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「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
象
徴
論
と
そ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
意
義
」 

 

 

訳
者 

大 

熊 

洋 

行
（
東
大
修
士
課
程
） 

 

内 

容 

 

一
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
初
期
、
後
期
に
お
け
る
象
徴
概
念 

二
、
象
徴
的
芸
術
形
式
の
区
分
と
「
意
識
的
象
徴
」 

三
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
象
徴
概
念
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
意
義 

  

象
徴
は
一
般
的
に
、
意
味
と
形
象
が
同
一
で
あ
る
呈
示
様
式
と
し
て
理
解
さ
れ
、
同
一
性
を
呈
示
す
る
た
め
の
代
理
様
式
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
同
一
性
と
は
観
念
論
哲
学
、
そ
し
て
古
典
的
芸
術
に
お
い
て
そ
の
本
質
と
し
て
目
指
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
さ

に
こ
の
同
一
性
と
い
う
性
格
に
よ
っ
て
、
象
徴
は
現
在
で
は
眼
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
今
日
の
芸
術
や
ポ
ス
ト
モ
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ダ
ニ
ズ
ム
の
思
想
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
意
味
の
「
無
規
定
性
」
、
も
し
く
は
意
味
と
形
象
の
「
不
釣
合
い
」
と
い
っ
た
も
の
が
支
配
的
で
あ
り
、
そ

れ
ら
を
呈
示
す
る
た
め
に
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
方
が
好
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、18

世
紀
に
お
け
る
象

徴
に
関
す
る
議
論
は
殆
ど
関
心
を
引
く
こ
と
は
な
く
、
芸
術
と
象
徴
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
的
思
考
も
大
抵
の
場
合
誤
っ
て
古
典
主
義
的
な

も
の
と
見
な
さ
れ
、
価
値
無
き
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
状
況
に
対
し
て
本
論
考
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
象
徴
概
念
を
発
展
史
的
に
お

さ
え
、
特
に
ベ
ル
リ
ン
で
の
美
学
講
義
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
新
し
い
象
徴
の
規
定
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
象
徴
論
、
さ
ら
に
は
彼
の

美
学
の
今
日
的
意
義
を
示
す
こ
と
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。 

 

一
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
初
期
、
後
期
に
お
け
る
象
徴
概
念 

 

一
八
世
紀
に
お
い
て
象
徴
は
、
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
と
が
「
形
而
上
学
的
に
根
源
的
に
親
和
的
で
あ
る
こ
と
」
、
及
び
「
眼
に
見
え
る
直

観
と
眼
に
見
え
な
い
意
味
と
が
不
可
分
で
あ
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、「
内
的
で
本
質
的
な
意
味
に
満
ち
た
も
の
」
と
し
て
、
ま
た
「
感
性
的
な
も
の
と

非
感
性
的
な
も
の
が
結
び
つ
い
た
も
の
」
と
し
て
理
解
さ
れ
た
（
１
）
。
こ
う
い
っ
た
象
徴
の
意
義
は
、
典
型
的
に
は
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
見
出
さ

れ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
そ
の
初
期
に
お
い
て
象
徴
、
も
し
く
は
象
徴
的
な
も
の
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
、
彼
に
よ
る
象
徴
の
規
定
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
は
そ
の
同
一
哲
学
に
お
い
て
主
観
と
客
観
の
絶
対
的
同
一
を
最
高
の
真
理
と
し
て
示
し
て
お
り
、
そ
の
同
一
性
に
値
す
る
も
の
こ
そ
神

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
シ
ェ
リ
ン
グ
は
『
芸
術
哲
学
』
に
お
い
て
、
芸
術
を
こ
の
同
一
性
の
呈
示
と
し
て
、
神
話
を
「
芸
術
の
素
材
」（
２
）

と
し
て
規

定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
ま
さ
に
芸
術
と
は
、
実
在
的
で
個
別
的
な
も
の
に
お
い
て
理
念
的
で
普
遍
的
な
も
の
が
呈
示
さ

れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
呈
示
の
様
式
を
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
象
徴
的
」
と
呼
ぶ
。
し
た
が
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
「
象
徴
的
」
と
は
、

「
特
殊
に
お
い
て
普
遍
と
特
殊
が
絶
対
的
に
同
一
で
あ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
絶
対
者
の
呈
示
は
「
も
っ
ぱ
ら
、
象
徴
的
に
の
み
可
能
」（
３
）

な
の
で
あ

る
。 
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ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
初
期
の
著
作
で
は
象
徴
を
シ
ェ
リ
ン
グ
と
同
じ
意
味
に
理
解
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
神
学
的
初
期
草
稿
』、『
ニ
ュ
ル
ン
ベ

ル
ク
論
集
』、『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
‐
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』（1817

）
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
儀
式
と
犠
牲
の
象
徴
的
働
き
と
そ
の
性
格
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
の
は
本
質
的
に
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
信
仰
と
物
と
の
統
合
が
不
可
能
な
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
精
神
の
最
も
自
由
で
美
し
い
象
徴
」（
４
）

と
看
做
し
て
い
る
の
は
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。し
た
が
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
初
期
の
論
文
で
目
指
し
て
い
た
の
は
意
味
と
形
象
と
の
一
致
、も
し
く
は
合
一
と
い
う
意
味
に
お
け
る
象
徴
概
念
、

即
ち
美
し
い
想
像
に
よ
っ
て
一
致
が
現
実
化
す
る
ギ
リ
シ
ア
芸
術
と
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
ヘ
ー
ゲ
ル
の
芸
術
に
つ
い
て
の
思
考
は
古
典
主
義
と
見
な

さ
れ
て
非
難
さ
れ
る
事
が
多
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
に
が
そ
う
す
る
よ
う
に
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
美
学
」
は
「
象
徴
形
式
の
理
論
」
と

し
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
５
）
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ベ
ル
リ
ン
で
の
美
学
講
義
に
お
い
て
象
徴
概
念
を
新
し
く
規
定
し
、
そ
の
概
念
を
用
い
て

東
洋
的
芸
術
形
式
を
性
格
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。 

ベ
ル
リ
ン
で
の
美
学
講
義
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
象
徴
と
記
号
と
は
「
一
つ
の
意
味
と
そ
の
呈
示
様
式
」（
６
）

を
持
つ
も
の
と
し
て
広
い
意
味
に

お
い
て
は
象
徴
が
記
号
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
象
徴
と
記
号
と
を
区
別
し
て
、
記
号
を
「
そ
れ
自
身
と
関
係
す

る
も
の
で
は
な
い
も
の
」
で
あ
り
、「
も
っ
ぱ
ら
意
味
を
、
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
持
つ
も
の
」
と
し
て
も
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
記
号
に
お

い
て
「
そ
れ
を
通
し
て
表
象
が
呈
示
さ
れ
る
」
感
性
的
な
も
の
は
「
そ
の
固
有
性
に
お
い
て
、
そ
の
表
象
と
の
関
係
を
持
っ
て
は
い
な
い
」。
そ
れ
に

