
し
て
芸
術
自
体
の
形
式
の
内
で
の
自
己
超
脱
で
あ
る
。
（
×
囲
H
．
ψ
路
O
）
」

　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
り
、
浪
漫
的
芸
術
の
歴
史
は
「
芸
術
の
解
消
の
歴
史
」
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
解
消
の
過
程
は
近
代
に
お
い
て
そ
の
極
に

至
る
。
近
代
世
界
に
お
い
て
は
、
個
々
人
が
自
己
の
主
観
性
の
独
立
を
確
信
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
近
代
の
主
観
の
独
立
性
は
、
成
程

キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
精
神
的
主
観
性
の
展
開
の
結
果
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
れ
は
最
早
実
体
に
支
え
ら
れ
て

は
い
な
い
。
そ
れ
は
今
や
偶
然
で
形
式
的
な
独
立
性
に
陥
っ
て
い
る
。
近
代
の
芸
術
は
こ
の
よ
う
な
主
観
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
の
で
、

芸
術
の
意
味
と
形
態
と
の
関
係
も
、
こ
の
主
観
の
恣
意
に
委
ね
ら
れ
同
じ
よ
う
に
偶
然
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
偶
然
で
形
式
的

な
独
立
性
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
主
観
に
よ
る
意
味
と
形
態
と
の
任
意
な
結
髪
こ
そ
、
芸
術
の
解
消
の
微
候
に
他
な
ら
な
い
。
「
我
々
は
浪

漫
的
な
も
の
一
般
の
最
終
点
と
し
て
、
外
薗
と
内
画
と
の
偶
然
性
と
、
こ
の
両
面
の
瓦
解
と
を
受
け
取
る
。
そ
れ
を
通
し
て
芸
術
は
自
己

を
止
揚
す
る
。
（
〉
ハ
囲
囲
H
．
　
ω
尋
　
禍
ら
◎
①
）
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
芸
術
の
こ
の
解
消
を
二
つ
の
面
か
ら
晃
て
い
る
。
一
方
に
は
、
偶
然
に
変
化
し
移
ろ
い
ゆ

く
実
体
な
き
対
象
を
模
倣
す
る
芸
術
が
あ
る
。
他
方
に
は
、
す
べ
て
を
（
実
体
的
な
も
の
さ
え
）
自
己
の
内
で
解
消
す
る
こ
と
で
満
足
す

る
主
観
的
芸
術
が
あ
る
（
〈
σ
Q
洲
　
〉
障
囲
H
H
．
　
c
o
・
　
卜
3
H
G
Q
l
ゆ
）
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
り
、
芸
術
の
原
理
は
「
意
味
と
形
態
と
の
統
一
で
あ
り
、
芸
徳
家
の

主
観
性
が
表
現
す
べ
き
内
包
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
（
〉
ハ
H
圃
H
巳
　
O
o
．
　
b
σ
卜
⊃
o
o
）
」
で
あ
る
。
「
す
べ
て
の
人
間
の
成
果
と
同
様
、
芸
術
に
お

い
て
も
内
包
が
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
芸
術
は
そ
の
概
念
か
ら
し
て
、
そ
れ
自
体
で
内
包
豊
か
な
も
の
を
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
感
性

的
に
現
前
さ
せ
る
こ
と
以
外
の
使
命
は
も
た
な
い
。
（
×
瞬
H
囲
含
　
ω
．
　
酌
幽
O
）
」

　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
よ
う
な
根
本
態
度
か
ら
す
れ
ば
、
近
代
は
《
芸
術
の
終
焉
》
の
時
代
に
他
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
内
に
は
、
こ
の
よ
う
な
否
定
的
診
断
と
並
ん
で
、
近
代
に
お
け
る
《
芸
術
の
可
能
性
》
へ
の
言
及
も
見



　
　
出
さ
れ
る
。
芸
術
の
歴
史
的
解
明
の
最
終
章
の
『
浪
漫
的
芸
術
形
式
の
解
消
撫
と
題
す
る
節
で
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
に
も
拘
ら
ず
、
へ
ー
ゲ

　
　
ル
は
、
最
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
は
「
芸
術
が
今
β
尚
活
動
し
う
る
立
場
を
示
す
こ
と
（
×
目
囲
H
「
ω
・
蘇
り
）
」
だ
と
述
べ
て
い

　
　
る
。
そ
の
立
場
と
は
、
近
代
に
お
い
て
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
、
あ
ら
ゆ
る
内
包
か
ら
の
主
観
の
解
放
で
あ
る
。
近
代
の
人
間
は
、
一
定

　
　
の
世
界
観
に
束
縛
さ
れ
た
り
、
一
定
の
内
包
と
そ
の
表
現
方
法
と
を
強
要
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
彼
は
す
べ
て
を
自
由
に
表
現
で
き
る
。

　
　
「
芸
術
は
こ
の
自
己
超
脱
に
お
い
て
、
同
時
に
人
間
の
自
己
へ
の
帰
着
、
つ
ま
り
人
間
自
身
の
胸
中
へ
の
沈
潜
と
な
る
。
芸
術
は
そ
れ
を

　
　
通
し
て
、
内
容
や
そ
の
抱
握
の
、
＝
疋
の
領
域
へ
の
す
べ
て
の
堅
團
な
束
縛
を
自
己
か
ら
排
除
し
、
フ
マ
ー
ヌ
ス
を
膚
己
の
新
た
な
聖
な

　
　
る
も
の
に
す
る
。
即
ち
人
問
の
心
情
自
体
の
深
ま
り
と
高
ま
り
、
喜
び
や
悲
し
み
の
内
に
あ
る
普
遍
的
に
人
間
的
な
も
の
、
人
間
の
努
力

　
　
と
行
い
と
運
命
、
こ
れ
ら
を
新
た
な
髪
な
る
も
の
に
す
る
。
…
…
非
常
に
多
様
な
意
味
付
け
と
無
限
の
変
化
形
成
と
の
内
に
、
不
滅
の
人

　
　
間
的
な
も
の
が
現
わ
れ
働
く
こ
と
、
…
…
こ
れ
が
我
々
の
芸
術
の
絶
対
的
内
包
で
あ
る
。
（
）
（
囲
H
囲
．
　
G
o
含
　
悼
G
o
①
一
①
）
し

　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
近
代
の
み
か
浪
漫
的
芸
術
全
体
が
「
芸
術
の
解
消
」
の
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
彼
は
こ
の
段
階

　
　
に
属
す
様
々
な
芸
術
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
（
例
え
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
の
絵
画
、
セ
ル
ヴ
ァ
ン
テ
ス
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
ゲ
ー
テ
、
シ

　
　
ラ
ー
等
々
の
作
轟
）

　
　
　
で
は
、
《
芸
術
の
終
焉
》
と
《
芸
術
の
可
能
性
》
と
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
し
の
内
で
ど
の
よ
う
な
形
で
調
停
さ
れ
う
る
の
か
。

　
　
　
エ
…
ル
ミ
ュ
ラ
…
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
《
芸
術
の
終
焉
》
論
に
鰐
し
へ
…
ゲ
ル
以
後
の
美
学
に
は
、
　
一
方
で
直
接
そ
れ
に
関
る
も
の
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
り
、
他
方
で
間
接
的
に
そ
れ
に
関
わ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
エ
…
ル
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
間
接
的
批
判
の
方
が
、
理

　
　
論
的
な
立
場
と
水
準
と
に
お
い
て
多
様
な
直
接
的
批
判
よ
り
も
「
重
要
で
あ
り
真
剣
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
形
成
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
れ
た
芸
術
哲
学
そ
の
も
の
で
あ
る
ご

　
　
　
ヘ
ン
ク
マ
ン
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
を
全
体
と
し
て
捉
え
る
為
に
は
、
《
芸
術
の
終
焉
》
論
を
括
弧
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
指
摘

　
　
　
　
（
4
）

⑬
し
て
い
る
。
．
あ
命
題
は
何
度
も
議
論
さ
れ
た
し
、
ま
た
哲
学
以
外
に
も
讐
姦
釈
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
「
芸
徳
の
終
焉
の
命
題
を

　
　
　
　
　
　
《
芸
術
の
終
焉
》
と
《
芸
術
の
可
能
性
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
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二
二

3210

@
ヘ
ー
ゲ
ル
に
帰
し
た
り
、
或
い
は
へ
…
ゲ
ル
の
論
証
を
こ
の
命
題
の
根
拠
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
命
題
を
強
化
し
た
り
す
る
こ
と
、

　
　
こ
の
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
命
題
を
ど
の
よ
う
に
基
礎
づ
け
た
の
か
、
そ
し
て
彼
の
こ
の
基
礎
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
は
現
代
の
芸
術
の
情
況
を
捉
え
う
る
か
否
か
が
重
要
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
確
か
に
我
々
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
の
芸
術
暫
学
の
展
開
を
検
討
す
る
こ
と
の
方
が
よ
り
重
要
で
あ
り
（
エ
ー
ル
ミ
ュ
ラ
ー
）
、
そ
の
為

　
　
に
も
芸
術
の
終
焉
の
問
題
は
括
弧
に
入
れ
た
方
が
よ
い
（
ヘ
ン
ク
マ
ン
）
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
現
代
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

　
　
終
焉
論
に
直
接
関
わ
る
研
究
が
か
な
り
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
成
程
、
そ
れ
ら
は
立
場
と
水
準
と
に
お
い
て
非
常
に
多
様
で
あ
る
が
、

　
　
そ
れ
ら
は
現
代
の
多
様
な
芸
術
現
象
に
対
す
る
判
断
と
、
そ
の
判
断
の
論
理
的
基
礎
と
を
求
め
て
い
る
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。

　
　
従
っ
て
、
（
1
）
、
そ
れ
ら
が
様
々
な
立
場
で
ヘ
ー
ゲ
ル
を
議
論
す
る
こ
と
自
体
、
既
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
現
代
性
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い

　
　
の
か
。
（
2
）
、
そ
れ
ら
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
と
の
対
決
の
統
哺
的
次
元
が
確
認
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
（
3
）
、
そ
れ
を
通
し
て
、
改
め
て
真
の
意
味
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
現
代
性
が
了
解
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
問
と
共
に
、
直
接
的
議
論
の
検
討
も
一
つ
の
正
当
性
を
承
認
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
に
お
け

　
　
る
《
芸
術
の
終
焉
》
と
《
芸
術
の
可
能
性
》
と
に
関
す
る
議
論
の
検
討
が
こ
こ
で
の
差
し
当
っ
て
の
課
題
と
な
る
。

唱

　
一
九
六
四
年
に
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
で
マ
ル
ク
ス
主
義
的
挙
揚
で
の
く
ヘ
ー
ゲ
ル
コ
ン
グ
レ
ス
〉
が
催
さ
れ
た
。
テ
…
マ
は
《
芸
術
の
終
焉
》

で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
の
議
論
の
検
討
を
通
し
て
、
現
代
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
解
釈
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ

（
6
）

れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
E
・
フ
ィ
四
・
シ
ャ
ー
は
『
芸
術
の
将
来
』
と
題
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
終
焉
論
を
批
判
し
、
芸
術
の
将
来
の
可
能
性
を
論
じ
て
い
る
。
フ
ィ

ッ
シ
ャ
ー
は
、
何
よ
り
も
へ
！
ゲ
ル
美
学
に
お
け
る
芸
術
と
労
働
と
の
関
係
を
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対



　
　
す
る
評
価
に
基
づ
く
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
「
人
心
は
、
彼
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
や
、
彼
に
と
り
外
面
的
に
存
在
す
る
も
の
の
内
に

　
　
自
己
を
提
示
し
、
そ
の
中
で
同
時
に
自
己
を
認
識
せ
ん
と
す
る
衝
動
を
も
つ
。
（
）
（
H
剛
彫
　
ω
●
　
O
Q
◎
）
」
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
は
、
フ
ィ
ッ
シ

　
　
ャ
ー
に
と
っ
て
も
、
労
働
の
本
質
を
捉
え
て
い
る
故
に
正
当
で
あ
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
芸
術
と
労
働
の
関
係
を
指
摘
し
、
そ
れ
故
彼
は
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
間
に
よ
る
外
界
と
人
閥
自
身
と
の
変
革
、
及
び
自
然
か
ら
自
己
を
際
立
た
す
こ
と
に
よ
る
人
聞
の
自
己
実
現
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
し
か

　
　
し
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
と
同
様
フ
ィ
ヅ
シ
ャ
…
に
と
っ
て
も
、
労
働
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
人
間
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
よ
う
な
「
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
現
さ
る
べ
き
特
有
の
寺
詣
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
生
成
し
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
。
篇
こ
れ
に
よ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
異

　
　
な
り
、
芸
術
の
将
来
は
可
能
に
な
る
。
「
人
間
は
完
成
者
で
は
あ
り
え
な
い
。
何
故
な
ら
、
常
に
未
到
の
地
平
が
彼
を
囲
ん
で
い
る
か
ら

　
　
　
（
1
0
）

　
　
で
あ
る
。
」
そ
れ
故
、
労
働
の
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
、
芸
術
も
常
に
将
来
の
可
能
性
を
永
遠
に
一
つ
ず
つ
開
示
す
る
し
、
せ
ね
ば
な
ら

　
　
な
い
。

　
　
　
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
と
っ
て
は
、
近
代
以
後
の
芸
術
は
絶
対
的
な
意
味
で
終
焉
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
一
部
は
終
焉
の
情
況
を
呈
し
て

　
　
い
る
が
、
他
は
将
来
へ
と
前
進
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
芸
術
の
将
来
を
語
る
こ
と
は
、
人
間
の
将
来
を
可
能
と
み
な
す
こ
と
を
意
味

　
　
（
1
1
）

　
　
す
る
。
」
特
に
、
現
代
の
混
乱
と
矛
盾
の
情
況
に
あ
っ
て
は
、
「
批
評
」
と
「
将
来
の
見
通
し
」
と
が
芸
術
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
に
な
る
。

　
　
「
批
評
は
現
代
の
芸
術
と
文
芸
と
の
一
つ
の
生
き
た
原
理
に
な
っ
て
い
る
。
如
何
な
る
体
制
の
名
の
下
で
で
は
な
く
、
如
何
な
る
理
念
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
如
何
な
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、
如
何
な
る
人
間
の
将
来
の
名
の
下
で
作
家
や
芸
術
家
が
批
評
を
行
う
か
が
間
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
フ
ィ
ッ

　
　
シ
ャ
ー
が
求
め
る
の
は
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
な
「
人
糞
性
」
で
あ
る
。
「
す
べ
て
の
芸
術
は
時
代
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
…
…
そ
の
範
囲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
で
人
間
性
を
表
わ
し
て
い
る
。
」
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
求
め
る
人
間
性
は
、
如
何
な
る
階
級
的
或
い
は
国
家
的
中
心
も
優
位
を
占
め
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
の
な
い
文
化
と
時
代
と
に
お
い
て
初
め
て
真
の
形
で
実
現
さ
れ
る
。
芸
術
の
将
来
も
そ
こ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
モ
ラ
フ
ス
キ
ー
に
と
っ
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
《
芸
術
の
終
焉
》
に
関
す
る
思
想
に
は
積
極
的
な
爾
と
消
極
的
な
面
と
が
あ
り
、
こ
の
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

33

@
面
は
区
劉
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
モ
ラ
フ
ス
キ
…
に
と
っ
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
芸
術
の
崩
壊
を
形
寺
上
学
的
立
場
か
ら
語
っ
た
故
に
誤
っ

玲　
　
　
　
　
　
《
芸
術
の
終
焉
》
と
《
芸
徳
の
可
能
性
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



1034

　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
費
四
十
嚇
愚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四

て
い
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
芸
術
の
崩
壊
を
普
遍
的
に
予
雷
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
史
的
に
規
定
さ
れ
る
過
程
を
形
而
上
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー

　
　
　
（
1
6
）

へ
と
高
め
た
。
」
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
近
代
芸
術
に
遣
す
る
見
解
の
内
に
は
現
代
に
も
尚
妥
当
し
う
る
も
の
も
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
近

代
芸
衛
の
特
色
と
し
て
二
つ
の
流
れ
を
示
し
た
が
（
模
倣
的
芸
術
と
主
観
的
フ
モ
ー
ル
）
、
こ
の
二
つ
の
流
れ
は
「
我
々
の
時
代
に
も
続

　
　
（
1
7
）

い
て
い
る
。
」
そ
れ
は
現
代
で
は
「
娯
楽
芸
術
」
と
「
選
ば
れ
た
港
に
の
み
理
解
し
う
る
洗
練
さ
れ
す
ぎ
た
創
造
」
と
い
う
形
で
現
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

て
お
り
、
こ
の
意
味
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
卜
し
た
特
色
は
「
ま
す
ま
す
鋭
く
な
っ
て
い
る
。
」
し
か
し
《
芸
術
の
終
焉
》
は
決
し
て
絶
対
的

な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
コ
定
の
社
会
講
造
貼
資
本
主
義
と
そ
の
産
物
に
、
即
ち
芸
術
の
商
業
化
と
孤
立
化
と
に
結
び
つ
い
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

る
。
」
そ
れ
に
対
し
「
我
々
は
進
歩
的
な
運
動
と
結
び
つ
い
た
一
つ
の
芸
術
、
反
－
疎
外
－
芸
術
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
従
っ
て
、

《
芸
術
の
終
焉
》
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
語
っ
た
よ
う
な
形
而
上
学
的
な
中
心
の
喪
失
が
原
理
な
の
で
は
な
く
、
コ
つ
の
具
体
的
史
的
な
聞
題