対
し
て
象
徴
は
、
二
つ
の
面
か
ら
、
即
ち
一
方
で
は
、「
表
象
を
呈
示
す
る
が
、
そ
れ
自
体
で
既
に
表
象
を
含
み
こ
ん
で
い
る
実
在
的
な
も
の
」
と
し

て
規
定
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、「
自
ら
を
外
面
へ
向
け
る
あ
り
方
に
お
い
て
同
時
に
表
象
の
意
味
内
容
」
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
、
他
方
象
徴
に
よ
っ
て
「
象

徴
は
そ
の
意
味
に
対
し
て
完
全
に
は
十
全
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
も
強
調
さ
れ
る
。
即
ち
そ
れ
は
「
像
は
、
そ
れ
が
意
味
す
る
と
こ

ろ
の
も
の
よ
り
も
多
く
の
も
の
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
ヘ
ー
ゲ
ル
は
象
徴
を
「
本
質
的
に
二
つ
の
意
味
を
も

つ
も
の
」
と
し
て
示
し
（H

otho 
1823

．M
s107

）、
そ
の
象
徴
概
念
に
よ
っ
て
も
は
や
ギ
リ
シ
ア
的
神
話
と
芸
術
で
は
な
く
、
東
洋
的
世
界
観
と

芸
術
を
性
格
づ
け
た
の
で
あ
る
。 
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ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
こ
う
い
っ
た
象
徴
の
規
定
は
、
当
時
の
一
般
的
な
象
徴
の
規
定
と
比
し
て
も
独
特
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
般
的
な
規
定
と
は

ま
さ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
も
ベ
ル
リ
ン
時
代
ま
で
は
目
指
し
て
い
た
、
特
に
古
典
芸
術
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
意
味
と
形
象
と
の
合
一
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ

ル
が
初
期
の
象
徴
の
規
定
を
変
え
る
に
至
り
、
そ
し
て
象
徴
と
東
洋
的
芸
術
を
結
び
付
け
る
に
至
っ
た
契
機
は
、
ま
ず
も
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
っ

て
な
さ
れ
た
東
洋
的
象
徴
様
式
の
性
格
で
あ
っ
た
（
７
）
。
ギ
リ
シ
ア
的
想
像
力
に
お
け
る
「
無
限
と
有
限
の
一
体
化
」
、
な
い
し
「
両
者
の
完
全
な
相

互
浸
透
」
と
違
っ
て
、
東
洋
的
想
像
力
の
様
式
と
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
無
限
を
介
す
る
有
限
の
象
徴
化
」
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
シ
ェ
リ

ン
グ
の
見
方
に
従
え
ば
、
東
洋
的
な
も
の
は
「
そ
れ
自
身
の
浸
透
に
ま
で
は
至
ら
な
い
」
の
で
あ
る
（
８
）
。 

こ
の
文
脈
に
お
い
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
ペ
ル
シ
ア
的
、
イ
ン
ド
的
神
話
を
東
洋
的
な
も
の
と
し
て
示
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
「
最
も
有
名
な
」「
観
念

的
神
話
」
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、「
有
限
か
ら
無
限
へ
の
」（
９
）

想
像
力
の
移
り
行
き
を
観
念
的
神
話
と
し
て
規
定
し
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
シ
ェ
リ
ン
グ
は
完
璧
な
、
真
な
る
観
念
的
神
話
を
キ
リ
ス
ト
教
に
見
、
そ
れ
に
対
し
て
ギ
リ
シ
ア
的
神
話
を
「
実
在
的
神
話
」

と
し
て
規
定
す
る
（
10
）
。
と
い
う
の
も
ギ
リ
シ
ア
的
想
像
力
は
「
無
限
、
も
し
く
は
永
遠
か
ら
有
限
へ
」
と
移
り
行
く
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
シ
ェ

リ
ン
グ
は
、
ペ
ル
シ
ア
的
な
も
の
と
比
し
て
よ
り
詩
的
な
イ
ン
ド
の
神
話
を
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
な
も
の
と
し
て
性
格
付
け
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て

ア
レ
ゴ
リ
ー
的
な
も
の
は
、「
観
念
的
神
話
に
お
い
て
支
配
的
な
詩
的
原
則
」（

11
）

と
な
る
の
で
あ
る
。 

そ
の
際
に
重
要
と
な
る
の
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
東
洋
的
神
話
と
キ
リ
ス
ト
教
的
神
話
の
規
定
が
、
批
判
的
に
と
は
い
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
東
洋
的
世

界
観
と
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
に
対
す
る
考
察
に
お
い
て
本
質
的
に
引
き
受
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
美
学
講
義
に
お
い
て
構
造
的
な
根
拠
を
形
作
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
に
対
し
て
ま
ず
推
測
さ
れ
る
の
は
、
東
洋
人
の
象
徴
化
に
お
い
て
、
有
限
と
無
限
が
止
揚
さ
れ
る
こ

と
な
く
分
か
た
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
シ
ェ
リ
ン
グ
の
捉
え
か
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
象
徴
概
念
を
「
不
十
全
な
も
の
」
と
し
て
変
更
し
、

こ
の
概
念
と
東
洋
的
神
話
そ
し
て
そ
の
芸
術
形
式
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
対
す
る
契
機
と
な
り
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
ま
た

見
出
さ
れ
る
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
東
洋
的
、
象
徴
的
芸
術
形
式
を
含
め
て
、
芸
術
を
三
つ
の
形
式
へ
と
区
分
し
た
の
も
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
動
機

付
け
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
12
）
。
そ
れ
に
加
え
て
ま
た
気
づ
か
れ
る
べ
き
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
他
方
美
学
講
義
に
お
け
る
「
意



 228 

識
的
象
徴
」
に
つ
い
て
の
議
論
に
お
い
て
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
そ
こ
で
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
多
く
の
近
代
的
芸
術
作
品
と
を
結
び
付
け
て
言
及

し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
東
洋
的
神
話
と
キ
リ
ス
ト
教
的
神
話
と
が
、
二
つ
の
意
味
で
、
即
ち
二
つ
の
神
話

に
お
い
て
象
徴
化
が
有
限
か
ら
無
限
へ
と
移
り
行
く
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
付
随
し
て
絶
対
的
同
一
と
い
う
観
点
に
お
い
て
欠
如
が
あ
る
と

い
う
こ
と
、
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
13
）
。 

ヘ
ー
ゲ
ル
の
新
し
い
象
徴
概
念
の
規
定
に
対
す
る
他
の
刺
激
と
し
て
は
、
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
に
よ
る
古
代
の
民
族
の
象
徴
と
神
話
の
規
定
を
ヘ
ー
ゲ