　
（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

で
あ
る
。
L
「
芸
術
の
あ
る
現
象
は
過
芸
の
も
の
に
な
り
、
他
は
道
を
切
り
開
い
て
前
進
す
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
ミ
チ
ェ
ル
ス
も
芸
術
の
将
来
の
可
能
盤
を
論
じ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
近
代
芸
術
の
特
色
づ
け
、
即
ち
、
今
や
芸
術
に
は
何
ら
異

質
な
も
の
は
な
く
、
す
べ
て
の
も
の
が
芸
術
の
対
象
に
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
（
〈
α
q
洲
×
H
鍔
ψ
も
。
G
。
㌣
①
）
は
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
が
考
え
た
以
上

　
　
　
　
　
（
2
3
）

に
極
端
な
意
味
で
」
現
代
に
妥
当
す
る
。
ミ
チ
ェ
ル
ス
に
と
り
、
西
欧
芸
術
の
多
様
な
試
み
は
、
へ
！
ゲ
ル
が
特
色
づ
け
た
状
態
を
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

ま
す
鋭
く
示
し
て
お
り
、
「
芸
術
的
な
新
し
さ
の
次
の
新
し
さ
に
よ
る
解
消
は
、
ま
す
ま
す
速
い
テ
ン
ポ
で
進
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
」

「
抽
象
芸
術
作
品
も
、
形
式
や
色
彩
さ
え
富
ず
と
表
出
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
限
り
で
は
、
世
界
の
何
ら
か
の
本
質
を
伝
達
し
う
る
が
、

こ
の
芸
術
が
テ
ー
マ
に
束
縛
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、
創
造
に
際
し
て
、
芸
術
的
必
然
性
の
代
り
に
無
意
味
な
恣
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

や
意
図
さ
れ
な
い
偶
然
性
が
生
じ
る
危
険
を
孕
ん
で
い
る
。
し
し
か
し
芸
術
は
、
政
治
的
命
令
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
も
な
ら
な
い
。
「
政

治
的
に
命
令
さ
れ
た
レ
ア
リ
ズ
ム
は
、
す
ぐ
に
偏
狭
で
感
傷
的
な
、
或
い
は
真
実
味
の
な
い
表
現
に
陥
る
。
だ
が
真
の
レ
ア
リ
ズ
ム
も
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
）

こ
れ
は
日
常
的
現
笑
を
、
そ
の
本
質
を
提
示
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
忠
実
に
そ
し
て
同
時
に
内
包
豊
か
に
示
す
。
」
現
代
に
お
い
て
は
、

主
観
の
表
出
と
客
観
的
描
写
と
の
対
立
も
鋭
く
な
っ
て
い
る
。
「
こ
の
対
立
は
、
〈
主
観
的
な
気
質
を
通
し
て
見
ら
れ
た
客
観
〉
の
続
合
の



　
　
　
　
　
　
　
（
解
）

　
　
内
で
止
揚
さ
れ
る
。
L
更
に
、
エ
リ
…
ト
の
為
の
秘
教
的
芸
術
1
1
芸
術
の
為
の
芸
術
と
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支
配
さ
れ
た
芸
術
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
対
立
は
、
「
芸
術
家
の
自
由
な
理
念
選
択
」
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
拘
束
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
と
、
あ
ら
ゆ
る
理
念
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
懐
疑
的
－
中
性
的
禁
欲
と
に
」
と
っ
て
代
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
　
ミ
チ
ェ
ル
ス
に
と
っ
て
も
、
芸
術
の
将
来
は
、
民
族
や
階
級
を
超
え
た
「
世
界
芸
術
」
の
内
に
あ
る
。
「
入
間
の
共
同
生
活
の
高
い
公

　
　
共
性
（
社
会
的
に
有
慧
義
な
祝
祭
や
、
公
共
的
に
重
要
な
建
築
）
の
為
に
、
芸
術
を
再
び
よ
り
優
れ
た
形
で
利
用
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
が
芸
術
を
再
び
意
義
深
い
も
の
に
す
る
の
を
助
け
る
で
あ
ろ
う
ご

　
　
　
ミ
チ
ェ
ル
ス
の
こ
の
希
望
に
力
を
与
え
て
い
る
の
は
、
既
に
我
々
が
冒
頭
で
挙
げ
た
へ
！
ゲ
ル
の
「
フ
マ
ー
ヌ
ス
」
の
概
念
に
他
な
ら

　
　
な
い
。

　
　
　
従
っ
て
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
、
モ
ラ
フ
ス
キ
ー
、
ミ
チ
ェ
ル
ス
の
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
は
次
の
様
に
要
約
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
（
1
）
、
へ
…
ゲ

　
　
ル
の
語
っ
た
《
芸
術
の
終
焉
》
の
清
穆
は
、
現
代
、
よ
り
鋭
い
形
で
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
近
代
芸
術
へ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察

　
　
は
正
当
で
あ
る
。
（
2
）
、
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
神
秘
的
観
念
論
的
に
こ
の
情
況
を
絶
鮒
化
し
た
点
で
誤
っ
て
い
る
。
（
3
）
、
《
芸
術
の
終

　
　
焉
》
は
史
的
相
対
的
な
現
象
で
あ
っ
て
、
芸
術
は
こ
の
情
況
を
克
服
し
、
将
来
実
現
さ
る
べ
き
入
閥
性
を
表
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
し

　
　
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
議
論
に
お
い
て
は
、
そ
れ
故
《
芸
術
の
終
焉
》
は
、
近
代
以
後
の
一
つ
の
特
色
と
し
て
史
的
に
惟
信
化
さ
れ
、
《
芸
術
の
可

　
　
能
性
》
が
課
題
と
し
て
将
来
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
矛
麿
が
調
停
さ
れ
る
か
ら
で

　
　
あ
る
。

　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
に
お
い
て
は
、
芸
術
は
古
典
的
芸
術
に
お
い
て
そ
の
頂
点
に
達
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
こ
こ
で
は
芸
術
の
頂
点
は
将
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
　
に
あ
る
。
か
く
て
現
代
は
そ
こ
へ
と
向
か
う
「
矛
盾
に
満
ち
た
成
長
」
の
一
段
階
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
に
は
「
唯
物
論
の
勝
利
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

35

@
っ
て
の
み
止
揚
さ
れ
う
る
、
観
念
論
と
唯
物
論
と
の
論
戦
が
反
映
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

10　
　
　
　
　
　
《
芸
術
の
終
焉
》
と
《
芸
術
の
可
能
性
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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三
六

　
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
主
義
的
立
場
か
ら
の
へ
…
ゲ
ル
美
学
解
釈
は
、
既
に
ル
カ
ヅ
チ
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
』
に
お
い
て
定
式
化
さ
れ

　
（
3
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

て
い
る
。
し
か
も
、
ル
カ
ッ
チ
の
こ
こ
で
の
見
解
に
対
す
る
批
判
的
解
釈
と
し
て
バ
ッ
セ
ソ
ゲ
が
論
文
を
著
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
バ

ッ
セ
ン
ゲ
の
見
解
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
美
学
の
へ
：
ゲ
ル
批
判
の
特
色
が
一
等
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
ル
カ
ヅ
チ
は
『
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
臨
の
第
一
節
で
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
ま
で
の
美
学
思
想
の
展
開
を
辿
り
、
第
二
節
で
は
、
　
へ
！
ゲ
ル

自
ら
の
美
学
思
想
の
展
開
を
辿
っ
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
節
か
ら
が
へ
！
ゲ
ル
美
学
の
批
判
的
解
釈
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
バ

ッ
セ
ン
ゲ
の
ル
カ
ッ
チ
解
釈
も
第
三
節
以
後
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

　
パ
ッ
セ
ン
ゲ
に
よ
れ
ば
、
ル
カ
ッ
チ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
内
に
二
つ
の
芸
術
の
規
準
を
見
出
し
た
。
第
一
の
規
準
に
従
え
ば
、
「
芸
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

作
詩
は
偉
大
な
も
の
ほ
ど
自
ら
の
世
界
状
態
を
一
層
包
括
的
に
表
出
す
る
。
」
従
っ
て
こ
の
場
合
に
は
、
芸
術
が
指
診
な
る
世
界
状
態
に

属
す
か
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
規
準
は
栢
対
的
な
規
準
に
他
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
に
対
し
、
ル
カ
ッ
チ
の
見
出
し
た
第
二
の
規
準
は
絶
対
的
規
準
で
あ
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
一
定
の
内
包
が
芸
術
的
表
罫
に
と
っ

て
他
よ
り
も
ふ
さ
わ
し
く
、
人
間
の
あ
る
発
展
段
階
は
、
芸
術
創
造
に
ま
だ
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
な
い
か
、
或
は
最
早
ふ
さ
わ
し
い
も
の

で
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
た
。
こ
の
点
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
古
典
的
ギ
リ
シ
ア
芸
術
に
与
え
た
特
別
な
地
位
は
、
普
遍
的
美
学
的
な
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

そ
し
て
そ
れ
を
超
え
た
普
遍
的
哲
学
的
な
意
味
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
し
ル
カ
ッ
チ
は
、
こ
の
絶
対
的
な
芸
術
の
内
包
を
、
「
あ
ら
ゆ
る
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

へ
と
展
開
し
、
歪
曲
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
だ
不
幸
な
労
働
の
分
化
を
通
し
て
断
片
化
さ
れ
て
い
な
い
調
和
的
な
人
間
」
と
特
亀
づ
け
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

る
。
「
フ
マ
ニ
テ
ー
ト
と
い
う
こ
の
理
想
は
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
様
式
や
ジ
ャ
ン
ル
、
或
い
は
惚
々
の
作
製
の
評
価
の
絶
対
的
規
準
で
あ
る
◎
し

　
従
っ
て
、
ル
カ
ッ
チ
の
示
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
に
お
け
る
二
つ
の
規
準
は
相
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
一
方
で
芸
術

は
、
そ
れ
の
属
す
世
界
状
態
（
世
界
観
）
を
完
全
に
表
出
す
る
時
偉
大
な
の
で
あ
り
、
他
方
で
は
そ
れ
に
対
し
て
芸
術
は
、
フ
マ
ニ
テ
…



　
　
ト
と
い
う
絶
対
的
な
内
包
を
表
出
す
る
時
偉
大
な
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
、
パ
ッ
セ
ン
ゲ
に
よ
れ
ば
、
「
ル
カ
ッ
チ
の
叙
述
か
ら
生
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
矛
盾
は
、
へ
！
ゲ
ル
自
身
の
場
合
に
は
存

　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
在
し
な
い
。
」
何
故
な
ら
、
第
一
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
世
界
状
態
を
芸
術
の
表
現
す
べ
き
内
包
と
は
み
な
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
へ
：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
　
ゲ
ル
の
場
合
、
「
芸
術
の
表
現
す
る
も
の
は
世
界
状
態
で
は
な
く
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
い
る
自
由
な
燗
性
と
そ
れ
の
行
為
自
体
で
あ
る
。
」

　
　
　
確
か
に
パ
ッ
セ
ソ
ゲ
の
こ
の
指
摘
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
世
界
状
態
自
体
は
芸
術
が
直
接
表
現
す
べ
き
内
包
で
は
な
い
。

　
　
（
そ
の
点
で
ル
カ
ッ
チ
の
解
釈
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
芸
術
の
規
準
を
余
り
に
世
界
状
態
に
近
づ
け
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
世
界
状
態
は
単
に
芸
術
の
一
般
的
な
背
景
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
と
い
う
特
殊
な
世

　
　
界
状
態
が
芸
術
に
と
っ
て
最
も
有
利
な
も
の
で
あ
り
、
近
代
と
い
う
特
殊
な
世
界
状
態
は
非
常
に
不
利
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
着

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
　
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
さ
て
第
二
に
芸
術
の
絶
対
的
規
準
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
バ
ッ
セ
ン
ゲ
は
拒
否
す
る
。
ル
カ
ッ
チ
の
指
摘
し
た
絶
対
的
規
準
（
フ
マ
ニ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
　
ー
ト
）
は
「
芸
術
作
贔
の
偉
大
さ
の
規
準
で
は
な
く
、
最
も
純
粋
に
理
想
的
な
芸
術
の
規
準
で
あ
る
。
」

　
　
　
バ
ッ
セ
ン
ゲ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
規
準
に
従
っ
て
芸
術
が
評
価
さ
れ
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
誤
っ
た
方
向
が
生
じ
て

　
　
く
る
。
一
つ
は
「
そ
の
時
そ
の
時
の
世
界
状
態
へ
の
芸
術
の
完
全
な
根
溶
化
へ
と
向
か
う
。
そ
の
時
に
は
芸
術
作
贔
の
偉
大
さ
は
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
　
が
自
ら
の
世
界
状
態
を
表
出
す
る
度
合
か
ら
の
み
説
明
さ
れ
る
。
」
今
一
つ
は
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
の
優
越
性
を
将
来
へ
と

　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

　
　
転
倒
す
る
こ
と
し
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
こ
れ
に
よ
り
「
芸
術
の
歴
史
は
将
来
の
芸
術
へ
向
け
て
の
単
な
る
過
程
と
し
て
の
み
現
わ
れ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

　
　
し
か
も
こ
の
二
つ
の
誤
り
は
共
通
の
根
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
根
と
は
「
芸
術
を
性
界
状
態
へ
と
糧
対
化
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
し
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

　
　
「
人
が
一
つ
の
世
界
状
態
に
絶
対
的
な
優
位
を
与
え
る
や
否
や
、
こ
の
第
一
の
誤
り
か
ら
第
二
の
誤
り
が
展
齢
し
て
く
る
。
」

　
　
　
バ
ッ
セ
ン
ゲ
は
こ
こ
で
は
社
会
主
義
レ
ア
リ
ズ
ム
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
上
述
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
立
場
か
ら

37

@
の
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
解
釈
へ
の
批
判
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
芸
術
の
相
対
的
規
準
と
絶
対
的
規
準
と
の
矛
鷹
は
、
芸
術
を
社
会
と
直
蟄
関
連

10　
　
　
　
　
　
《
芸
術
の
終
焉
》
と
《
芸
術
の
可
能
性
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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三
八

づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
、
こ
の
矛
盾
の
解
決
は
、
一
つ
の
歓
会
に
絶
対
的
な
優
位
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
こ
の
よ
う
な
矛
庸
と
そ
の
解
決
法
と
は
、
共
に
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
内
に
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
濃
し
、
バ
ヅ
セ
ン
ゲ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
内
に
別
の
矛
盾
を
冤
出
し
て
い
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
基
本
的
な
講
想
か
ら
す
れ

ば
、
古
典
的
芸
術
の
時
代
に
の
み
関
心
を
示
せ
ば
よ
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
反
し
て
実
際
に
は
彼
は
…
…
近
代
芸
術
に
没
頭
し
た
。
特
に
シ

凱
イ
ク
ス
ピ
ア
、
ゲ
ー
テ
、
シ
ラ
…
を
彼
は
深
く
正
愚
に
比
類
な
き
形
で
特
色
づ
け
た
。
…
…
彼
は
主
と
し
て
彫
刻
に
没
頭
す
べ
き
な
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

に
、
そ
れ
に
反
し
て
詩
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
」
バ
ッ
セ
ン
ゲ
は
、
し
か
も
こ
の
矛
麿
を
む
し
ろ
評
価
す
る
。
「
こ
こ
で
も
事
象
へ
の
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

き
た
直
観
が
体
系
を
凌
駕
し
て
い
る
。
」

　
バ
ッ
セ
ン
ゲ
が
こ
の
よ
う
に
評
毒
し
う
る
の
は
、
彼
が
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
内
に
「
体
系
を
凌
駕
す
る
生
き
た
」
規
準
を
兇
出
し
た
か
ら

に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
普
遍
的
人
間
的
な
も
の
し
と
い
う
規
準
で
あ
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
完
成
さ
れ
た
芸
術
作
晶

は
、
一
そ
れ
が
偉
大
で
あ
る
か
否
か
に
拘
ら
ず
一
…
あ
る
内
包
が
完
全
な
感
性
的
形
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
…
…
あ

る
完
成
さ
れ
た
芸
術
作
手
は
、
そ
の
内
包
が
普
遍
的
人
間
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
偉
大
で
あ
る
。
私
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
内
で
も
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

規
準
は
確
認
し
う
る
し
、
根
本
的
に
は
彼
の
内
的
体
系
を
支
え
る
契
機
で
さ
え
あ
る
と
考
え
る
。
」

　
で
は
、
何
故
へ
…
ゲ
ル
は
ギ
リ
シ
ア
芸
術
を
特
に
賞
賛
す
る
の
か
。
「
英
雄
時
代
と
、
そ
れ
と
共
に
古
典
的
芸
術
と
の
優
位
は
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

背
後
に
普
遍
的
人
間
的
な
も
の
が
最
も
印
象
深
く
溺
印
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
。
し

　
こ
の
よ
う
に
、
バ
ッ
セ
ン
ゲ
は
芸
術
と
世
界
状
態
と
の
直
接
的
関
係
を
拒
否
す
る
。
芸
術
は
一
定
の
世
界
状
態
の
内
に
生
じ
、
そ
れ
を

完
全
に
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
直
接
そ
れ
を
表
現
す
べ
き
で
も
な
い
。
バ
ヅ
セ
ン
ゲ
に
と
っ
て
芸
術
は
、
一
定
の
世
界
状
態
の
内