ル
が
受
容
し
た
こ
と
を
挙
げ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
（
14
）
。
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
の
『
古
代
の
民
族
、
と
り
わ
け
ギ
リ
シ
ア
の
象
徴
と
神
話
』（

15
）

に
お
い

て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
象
徴
の
宗
教
的
根
拠
と
神
話
の
宗
教
的
由
来
の
探
求
で
あ
る
。
こ
の
本
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
受
容
し
た
本
質
的
な

点
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
は
、
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
が
「
漂
い
」
と
「
簡
潔
さ
」
（Creuzer 58

）
を
根
源
的
な
、
ま
た
象
徴
の
初
期
の
使
用
か
ら
展
開
さ

れ
た
、「
謎
に
満
ち
た
」「
神
的
」
象
徴
に
と
っ
て
固
有
な
あ
り
方
と
し
て
規
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（Creuzer 61

）（
16
）
。「
漂
い
」
に
よ

っ
て
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
象
徴
的
呈
示
に
お
け
る
「
形
式
と
本
質
の
間
の
非
決
定
性
」
、
も
し
く
は
「
本
質
と
形
式
の
不
一
致
」、

「
表
現
と
の
比
較
に
お
け
る
内
容
の
過
剰
」
で
あ
る
（Creuzer 58

）。「
簡
潔
さ
」
は
、
不
意
に
生
じ
た
精
神
に
よ
る
短
い
言
葉
で
最
大
の
も
の
が
察

知
さ
れ
う
る
と
い
う
象
徴
の
媒
介
機
能
と
し
て
理
解
さ
れ
る
（Creuzer 59

）。 

こ
う
し
た
特
性
、
す
な
わ
ち
「
漂
い
」
と
「
簡
潔
さ
」
を
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
は
と
り
わ
け
「
神
秘
的
」
象
徴
に
帰
し
、
神
的
象
徴
に
お
け
る
象
徴
化

の
二
つ
の
方
法
、
す
な
わ
ち
「
神
秘
的
」
象
徴
と
「
具
象
的
」
象
徴
を
示
し
て
い
る
。
彼
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
神
秘
的
象
徴
に
お
い
て
問
題
と
な
っ

て
い
る
の
は
、「
測
り
得
な
い
も
の
を
測
る
こ
と
」、
も
し
く
は
「
表
現
し
得
な
い
も
の
を
表
現
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、「
眼
に
見
え
る
形

式
で
の
宗
教
的
予
感
と
信
仰
」
は
放
棄
さ
れ
る
が
（Creuzer 62

）、
そ
の
宗
教
的
予
感
と
信
仰
は
有
限
な
記
号
が
無
限
な
、
際
限
の
無
い
も
の
へ
と

拡
大
さ
れ
、
像
の
明
晰
さ
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
生
じ
る
。
そ
れ
は
神
秘
的
象
徴
が
、
適
切
な
直
観
的
な
形
象
を
測
り
え
な
い
も
の
の
呈
示

に
対
し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
神
秘
的
象
徴
に
お
い
て
は
「
漂
う
非
規
定
性
」
が
支
配
的
と
な
り
、
象
徴

は
「
神
秘
的
」
な
「
言
葉
を
失
っ
た
驚
き
」
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（Creuzer 63
）。
こ
う
し
た
見
方
か
ら
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
は
「
十
全
で
な
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い
こ
と
」
（Creuzer 62

）
を
神
的
象
徴
の
、
特
に
神
秘
的
象
徴
の
本
質
的
契
機
と
し
て
見
出
し
て
お
り
、「
漂
い
」
を
こ
の
象
徴
を
構
成
す
る
も
の
と

し
て
示
し
て
い
る
（
17
）
。 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
の
神
的
象
徴
の
規
定
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
か
ら
『
象
徴
と
神
話
』
の
第
二
版
を
受
け
取
っ
た1819

年
に

受
容
し
て
い
る
（
18
）
。
こ
こ
か
ら
「
漂
い
」
と
い
う
特
徴
に
由
来
す
る
「
非
規
定
性
」、
も
し
く
は
「
不
十
全
」
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ベ
ル
リ
ン
で
の
美
学

講
義
に
お
け
る
象
徴
の
規
定
の
基
礎
を
成
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
神
秘
的
」
象
徴
と
「
具
象
的
」
象
徴
と
を
互
い
に

根
本
的
に
切
り
離
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
東
洋
的
世
界
観
に
お
け
る
神
秘
的
神
話
と
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
本
来
の
神
話
（
19
）

と
を
区
別
す
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
拠
れ
ば
、
神
秘
的
象
徴
は
東
洋
的
世
界
観
の
呈
示
に
属
し
、
具
象
的
象
徴
は
本
来
の
象
徴
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
神
話
に

属
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
象
徴
概
念
を
厳
密
に
規
定
し
、
象
徴
一
般
を
古
代
東
洋
的
世
界
観
と
芸
術
に
制
限
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
時
代
ま
で
は
古
代
と
近
代
（
ロ
マ
ン
的
）
芸
術
の
対
立
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
的
な
芸
術
区
分
は
、
三
つ
の
芸

術
形
式
を
伴
っ
た
美
学
講
義
の
構
造
へ
と
帰
結
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

ヘ
ー
ゲ
ル
の
解
釈
に
従
え
ば
、
象
徴
的
芸
術
に
お
い
て
は
理
念
は
な
お
も
抽
象
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
適
し
た
形
式
の
探
求
の
途
上
に
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
理
念
は
こ
こ
で
は
な
お
も
非
規
定
的
（
20
）
、
神
秘
的
で
あ
り
続
け
、
自
然
を
圧
倒
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
の
で
、
形
式
は
理
念
に

対
し
て
自
然
の
形
式
の
際
限
の
無
い
像
化
を
通
し
て
探
索
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
理
念
に
対
し
て
不
一
致
で
あ
り
、
不
十
全
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
象
徴
的
芸
術
形
式
に
お
け
る
内
容
と
形
式
の
「
不
一
致
」
な
い
し
「
不
十
全
」
と
い
う
特
徴
を
「
崇
高
」
と
し
て
規
定
す
る
（H

otho 

1823.M
s.124

）。
加
え
て
形
象
と
内
容
の
「
不
一
致
」
な
い
し
「
不
十
全
」
に
基
づ
い
て
、
象
徴
的
芸
術
形
式
の
中
で
は
内
容
（
理
念
）
は
両
義
的
、

も
し
く
は
多
義
的
で
あ
り
、
形
象
も
内
容
に
対
し
て
多
様
で
あ
る
。
他
方
で
、
自
然
形
式
の
像
化
を
通
し
て
生
じ
る
無
際
限
な
形
象
は
「
奇
妙
」
で

あ
っ
た
り
「
グ
ロ
テ
ス
ク
」
で
あ
っ
た
り
、「
不
適
合
」
で
あ
っ
た
り
す
る
の
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
象
徴
的
芸
術
の
考
察
に
お
い
て
問
題
と
な

る
の
は
、
神
話
に
お
い
て
表
象
さ
れ
た
「
理
性
理
念
」
を
発
見
す
る
こ
と
（H

otho 1823  M
s. 111

）
で
あ
り
、
美
し
さ
と
い
う
基
準
で
芸
術
作
品

を
評
価
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 
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象
徴
的
芸
術
形
式
（
ま
た
、
ロ
マ
ン
的
芸
術
形
式
）
が
占
め
る
部
分
は
、
後
期
の
美
学
講
義
の
中
で
は
さ
ら
に
大
き
く
な
る
。
注
目
に
値
す
る
の

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
近
代
の
修
辞
的
象
徴
を
象
徴
的
芸
術
形
式
の
部
分
へ
と
組
み
込
ん
で
呈
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
ヘ
ー
ゲ

ル
美
学
の
体
系
に
お
い
て
歴
史
的
な
順
序
を
乱
す
も
の
で
あ
る
が
故
に
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
本
論
考
で
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
で
立
ち

戻
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
東
洋
的
世
界
観
と
そ
の
芸
術
形
式
に
対
し
て
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ

し
て
単
に
異
国
の
過
去
の
芸
術
と
し
て
の
精
神
史
的
意
義
を
認
め
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
近
代
に
お
け
る
こ
の
芸
術
形
式
の
復
権
の
可
能
性
を
も
見

出
そ
う
と
試
み
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
続
い
て
こ
の
こ
と
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。 

 

二
、
象
徴
的
芸
術
形
式
の
区
分
と
「
意
識
的
象
徴
」 

 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
象
徴
的
芸
術
形
式
を
意
味
と
形
象
の
関
係
に
お
け
る
差
異
に
従
っ
て
様
々
な
段
階
に
区
分
し
た
。
こ
の
区
分
は
そ
の
時
々
の
講
義
の

時
期
（1820/21,1823,1826,1828/29

）
に
従
っ
て
異
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
象
徴
的
な
も
の
は
だ
い
た
い
三
様
に
理
解
さ
れ
う
る
。

象
徴
的
な
も
の
の
一
つ
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
内
容
（
理
念
）
が
な
お
有
限
な
定
在
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
象
徴

的
な
も
の
の
中
で
両
者
の
「
直
接
的
統
一
」
が
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
ペ
ル
シ
ア
の
光
の
象
徴
と
イ
ン
ド
で
の
受
肉
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
自
然
は

そ
れ
自
体
が
神
的
な
も
の
、
無
限
な
も
の
と
同
一
視
さ
れ
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
先
に
象
徴
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
に
対
し
て
は

厳
密
な
意
味
に
お
け
る
象
徴
的
な
も
の
を
見
出
し
て
は
い
な
い
。 

象
徴
、
な
い
し
象
徴
的
な
も
の
が
存
す
る
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
拠
れ
ば
精
神
的
内
容
と
有
限
な
定
在
が
先
ず
互
い
に
充
分
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る

場
合
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
い
っ
た
切
り
離
さ
れ
て
あ
る
こ
と
の
端
緒
を
、
イ
ン
ド
的
直
観
と
詩
の
中
に
見
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
多

く
の
も
の
が
直
接
的
統
一
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
直
接
的
に
統
一
さ
れ
て
あ
る
も
の
が
充
分
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
即
ち
象
徴
的
な
も
の
の

第
二
の
も
の
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
エ
ジ
プ
ト
的
世
界
観
に
お
い
て
見
出
し
て
お
り
、
こ
れ
を
「
真
な
る
」
も
し
く
は
「
本
来
の
」
象
徴
的
な
も
の
と
し
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て
示
し
て
い
る
。
エ
ジ
プ
ト
的
世
界
観
に
お
い
て
は
意
味
と
形
象
と
は
対
立
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
自
然
が
そ
こ
で
は
脱
‐
神
性
化
さ
れ
て
い
る
が

ゆ
え
に
（H

otho1823.M
s. 128f

）、
そ
こ
に
お
い
て
形
象
が
意
味
を
十
全
に
表
現
す
る
事
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

さ
て
、
象
徴
的
な
も
の
の
第
三
の
も
の
に
お
い
て
は
、「
意
味
と
表
現
が
切
り
離
さ
れ
て
あ
る
こ
と
、
も
し
く
は
そ
の
個
別
性
に
お
け
る
象
徴
」（

21
）

が
本
質
的
で
あ
る
。
象
徴
的
な
も
の
の
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
第
二
の
も
の
に
お
け
る
よ
う
に
「
意
味
と
そ
の
意
味
の
感
性
的
定
在
」
が
「
互
い

に
切
り
離
さ
れ
て
呈
示
さ
れ
る
」。
し
か
し
第
二
の
も
の
と
は
違
っ
て
、
こ
ち
ら
は
「
全
て
の
感
覚
と
思
考
、
そ
し
て
こ
の
関
係
の
二
重
化
を
取
り
上

げ
う
る
し
、
ま
た
表
現
も
し
う
る
」（A

schberg 1820/21.M
s.81

）。
し
か
し
本
質
的
な
差
異
は
、
こ
の
三
つ
目
の
象
徴
的
な
も
の
に
お
い
て
は
意
味

が
も
は
や
普
遍
的
な
、
神
的
理
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
特
殊
で
制
限
さ
れ
た
内
容
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
即
ち
内
容
が
こ
こ
で
は
「
個
別
的
な

主
観
的
な
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
表
現
は
ま
た
、「
直
接
的
事
物
、
直
接
受
け
取
ら
れ
た
も
の
、
偶
然
的
な
も
の
で
あ

っ
て
、
魂
の
真
な
る
表
現
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
、
意
味
と
表
現
は
「
恣
意
的
に
」
相
互
に
関
係
付
け
ら
れ
、
実
際
、
機
知

の
主
観
性
を
通
し
て
結
び
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
（A

schberg 1820/21.M
s.82

）。
こ
の
種
の
象
徴
的
な
も
の
と
し
て
、
近
代
の
修
辞
的
呈
示
様
式

で
あ
る
比
喩
、
隠
喩
、
寓
意
、
教
訓
的
た
と
え
話
、
直
喩
、
謎
か
け
、
教
訓
詩
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
三
様
の
象
徴
的
な
も
の
に
基
づ
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
講
義
毎
に
象
徴
的
芸
術
形
式
を
新
し
く
構
成
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
が
（
22
）
、
こ
の

芸
術
形
式
の
構
造
は
最
後
の
講
義
に
至
る
ま
で
固
定
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
（
23
）
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
上
記
の
象
徴
的
な
も
の
、
即
ち
「
意
味
と

表
現
が
切
り
離
さ
れ
て
あ
る
こ
と
、
も
し
く
は
そ
の
個
別
性
に
お
け
る
象
徴
」
も
ま
た
、
講
義
毎
に
位
置
づ
け
を
変
え
ら
れ
て
お
り
（
24
）
、
こ
の
段