に
あ
る
内
包
に
関
わ
り
つ
つ
、
そ
こ
に
普
遍
的
人
聞
的
な
も
の
を
表
繊
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
芸
術
の
あ
り
方
を
ω
。
－

O
o
欝
菖
の
関
係
と
し
て
特
色
づ
け
て
い
る
。
芸
術
は
一
定
の
形
態
を
と
り
、
そ
れ
故
完
全
に
規
定
さ
れ
た
感
性
的
な
結
果
（
ω
。
）
で
あ
る
。

パ
ッ
セ
ン
ゲ
に
と
っ
て
は
、
内
包
の
完
全
な
形
態
化
は
芸
術
作
贔
の
完
成
の
前
提
で
あ
る
。
彼
に
と
り
芸
術
的
に
真
に
重
要
な
の
は
こ
の



　
　
O
Q
。
で
は
な
い
。
芸
術
作
品
の
内
に
見
畠
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
　
一
定
の
比
況
下
で
は
一
定
の
し
。
。
と
し
て
現
わ
れ
ざ
る
を
え
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
　
か
っ
た
人
間
の
本
質
的
な
あ
り
方
（
O
⑦
§
艸
）
な
の
で
あ
る
。
「
こ
の
∪
山
冠
を
、
そ
れ
故
我
々
は
普
遍
的
人
間
的
な
も
の
と
呼
び
う
る
。
」

　
　
「
そ
の
役
割
は
ほ
と
ん
ど
表
に
出
て
は
い
な
い
が
、
こ
の
普
遍
的
人
間
的
な
内
包
そ
の
も
の
が
へ
…
ゲ
ル
美
学
の
内
で
中
心
的
役
割
を
演

　
　
　
　
　
（
騒
）

　
　
じ
て
い
る
。
」

　
　
　
バ
ヅ
セ
ン
ゲ
の
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
我
々
は
次
の
様
に
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
1
）
、
バ
ッ
セ
ソ
ゲ
の
主
張
す
る
「
冷
冷
的
人
聞

　
　
的
な
も
の
」
と
は
一
体
如
何
な
る
も
の
な
の
か
。
（
2
）
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
内
で
実
際
に
中
心
的
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
か
。

　
　
（
3
）
、
こ
の
概
念
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
事
象
へ
の
生
き
た
直
観
が
体
系
を
凌
駕
し
て
い
る
し
こ
と
を
我
々
に
示
し
て
い
る
の
か
。

　
　
　
第
蝿
の
聞
に
バ
ッ
セ
ン
ゲ
は
十
分
箸
え
て
は
い
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
普
遍
的
入
間
的
な
も
の
」
を
我
々
に
印
象
づ
け
る
「
芸
術
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

　
　
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
そ
こ
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
翌
翌
を
断
念
す
る
根
本
的
な
事
態
で
あ
る
。
」

　
　
　
第
二
第
三
の
問
に
関
し
て
も
、
我
々
は
へ
…
ゲ
ル
か
ら
は
肯
定
的
な
答
は
期
待
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
へ
；
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
「
普
遍
的
人
間
的
な
も
の
」
と
い
う
概
念
は
、
あ
く
ま
で
近
代
を
特
色
づ
け
る
歴
史
的
な
概
念
で
あ
る
。
へ
一

　
　
ゲ
ル
が
ギ
リ
シ
ア
以
外
の
芸
術
を
も
高
く
評
価
す
る
の
は
、
彼
が
そ
の
内
に
、
バ
ッ
セ
ン
ゲ
が
主
張
す
る
よ
う
な
「
普
遍
的
人
間
的
な
も

　
　
の
」
を
見
出
し
た
か
ら
で
は
な
い
。
彼
が
誤
算
に
高
い
評
価
を
与
え
る
の
は
、
そ
の
作
舷
が
内
包
を
最
も
ふ
さ
わ
し
い
形
で
表
現
し
て
い

　
　
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
彼
は
ホ
メ
ロ
ス
、
ソ
ポ
ク
レ
ス
、
ダ
ン
テ
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
関
し
て
、
「
か
く
も
偉
大
に
歌
わ
れ
、

　
　
自
由
に
語
り
出
さ
れ
た
も
の
、
こ
れ
は
語
り
終
え
ら
れ
た
（
×
H
囲
H
φ
　
ω
．
　
卜
⊃
も
ウ
①
）
」
、
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
バ
ッ
セ
ン
ゲ
は
、
へ
…
ゲ
ル
が
普

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

　
　
遍
的
人
間
的
な
も
の
に
触
れ
た
箇
所
を
挙
げ
て
、
自
ら
の
主
張
の
正
当
性
を
証
明
せ
ん
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
箇
所
は
余

　
　
り
強
調
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
へ
；
ゲ
ル
美
学
の
展
開
の
脈
絡
の
内
で
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
概
念
は
近
代
を
特
色
づ
け
る
概
念

　
　
で
あ
り
、
こ
の
点
に
こ
そ
こ
の
概
念
の
卓
越
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
時
代
や
民
族
の
芸
術
を
公
平
に
評
価
し
う
る
態
度
、
即

39

@
ち
あ
ら
ゆ
る
芸
術
に
普
遍
的
入
間
的
な
も
の
を
見
出
す
態
度
、
こ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
近
代
の
教
養
を
通
し
て
初
め
て
獲
得

憩　
　
　
　
　
　
《
芸
術
の
終
罵
》
と
《
芸
術
の
可
能
性
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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@
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
、
す
べ
て
の
も
の
に
親
し
み
う
る
近
代
人
の
態
度
を
こ
の
概
念
で
特
色
づ
け
た
の

　
　
で
あ
る
。
従
っ
て
、
へ
…
ゲ
ル
美
学
に
お
け
る
「
普
遍
的
人
間
的
な
も
の
（
畠
ω
毘
σ
q
①
霧
群
生
窪
ω
。
露
坤
。
冨
と
（
．
ハ
ッ
セ
ン
ゲ
は
詠
。
・

　
　
と
一
σ
Q
・
ヨ
Φ
冒
馨
諺
。
護
。
冨
と
書
き
換
え
て
い
る
）
は
、
〈
一
般
に
人
爵
に
関
わ
る
も
の
〉
と
い
っ
た
意
味
以
上
の
も
の
で
は
な
い
と
思
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）
－

　
　
れ
る
。
そ
れ
は
既
に
示
し
た
留
頭
の
引
用
の
文
脈
か
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
の
近
代
を
特
色
づ
け
る
概
念
が
芸
術
全
体
の
規
準
と
さ
れ
る
な
ら
、
《
芸
術
の
終
焉
》
は
最
早
問
題
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
れ
は
単

　
　
に
理
想
的
な
芸
術
の
終
焉
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
．
ハ
ッ
セ
ン
ゲ
の
場
合
に
は
、
《
芸
術
の
終
焉
》
は
歴
史
の
一
段
階
（
ギ
リ

　
　
シ
ア
）
に
醐
有
の
芸
術
様
式
の
終
焉
に
す
ぎ
ず
、
芸
術
自
体
の
終
焉
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
結
論
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
結
論
は
、
バ

　
　
ッ
セ
ン
ゲ
が
、
〈
内
包
が
完
全
に
感
性
的
に
形
態
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
〉
を
す
べ
て
の
芸
徳
の
評
価
の
前
提
と
し
、
し
か
も
そ
の
こ
と
は

　
　
如
何
な
る
時
代
の
芸
術
に
も
可
能
だ
と
み
な
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
さ
も
な
く
ば
、
バ
ッ
セ
ン
ゲ
は
「
普
遍
的
人
閥
的
な
も
の
」

　
　
に
つ
い
て
語
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
「
普
遍
的
人
間
的
な
も
の
」
は
こ
の
前
提
を
実
現
し
た
芸
術
作
品
に
お
い
て
初
め

　
　
て
読
み
取
ら
れ
う
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
〈
内
包
の
完
全
な
感
性
化
〉
は
芸
術
の
根
本
原
理
で

　
　
は
あ
る
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
芸
術
に
可
能
な
の
で
は
な
い
。
こ
の
原
理
は
、
芸
術
の
超
え
難
い
限
界
を
特
色
づ
け
て
い
る
。
既
に
見
た

　
　
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
以
後
の
世
界
の
内
包
は
、
完
全
に
は
感
性
化
し
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
我

　
　
我
が
《
芸
術
の
終
焉
》
を
問
題
に
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
原
理
を
す
べ
て
の
芸
術
に
可
能
な
も
の
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と

　
　
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

三

　
バ
ト
チ
ュ
カ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
解
釈
は
、

　
　
（
5
8
）

し
て
い
る
。

一
九
六
四
年
の
兜
ヘ
ー
ゲ
ル
コ
ン
グ
レ
ス
隔
で
行
わ
れ
た
報
告
の
内
で
も
特
異
な
立
場
を
示
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彼
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
に
お
け
る
、
美
的
態
度
と
有
限
な
態
度
と
の
区
別
に
注
要
し
て
い
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
理
論
（
美
学
）
の

偉
大
さ
は
、
美
を
真
理
と
し
て
謡
え
て
い
る
点
に
あ
る
。
し
か
も
所
与
の
模
倣
と
い
う
月
並
の
意
味
で
で
は
な
い
。
こ
の
理
論
の
力
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

そ
れ
が
正
に
真
理
と
し
て
、
無
限
な
も
の
へ
の
接
近
と
臼
常
の
経
験
的
実
在
か
ら
の
解
放
と
を
寄
藻
に
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
」
我
々
は
、

美
的
態
度
に
お
い
て
有
限
な
思
惟
の
真
理
（
正
し
さ
）
を
超
え
る
。
有
限
な
真
理
は
、
有
限
な
精
神
と
対
象
と
の
外
面
的
な
一
致
に
す
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
「
直
観
さ
れ
る
対
象
か
ら
、
異
質
さ
や
不
自
由
を
示
す
も
の
す
べ
て
が
消
え
る
時
、
こ
の
対
象
は
美
し
い
◎
し
美
に

お
い
て
は
「
自
己
の
膚
限
性
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
有
限
性
か
ら
饅
覚
め
る
有
限
者
が
現
わ
れ
る
。
こ
の
有
限
者
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

有
限
な
も
の
の
内
で
自
己
を
あ
る
無
限
な
も
の
の
写
し
と
し
て
捉
え
る
。
」

　
し
か
し
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
絶
筆
的
な
思
惟
の
獲
得
に
よ
っ
て
、
こ
の
真
理
の
立
場
を
も
超
え
た
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
「
理
性
の
乱
筆
は
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

自
体
創
造
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
対
象
性
を
自
己
の
対
象
性
と
共
に
捉
え
つ
つ
生
み
出
す
神
的
な
思
惟
で
あ
る
。
」
へ
…
ゲ
ル

の
思
惟
は
こ
の
神
的
創
造
的
思
惟
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
「
こ
の
絶
対
的
方
法
が
今
や
真
理
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
美
と
し
て
の
真

理
の
立
場
が
疑
わ
し
く
な
っ
た
。
…
…
絶
対
的
方
法
以
後
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
美
を
低
く
見
、
美
に
は
史
的
な
移
行
段
階
の
み
を
与
え
る
傾
向

　
（
6
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

が
あ
る
。
篇
こ
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
は
、
バ
ト
チ
ュ
カ
に
と
り
「
根
源
的
な
生
の
哲
学
か
ら
の
離
反
」
を
意
味
す
る
。

　
こ
の
絶
対
的
方
法
に
関
わ
る
こ
と
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
内
に
保
持
さ
れ
て
い
る
芸
術
の
真
理
を
際
立
た
す
こ
と
を
バ
ト
チ
ュ
カ
は
求
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

て
い
る
。
「
恐
ら
く
人
闇
を
絶
対
者
へ
と
高
め
る
こ
と
な
し
に
解
放
す
る
…
…
芸
術
の
真
理
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
こ
の
気
嵩
に
と
っ
て
は
、
ヘ

ー
ゲ
ル
的
な
芸
術
の
理
想
は
最
早
特
権
を
も
た
ず
、
現
代
に
お
い
て
も
芸
術
は
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
芸
術
は
有
限
な
も
の
の
内
で
、

人
聞
存
在
の
真
の
姿
を
朋
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
芸
術
の
真
理
に
関
す
る
思
想
が
「
将
来
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
ヘ
ー
ゲ
ル

　
　
　
（
6
6
）

美
学
の
遺
産
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訂
）

　
こ
の
よ
う
な
バ
ト
チ
ュ
カ
の
試
み
は
『
芸
術
の
過
張
性
の
理
論
』
に
お
い
て
よ
り
具
体
的
に
な
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、
バ
ト
チ
ュ
カ
は
ま
ず
、
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
ま
で
の
哲
学
の
歴
史
を
生
命
化
（
＜
豊
Φ
ぴ
＄
象
σ
q
墓
α
q
）
　
の
過
程
と
し
て
捉

　
　
　
　
《
芸
術
の
終
焉
》
と
《
芸
術
の
可
能
性
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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@
え
て
い
る
。
こ
の
過
程
と
は
、
近
代
に
お
い
て
分
裂
し
た
「
自
然
的
機
械
論
」
と
「
人
間
の
自
由
な
自
己
意
識
し
と
の
哲
学
的
統
合
の
過

　
　
　
　
（
硲
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
甜
）

　
　
程
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
根
本
的
に
は
落
性
的
反
省
の
克
服
を
意
味
す
る
。
」
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
れ
を
最
終
的
に
実
現
し
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思

　
　
惟
は
絶
対
的
思
惟
で
あ
る
か
ら
、
「
今
や
人
間
は
絶
対
的
思
惟
を
通
し
て
絶
対
的
立
場
へ
と
飛
び
上
が
る
。
人
間
的
な
諸
関
係
の
生
命
化
の

　
　
問
題
は
、
神
的
な
も
の
に
よ
る
人
問
的
な
も
の
の
吸
収
の
問
題
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
生
命
化
は
、
歴
史
に
お
け
る
神
の
自
己
把
握
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

　
　
う
形
衛
上
学
的
過
程
に
な
る
。
」
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
感
性
と
い
う
有
限
な
も
の
に
関
わ
る
芸
術
は
過
去
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
、
バ
ト
チ
ュ
カ
に
と
っ
て
は
、
こ
の
藁
蓑
的
立
場
の
背
後
に
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
「
隠
さ
れ
た
意
義
し
が
あ
る
。
こ
の
意
義
は
こ

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
こ
で
も
、
美
的
態
度
と
有
平
な
態
度
と
の
平
鋼
の
内
に
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
区
別
の
方
法
は
「
現
象
学
的
方
法
に
甚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

　
　
だ
近
く
思
わ
れ
る
の
み
か
、
現
象
学
的
概
念
や
語
法
を
も
用
い
て
い
る
。
し
バ
ト
チ
ュ
カ
が
重
視
す
る
の
は
、
「
有
限
な
知
と
意
志
」
に
対

　
　
す
る
「
美
的
観
照
」
の
特
色
が
述
べ
ら
れ
た
箇
所
（
）
（
剛
H
．
　
も
。
．
　
目
①
囲
．
　
鎗
甲
）
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
有
限
な
知
の
不
自
由
は
、
「
物

　
　
が
独
立
し
た
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
故
我
々
は
物
に
注
意
を
向
け
、
あ
り
の
ま
ま
に
し
て
お
き
、
我
々
の
観
念

　
　
等
を
排
除
し
、
物
へ
の
儒
仰
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
我
々
は
受
動
的
な
態
度
を
と
り
、
我
々
の
活
動
全
体
を
注
意
深
さ
と
い
う

　
　
形
式
的
な
も
の
に
舗
限
し
、
我
々
の
想
像
や
先
入
見
や
偏
見
を
寄
せ
付
け
な
い
時
に
の
み
、
客
体
を
正
し
く
捉
え
る
と
信
じ
て
い
る
か
ら

　
　
で
あ
る
。
地
象
の
こ
の
一
方
的
な
自
由
と
共
に
、
即
座
に
主
観
の
把
捉
の
不
自
由
が
措
定
さ
れ
る
。
…
…
こ
の
真
理
は
た
だ
主
観
性
の
服

　
　
従
を
通
し
て
の
み
獲
得
さ
れ
う
る
。
（
×
囲
り
ω
・
同
爵
）
」

　
　
　
有
限
な
意
志
の
場
禽
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
意
志
は
自
ら
の
関
心
や
鼠
的
を
外
部
の
存
在
に
抵
抗
し
て
実
現
せ
ん
と
し
、
そ
れ

　
　
に
よ
っ
て
今
度
は
物
が
独
立
性
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
こ
の
意
志
も
目
的
と
手
段
と
の
分
裂
に
陥
る
故
に
、
こ
の
意
志
の
主
体

　
　
も
不
自
由
で
あ
る
。
（
〈
σ
q
ド
　
〉
〈
H
H
●
ω
・
　
回
①
卜
ρ
鞘
■
）

　
　
　
こ
の
実
践
的
な
態
度
の
前
提
は
、
そ
れ
ら
が
常
に
外
部
の
物
の
存
在
を
信
仰
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
バ
ト
チ
ュ
カ
は
こ
の
態
度
を
時
間

　
　
論
に
書
き
換
え
る
。
「
時
間
は
、
存
在
し
つ
つ
抽
象
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
す
べ
て
を
生
み
、
そ
し
て
自
ら
の
生
み
出
し
た
も
の
を
破
罪
す



　
　
る
ク
獄
ノ
ス
で
あ
る
、
と
へ
！
ゲ
ル
は
語
る
。
…
…
具
体
的
な
時
間
と
は
、
…
…
所
与
の
現
実
を
奪
い
つ
つ
前
も
っ
て
受
け
と
ら
れ
た
も

　
　
の
（
爆
的
）
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
も
っ
て
受
け
と
ら
れ
た
も
の
（
欝
的
）
を
通
し
て
鐵
我
は
噺
与
を
非
現
実
化
す
る
（
季
段
と

　
　
し
て
使
い
尽
す
）
。
こ
れ
が
内
時
間
的
出
来
事
の
本
質
で
あ
る
。
…
…
こ
の
乱
筆
の
時
間
把
握
は
現
在
を
中
心
に
し
て
い
る
。
…
…
そ
の
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

　
　
り
で
は
、
こ
の
時
間
は
自
然
の
出
来
事
の
時
間
に
類
似
し
て
い
る
。
」

　
　
　
そ
れ
に
蛎
し
、
美
的
態
度
に
お
い
て
は
対
象
が
そ
れ
自
体
良
由
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
我
々
は
対
象
に
対
し
て
欲
望
の
関
係
を
も

　
　
っ
て
対
象
を
手
段
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
な
い
。
他
方
で
美
的
対
象
は
（
有
限
な
知
に
お
け
る
よ
う
に
）
他
と
の
連
関
に
お
い
て
意
味
を

　
　
も
つ
の
で
は
な
く
、
そ
れ
白
垂
で
意
味
を
も
つ
。
従
っ
て
観
照
す
る
私
も
、
対
象
を
抽
象
的
連
関
の
内
で
捉
え
る
為
に
、
単
に
対
象
に
注

　
　
意
を
向
け
る
の
で
は
な
く
、
対
象
の
内
で
自
己
を
見
て
い
る
（
〈
σ
Q
r
×
囲
囲
幽
ω
・
H
Φ
G
O
騎
．
）
。
美
的
態
度
に
お
い
て
我
々
は
、
「
現
在
的
な
も
の

　
　
を
過
ぎ
去
る
ま
ま
に
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
現
在
的
な
も
の
は
過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
な
る
。
芸
術
の
過
去
性
は
現
在
的
な
も
の
の
過
去
性

　
　
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
芸
術
の
過
去
性
は
、
車
力
の
中
の
力
、
事
物
の
中
の
事
物
と
し
て
の
主
観
性
の
自
己
統
覚
の
過
虫
性
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
そ
れ
故
、
美
、
即
ち
美
的
態
度
の
こ
の
現
わ
れ
は
無
力
で
も
あ
る
。
弱
い
の
で
は
な
く
て
、
爽
の
領
域
で
は
力
が
最
早
意
味
を
も

　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

　
　
た
な
い
の
で
あ
る
。
」
美
的
態
度
に
お
い
て
は
「
実
在
は
形
象
へ
、
即
ち
現
象
へ
と
中
和
さ
れ
、
現
象
が
作
晶
の
内
で
は
存
在
者
と
な
る
。
」

　
　
こ
こ
に
現
象
の
戯
れ
を
通
し
て
本
質
的
な
存
在
が
開
示
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
へ
！
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
本
質
は
「
現
象
の
根
拠
自
体
が
現

　
　
　
（
5
7
）

　
　
製
す
る
」
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
美
は
、
内
腿
間
性
、
現
前
化
か
ら
出
る
。
美
は
、
時
間
性
、
つ
ま
り
こ
の
す
べ
て
の
は
か
な
い
も
の
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

　
　
非
全
体
的
な
も
の
を
自
配
か
ら
排
除
す
る
構
造
へ
向
か
っ
て
、
こ
の
内
時
間
性
と
現
前
化
と
を
超
え
る
。
」

　
　
　
だ
が
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
既
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
に
、
こ
の
有
限
な
実
在
の
支
配
か
ら
の
解
放
を
試
み
る
解
決
方
法
、
そ
れ
も
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

　
　
べ
て
の
人
聞
的
な
も
の
を
超
え
た
無
限
な
も
の
の
領
域
へ
と
入
る
こ
と
な
く
そ
れ
を
試
み
る
解
決
方
法
、
か
ら
そ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
従
っ
て
バ
ト
チ
ュ
カ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
内
に
は
二
つ
の
過
玄
性
の
理
論
が
あ
る
と
摺
塗
す
る
。
一
つ
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
以
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

43

@
の
「
形
而
上
学
的
理
論
で
あ
り
、
そ
れ
は
芸
衛
を
前
段
階
に
、
即
ち
絶
対
的
に
時
間
を
克
服
し
た
精
神
の
、
…
…
非
絶
対
的
な
形
式
に
す
る
。
し

10　
　
　
　
　
　
《
芸
術
の
終
焉
》
と
《
芸
術
の
可
能
性
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎎
三



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
第
五
百
四
十
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

醗
縷
「
芸
術
に
よ
る
有
限
婁
欝
窺
実
の
器
の
議
に
つ
い
て
の
理
論
で
萱
そ
れ
は
根
本
的
に
醤
的
蓮
論
で
艶
ご

　
　
　
現
代
芸
術
に
対
す
る
絶
望
は
後
者
の
過
去
性
の
理
論
に
よ
っ
て
圓
避
さ
れ
う
る
。
「
我
々
は
、
形
葡
上
学
的
な
過
去
性
の
理
論
の
内
に

　
　
保
持
さ
れ
、
そ
の
表
皮
の
下
で
脈
動
し
て
い
る
別
の
過
去
性
の
理
論
を
思
い
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
特
殊
な

　
　
テ
：
マ
の
選
択
は
指
示
さ
れ
え
な
い
。
こ
の
過
去
性
の
理
論
は
、
如
何
な
る
歴
史
的
段
階
も
、
如
何
な
る
形
で
表
明
さ
れ
た
歴
史
的
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

　
　
を
も
寵
遇
し
は
し
な
い
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
バ
ト
チ
ュ
カ
の
こ
の
よ
う
な
時
間
論
は
、
確
か
に
芸
術
に
対
す
る
絶
望
を
除
去
し
、
芸
術
に
は
常
に
真
理
開
示
の
権
利
が
与
え
ら
れ
る
か

　
　
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
人
間
の
本
来
的
な
存
在
の
開
示
と
し
て
の
真
理
の
溺
示
は
芸
術
の
み
が
実
現
し
う
る
の
か
。
或
い
は
、
芸
術
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
よ
う
な
真
理
醐
示
の
蝋
つ
の
方
法
な
の
か
。
そ
し
て
も
し
そ
う
な
ら
、
芸
術
は
如
何
な
る
固
有
の
方
法
で
そ
れ
を
行
う
の
か
。
更
に
は
、
こ

　
　
の
よ
う
な
真
理
開
示
と
し
て
芸
術
が
捉
え
ら
れ
た
時
、
芸
術
の
歴
史
は
ど
の
よ
う
な
形
で
語
ら
れ
う
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
、
我
々
が
究
極

　
　
に
お
い
て
関
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
間
、
つ
ま
り
、
芸
術
の
根
添
規
定
と
、
芸
術
の
歴
史
と
に
関
す
る
問
に
対
し
、
バ
ト
チ
ュ
カ
の
こ
れ
ら
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
つ
の
研
究
は
明
確
な
管
を
与
え
て
は
い
な
い
。
更
に
、
我
々
に
と
り
奇
妙
に
思
え
る
の
は
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
芸
術
の
真
理
を
ヘ
ー
ゲ
ル
美

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
学
の
内
に
求
め
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
が
へ
…
ゲ
ル
美
学
か
ら
際
立
た
せ
た
美
的
態
度
の
特
殊
性
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
内
に
よ

　
　
り
も
、
カ
ン
ト
の
『
鞠
断
力
批
判
』
の
内
に
そ
の
論
理
的
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。
美
的
態
度
の
解
明
こ
そ
カ
ン
ト
美
学
の
不
滅
の
成
果
だ

　
　
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
成
果
は
、
バ
ト
チ
ュ
カ
が
排
除
し
た
も
の
の
内
に
あ
る
。
即
ち
、
絶
対
的
思
雛
と
そ
れ
に
よ
る

　
　
芸
術
の
規
定
、
及
び
こ
の
絶
対
的
な
る
も
の
の
展
開
と
し
て
の
芸
術
の
歴
史
の
南
学
、
こ
れ
ら
の
こ
と
こ
そ
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
成
果
な
の

　
　
で
あ
る
。
バ
ト
チ
ュ
カ
に
と
っ
て
は
、
絶
鰐
的
な
立
場
か
ら
下
さ
れ
た
「
理
念
の
感
性
的
顕
現
」
と
い
う
芸
術
の
規
定
に
よ
り
、
あ
る
世

　
　
界
の
閣
示
と
し
て
の
真
理
は
、
内
包
と
形
態
と
の
一
致
（
つ
ま
り
正
し
さ
）
と
し
て
の
真
理
に
変
質
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
規
定
に
よ
っ

　
　
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
対
象
の
内
に
生
じ
る
全
体
性
と
自
由
と
を
、
あ
る
特
殊
な
対
象
と
し
て
、
即
ち
面
構
的
に
多
様
な
所
与
の
内
に
有
情

　
　
化
す
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
あ
る
内
面
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
…
…
、
芸
術
作
撮
に
お
け
る
一
つ
の
世
界
の
出
現
は
、
あ
る



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

　
有
機
的
な
も
の
の
現
象
へ
と
解
釈
し
直
さ
れ
て
い
る
。
」
こ
こ
で
も
バ
ト
チ
ュ
カ
の
見
解
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
の
思
想
が
間
接
的
に
せ
よ

　
あ
る
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
廉
で
「
趣
味
判
断
は
完
全
性
の
概
念
に
は
全
く
依
存
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
（
警
窃
）
」
と
語
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
美
的
判
断
は
、
認
識
能
力
（
構
想
力
と
悟
性
）
の
戯
れ
に
お
け
る
調
和
と
い
う
主
観
的
合
目
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
性
を
も
つ
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
に
紺
し
完
全
性
と
は
「
多
様
な
も
の
の
一
定
の
鼠
的
へ
の
関
係
（
㈱
嶺
）
」
で
あ
り
、
客
観
的
合
自
身
的
だ
か

　
　
ら
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
も
芸
術
に
関
し
て
は
完
全
性
を
容
認
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
が
対
象
の
完
全
性
の
概
念
を
排
除
す
る
の
は

　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
純
粋
な
趣
味
判
断
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
「
対
象
が
芸
術
の
所
産
と
し
て
与
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
美
し
い
と
説
明
さ
れ

　
　
う
る
時
に
は
、
芸
術
は
常
に
原
囲
（
と
そ
の
因
果
性
）
の
内
に
、
あ
る
目
的
を
前
提
す
る
の
で
、
ま
ず
そ
の
物
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
と

　
　
い
う
概
念
が
根
底
に
お
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
多
様
な
も
の
が
、
物
に
お
け
る
囲
的
と
し
て
の
物
の
内
的
規
定
と
い
っ
た
も
の
に
一
致
す

　
　
る
こ
と
が
物
の
完
全
性
で
あ
る
か
ら
、
芸
術
美
の
判
定
に
お
い
て
は
、
同
時
に
物
の
完
全
性
が
顧
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
鰹
。
。
）
」
こ

　
　
の
見
解
は
芸
術
に
嫁
し
て
は
常
に
妥
当
す
る
。
芸
術
喜
雨
は
精
神
的
－
感
性
的
存
在
で
あ
り
、
感
性
的
形
態
の
す
べ
て
の
点
に
優
る
ま
で

　
　
精
神
的
内
薗
的
な
も
の
が
浸
透
し
て
い
る
。

　
　
　
芸
術
試
写
に
お
い
て
実
在
が
「
現
象
の
戯
れ
」
（
バ
ト
チ
ュ
カ
）
に
な
り
う
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
感
性
的
な
側
面
が
そ
の
実
在
的
個

　
　
別
的
存
在
を
止
揚
さ
れ
て
、
内
面
的
な
も
の
（
本
質
）
の
現
象
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
芸
術
を
有
機
体
に
擬
え
る

　
　
の
も
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
も
し
芸
術
作
晶
の
感
性
的
実
在
根
が
こ
の
内
的
連
関
か
ら
離
れ
て
自
己
を
主
張
す
る
な
ら
、
我
々
の

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
美
的
な
構
え
ば
こ
わ
れ
る
。
爽
的
な
構
え
ば
何
処
で
も
可
能
だ
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
こ
れ
は
対
象
に
も
あ
る
制
約
を
受
け
る
筈
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
理
念
の
感
性
的
顕
現
〉
と
し
て
の
芸
術
の
規
定
は
、
人
間
存
在
の
究
極
的
な
真
理
の
開
示
と
い
う
芸
術
の
可
能
性
の
み
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
こ
の
可
能
性
の
限
界
を
も
共
に
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
故
へ
！
ゲ
ル
か
ら
こ
の
可
能
性
の
み
を
際
立
た
す
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
と
い
う
の
も
、
こ
の
可
能
性
の
限
界
を
明
ら
か
に
し
て
は
じ
め
て
、
我
々
は
扁
つ
の
人
間
の
所
産
を
芸
術
と
し
て
語
る
こ
と
が
可
能
に
な

45

@
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ば
我
々
は
芸
術
作
贔
な
き
芸
術
論
を
戦
わ
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。
バ
ト
チ
ュ
カ
の
存
在
論
的
方

10　
　
　
　
　
　
《
芸
衛
の
終
鷺
》
と
《
芸
術
の
可
能
性
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
馬
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折
筒
学
研
究
　
餓
が
五
資
㎜
階
十
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜
量
ハ

法
は
こ
の
閥
に
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
更
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
過
去
は
あ
く
ま
で
過
ぎ
去
っ
た
と
い
う
意
味
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
彼
の
次
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
。
「
ギ
リ
シ
ア
芸
術
の
美
し
き
時
代
も
、
中
世
後
期
の
黄
金
時
代
も
過
ぎ
去
っ
た
（
〈
。
三
ぴ
臼
）
。
…
…
芸
術
は
す
べ
て
の
点
で
、
そ
の

最
高
規
定
か
ら
み
れ
ば
、
我
々
に
と
っ
て
一
つ
の
過
去
の
も
の
（
・
貯
く
2
α
q
£
。
譲
Φ
器
。
。
）
で
あ
る
。
（
×
鐸
ω
．
ω
サ
紹
）
し

　
従
っ
て
、
バ
ト
チ
ュ
カ
の
過
去
性
の
理
論
が
魏
何
に
積
極
的
な
意
義
を
も
つ
に
せ
よ
、
我
々
は
そ
の
理
論
の
根
拠
を
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の

内
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ヘ
ソ
ク
マ
ン
も
指
摘
す
る
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
が
「
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
な
ら
、
へ
…
ゲ
ル
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

理
念
形
而
上
学
へ
の
道
は
一
つ
の
失
敗
と
し
て
し
か
評
億
さ
れ
え
な
い
し
か
ら
で
あ
る
。

四

　
ホ
フ
シ
ュ
タ
ッ
タ
ー
は
、
『
芸
術
－
死
と
変
容
一
』
に
お
い
て
現
代
芸
術
の
情
況
を
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
を
基
礎
に
し
て
把
握
せ
ん
と

　
　
（
8
3
）

し
て
い
る
。

　
ホ
フ
シ
ュ
タ
ッ
タ
…
に
と
り
、
へ
！
ゲ
ル
が
示
し
た
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
原
理
、
即
ち
精
神
的
主
観
性
は
、
今
日
の
我
々
の
世
界
を
も
支

配
し
て
お
り
、
浪
漫
的
精
神
も
こ
の
原
理
の
一
形
式
で
あ
る
。
霞
然
と
の
統
一
か
ら
出
て
自
己
へ
と
帰
着
し
た
精
神
は
、
へ
…
ゲ
ル
に
よ

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
て
主
観
性
と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
自
然
と
の
統
一
の
放
棄
と
そ
れ
を
通
し
て
の
精
神
の
自
己
へ
の
帰
着
と
を
、
ホ
フ
シ
ュ
タ
ッ
タ
ー

は
「
死
と
変
容
」
と
特
色
づ
け
る
。
従
っ
て
、
死
と
は
自
然
的
な
も
の
の
放
棄
を
意
味
す
る
。
芸
術
は
「
理
念
の
感
性
的
顕
現
し
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
は
精
神
と
自
然
と
の
統
一
の
段
階
（
ギ
リ
シ
ア
）
で
そ
の
頂
点
に
達
し
た
。
へ
！
ゲ
ル
が
示
し
た
よ
う
に
、
自
然
と
精
神
と

の
差
異
は
浪
漫
的
世
界
に
お
い
て
自
覚
さ
れ
た
。
浪
漫
的
「
芸
術
に
お
い
て
、
そ
れ
自
体
に
固
有
で
親
密
な
自
然
性
の
内
に
あ
っ
た
精
神

が
自
己
を
疎
外
す
る
。
精
神
は
死
の
蕾
痛
に
耐
え
、
外
面
性
か
ら
出
て
、
自
己
の
内
面
性
へ
と
収
賞
す
る
為
に
そ
れ
を
行
う
。
…
…
生
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

お
け
る
死
、
死
を
通
し
て
の
生
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
芸
術
自
体
の
本
質
に
属
し
て
い
る
。
」
古
典
的
芸
術
は
、
感
性
に
よ
る
精
神
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

　
把
握
と
い
う
「
芸
術
の
課
題
は
完
全
に
実
現
し
た
が
、
し
か
し
芸
術
の
運
命
を
実
現
し
て
は
い
な
い
。
」
こ
の
運
命
と
い
う
彼
岸
に
あ
っ
て