階
の
タ
イ
ト
ル
も
そ
の
た
び
ご
と
に
変
え
ら
れ
て
い
る
（
25
）
。
し
か
し
こ
の
象
徴
の
叙
述
は
内
容
的
に
は
大
き
な
変
更
を
加
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。 

『
美
学
』
の
出
版
さ
れ
た
版
に
お
け
る
よ
う
に
、
最
後
に
挙
げ
ら
れ
た
象
徴
的
な
も
の
が
「
意
識
的
象
徴
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
場
合
の
主
要
な
特

性
は
、
意
味
と
そ
の
意
味
の
外
的
形
象
ま
で
も
が
対
自
的
に
現
さ
れ
る
こ
と
（H

otho 1823.M
s.130

）
に
加
え
て
、「
特
殊
的
個
別
性
」
と
い
う
こ

と
の
意
味
が
「
完
全
に
偶
然
的
で
恣
意
的
」
で
あ
り
、
個
別
的
形
象
は
「
単
に
な
に
か
外
的
な
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
（Von der Pfoderdten 

1826. M
s. 40

）。
相
互
に
完
全
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
こ
と
で
、
定
め
ら
れ
た
意
味
と
感
性
的
形
象
は
相
互
に
浸
透
す
る
こ
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と
は
無
く
、
単
な
る
比
喩
に
と
ど
ま
る
。
そ
こ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
「
意
識
的
象
徴
」
は
「
全
き
比
喩
の
領
域
」
に
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
（H

otho 

1823.M
s.130

）。
そ
し
て
実
際
に
こ
こ
で
意
味
と
そ
の
外
的
形
象
は
、
単
に
芸
術
家
の
主
観
性
を
通
し
て
、
な
い
し
芸
術
家
の
意
識
の
中
に
お
い
て

結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
古
代
東
洋
的
神
話
の
宗
教
的
神
話
が
「
無
意
識
的
象
徴
」（

26
）

と
し
て
把
握
さ
れ
る
一
方
で
、
こ
の
象
徴
は
「
意
識

的
な
も
の
」
と
し
て
呈
示
さ
れ
る
。 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
意
識
的
象
徴
」
の
下
で
、
意
味
と
形
象
と
の
結
び
つ
き
の
様
式
に
し
た
が
っ
て
様
々
な
種
の
比
喩
を
整
理
し
て
お
り
、
ま
た
こ
の

象
徴
に
お
い
て
は
意
味
と
形
象
は
相
互
に
依
存
し
て
い
な
い
の
で
、
ど
ち
ら
が
先
な
る
も
の
で
も
よ
い
（Ascheberg 1820/21. M

s. 82

）。
ヘ
ー
ゲ
ル

は
こ
の
種
の
も
の
を
、
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
、
メ
ル
ヘ
ン
、
寓
話
、
教
訓
的
物
語
、
格
言
の
中
に
見
出
し
て
い
る
（Ascheberg 1820/21. M

s. 83

）。
他
の

種
の
も
の
に
お
い
て
は
「
意
味
が
ま
ず
あ
り
、
次
に
そ
れ
に
合
う
表
現
が
探
さ
れ
、
使
用
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
（ebd.

）。
そ
う
い
っ
た
も

の
と
し
て
、
謎
か
け
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
、
隠
喩
、
直
喩
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
転
身
、
像
、
エ
ピ
グ
ラ
ム
、
銘
も
「
意
識
的
象
徴
」
に
含
ま

れ
る
。 

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
意
識
的
象
徴
」
の
全
て
の
様
式
の
呈
示
に
お
い
て
、
こ
の
象
徴
が
東
洋
的
芸
術
形
式
に
属
す
る
も
の
と

し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
部
分
的
に
は
古
典
的
叙
事
詩
か
ら
例
を
と
り
な
が
ら
も
、
そ
の
例
の
大
部
分
を
近
代
の
芸
術
作
品
か
ら
引
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
謎
か
け
」
の
呈
示
に
お
い
て
は
レ
ッ
シ
ン
グ
の
『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』
を
例
と
し
て
挙
げ
、「
教
訓
的
物
語
」

の
例
と
し
て
は
ゲ
ー
テ
の
『
神
と
舞
ひ
め
』、『
宝
掘
り
』、
そ
し
て
ま
た
彼
の
格
言
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（vgl. Ascheberg 1820/21. M

s. 83; H
otho 

1823. M
s. 134

）。
加
え
て
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ホ
メ
ロ
ス
や
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
、
ダ
ン
テ
に
よ
っ
て
そ
の
性
格
に
言
及
し
て
い

る
（vgl. Ascheberg 1820/21. M

s. 88

）。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
古
典
に
お
い
て
よ
り
も
「
多
く
の
近
代
の
散
文
に
お
い
て
」
そ
の
使
用
を
見
出
し
て
い
る
隠

喩
に
対
し
て
は
、
フ
ィ
ル
ダ
ウ
シ
ー
や
シ
ラ
ー
の
作
品
、
カ
ル
デ
ロ
ン
に
よ
る
『
十
字
架
へ
の
祈
り
』
の
シ
ー
ン
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

る
（Ascheberg 1820/21. M

s. 89 u. vgl. 89 f

）。
加
え
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ゲ
ー
テ
の
『
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
歌
』、
シ
ラ
ー
の
二
行
詩
節
で
あ
る
『
期
待

と
実
現
』
に
、「
規
定
的
な
意
味
を
持
っ
た
像
が
対
自
的
に
」
生
じ
て
く
る
本
来
の
隠
喩
を
見
出
し
て
い
る
。 

（Ascheberg 1820/21. M
s. 91

）。
隠
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喩
を
拡
大
し
た
形
式
と
し
て
規
定
さ
れ
る
「
直
喩
」
の
呈
示
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
多
く
の
作
品
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ホ
メ
ロ
ス

の
『
イ
リ
ア
ス
』、
オ
シ
ア
ン
（J. M

acphersons

）
の
『
フ
ィ
ン
ガ
ル
』、
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
シ
ー
ン
（vgl. Ascheberg 1820/21. M

s. 92 

f

）
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
中
で
も
特
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
劇
で
あ
る
『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』、『
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
４
世
』、『
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
』、

『
マ
ク
ベ
ス
』、『
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
』
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
直
喩
」
の
卓
越
し
た
使
用
を
見
出
し
て
い
る
（vgl. H

otho 1823. M
s. 137 

ff

）。 こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
意
識
的
象
徴
」
を
近
代
の
芸
術
作
品
か
ら
引
用
し
た
例
を
特
に
用
い
て
示
し
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
の
象
徴
の
性
格

は
意
味
と
形
象
の
切
断
と
結
合
と
い
う
観
点
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
こ
に
お
い
て
詩
、
と
り
わ
け
劇
を
挙
げ
て
い
る
ロ
マ
ン
的
芸
術
形
式
の
最

後
の
段
階
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
「
意
識
的
象
徴
」
を
古
代
東
洋
的
世
界
観
が
示
す
る
も
の
と
す
る
象
徴
的
芸
術
へ
と

組
み
込
む
の
は
、
歴
史
的
混
乱
で
あ
る
と
責
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
Ｐ
・
ソ
ン
デ
ィ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
こ
の
面
を
問
題
視
し
て
い
る
。
ま

ず
彼
は
「
真
な
る
象
徴
」
以
外
に
お
い
て
「
意
識
的
象
徴
」
に
お
け
る
意
味
は
「
意
識
の
対
象
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
こ
こ
に
お
い
て
は

単
に
「
比
喩
の
様
々
な
詩
に
お
け
る
可
能
性
」
の
み
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
（
27
）

そ
れ
ゆ
え
「
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
中
に

提
案
を
見
出
そ
う
と
す
る
」
文
学
研
究
者
は
大
い
に
失
望
す
る
結
果
に
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。
Ｐ
・
ソ
ン
デ
ィ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
「
個
々
の
詩

的
、
修
辞
的
形
式
の
議
論
」
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
失
望
の
根
拠
を
、
そ
の
対
象
、
即
ち
寓
話
、
隠
喩
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
い
う
現
象
が
、
哲
学
的
運

動
の
渦
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
ゆ
か
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
み
て
い
る
（
28
）

。  

こ
の
よ
う
に
ソ
ン
デ
ィ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
と
向
け
ら
れ
た
「
失
望
」
を
述
べ
る
が
、
他
方
で
「
象
徴
的
芸
術
の
神
聖
化
」
か
ら
「
芸
術
の
過
去
的
性

格
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
ー
ゼ
」
の
一
貫
性
を
引
き
出
し
て
も
い
る
。
と
い
う
の
も
ソ
ン
デ
ィ
は
、
芸
術
に
お
け
る
意
味
と
形
象
の
「
偶
然
的

結
び
つ
き
」
と
そ
こ
に
お
い
て
も
は
や
絶
対
的
で
な
い
、
あ
る
種
の
規
定
的
で
制
限
さ
れ
た
意
味
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
直
喩
的
象
徴
の
詩
の
可
能

性
を
軽
蔑
的
に
性
格
付
け
て
い
る
と
う
こ
と
を
強
調
す
る
か
ら
で
あ
る
（
29
）

。  

 



 234 

し
た
が
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
軽
蔑
的
な
扱
い
は
、
そ
こ
に
お
い
て
通
常
の
意
識
、
即
ち
有
限
で
あ
り
、
自
己
と
絶
対
と
の
結
び
つ
き
を
意
識

す
る
こ
と
の
無
い
主
観
が
生
き
る
意
識
が
偶
然
的
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
散
文
的
な
個
別
的
な
あ
り
方
を
呈
す
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
こ

と
へ
の
根
本
的
批
判
か
ら
説
明
で
き
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
一
つ
の
限
界
は
、
そ
の
哲
学
的
な
基
礎
を
成
す
絶
対
精
神
の
説
と
と
も
に
措

定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
30
）

。 

 そ
れ
に
加
え
て
ソ
ン
デ
ィ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
直
喩
的
象
徴
の
詩
的
可
能
性
に
つ
い
て
の
軽
蔑
的
評
価
の
さ
ら
な
る
証
明
の
た
め
に
引
き
合
い
に

出
し
て
い
る
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
直
喩
を
「
度
重
な
る
退
屈
な
過
剰
」
と
し
て
批
判
的
に
評
価
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
ソ
ン
デ
ィ
に

よ
れ
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
的
な
言
葉
は
、「
言
葉
の
本
質
に
つ
い
て
十
分
に
解
釈
で
き
て
い
な
い
も
の
」と
し
て
非
難
さ
れ
る
。そ
し
て
そ
の
根
拠
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
語
的
表
現
に
お
け
る
表
象
、つ
ま
り
言
葉
に
お
け
る
第
一
の
も
の
を
単
に
手
段
と
し
て
の
み
見
な
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
（
31
）

。

こ
れ
に
よ
っ
て
ソ
ン
デ
ィ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
意
識
的
象
徴
」
論
を
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
限
界
と
し
て
批
判
し
、
そ
の
こ
と
が
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
が
実
効

性
を
も
た
な
い
こ
と
へ
と
つ
な
が
り
、
か
つ
宗
教
と
哲
学
に
よ
っ
て
必
然
的
に
芸
術
が
捨
て
去
ら
れ
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
る
と
し
て
い
る
。  

し
か
し
、
ソ
ン
デ
ィ
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
意
識
的
象
徴
」
の
こ
う
い
っ
た
解
釈
、
な
い
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
詩
論
に
つ
い
て
向
け
ら
れ
る
批
判
は
、

た
し
か
に
今
日
ま
で
の
文
学
研
究
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
受
容
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
確
実
に
言
い
う
る
が
、
私
に
は
躊
躇
な
し

に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
彼
の
見
方
は
単
に
歴
史
的
観
点
に
の
み
縛
ら
れ
、
出
版
さ
れ
た
『
美
学
』
に
基
づ
く
の
み
で
あ
り
、
講
義

に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
の
手
引
き
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
次
の
章
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
意
識
的
象
徴
」
に
つ
い

て
の
議
論
を
、
そ
の
講
義
に
お
い
て
発
展
し
て
い
っ
た
考
察
に
基
づ
い
て
解
釈
し
、
単
な
る
可
能
性
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
事
実
に
寄
り
添
っ
た
納
得

の
い
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
の
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
を
試
み
る
。 
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三
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
象
徴
概
念
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
意
義 

 
「
意
識
的
象
徴
」
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
意
義
の
規
定
へ
と
進
む
前
に
、
こ
こ
で
は
ま
ず
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
「
意
識
的
象
徴
」

の
肯
定
的
な
意
味
づ
け
の
試
み
を
一
瞥
す
る
。
と
い
う
の
も
ド
・
マ
ン
の
こ
の
考
察
に
お
い
て
向
か
う
目
標
は
、
我
々
と
向
き
を
同
じ
く
す
る
か
ら

で
あ
る
。
ド
・
マ
ン
の
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
は
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
が
象
徴
形
式
の
理
論
、
な
い
し
象
徴
と
し
て
の
芸
術
の
理
論
で
あ
る
と
い
う
断
言
か
ら
始

ま
る
（
32
）

。
そ
れ
に
加
え
て
彼
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
芸
術
理
論
は
「
後
の
も
の
の
多
く
を
先
取
り
」
し
て
い
る
と
言
え
る
（ZS. 43

）。

こ
こ
か
ら
ド
・
マ
ン
は
特
に
「
意
識
的
象
徴
」
に
お
い
て
「
記
号
理
論
」
を
見
い
だ
す
こ
と
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
義
を
提
示
し