　
　
し
か
も
支
配
す
る
も
の
へ
と
向
か
う
こ
と
が
浪
漫
的
芸
術
の
課
題
と
な
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
矛
盾
の
芸
術
で
あ
る
。
「
浪
漫
的
芸
術
は
、
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

　
　
局
感
性
に
は
精
神
の
要
求
を
満
た
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
へ
！
ゲ
ル
が
N
・
鼠
ω
。
・
窪
げ
簿
と
特
色
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

　
　
た
よ
う
に
、
「
こ
の
芸
術
の
運
命
は
美
を
引
き
裂
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
課
題
は
美
の
否
定
を
描
く
こ
と
で
あ
る
。
篇
し
か
も
、
芸
術
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）

　
　
の
こ
と
を
自
ら
の
領
域
（
感
性
）
に
お
い
て
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
浪
漫
的
芸
術
は
必
然
的
に
「
暗
示
の
芸
術
」
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

　
　
い
。
し
か
も
浪
漫
的
精
神
は
芸
術
の
み
か
入
間
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
妥
当
す
る
原
理
で
あ
る
。
ホ
フ
シ
ュ
タ
ッ
タ
ー
に
と
り
、
現
代
文
化
の

　
　
混
乱
し
た
動
き
の
背
後
に
は
こ
の
精
神
が
存
し
て
い
る
。
浪
漫
的
精
神
は
古
典
的
理
想
を
「
外
と
内
、
自
然
的
な
も
の
と
精
神
約
な
も
の
、

　
　
現
象
と
主
観
性
と
に
分
解
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
…
…
こ
の
分
離
の
非
常
に
多
様
な
表
現
を
通
し
て
の
み
、
精
神
は
独
自
の
存
在
領
域
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

　
　
部
で
…
…
内
颪
性
へ
と
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
そ
れ
故
、
浪
漫
的
精
神
の
特
色
は
、
ギ
リ
シ
ャ
精
神
が
「
求
心
的
」
で
あ
る
の
に
対

　
　
し
て
「
遠
忌
」
で
あ
る
・
會
の
芸
窪
こ
の
原
理
の
最
も
鋭
く
な
・
た
形
式
で
あ
塗
そ
れ
は
溺
消
の
芸
術
で
あ
る
・
　
賀
復
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）

　
　
今
日
ま
で
少
な
く
と
も
一
五
〇
年
は
こ
の
最
終
点
に
伎
貧
し
て
い
る
。
」
し
か
し
、
こ
の
解
消
し
つ
つ
あ
る
芸
術
は
あ
く
ま
で
古
典
的
芸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）

　
　
術
で
あ
る
。
「
古
典
的
芸
術
の
遺
産
は
…
…
不
自
然
な
色
残
せ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
尚
続
い
て
い
る
。
〕
現
代
の
反
－
芸
術
は
、

　
　
こ
の
古
典
的
理
想
へ
の
反
抗
の
芸
術
に
他
な
ら
な
い
。
マ
ル
セ
ル
・
デ
戯
シ
ャ
ン
の
よ
う
な
「
最
も
根
本
的
な
ロ
マ
ン
テ
イ
カ
：
に
と
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

　
　
て
は
、
こ
の
遺
産
は
真
理
と
自
由
と
の
妨
げ
と
し
て
根
絶
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
「
以
前
よ
り
は
る
か
に
浪
漫
的
な
今
日
の
芸
術
は
、
暴

　
　
力
的
に
我
々
の
眼
を
闇
か
せ
、
美
の
醜
悪
化
さ
れ
た
屍
を
我
々
の
眼
前
に
押
し
つ
け
、
我
々
が
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、
　
一
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）

　
　
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の
没
落
を
我
々
に
見
せ
つ
け
て
い
る
。
し
こ
の
終
焉
の
情
況
は
、
ホ
フ
シ
ュ
タ
ッ
タ
ー
に
と
り
「
単
な
る
主
観
的
な
特
殊

　
　
　
　
（
9
5
）

　
　
性
の
自
由
」
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
浪
漫
的
精
神
の
「
遠
心
的
」
運
動
は
、
そ
の
究
極
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
絆
を
失
い
、
分
散
し

　
　
た
個
々
の
主
観
の
自
由
へ
と
至
っ
た
。
一
五
〇
年
続
い
て
い
る
こ
の
情
況
は
、
鰯
が
あ
ら
ゆ
る
内
包
か
ら
離
れ
た
時
に
生
じ
た
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
6
）

47

@
か
ら
、
こ
の
情
況
の
下
に
あ
る
我
々
は
「
以
前
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
程
困
難
な
聞
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
。
し
我
々
に
は
、
最
早
何
処

10　
　
　
　
　
《
芸
術
の
終
焉
》
と
《
芸
術
の
可
能
性
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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四
八

に
も
支
え
が
見
出
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ホ
フ
シ
ュ
タ
ッ
タ
ー
は
、
こ
の
情
況
の
克
服
を
あ
る
意
味
で
の
宗
教
的
な
も
の
の
内
に
求
め
て
い
る
。
「
自
己
固
有
の
存
在
の
領
域
は
…

…
本
質
的
に
内
面
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
精
神
が
自
覚
し
、
そ
の
結
果
、
我
々
が
可
視
的
具
体
的
な
世
界
の
内
で
生
き
つ
つ
、

魂
、
感
情
、
心
、
そ
し
て
遂
に
は
神
聖
と
誠
実
と
い
う
、
内
面
的
具
体
的
な
絆
に
よ
っ
て
現
実
的
に
関
わ
り
合
う
時
、
個
鋼
存
在
は
、
初

め
て
こ
の
不
可
視
な
世
界
の
内
で
も
如
何
に
生
き
う
る
か
を
学
び
始
め
る
に
違
い
な
い
。
…
…
我
々
は
、
精
神
固
有
の
存
在
の
内
部
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

精
神
的
現
実
的
な
生
の
可
能
性
を
確
か
め
る
為
に
、
我
々
の
時
代
の
恐
る
べ
き
運
命
に
曝
さ
れ
て
い
る
。
し
「
我
々
が
芸
術
の
直
観
の
直
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
8
）

性
か
ら
出
て
、
宗
教
の
観
想
へ
と
入
る
蒋
に
の
み
、
こ
の
内
面
性
の
意
味
は
そ
の
真
の
形
で
捉
え
ら
れ
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
9
）

　
V
・
ア
ル
ニ
ム
に
と
っ
て
も
近
代
以
後
の
世
界
は
芸
術
の
終
焉
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
世
界
で
は
、
芸
術
の
可
能
性
は
唯
一
詩
の
み
に

開
か
れ
て
い
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
り
…
…
詩
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
理
念
の
主
観
性
及
び
内
面
性
と
素
材
の
世
界
と
の
対
立
を
…
…
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
c
o
1
）

性
的
な
も
の
の
領
域
を
ほ
と
ん
ど
棄
て
、
精
神
の
領
域
に
向
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
…
…
橋
渡
し
し
う
る
。
」
従
っ
て
、
V
・
ア
ル
ニ
ム
に

と
り
「
理
想
の
概
念
は
、
基
本
的
に
造
形
芸
術
全
体
の
本
質
の
み
を
正
し
く
評
価
し
う
る
。
何
故
な
ら
、
造
形
芸
箭
に
お
い
て
の
み
、
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
1
）

念
と
定
在
、
精
神
と
膚
然
、
心
と
身
体
と
の
理
想
的
な
統
一
が
現
実
的
な
完
成
へ
と
至
る
か
ら
で
あ
る
。
」
か
く
て
造
形
芸
術
に
と
っ
て

は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
主
観
性
が
歴
史
の
内
で
「
唯
一
究
極
的
な
原
理
に
高
ま
る
時
、
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
究
極
的
な
解
消
と
危
機
と
没

　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
1
）

落
と
が
引
き
起
さ
れ
る
こ
そ
れ
に
対
し
て
詩
は
理
想
に
背
を
向
け
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
示
す
よ
う
に
、
感
性
的
側
颪
の
価
値
を
単
な
る
記
号

に
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
精
神
的
内
面
性
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
詩
は
理
想
の
限
界
を
超
え
、
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
1
）

新
た
な
精
神
に
園
有
の
芸
術
に
な
る
。
」

　
V
・
ア
ル
ニ
ム
は
、
こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
に
お
け
る
理
想
と
そ
の
解
消
と
は
造
形
芸
術
に
妥
当
す
る
と
解
し
て
い
る
。

　
だ
が
V
・
ア
ル
ニ
ム
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
単
に
理
想
と
そ
の
解
消
と
に
関
す
る
解
釈
で
は
な
い
。
V
・
ア
ル
ニ
ム
の
根
本
的
な
関

心
は
、
こ
の
問
題
の
背
後
に
あ
る
へ
…
ゲ
ル
の
芸
術
の
論
理
で
あ
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
芸
術
哲
学
は
、
　
一
八
世
紀
啓
蒙
主
義
に
お
け
る
芸



　
　
術
の
世
俗
化
に
対
す
る
対
立
か
ら
了
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
ド
イ
ツ
観
念
論
に
と
り
、
神
と
人
間
と
世
界
と
の
可
視
的
な
像
と
不

　
　
可
視
な
像
と
の
統
一
と
い
う
、
こ
の
人
間
精
神
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
が
根
本
的
な
問
題
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の
す
べ
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脳
）

　
　
芸
術
哲
学
の
努
力
は
こ
の
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
」
し
か
も
「
一
九
世
紀
か
ら
我
々
の
時
代
に
至
る
ま
で
の
、
力
強
く
開
花
し
た
樋
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
獅
）

　
　
科
学
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
醤
学
の
こ
の
最
後
の
偉
大
な
時
代
の
体
系
を
決
し
て
克
服
し
て
は
お
ら
ず
、
た
だ
排
除
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
」

　
　
V
・
ア
ル
ニ
ム
の
鯛
心
は
、
そ
れ
故
、
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
内
に
新
た
な
形
而
上
学
と
そ
れ
に
基
づ
く
芸
術
の
可
能
性
と
を
見
出
す
こ
と
に
あ

　
　
る
。
そ
れ
は
あ
る
宗
教
的
な
統
一
の
探
究
で
あ
り
、
こ
の
点
で
も
V
・
ア
ル
ニ
ム
は
ホ
フ
シ
ュ
タ
ッ
タ
ー
と
囲
致
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
V
・
ア
ル
ニ
ム
も
こ
の
統
一
を
個
を
超
え
た
実
体
的
な
主
観
性
の
内
に
求
め
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
主
観
性
に
つ
い
て

　
　
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
「
絶
対
的
主
観
性
の
概
念
の
内
に
は
、
実
体
的
普
遍
性
と
人
格
性
と
の
対
立
が
あ
る
。
こ
の
鰐
立
の
完
全
な
媒
介

　
　
が
主
体
を
実
体
で
満
た
し
、
実
体
を
自
己
を
知
り
意
欲
す
る
主
体
へ
と
高
め
る
。
し
か
し
第
二
に
精
神
と
し
て
の
主
観
性
の
現
実
に
は
、

　
　
有
限
な
世
界
と
い
う
、
よ
り
深
い
尉
立
が
属
し
て
い
る
。
こ
の
有
限
な
撒
界
を
有
限
な
も
の
と
し
て
止
揚
し
、
絶
対
者
と
融
和
さ
せ
る
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
、
無
限
な
も
の
は
独
自
の
絶
対
的
活
動
を
通
し
て
独
自
の
本
質
を
対
自
化
し
、
か
く
て
初
め
て
絶
対
精
神
と
な
る
。
　
（
×
崇
H
・

　
　
ψ
お
。
。
）
」
V
・
ア
ル
ユ
ム
は
こ
の
言
葉
を
拠
に
し
て
い
る
。
「
純
粋
な
信
仰
の
主
観
性
か
ら
具
体
的
客
観
的
な
も
の
一
そ
れ
は
主
観
的

　
　
で
あ
る
と
共
に
客
観
的
で
も
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
一
へ
の
あ
る
新
た
な
転
向
、
そ
れ
が
将
来
の
宗
派
を
超
え
た
精
神
宗
教
に
紺

　
　
し
、
そ
し
て
芸
術
に
射
し
て
も
、
再
び
新
た
な
驚
く
べ
ぎ
可
能
性
を
開
く
か
否
か
、
こ
れ
は
今
日
で
は
ま
だ
一
つ
の
未
解
決
の
閥
で
あ
る

　
　
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
理
念
自
体
が
、
宗
教
的
な
生
の
あ
る
新
た
な
形
態
に
お
い
て
…
…
そ
の
よ
う
な
理
念
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

　
　
真
の
客
観
化
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
ホ
フ
シ
ュ
タ
ッ
タ
…
と
V
・
ア
ル
ニ
ム
と
は
共
に
現
代
を
浪
漫
的
精
神
の
最
も
尖
鋭
化
し
た
時
代
と
し
て
捉
え
る
。
こ

　
　
の
見
解
か
ら
す
れ
ぽ
、
現
代
の
芸
術
は
す
べ
て
《
終
焉
》
の
情
況
に
あ
る
。
彼
ら
は
共
に
、
現
代
に
お
け
る
個
鯛
的
主
観
の
自
由
と
、
そ
こ

49

@
に
お
け
る
芸
術
と
の
克
服
は
、
実
体
的
な
主
観
性
の
獲
得
を
通
し
て
可
能
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
問
題
は
、
こ
こ
で
も
こ
の
将
来
の
実

船　
　
　
　
　
　
《
芸
術
の
終
焉
》
と
《
芸
術
の
可
能
性
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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@
体
的
世
界
の
根
拠
が
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
内
に
求
め
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
何
故
な
ら
、
実
体
的
主
観
性
を
原
理
と
す
る
新
応
加
給
獅
の

　
　
実
現
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
最
早
根
本
的
に
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
今
や
「
芸
術
は
我
々
を
思
惟
へ
と

　
　
誘
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
し
か
も
、
芸
術
を
再
び
呼
び
戻
す
為
に
で
は
な
く
、
芸
術
と
は
何
か
を
学
的
に
認
識
す
る
為
に
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
1
）

　
　
（
×
囲
H
．
ω
●
・
。
b
。
）
」
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
近
代
は
、
芸
術
の
み
か
宗
教
を
も
超
え
て
い
る
。
「
心
情
と
表
象
と
の
帰
依
と
い
う
内

　
　
面
性
は
内
面
性
の
最
高
の
形
式
で
は
な
い
。
自
由
な
知
が
こ
の
最
高
の
形
式
と
し
て
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
哲
学
に
お
い
て
…

　
　
…
芸
術
の
客
観
性
は
成
程
外
面
的
な
感
覚
性
を
失
う
が
、
し
か
し
そ
れ
故
に
客
観
的
な
も
の
の
最
高
の
形
式
た
る
思
想
の
形
式
に
変
え
ら

　
　
れ
、
宗
教
の
主
観
性
は
思
惟
の
主
観
性
へ
と
純
化
さ
れ
る
。
（
×
囲
H
・
ω
」
欝
）
し
こ
の
意
味
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
門
，
啓
蒙
主
義
を
通
し
て
の

　
　
芸
術
の
世
俗
化
に
反
賞
す
る
（
V
・
ア
ル
ニ
ム
）
」
の
み
で
な
く
、
浪
漫
主
義
の
神
秘
化
に
も
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

　
　
既
に
『
精
神
環
象
学
』
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
「
か
か
る
人
々
は
実
体
の
ほ
し
い
ま
ま
な
る
発
酵
に
身
を
委
ね
、
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
意
識
を
包
み
隠
し
、
悟
性
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
自
分
た
ち
は
神
が
眠
り
の
内
に
知
恵
を
授
け
給
う
い
と
し
ご
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
F
l
）

　
　
と
思
い
こ
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
事
実
そ
の
通
り
彼
ら
が
眠
り
の
内
に
身
ご
も
っ
て
生
み
出
す
も
の
も
ま
た
夢
な
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
ホ
フ
シ
ュ
タ
ッ
タ
ー
と
V
・
ア
ル
エ
ム
の
場
含
に
は
、
《
芸
術
の
終
鷲
》
と
《
芸
術
の
可
能
性
》
と
は
、
前
春
が
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に
基
礎
を
も
ち
、
後
老
は
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
及
び
哲
学
の
外
部
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
上
述
の
よ
う
に
、

　
　
新
た
な
宗
教
の
可
能
性
と
そ
こ
に
お
け
る
芸
術
の
可
能
性
と
は
へ
：
ゲ
ル
に
は
無
縁
だ
か
ら
で
あ
る
。

五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㈱
1
）

　
ク
…
ン
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
に
お
け
る
《
芸
術
の
終
焉
》
を
「
芸
術
の
現
在
性
」
の
概
念
に
よ
っ
て
吟
味
し
て
い
る
。

　
ク
…
ン
に
よ
れ
ば
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
内
で
は
「
現
在
性
」
は
三
つ
の
層
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
に
こ
の
概
念
は
「
カ
レ
ン
ダ
…
や
時

計
か
ら
読
み
と
ら
れ
る
抽
象
的
な
今
へ
の
形
式
的
従
属
性
を
意
味
す
る
。
次
に
こ
の
概
念
は
、
あ
る
具
体
的
歴
史
的
な
粋
の
内
部
で
〈
今
〉



　
我
々
に
関
わ
る
事
物
へ
の
物
質
的
従
属
性
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
史
的
現
実
性
を
意
味
す
る
。
第
三
に
、
こ
の
概
念
は
あ
る
絶
対
的