よ
う
と
し
て
い
る
（ZS. 56

）。 

ド
・
マ
ン
は
も
ち
ろ
ん
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
意
識
的
象
徴
」
に
つ
い
て
の
議
論
に
対
し
て
多
く
の
人
々
か
ら
提
出
さ
れ
た
問
題
を
充
分
に
知
っ
て
い

た
し
、
彼
の
論
文
の
様
々
な
箇
所
に
お
い
て
「
意
識
的
象
徴
」
に
つ
い
て
の
ソ
ン
デ
ィ
の
批
判
的
解
釈
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
ソ
ン
デ
ィ
と
違

っ
て
ド
・
マ
ン
は
「
意
識
的
象
徴
」
の
解
釈
に
お
け
る
問
題
、
も
し
く
は
「
障
害
」
の
原
因
を
、
象
徴
的
芸
術
形
式
の
理
論
自
体
に
で
は
な
く
「
ヘ

ー
ゲ
ル
の
個
人
的
な
不
十
分
さ
」（ZS. 42

）、
す
な
わ
ち
「
象
徴
理
論
家
」
と
し
て
は
「
象
徴
的
な
言
葉
を
理
解
す
る
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
な
い
」

（ZS. 44

）
と
い
う
点
に
見
て
い
る
。 

そ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
少
な
く
と
も
正
し
い
道
に
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

我
々
は
ま
だ
ヘ
ー
ゲ
ル
「
美
学
を
完
全
に
拒
絶
す
る
こ
と
を
」
許
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
悩
ま
し

い
」
芸
術
終
焉
論
も
疑
問
に
付
す
。
と
い
う
の
も
彼
は
我
々
に
「
新
し
い
モ
ダ
ニ
テ
ィ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ま
さ
に
俗
物
的
な
趣
味
が
捉
え
る
こ
と
の

で
き
た
で
あ
ろ
う
も
の
を
遥
か
に
越
え
て
い
き
う
る
、
そ
ん
な
象
徴
の
力
を
あ
る
種
の
仕
方
で
明
ら
か
に
し
、
改
良
し
始
め
る
」 

こ
と
を
確
信
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
（ZS. 42

）。 

こ
の
よ
う
に
一
方
で
ド
・
マ
ン
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
不
十
分
に
し
か
「
象
徴
的
な
言
葉
を
理
解
す
る
こ
と
」
も
、「
関
連
し
た
体
系
の
中
に
お
け
る
」

合
一
を
、「
歴
史
的
な
も
の
と
美
し
い
も
の
の
経
験
の
内
的
総
合
と
保
存
と
し
て
の
記
憶
を
通
し
て
「
理
解
す
る
こ
と
」
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
非
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難
し
て
い
る
。（ZS. 52

）.

し
か
し
、
他
方
で
ド
・
マ
ン
は
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
芸
術
理
論
へ
の
、
ま
た
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
領
域
へ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な

適
用
に
対
し
て
の
土
台
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
象
徴
論
、
と
り
わ
け
「
意
識
的
」
な
い
し
「
直
喩
的
」
象
徴
論
に
お
け
る
「
混
乱
」
の
も
た
ら
す
様
々
な

「
奇
妙
な
帰
結
」
の
中
に
見
出
し
て
い
る
（
33
）

。
す
な
わ
ち
ド
・
マ
ン
は
「
意
識
的
象
徴
」
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
呈
示
の
中
に
、
芸
術
形
式
の
歴
史
的
順

序
の
混
乱
を
見
出
す
の
で
は
な
く
、
象
徴
と
し
て
の
発
話
を
「
記
号
と
転
義
の
モ
デ
ル
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
は
い
る
が
、
そ
の
両
者
の
違
い
故
に

意
味
論
的
、
場
所
論
的
特
徴
の
結
び
つ
き
を
許
す
言
語
の
新
し
い
モ
デ
ル
」
に
よ
っ
て
置
き
換
え
う
る
こ
と
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
（Eh. 74

）。 

「
意
識
的
象
徴
」
の
こ
う
い
っ
た
解
釈
に
よ
っ
て
ド
・
マ
ン
は
、
象
徴
と
記
号
の
差
異
を
消
し
去
る
こ
と
を
試
み
る
。
彼
が
特
に
考
察
す
る
の
は
、

思
考
さ
れ
た
も
の
と
思
考
作
用
の
規
定
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
記
号
を
規
定
し
た
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
な
し
た
議
論

で
あ
る
。
こ
の
議
論
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
ド
・
マ
ン
は
ま
ず
、
思
考
と
思
考
す
る
主
観
と
し
て
の
自
我
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
規
定
を

取
り
上
げ
（
34
）

、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
思
考
す
る
主
観
と
直
観
す
る
主
観
」
と
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
ド
・
マ
ン
は
記
号

と
象
徴
の
差
異
を
受
容
す
る
が
（ZS. 46

）、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
違
っ
て
、
二
つ
の
関
係
を
「
相
互
の
廃
棄
、
な
い
し
消
去
」
と
し
て
規
定
す
る
（ZS. 50

）。 

 我
々
が
既
に
見
て
き
た
と
お
り
、自
我
は
全
て
の
感
性
的
規
定
か
ら
自
由
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
根
源
的
に
記
号
に
類
似
し
て
い
る
。

し
か
し
自
我
は
そ
れ
自
身
、
自
己
で
は
な
い
も
の
と
し
て
自
ら
を
示
す
の
で
あ
る
か
ら
、
任
意
で
は
あ
る
に
せ
よ
規
定
さ
れ
た
関
係
を
表

象
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
我
は
自
ら
を
象
徴
と
し
て
示
す
の
で
あ
る
。
自
我
が
自
ら
を
指
し
示
す
限
り
自
我
は
記
号
で
あ
る
が
、
自
ら
の

外
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
指
し
示
す
限
り
に
お
い
て
は
象
徴
で
あ
る
（ebd.

）。 

 

一
般
的
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
初
期
論
文
に
お
い
て
も
記
号
と
象
徴
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
差
異
は
記
号
が
偶
然
的
、
特
殊
的
で
あ
る
一
方
で
、

象
徴
は
形
式
と
内
容
が
精
神
的
に
浸
透
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
前
提
条
件
の
下
で
ド
・
マ
ン
は
、
記
号
と
思
考
さ
れ
た
も
の
、
と
り
わ

け
ヘ
ー
ゲ
ル
が
思
考
の
働
き
、
な
い
し
「
空
虚
な
結
び
つ
き
」
（
35
）

と
規
定
す
る
表
面
的
記
憶
と
を
関
係
付
け
る
。
そ
れ
に
対
し
て
象
徴
は
、
内
化
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さ
れ
た
記
憶
、
即
ち
経
験
と
関
係
付
け
ら
れ
る
。
表
面
的
記
憶
が
、
構
想
力
と
内
的
に
記
憶
す
る
働
き
の
「
全
て
で
は
な
い
に
せ
よ
物
質
性
」
を
欠

く
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
両
者
を
厳
密
に
区
別
す
る
が
、
ド
・
マ
ン
は
記
号
と
象
徴
の
相
互
の
止
揚
の
必
然
性
を
示
す
（vgl. ZS. 