　
な
意
味
を
も
つ
。
即
ち
そ
れ
は
す
べ
て
の
現
実
性
の
隠
さ
れ
た
中
心
か
ら
、
つ
ま
り
自
己
へ
向
け
て
運
動
す
る
理
念
と
い
う
精
神
の
中
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
e
1
三
）

　
　
か
ら
動
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し

　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
「
理
念
の
感
性
的
顕
現
」
と
し
て
の
美
の
規
定
は
岡
時
に
芸
術
の
規
定
で
も
あ
る
。
何
故
な
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
り

　
　
「
芸
術
は
自
然
美
よ
り
も
高
い
の
で
あ
り
…
…
す
べ
て
の
美
は
、
精
神
と
い
う
真
理
に
て
ら
し
て
の
み
美
し
い
（
〉
肉
同
囲
。
ω
・
卜
o
O
一
込
∂
目
）
」
か
ら

　
　
で
あ
る
。
従
っ
て
芸
衛
に
は
「
第
三
の
現
在
性
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
芸
術
は
同
時
に
決
定
的
な
鰯
限
を
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

　
　
け
る
こ
と
に
も
な
る
。
美
は
「
感
性
的
領
域
に
翻
限
さ
れ
」
そ
れ
に
よ
っ
て
「
芸
術
作
調
は
神
秘
的
な
意
味
を
失
い
…
…
作
贔
の
完
全
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
1
）

　
　
は
…
…
精
神
と
感
性
と
の
分
か
ち
難
い
相
互
浸
透
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
こ
の
よ
う
な
美
と
芸
術
の
概
念
の
「
縮
小
し
は
、
ド
イ
ツ
の
一

　
　
九
世
紀
の
芸
術
の
了
解
が
準
備
し
、
へ
！
ゲ
ル
が
決
定
的
な
形
で
理
論
化
し
た
。
こ
の
決
定
を
通
し
て
嘗
て
の
ラ
テ
ン
語
の
・
。
誘
や
ギ
リ

　
　
シ
ャ
語
の
紳
8
ぎ
α
に
曲
来
す
る
概
念
と
し
て
の
く
芸
術
（
曝
書
ω
骨
）
〉
は
変
更
を
受
け
、
そ
れ
に
代
っ
て
コ
つ
の
芸
術
世
界
が
現
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
言
正
工
）

　
　
た
。
そ
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
文
芸
と
哲
学
的
1
1
批
判
的
な
芸
術
考
察
で
あ
る
。
し
し
か
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
芸
衛
の
規
定
は
、
単
に
芸
術

　
　
概
念
の
妥
当
範
囲
を
縮
小
し
た
の
み
か
、
体
系
に
お
け
る
芸
術
の
地
位
と
、
そ
れ
と
共
に
芸
衛
の
史
的
役
割
を
も
限
定
す
る
こ
と
に
な
つ

　
　
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
に
お
い
て
は
、
理
念
と
感
性
と
の
岡
一
性
、
即
ち
「
美
的
同
一
性
は
、
単
に
所
与
と
み
な
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
特
に

　
　
努
力
し
て
獲
得
さ
れ
、
生
起
さ
れ
、
建
て
ら
れ
、
趣
え
て
よ
り
高
い
視
野
へ
と
自
ら
を
解
放
す
る
段
階
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
美

　
　
的
同
一
性
は
、
精
神
の
弁
証
法
的
過
程
へ
と
溶
け
こ
み
、
そ
こ
へ
と
沈
み
こ
ま
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
過
程
か
ら
の
み
美
的
同
一
性

　
　
は
そ
の
意
味
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
精
神
の
生
は
対
立
の
一
歩
一
歩
の
融
和
で
あ
る
。
美
の
内
に
開
示
さ
れ
る
感
性
的
仮
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
…
ユ
）
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、

　
　
と
理
念
と
の
統
一
も
、
こ
の
普
遍
的
な
過
程
の
一
段
階
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
」
芸
術
は
、
感
性
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶

　
　
対
的
な
段
階
の
最
初
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
続
く
の
は
宗
教
と
哲
学
で
あ
る
。
し
か
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
り
、
こ
の

　
　
体
系
的
な
思
惟
の
展
開
こ
そ
が
世
界
史
の
流
れ
を
支
配
す
る
「
隠
さ
れ
た
中
心
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
美
酌
な
も
の
の
規
定
に
と
っ
て

倣
1　

　
　
　
　
　
《
芸
術
の
終
焉
》
と
《
芸
術
の
可
能
性
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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五
二

慨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
1
）

－
　
は
、
弁
証
法
的
運
動
の
固
有
の
時
間
性
が
、
生
成
的
流
動
性
（
と
し
て
の
歴
史
の
時
問
性
）
よ
り
も
は
る
か
に
重
要
で
あ
る
。
」
「
思
惟
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
実
現
の
内
で
は
、
同
時
に
思
惟
の
実
現
の
今
尊
体
の
了
解
も
実
現
さ
れ
る
。
こ
の
今
は
、
今
の
意
味
を
、
考
え
う
る
限
り
で
最
も
広
い
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
三
）

　
　
平
か
ら
、
即
ち
輿
ら
が
閥
わ
る
世
界
史
に
お
け
る
す
べ
て
の
今
一
瞬
間
か
ら
受
け
取
る
。
」
逆
に
言
え
ば
、
「
弁
証
法
的
思
惟
の
実
現
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
の
解
き
明
か
さ
れ
た
今
が
世
界
史
の
意
味
を
解
く
鍵
に
な
る
。
認
識
し
つ
つ
高
ま
る
こ
と
、
即
ち
あ
る
内
的
生
起
と
人
間
の
歴
史
の
図
式

　
　
と
し
て
の
進
歩
と
が
、
一
つ
の
根
底
的
な
精
神
の
過
程
の
二
つ
の
異
な
る
側
面
と
し
て
現
わ
れ
る
に
従
っ
て
、
（
思
惟
の
展
開
と
い
う
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
1
）

　
　
垂
直
的
上
昇
運
動
は
そ
の
水
平
的
な
（
歴
史
へ
の
）
投
映
と
融
合
す
る
。
」

　
　
　
タ
ー
ン
が
示
す
よ
う
に
、
芸
術
は
へ
！
ゲ
ル
に
よ
っ
て
、
こ
の
思
惟
1
1
歴
史
の
絶
対
的
な
過
程
へ
と
組
み
入
れ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ

　
　
て
芸
術
に
は
絶
対
的
現
在
性
と
共
に
、
絶
対
的
限
界
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
に
お
け
る
《
芸
術
の
終
焉
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
薦
）

　
　
は
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
芸
術
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
完
成
し
、
今
や
既
に
「
史
的
な
非
現
在
性
の
内
に
鑑
定
さ
れ
て
い
る
。
」

　
　
　
で
は
、
《
芸
術
の
可
能
性
》
は
如
何
に
解
さ
れ
る
べ
き
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
タ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
《
芸
術
の
可
能
性
》
を
語
る
時
に
は
、
彼
は
芸
術
に
第
二
の
現
在
性
を
与
え
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
に
は
次
元
の
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
り
、
「
精
神
は
、
ま
だ
あ
る
秘
密
や
開
示
さ
れ
な
い
も
の

　
　
が
そ
の
内
に
あ
る
限
り
で
の
み
、
諸
対
象
の
中
を
動
き
蒙
る
。
（
）
｛
團
H
團
．
　
心
。
．
　
柏
ら
⇔
μ
）
」
芸
術
に
関
し
て
は
、
近
代
に
至
っ
て
開
示
さ
る
べ
き
も

　
　
の
は
最
早
な
い
。
し
か
し
「
精
神
に
よ
っ
て
潔
き
去
ら
れ
た
も
の
も
実
存
は
続
け
る
。
こ
の
実
存
し
続
け
る
も
の
（
近
代
芸
術
）
を
ヘ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
§
至
1
）
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
　
ゲ
ル
は
、
（
第
二
の
現
在
性
の
概
念
に
よ
っ
て
）
非
常
に
明
確
に
論
じ
た
。
」
フ
マ
ー
ヌ
ス
が
こ
の
第
二
の
現
在
性
を
示
す
概
念
に
他
な
ら

　
　
な
い
。
「
故
郷
喪
失
と
い
う
こ
の
不
幸
、
そ
れ
は
芸
術
の
自
己
超
脱
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
不
幸
の
内
に
ヘ
ー
ゲ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Q
2
1
）

　
　
は
、
自
己
の
胸
中
へ
と
沈
潜
す
る
芸
術
家
の
近
代
的
な
自
由
を
兇
出
し
て
い
る
。
」
だ
が
、
故
郷
喪
失
と
い
う
代
償
を
払
っ
て
の
こ
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
由
は
、
正
に
故
郷
喪
失
故
に
雰
現
在
的
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
タ
ー
ン
に
と
り
、
こ
の
よ
う
な
、
へ
；
ゲ
ル
の
芸
術
了
解
の
次
元
の
ず
れ
の
原
因
は
、
「
絶
対
的
現
在
」
の
理
論
そ
の
も
の
に
あ
る
。



「
我
々
は
、
こ
の
概
念
が
人
間
の
認
識
の
条
件
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
1
）

人
間
の
営
み
の
条
件
と
に
合
致
し
う
る
か
否
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
L

山ノ、

　
　
　
我
々
は
タ
ー
ン
の
見
解
を
通
し
て
、
へ
！
ゲ
ル
美
学
に
お
け
る
《
芸
術
の
終
焉
》
と
《
芸
術
の
可
能
性
》
に
関
す
る
議
論
の
究
極
的
な

　
　
場
に
到
達
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
1
）

　
　
　
確
か
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
内
か
ら
「
天
才
的
な
真
理
の
予
感
」
（
ル
カ
ッ
チ
）
や
、
「
体
系
を
凌
駕
す
る
生
き
た
直
観
」
（
．
ハ
ッ
セ
ン

　
　
ゲ
）
を
読
み
取
る
こ
と
も
、
「
形
而
上
学
的
な
過
去
性
の
理
論
の
表
皮
の
下
に
脈
動
す
る
そ
れ
と
は
別
の
過
去
性
の
理
論
」
を
現
象
学
的

　
　
方
法
に
よ
っ
て
際
立
た
す
こ
と
（
バ
ト
チ
ュ
カ
）
も
、
更
に
は
、
「
人
聞
に
再
び
早
し
い
生
へ
の
希
望
を
示
し
、
来
た
る
べ
き
情
況
を
美
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
1
）

　
　
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
記
述
す
る
為
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
修
正
す
る
こ
と
」
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
）
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
そ
の
為
に
体
系
成
立
以
前
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
論
の
内
に
、
彼
の
芸
術
観
の
起
源
を
求
め
る
こ
と
（
ル
カ
ッ
チ
、
バ
ト
チ
ュ
ヵ
等
）
も
、
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
興
味
あ
る
研
究
と
な
る
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
芸
術
の
規
定
と
、
そ
れ
と
共
に
《
芸
術
の
終
焉
》
論
と
は
あ
く
ま
で
絶
対
的
思
惟
に
属

　
　
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
に
お
い
て
は
、
ク
：
ン
の
示
し
た
よ
り
も
は
る
か
に
厳
格
な
意
味
で
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

　
　
タ
ー
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
な
、
第
二
の
現
在
性
に
よ
る
近
代
芸
術
の
可
能
性
の
弁
護
さ
え
ヘ
ー
ゲ
ル
は
行
っ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

　
　
る
。
確
か
に
へ
！
ゲ
ル
は
近
代
芸
術
に
関
し
て
多
く
を
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
《
可
能
性
》
を
具
体
的
に
語
る
時
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
は
、
彼
は
あ
く
ま
で
理
想
と
い
う
芸
術
の
根
本
規
定
か
ら
み
て
可
能
な
芸
術
の
み
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
近
代
芸
術
の
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
顕
著
な
特
色
で
あ
る
主
観
的
フ
モ
ー
ル
に
関
し
て
も
、
そ
の
可
能
性
が
語
ら
れ
る
時
は
や
は
り
そ
う
で
あ
る
。
「
単
に
主
観
的
に
現
象

　
　
す
る
も
の
を
現
実
的
な
も
の
と
し
て
表
現
豊
か
に
際
立
た
す
こ
と
、
そ
し
て
偶
然
性
そ
の
も
の
か
ら
、
つ
ま
り
単
な
る
思
い
つ
き
か
ら
、

　
　
実
体
的
な
も
の
を
顕
現
さ
せ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
の
為
に
は
精
神
の
深
さ
と
豊
か
さ
と
が
、
真
の
フ
モ
ー
ル
に
と
り
必
要
と
な
る
。
（
×
H
囲
H
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

53

@
¢
詑
。
・
）
」
更
に
、
近
代
芸
術
の
も
う
嶋
つ
の
特
色
で
あ
る
対
象
の
精
確
な
模
倣
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
理
想
性
を
有
す
る
時

10　
　
　
　
　
　
《
芸
術
の
終
焉
》
と
《
芸
術
の
可
能
性
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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玲
　
に
の
み
芸
術
と
し
て
可
能
で
あ
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
芸
術
作
晶
に
必
要
な
も
の
、
そ
れ
は
絵
画
に
も
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
…
…
人

　
　
間
と
は
何
か
を
薩
観
す
る
こ
と
で
あ
る
。
内
面
的
人
間
的
な
本
性
と
、
こ
の
本
性
の
生
き
生
き
と
し
た
形
式
と
現
象
方
式
と
の
把
握
、
こ

　
　
の
と
ら
わ
れ
な
い
喜
び
と
芸
術
的
自
由
、
想
像
力
の
こ
の
新
鮮
さ
と
明
朗
さ
、
表
現
の
確
実
で
果
断
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、

　
　
こ
こ
で
の
オ
ラ
ン
ダ
の
巨
匠
達
を
貫
く
詩
的
な
特
色
と
な
っ
て
い
る
。
　
（
）
（
H
＜
●
　
ω
。
　
目
b
o
継
）
」

　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
よ
う
に
常
に
あ
る
実
体
的
な
も
の
の
蓑
出
と
い
う
意
昧
で
の
理
想
の
立
場
に
留
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
V
・
ア
ル

　
　
ニ
ム
の
指
摘
も
否
定
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
理
想
は
単
に
造
形
芸
術
の
み
で
な
く
、
す
べ
て
の
芸
術
の
規
範
で
あ
る
。
芸
術

　
　
が
こ
の
実
体
性
か
ら
離
れ
、
内
包
と
形
態
と
の
結
合
が
完
全
に
芸
術
家
の
盗
意
に
委
ね
ら
れ
る
な
ら
、
芸
術
は
《
終
焉
》
す
る
。
「
独
創

　
　
性
は
単
な
る
思
い
つ
き
と
い
う
主
観
性
か
ら
区
鯛
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
×
囲
H
’
ω
．
ω
り
①
）
」
「
芸
術
家
と
芸
術
作
品
と
の
真
の
独
創
性
は
、

　
　
そ
れ
自
体
で
真
実
な
内
包
が
理
性
的
性
格
を
通
し
て
鼓
舞
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
の
み
あ
る
。
（
×
囲
H
・
　
G
り
．
　
駆
O
O
）
し

　
　
　
そ
れ
故
、
へ
！
ゲ
ル
美
学
自
体
の
内
で
は
、
《
芸
術
の
終
焉
》
と
《
芸
術
の
可
能
性
》
と
は
共
に
芸
術
の
根
本
規
定
か
ら
語
ら
れ
て
い

　
　
る
。
し
か
も
こ
の
根
本
規
定
は
そ
れ
自
体
「
絶
対
的
思
惟
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
「
美
と
芸
術
の
概
念
は
、
哲
学
体
系
を
通
し

　
　
て
与
え
ら
れ
た
一
つ
の
前
提
で
あ
る
。
（
）
ハ
H
H
。
　
G
o
．
　
㎝
O
）
」
し
か
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
美
学
を
講
じ
た
の
は
一
八
一
七
年
以
後
で
あ
り
、
こ
の

　
　
時
期
に
は
既
に
彼
の
体
系
は
完
成
さ
れ
て
い
た
。
以
後
す
べ
て
の
事
象
は
こ
の
体
系
の
脈
絡
の
内
で
の
み
意
味
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
つ
た
。
『
美
学
講
義
』
に
お
け
る
歴
史
叙
述
は
、
　
一
八
ニ
ニ
年
以
後
の
『
歴
史
哲
学
講
義
』
と
共
に
、
事
象
に
お
け
る
理
念
の
叙
述
以
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
1
）

　
　
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
叙
述
は
「
哲
学
的
な
歴
史
」
叙
述
な
の
で
あ
る
。
「
精
神
の
自
己
展
示
、
自
己
認
識
と
い
う

　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
観
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
精
神
の
把
握
に
、
従
っ
て
彼
自
身
の
哲
学
に
煽
着
す
る
と
同
時
に
、
彼
自
身
の
〈
絶
対
精
神
〉

　
　
と
し
て
の
く
哲
学
〉
に
お
い
て
止
揚
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
観
は
彼
の
歴
史
哲
学
で
あ
り
、
彼
自
身
の
哲

　
学
の
内
部
に
お
い
て
の
み
音
聞
味
を
も
つ
。
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
観
へ
の
批
判
は
、
根
本
的
に
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
哲
学
へ
の
批
判
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
P
O
2
1
）

　
生
ず
る
の
で
な
け
れ
ば
徹
底
的
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
へ
…
ゲ
ル
の
『
美
学
講
義
』
に
お
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
彼
の
芸
術
観
は



芸
術
哲
学
で
あ
り
、
芸
術
史
は
芸
術
の
歴
史
の
奨
学
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
《
芸
術
の
終
焉
》
と
《
芸
術
の
可
能
性
》
に
関
す
る
議

論
の
場
も
、
『
美
学
講
義
』
を
支
え
て
い
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
こ
の
二
つ
の

命
題
は
、
共
に
体
系
成
立
以
後
の
『
美
学
講
義
』
に
お
い
て
語
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
命
題
に
塾
す
る
最
近
の
議
論
の
検
討

を
通
し
て
我
々
が
確
認
し
え
た
の
は
、
た
だ
こ
の
点
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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（
1
）
O
．
≦
．
閃
．
頃
⑦
σ
q
①
ご
四
七
盛
。
冨
≦
・
門
ざ
冒
竃
欝
塞
。
器
σ
Q
静
・
田
印
臥
・
O
b
d
三
田
．
×
囲
H
～
×
H
ζ
．
．
＜
9
g
§
σ
Q
窪
ま
興
諺
。
。
夢
¢
け
箭
．

　
　
騨
ω
σ
q
．
〈
．
譲
・
O
び
。
ぎ
Φ
門
．
以
下
こ
の
全
集
か
ら
の
引
用
は
巻
と
頁
の
み
を
引
用
文
未
に
示
す
。

（
2
）
秦
○
①
ぎ
巳
ζ
“
笛
①
σ
Q
・
『
ω
器
く
。
ヨ
困
民
・
餌
露
国
§
。
・
け
§
血
＾
【
窃
℃
δ
鉱
①
鰺
焦
霞
℃
剛
三
。
。
・
。
讐
δ
伍
鍵
国
§
。
。
け
慈
。
7
頴
。
頓
①
ド
ー
ぎ
”

　
　
℃
囮
岳
。
ω
8
㎞
誘
践
霧
密
ゲ
堀
げ
琴
ダ
お
，
（
厨
O
①
α
）
こ
の
論
文
に
関
し
て
は
拙
稿
「
ヘ
ー
ゲ
ル
美
掌
に
お
け
る
近
代
」
（
雑
誌
『
美
学
』
九
四
号
）
参

　
　
照
。

（
3
）
　
陣
謀
鐸
こ
ω
●
胡
　
エ
ー
ル
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
の
芸
術
哲
学
を
《
芸
術
の
終
焉
》
論
へ
の
間
接
的
批
判
と
し
て
捉
え
、
『
閃
戸
↓
7
　
フ

　
　
ィ
ッ
シ
ャ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
の
美
学
の
問
題
』
に
お
い
て
自
ら
の
こ
の
晃
解
を
詳
し
く
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
エ
ー
ル
ミ
ュ
ラ
ー
は
フ
ィ

　
　
ッ
シ
ャ
ー
を
中
心
に
し
て
は
い
る
が
、
更
に
進
ん
で
キ
ル
ケ
、
謙
：
ル
、
ワ
グ
ナ
…
、
ニ
ー
チ
ェ
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
を
検
討
し
、
マ
ル
ク
ス

　
　
主
義
奨
学
に
も
注
得
し
て
い
る
。
〈
α
q
一
“
○
⑦
ぎ
墜
。
雛
噂
即
↓
踏
G
≦
ω
o
冨
憎
娼
内
儀
暴
0
7
｝
6
σ
q
皿
ω
。
げ
⑦
旨
》
。
。
什
げ
①
議
6
G
o
け
誤
算
黛
倉
お
窃
Φ
．

（
4
）
、
（
5
）
≦
浮
蓬
§
理
乱
≦
霧
ぴ
。
ω
仁
。
ぴ
q
け
感
⑦
8
冨
器
く
§
儀
霞
》
ぎ
量
譲
暦
伽
器
量
α
q
⑦
一
の
》
ω
普
・
瓢
鴛
1
ぎ
鱒
欝
σ
Q
ゆ
ア
し
d
蕾
震
■
N
稟

　
　
》
ぽ
爵
津
鋒
信
切
α
ぎ
鈴
貯
鋤
酬
曾
比
伽
銭
℃
謀
團
。
ω
o
O
ぼ
。
踏
⑦
ぴ
q
鉱
ω
．
ぽ
。
。
ぴ
Q
．
く
．
搾
葭
。
鼠
¢
麟
一
・
蒙
暮
2
。
舅
画
き
瓢
鶏
け
＼
寓
●
お
お
．
ω
尋
δ
9

（
6
）
　
こ
こ
で
行
わ
れ
た
妥
協
の
ほ
と
ん
ど
は
一
九
六
四
・
五
年
の
鵠
¢
α
Q
o
学
富
げ
唖
ぴ
β
o
ダ
訂
ω
ぴ
q
・
タ
≦
菊
・
b
ご
。
鴇
。
び
ζ
o
冴
。
轟
7
魚
ヨ
餌
厳
O
箭
溢
に

　
　
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
7
）
　
国
・
田
ω
o
匿
誕
9
③
N
信
瞠
億
漂
轡
臨
興
爆
員
諺
幹
●
…
H
簑
鍍
⑦
ぴ
q
o
γ
富
財
村
げ
蓉
F
お
①
O
．

（
8
）
、
（
9
）
費
伽
こ
○
。
．
H
鋒
（
1
0
）
鳶
9
ω
’
騰
①
．
（
1
1
）
卿
露
伽
こ
ω
．
お
ド
（
1
2
）
黛
倉
ω
」
①
蒔
．

　
　
　
《
芸
術
の
終
焉
》
と
《
芸
術
の
可
能
性
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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五
六

（
1
3
）
　
彰
累
8
げ
。
翼
↓
ぴ
¢
累
0
8
ω
。
・
陣
藁
。
｛
〉
二
一
諺
鼠
碧
惹
ω
け
》
℃
管
0
9
。
o
鍔
．
（
エ
ル
ン
．
ス
ト
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
『
芸
術
は
な
ぜ
必
要
か
』
河
野

　
　
徹
訳
、
法
政
大
…
字
出
版
届
四
、
　
八
｝
貝
。
）
（
1
4
）
　
ト
一
掲
露
【
二
六
一
百
夙
。
＜
σ
Q
一
’
閃
冨
。
μ
o
資
N
¢
ド
¢
昌
津
山
臼
国
鑑
昌
し
触
r
G
D
■
日
q
刈
．

（
1
5
）
6
Q
層
竃
o
B
甫
。
。
轟
轟
踏
。
σ
q
の
剛
。
。
》
。
。
普
φ
鉱
犀
蔭
誹
臨
．
．
O
錺
澗
昌
浅
口
臼
〆
に
湯
愚
。
試
。
伽
Φ
．
と
一
ぎ
｝
蔑
。
σ
q
鉱
－
智
訂
げ
に
。
び
◆
お
鷲
’
く
び
Q
野
G
o
●
8
・

（
1
6
）
ぴ
囲
縣
こ
ω
3
2
．
（
1
7
）
、
（
1
8
）
帥
玄
餌
‘
ω
．
①
？
N

（
1
9
）
筈
罷
．
》
ω
．
①
④
．
（
2
0
）
　
ひ
達
ご
ω
・
譲
り
（
2
1
）
　
皆
践
こ
ω
．
8
’

（
2
2
）
．
囚
．
鑓
搾
昏
鮎
冨
｝
N
麟
同
属
艮
砕
マ
£
。
α
q
o
膨
仙
露
函
口
霧
け
一
ヨ
崇
鼻
け
¢
餌
¢
『
鍍
の
σ
Q
鮎
。
。
o
ぴ
¢
コ
》
。
。
ひ
雲
坤
ピ
ー
H
崇
鵠
。
σ
q
鉱
、
智
貯
ぴ
9
墜
お
①
伊

（
2
3
）
　
凶
σ
嵐
4
ω
．
謹
蒔
．
（
2
4
）
　
ひ
箆
こ
も
つ
．
謀
伊

（
2
5
）
、
（
2
6
）
、
（
2
7
）
、
（
2
8
）
、
（
2
9
）
　
惣
高
4
ψ
滋
c
Q
’
（
3
0
）
　
断
＆
こ
G
り
■
竃
O
．
（
3
1
）
　
ぴ
置
4
ω
齢
描
轡

（
3
2
）
　
¢
蛍
。
。
o
ぴ
2
鱒
O
δ
N
に
犀
昌
昌
津
山
日
課
億
郎
。
。
ρ
ψ
描
H
．
（
3
3
）
　
芝
．
頃
⑦
づ
。
瞳
鑓
鋤
づ
糞
帥
げ
置
．
》
ω
●
禍
H
メ

（
3
4
）
　
O
・
び
郎
醤
臥
α
。
。
”
頃
①
α
Q
鉱
。
α
》
霧
ぴ
死
闘
－
H
切
”
の
・
≦
・
緊
韻
。
σ
Q
o
げ
》
の
け
ゲ
。
瓢
ぎ
ゲ
婦
ω
嘩
く
「
男
じ
ご
曲
舞
¢
昌
σ
q
¢
b
d
①
醜
緊
P
H
り
的
9
ヘ
ン
ク
マ
ン
は
マ

　
　
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
酌
美
学
の
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
解
釈
の
基
礎
を
オ
フ
ス
ヤ
ニ
コ
フ
に
見
出
し
て
い
る
。
〔
窯
．
男
○
毛
ω
冨
昌
鵠
陣
。
≦
”
O
毎
づ
餌
，

　
　
訂
α
q
①
飛
鳥
o
H
ヨ
鳥
撃
帥
。
。
瓢
ω
o
ゲ
ー
一
⑦
鼠
凱
ω
瓢
ω
o
ぴ
。
謬
〉
ω
け
7
簿
陣
ド
鼠
。
路
p
。
F
お
Φ
ド
⇔
ぴ
①
謎
・
b
d
の
ユ
ぎ
お
紹
匿
償
郎
山
伍
①
蒼
色
げ
①
“
開
自
農
⑦
○
＄
o
注
。
簿
⑦

　
　
伽
霞
》
。
・
聾
。
艶
磨
切
¢
熱
昌
お
①
9
〕
く
纂
≦
’
墳
墓
爵
藍
建
貸
黛
鉢
噛
ψ
雛
ω
塗
筆
者
は
オ
フ
ス
ヤ
ニ
コ
フ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
も
ル
カ
ッ
チ
に
負

　
　
う
所
が
多
い
と
考
え
る
。

（
3
5
）
搾
じ
d
盤
器
謬
σ
q
①
”
扇
紹
。
謝
》
。
。
轡
げ
臨
監
賃
出
α
畠
の
諺
ご
σ
蔓
。
§
o
ぎ
ヨ
¢
霧
9
財
。
ぴ
⑦
．
1
膨
り
O
o
曇
ω
o
ぴ
Φ
N
臨
け
ω
o
簿
開
け
隔
辞
℃
ゲ
昌
。
。
・
o
℃
露
。
「
b
ご
自
．
弾

　
　
お
α
Φ

（
3
6
）
　
丙
し
づ
霧
。
・
窪
σ
。
⑦
”
薫
山
こ
¢
劔
心
H
◆
ル
カ
ッ
チ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
（
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
り
）
内
包
は
社
会
と
歴
史
と
の
そ
の
時
そ
の
時

　
　
の
展
開
の
状
態
で
あ
る
（
世
界
状
態
）
。
こ
れ
を
能
動
的
な
美
的
主
体
は
直
観
の
立
場
か
ら
観
察
し
使
い
尽
す
。
そ
れ
数
美
的
主
体
の
能
動
性
に

　
　
と
っ
て
、
こ
の
内
包
の
み
を
芸
術
的
に
再
生
産
し
、
そ
れ
に
醐
化
し
、
そ
れ
を
芸
術
独
自
の
手
段
で
褒
繊
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
し
、
課
題
で

　
　
あ
る
。
…
…
簿
大
な
芸
術
作
品
の
規
準
は
、
そ
れ
が
如
何
に
包
括
的
に
そ
し
て
深
く
…
…
そ
の
時
そ
の
時
の
内
包
の
欝
を
直
観
的
に
量
示
す
る
か

　
　
と
い
う
点
に
あ
る
。
（
（
｝
．
嗣
U
¢
閑
鋤
傷
ω
鱒
一
び
一
ユ
こ
ω
電
鱒
H
．
）
」
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（
3
7
）
、
（
3
8
）
、
（
3
9
）
　
の
．
ピ
償
犀
帥
俸
鶉
ま
雛
ご
ω
●
も
ρ
b
。
●
（
4
0
）
　
男
じ
σ
留
。
。
o
昌
α
q
o
脚
笹
凱
4
ω
．
0
継
げ
　
こ
の
引
用
文
か
ら
も
絹
ら
か
な
よ
う
に
、
バ
ッ
セ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
ゲ
は
注
意
深
く
「
…
…
生
じ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
。
何
赦
な
ら
ル
カ
ッ
チ
は
、
こ
の
二
つ
の
規
準
を
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
矛
麿
と
し
て
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
二
つ
が
如
何
に
し
て
へ
…
ゲ
ル
に
よ
っ
て
調
停
さ
れ
え
た
か
を
示
さ
ん
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
。
ル
カ
ッ
チ
が
問
題
に
す
る
の
は
こ
の
二
つ
の
規
準
の
矛
盾
で
は
な
く
、
こ
の
二
つ
規
準
の
調
停
の
仕
方
な
の
で
あ
る
。
ル
カ
ッ
チ
に
と
っ
て
、

　
　
へ
…
ゲ
ル
は
こ
の
二
つ
の
規
準
を
観
念
論
的
に
調
停
し
た
故
に
誤
っ
て
い
る
。

（
4
1
）
閃
．
し
d
帥
。
。
。
・
撃
ぴ
Q
¢
”
ひ
第
℃
ω
■
α
心
N
●
（
4
2
）
　
く
σ
Q
ド
頃
。
α
q
睡
り
切
島
×
H
暦
ω
●
臆
蔵
出
・
（
4
3
）
、
（
4
4
）
　
閃
・
切
霧
。
。
窪
σ
q
Φ
”
博
覧
仙
こ
ω
’
α
躰
ω
・

（
4
5
）
、
（
4
6
）
　
卿
ぴ
識
ご
ω
・
鰹
餅
（
4
7
）
、
（
4
8
）
　
｛
ぴ
面
こ
も
ゆ
．
鐙
餅
（
4
9
）
、
（
5
0
）
　
笹
乙
ご
Q
o
●
α
齢
・
（
5
1
）
　
8
匡
こ
ψ
α
禽
．

（
5
2
）
　
笹
達
こ
ψ
総
G
。
「
（
5
3
）
ぴ
賦
こ
ω
．
綬
ω
・
（
5
4
）
　
ま
達
ご
c
o
吟
毅
○
。
．
（
5
5
）
　
帥
ぴ
凱
4
ω
．
窃
㎝
ド
（
5
6
）
　
〈
σ
q
剛
」
ぴ
こ
こ
ω
．
鰹
Q
。
幽

（
5
7
）
　
〈
σ
q
轡
頃
。
σ
q
皿
一
切
幽
×
囲
H
同
■
ψ
卜
3
G
。
㎝
1
①
・
（
5
8
）
　
魯
℃
簿
。
α
搾
貸
N
嘆
閻
導
≦
陣
。
一
自
鎚
認
ぼ
q
α
禽
似
の
静
①
鶴
。
・
魯
㊦
護
》
¢
騎
霧
雲
コ
識
出
①
α
q
9
。
・
。
i
ぎ
｝

　
　
国
¢
ぴ
Q
⑦
ア
冒
ξ
び
言
7
お
鍵
◆
（
5
9
）
　
凶
び
箆
こ
6
Q
．
㎝
ρ
（
　
）
内
は
筆
者
。

（
6
0
）
　
團
ぴ
置
こ
ω
・
α
9
（
6
1
）
　
筈
凱
こ
O
o
．
9
．
（
6
2
）
　
陣
ぴ
賦
ご
ω
’
c
n
ド
（
6
3
）
　
8
こ
こ
ω
・
㎝
斡

（
6
4
）
　
卿
課
儀
4
Q
o
．
黛
．
バ
ト
チ
ュ
カ
は
こ
こ
で
は
マ
ル
タ
ー
ゼ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
に
触
れ
て
い
る
。
「
…
…
美
と
愛
と
生
と
は
…
…
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て

　
　
分
か
ち
難
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
す
べ
て
が
有
限
な
反
省
の
真
理
よ
り
も
高
い
真
理
に
対
す
る
表
罫
な
の
で
あ
る
。
…
…
マ
ル
タ
ー
ゼ
と
彼
の

　
　
後
継
者
達
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
根
源
的
な
生
の
哲
学
か
ら
の
離
反
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
か
を
示
し
た
。
（
ω
・
O
榊
）
」
（
6
5
）
　
笹
陣
α
・
u
ψ

　
　
q
o
o
・
（
6
6
）
　
卿
げ
賦
ご
ω
・
窃
ρ

（
6
7
）
　
回
℃
舞
。
騨
袋
O
剛
①
ぴ
。
訂
⑦
く
。
謬
山
禽
く
⑦
茜
印
謬
磯
。
昌
冨
搾
匹
霞
滴
償
器
紳
’
一
H
ヨ
じ
φ
o
冴
営
9
0
．
閃
。
。
・
け
。
・
o
ぴ
覧
津
｛
竃
屋
信
σ
q
ゆ
爵
閃
欝
犀
鑓
ヨ
①
O

　
　
O
¢
ぴ
霞
瞥
ω
欝
鱒
洋
ω
σ
Q
M
〈
9
r
い
き
山
α
蔓
δ
び
ρ
焦
。
誕
口
器
σ
q
．
お
①
q
’

（
6
8
）
　
〈
α
q
ド
勘
び
賦
4
ω
．
畿
跨
●
（
6
9
）
、
（
7
0
）
　
8
包
こ
o
o
●
献
G
◎
・
（
7
1
）
　
8
＆
4
ω
●
9
．
（
7
2
）
筈
識
ご
ψ
誌
．
（
　
）
肖
は
筆
者
。

（
7
3
）
　
渉
凱
こ
ω
零
α
伊
　
　
　
　
（
7
4
）
　
茜
匡
4
ω
・
α
8
　
　
　
　
（
7
5
）
、
（
7
6
）
、
（
7
7
）
　
卿
ぴ
筏
こ
ω
◆
㎝
o
◎
・

（
7
8
）
、
（
7
9
）
　
錺
卿
野
ω
．
O
轡
　
（
8
0
）
　
8
葬
岡
ω
・
8
奪
　
（
8
1
）
　
α
¢
謎
Φ
浮
。
桝
N
霞
め
曇
鼠
。
匹
⊆
遣
σ
q
儀
臼
謎
浄
。
駐
。
げ
象
》
煽
徽
印
ω
器
謬
σ
q
類
。
σ
Q
鉱
。
・
●

　
　
ω
．
窃
G
◎
●
　
（
8
2
）
　
芝
・
属
①
昌
。
吋
讐
鋤
ヨ
ご
子
達
4
ω
．
μ
ω
9

　
　
　
《
芸
術
の
終
焉
》
と
《
芸
術
の
可
能
性
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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哲
皿
予
研
究
　
籠
州
五
百
四
十
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
五
八

（
8
3
）
　
諺
．
踏
。
融
＄
α
陣
屋
○
δ
崇
‘
鋒
。
。
瞥
”
↓
o
伍
日
向
高
く
。
吋
置
昨
鐸
昌
㈹
．
⇔
ぴ
⑦
二
〇
ぴ
Q
二
遣
ぴ
q
o
爵
N
煽
謁
Φ
町
q
働
ω
い
。
ゲ
捲
く
。
跡
畠
⑦
頃
開
。
謹
鋤
導
蒔
1
ぎ
“
鍛
の
窪
身
色

　
　
一
ω
ε
良
家
．
し
σ
Φ
讐
¢
頴
H
μ
’
江
ω
σ
q
．
く
●
O
’
O
＆
⇔
ヨ
。
野
b
σ
o
譲
．
お
刈
餅
　
一
九
七
〇
年
に
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
生
誕
二
〇
〇
年
を
記
念
す
る
学
会
が
シ
ュ

　
　
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
で
開
か
れ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
は
、
こ
の
第
三
分
科
会
で
『
芸
衛
哲
学
と
芸
術
の
現
在
』
と
い
う
テ
ー
マ
で
議
論
さ
れ
た
。
ホ

　
　
フ
シ
ュ
タ
ッ
タ
ー
の
こ
の
報
告
は
、
我
々
が
次
節
で
検
討
す
る
タ
ー
ン
の
報
膏
と
共
に
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
学
会
で
の
議
論

　
　
が
右
記
の
口
。
α
q
o
7
ω
9
蝕
9
◆
切
⑦
騨
⑦
津
は
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
8
4
）
、
（
8
5
）
　
》
．
鵠
。
｛
。
。
欝
無
。
雛
ゆ
げ
自
己
ω
．
ミ
㎝
．
　
（
8
6
）
　
皆
凱
ご
ω
・
卜
○
蕊
．
　
（
8
7
）
　
8
こ
．
”
ω
．
b
コ
ミ
．
　
（
8
8
）
　
ま
賦
こ
ω
・
ミ
G
。
．

（
8
9
）
　
陣
ぴ
こ
4
ω
．
塾
o
G
Q
ρ
　
（
9
0
）
　
凶
σ
凱
‘
ω
・
卜
∂
G
。
一
●
　
（
9
1
）
、
（
9
2
）
、
（
9
3
）
　
ひ
筐
こ
ω
．
卜
⊃
○
。
曽

（
9
4
）
　
自
費
。
・
Φ
子
。
”
○
コ
》
触
獣
・
。
江
。
函
鵠
◎
≦
げ
山
σ
q
¢
「
》
ω
欝
伍
賓
ぎ
鵠
⑦
ぴ
Q
色
、
ω
囎
露
ご
。
α
o
も
ぴ
《
o
脇
》
拝
1
ぎ
”
し
d
o
矯
。
昌
畠
閣
嘗
珍
⑦
巴
9
0
α
Q
メ
宕
⑦
≦

　
　
ω
ε
黛
霧
ヨ
簿
⑦
勺
ゴ
凱
。
。
・
◎
℃
ゲ
団
。
一
語
①
α
q
o
門
①
岳
8
凪
げ
蜜
到
O
e
≦
魚
。
・
ω
．
6
び
。
韻
価
σ
q
償
⑦
●
お
刈
鼻
繋
量
O
①
■
（
9
5
）
、
（
9
6
）
　
島
。
議
巴
ぴ
2
0
δ

　
　
滴
質
昌
。
。
鴬
↓
o
島
郎
⇒
偽
く
。
鼻
賑
語
昌
σ
q
◎
ψ
卜
δ
Q
G
野

（
9
7
）
　
一
げ
孟
こ
¢
め
G
◎
9
　
（
9
8
）
　
匹
2
。
・
o
亭
臼
○
コ
諺
触
甑
◎
。
臨
。
開
認
◎
≦
δ
儀
纐
0
塑
ゆ
ゆ

（
9
9
）
　
O
鍔
O
…
＜
．
》
層
累
ヨ
“
笛
①
σ
q
鮎
。
。
囚
円
融
も
露
剛
0
8
や
注
①
．
1
ぎ
軸
℃
ぴ
出
。
ω
o
℃
露
ω
o
げ
。
。
n
智
げ
跨
煽
。
び
儀
費
○
α
貰
¢
ω
O
甜
。
騨
。
ン
織
け
・
じ
ご
鉢
①
メ

　
　
搭
頓
Q
◎
．
（
O
O
l
）
　
…
ぴ
鑓
こ
¢
ω
O
卜
　
（
…
…
）
　
勘
鎌
飢
↓
G
D
’
も
o
O
￥
斡

（
2
0
1
）
　
圃
び
識
4
ω
■
ω
8
．
　
（
鵬
）
　
笹
凱
こ
ω
■
G
。
O
ピ
　
（
悩
）
　
8
竈
G
o
o
●
鵠
G
。
①
■
（
鵬
）
　
帥
ぴ
誌
こ
o
o
．
悼
。
。
伊

（
6
0
1
）
　
一
ぴ
こ
こ
¢
Q
◎
O
ド
　
（
獅
）
　
〈
σ
Q
一
直
．
び
α
ミ
搾
ぴ
…
く
。
コ
霞
⑦
敬
①
國
ぴ
凶
ω
黒
馬
。
欝
。
。
o
ぴ
。
．
同
Φ
蒔
歴
　
（
カ
ー
ル
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
『
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
二
i

　
　
チ
ェ
へ
』
柴
田
治
…
　
二
郎
『
訳
、
　
悶
石
波
書
㎜
店
、
　
一
二
九
一
六
五
頁
参
照
。
）

（
8
G
1
）
　
寓
O
σ
q
O
h
”
℃
ぴ
似
口
O
ヨ
①
ゆ
O
蒔
凶
O
儀
O
ロ
陰
O
臥
。
。
酔
O
ρ
　
（
ヘ
ー
ゲ
ル
『
戯
網
神
秘
」
象
学
』
ト
…
巻
、
金
子
一
武
蔵
甜
試
、
山
石
波
書
店
、
　
一
＝
貴
。
）
　
（
鵬
）
　
踏
噸

　
　
隊
償
び
資
σ
冨
O
①
α
q
o
づ
妻
鋒
鉱
σ
q
岸
①
謬
α
禽
囚
郎
コ
。
ゆ
け
昌
餌
。
〆
笛
。
σ
q
¢
冨
く
。
ユ
。
ω
蘇
昌
ぴ
Q
Φ
爵
錦
ぴ
段
》
。
謄
け
ぴ
露
同
ド
ー
圃
蜜
語
Φ
σ
Q
Φ
7
ω
9
島
③
づ
．
切
⑦
讐
¢
津
困
ド

（
0
1
1
）
　
陣
瓢
傷
こ
ω
・
卜
。
①
①
噛
（
m
）
、
（
麗
）
　
卿
露
鳥
こ
ψ
誤
伊
　
（
麗
）
　
圃
露
儀
‘
ω
“
b
。
㎝
ω
．
周
知
の
よ
う
に
タ
ー
ン
は
既
に
『
へ
！
ゲ
ル
に
よ
る
古
典
的
ド

　
　
イ
ツ
美
学
の
完
成
』
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
古
典
主
義
に
お
け
る
「
芸
術
」
概
念
の
成
立
史
と
そ
の
限
界
と
に
関
し
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
く
σ
q
　

　
　
譲
「
函
ロ
ゲ
簗
O
｝
o
＜
o
瓢
の
コ
幽
貫
話
σ
Q
畠
鶏
E
器
臨
の
。
評
。
昌
鳥
¢
葺
。
。
o
ぴ
①
捧
》
も
。
夢
簿
弾
傷
郎
叫
。
騨
鵠
。
σ
Q
⑦
野
ゆ
¢
誌
写
φ
ド
Φ
ω
H
．

ゆ



（
4
1
1
）
篇
①
屋
鉱
げ
。
”
囲
）
團
③
○
の
σ
Q
窪
註
H
轟
冨
搾
鳥
臼
函
§
。
・
壁
ω
』
①
H
幽
　
（
騰
）
塗
2
ω
』
①
餅
（
）
内
は
筆
者
。

（
6
1
1
）
、
（
禦
）
　
凶
ぼ
野
ω
．
8
ρ
（
　
）
内
は
筆
春
。
（
蜷
）
　
一
窪
鉱
■
ω
■
卜
。
①
①
■
（
囎
）
　
陣
ぴ
一
眠
‘
Q
D
』
O
メ
（
）
内
は
筆
者
。

（
G
2
1
）
　
薫
倉
ω
．
鱒
＄
噂
（
搬
）
　
薫
F
G
。
’
卜
。
①
。
。
’
（
鵬
）
　
ρ
ド
無
業
。
・
二
餓
儀
‘
ω
■
臨
’

（
3
2
1
）
　
P
葭
鶏
鳴
。
『
N
霞
≧
＾
け
轟
同
一
融
叶
く
§
鑓
①
σ
q
。
一
。
・
重
餅
①
践
＾
．
¢
ぴ
鼠
⑦
ぴ
Q
§
α
q
窪
¢
。
謹
Q
D
。
匿
蛋
ゆ
侮
霧
函
。
ぎ
盤
ぼ
ヨ
。
。
警
興
鵠
①
α
Q
o
全
滅
舞
。
。
マ

　
　
℃
ぴ
識
。
。
。
o
℃
鐸
¢
i
H
目
”
類
①
α
q
o
一
一
ω
け
q
象
⑦
昌
に
弓
。
讐
駄
ジ
樋
H
．
ω
’
ω
O
目
．
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
、
特
に
マ
ル
タ
ー
ゼ
に
つ
い
て

　
　
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

（
壕
2
1
）
　
寓
Φ
α
Q
¢
『
℃
匿
○
。
。
o
℃
露
。
氏
巽
の
霧
。
ぴ
8
聞
¢
（
へ
！
ゲ
ル
『
歴
史
哲
学
』
武
市
健
人
訳
、
岩
波
書
店
、
三
〇
頁
。
）

（幌

ﾂ
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aetions　of　our　organism　and　the　environment，　i．e．　our　ecology．　ln　this

sense　we　owe　Brunswik　and　Gibson　much．　Then，　we　must　add　to　say

that　some　kind　of　phenomenology　shoud　always　precede　the　theory　of

mechanisms　of　perception　where　the　“percept”　has　no　room．

かas翫de“er臨RS重厭撮die｝泌9簸£臆eit　der　K：URse

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　
　　Vo鍛｛ler　亙臆｛；erpretat三〇葺der　Hege至sch愈纂Asthetik

　　　　　　　　　　　　　　　　Von　KENICHI王WAKI

　　In　der　Asthet三k　spr呈ch之Hegel　e呈nersei亀s　vo鵬　Ende　der　K樋st　in　der

Moderne，　aber　anderseits　von　ihrer　M6glichkeit．　Heute　versuchen　manche

Philosophen　von　ihren　verschiedenen　Standpunkten　aus　deR　Zusammenhang

dieser　zwel　schelnbar　widersprechenden　Einsichten　zu　interpretieren．　Die

Att£gabe　dieses　Aufsatzes　ist　es，　solche　lnterpretationen　zu　krltisieren　und

dadurch　eine　Ebene，　auf　der　man　sich　im　eigentlichen　S1nne　m1t　der

Asthetik　Hege1s　auseinandersetzen　k6nnte，　zu　finden．

　　E　Fischer，　S．　Marawsky　und　K．　Mitchells　versuchen　vom　marxistisch一

1eniBistischen　Standpunkt　aus　dieses　Problem　zu　16sen．　Sie　betrackten　das

Ende　der　Kunst　nieht　als　das　absolute　Ergebnis　des　absoluten　Geistes，

sondem　nur　als　6ine　historisch－relative　Erschelnung．　Hier　ist　die　Zukunft

der　Kunst　ebenso　rn6glich，　wie　die　kUnftige　Gesellsehaft，　in　der　“eer

Staat　und　jeder　Mechanismus　der　Macht　absterben　wird．”　Aber　dieser

L6sungsversuch　ist　im　eigentlichen　Sinne　keiR　Hegelscher．

　　J．　Pato6ka　versucht，　die　in　der　Hegelschen　Asthetik　verborgene　Bedeu－

tung，　die　“in　seiner　metaphysischen　Vergangenkeits！ehre　enthalten　ist

und　unter　ihrer　Oberflache　pulsiert”，　mit　dem　phanomenologischen　Zeit－

begriff　zu　verbinden　und　damit　den　Gedanken　des　Endes　der　Kunst

abzuwelsen，　iBdem　er　der　Kunst　eine　neue　M6glichkeit　erschlleBt．　Aber

mir　scheint　damit　Hegels　Weg　zur　ldeenmetaphysik　nur　als“ein　sachlicher

Verlust”　（W．　Henckmann）　gerlng　gewertet　zu　werden．

　　Vom　religi6sen　Standpunkt　aus　denken　A．　Hofstadter　und　Ch．　D．　一v．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2



Arnim，　daB　man　auf　dem　Grund　der　Philosophie　Hegeis　noch　eine　neue

Metaphysik－Religion　bauen　und　damit　auch　elne　neue　Kunst　erwarten

kann．　Aber　diese　Auffassung　ist　auch　keine　Hegelsche．　Denn　fur　Hegel

ist　sowohl　Kunst　als　Religion　schon　in　der　Moderne　aufgehoben．

　　Im　Gegensatz　dazu　deutet　N．　Kuhn　auf　die　Notwendigkeit　hin，　das

Problem　auf　die　Bestimmung　der　Kunst　selbst，　die　Hegel　gegeben　hat，

zur苞ckzu簸hren．　H．　K鷺hn　untersche玉det　e圭難e　dre圭fache　Gegenwart圭gkeit

in　der　Hegelschen　Philosophie：　erstens　Gegenwartigke1t　als　“die　formale

Zugeh6rigke呈t　zu（孟em　vo簸K：aiender慧亘d　Uhr　abge玉ese聡n　Jetzt，　zwe圭tens

als　Jetzt　innerhalb　eines　konkreten　geschichtilchen　Rahmens，　drittens　als

eine　absolute　Gegenwartigkeit；　das　Bewegt－sein　unmittelbar　aus　der

Gelstm1tte　der　zu　sich　selbst　vorarbeitenden　ldee．”　Da　Hegel　die　Kunst

a1s　“das　Seheinen　der　ldee”　definiert　hat，　so　kommt　der　1〈unst　bei　ihm

Gegenwttrtigkeit　lm　dritten　Sinne　zu．　Beweg£　sich　die　ldee　sowohl　syste－

matisch　als　attch　histerisch　ifber　die　Kunst　hlnaus　£ort，　so　ist　‘“die　Kunst

圭n泌rer　h圭stor三schen　UngegeRwZartigkeit員x量ert．”

　　Aber　nach　Kuhn　“ftthrt　auch　das　vorn　Geist　Zurtickgelassene　fort，　zu

existieren．”　Hegel　ist　bemUht，　dieser　fortexistierenden　Kunst　die　zweite

Gegenwartigkeit　zu　erha1ten．　baher　entsteht　kler　eine　Abweichung　von

der　absoluten　ldee．

　　Aber　Hegels　Aussage　ttber　die　modernen’　Kttnste　darf，　wie　mir　scheint，

nicht　im　Sinne　der　zweiten　Gegenw5rtigkeit　verstanden　werden．　Sie　ist

durchaus　aus　dem　absoiuten　Standpunkte　des　ldeals　gemacht　worden．

So，　wenn　wir　das　Probiem　des　Endes　der　Kttnst　und　ihrer　M6glichkek

zu　der　Hegelschen　Asthetik　in　Beziehung　ztt　setzen　suchen，　mUssen　wir　es

auf　die　Hegelschen　Philosophie　selbst　zurtickfUhren．
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