52

）
（
36
）

。 

こ
の
観
点
に
お
い
て
ド
・
マ
ン
は
、
直
喩
的
芸
術
形
式
の
「
意
識
的
象
徴
」
の
段
階
に
お
い
て
、
時
間
的
概
念
へ
の
移
行
を
見
出
し
て
い
る
。
そ

う
す
る
こ
と
の
利
点
は
、
象
徴
と
記
号
に
関
す
る
主
観
と
表
面
的
記
憶
の
働
き
に
つ
い
て
の
理
論
の
結
び
つ
き
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
点
に
あ
る

（Eh. 76

）。
そ
し
て
こ
の
段
階
に
お
い
て
ド
・
マ
ン
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
記
号
理
論
を
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
目
的
に
満

ち
た
意
識
的
象
徴
と
、
意
味
と
形
象
と
の
共
存
が
問
題
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
表
面
的
記
憶
の
働
き
と
の
類
比
に
お
い
て
記
述
の
働
き
」
を
構
成

し
て
い
る
（Eh. 77

）。
ま
た
ド
・
マ
ン
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
崇
高
の
レ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
比
喩
の
レ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
進
展
」
を
「
簒
奪
さ
れ
た
正
統
性

の
転
倒
」
と
し
て
特
徴
付
け
て
い
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
ド
・
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
は
言
語
表
現
と
転
義
の
議
論
と
し
て
価
値
が
あ

り
、
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
に
「
正
当
で
有
効
」
な
の
で
あ
る
（Eh. 79

）。 

「
意
識
的
象
徴
」
を
「
記
号
論
」
と
す
る
ド
・
マ
ン
の
解
釈
は
極
め
て
説
得
的
で
あ
り
、
論
証
方
法
は
違
う
に
し
て
も
こ
の
論
考
と
も
部
分
的
に

は
似
た
方
向
性
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ド
・
マ
ン
の
論
証
に
お
い
て
何
よ
り
も
注
目
す
べ
き
は
、
彼
が
そ
こ
に
向
か
う
ま
で
に
長
い
回
り
道
を

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
か
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
象
徴
概
念
を
初
期
の
論
文
、
と
り
わ
け
一
八
一
七
年
の
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
に

お
い
て
分
析
し
て
お
り
、
彼
の
議
論
の
中
で
は
ベ
ル
リ
ン
で
の
美
学
講
義
に
お
い
て
変
更
さ
れ
た
象
徴
の
規
定
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で

あ
る
（
37
）

。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
美
学
講
義
を
「
象
徴
形
式
の
理
論
」
と
し
て
示
す
場
合
に
は
、
意
味
と
形
象
の
美
し
い
調
和
へ
と
方
向

付
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
（ZS. 42

）。
（
38
）

し
か
し
、
こ
の
理
解
は
根
本
的
に
誤
っ
て
い
る
。
実
際
ベ
ル
リ
ン
で
の
美
学
講
義
に
お

い
て
変
更
さ
れ
た
象
徴
の
規
定
に
お
い
て
す
で
に
、「
意
識
的
象
徴
」
の
記
号
論
的
特
性
に
対
す
る
土
台
を
獲
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
ヘ

ー
ゲ
ル
は
、
意
味
と
そ
の
感
性
的
形
象
と
の
間
の
「
不
十
全
」
と
、「
不
一
致
」
と
を
象
徴
の
本
質
と
し
て
規
定
し
て
お
り
、
加
え
て
「
意
識
的
象
徴
」

の
段
階
に
お
い
て
は
、
意
味
と
形
象
の
結
び
つ
き
に
お
け
る
制
限
さ
れ
た
個
別
的
主
観
性
と
偶
然
性
、
恣
意
性
を
そ
の
象
徴
の
主
要
な
特
性
と
し
て
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呈
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
特
性
は
、
記
号
と
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
の
今
日
の
議
論
、
両
者
が
真
理
の
認
識
及
び
芸
術
理
解

に
対
し
て
不
可
欠
の
装
置
と
さ
れ
て
い
る
議
論
に
お
い
て
本
質
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。 

今
日
の
芸
術
と
芸
術
批
評
の
理
論
に
お
い
て
、
記
号
と
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
と
い
う
の
も
こ
の
両
者
に
お
い
て
意
味
（
シ

ニ
フ
ィ
エ
）
と
形
象
（
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
）
の
「
不
整
合
」
な
い
し
「
差
異
」
と
意
味
の
た
め
に
選
択
さ
れ
た
形
象
の
恣
意
性
が
重
要
な
要
素
と
し
て

強
調
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
39
）

。
そ
れ
に
対
し
て
一
般
的
な
意
味
に
お
け
る
象
徴
は
、
意
味
と
形
象
の
合
一
と
し
て
、
同
一
哲
学
的
な
思
考
の

拒
否
と
結
び
つ
い
て
否
定
さ
れ
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
象
徴
と
「
意
識
的
象
徴
」
は
す
で
に
記
号
と
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
今
日
強
調
さ
れ
て

い
る
要
素
、
即
ち
意
味
と
形
象
の
「
不
十
全
」
、
意
味
が
特
殊
で
形
象
が
恣
意
的
で
あ
り
、
部
分
的
で
あ
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ア

レ
ゴ
リ
ー
は
「
意
識
的
」「
直
喩
的
」
象
徴
に
属
し
て
い
る
の
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
内
部
に
萌
芽
的
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の

象
徴
論
を
記
号
理
論
的
に
明
ら
か
に
し
、
記
号
理
論
と
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
芸
術
批
評
へ
と
向
か
う
こ
と
を
基
調
と
す
る
今
日
の
芸
術
論
に
対
す
る
ヘ
ー

ゲ
ル
象
徴
論
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
「
意
識
的
象
徴
」
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
論
の
記
号
論
的
解
釈
は
、「
意
識
的
象
徴
」
が
個
別
的
な
主
観
と
恣
意
的
形
象
の
「
差

異
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
結
び
つ
き
の
呈
示
の
た
め
に
当
然
復
権
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
こ
う
し
た
解
釈
と
「
意

識
的
象
徴
」
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
概
念
が
矛
盾
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
事
が
必
要
と
な
る
。「
意
識
的
象
徴
」
の
段
階
は
芸
術
の
歴
史
的
順
序
に
お
け
る

ヘ
ー
ゲ
ル
の
混
乱
、
な
い
し
誤
り
で
あ
る
と
す
る
主
張
に
反
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
段
階
を
最
初
の
美
学
講
義
か
ら
象
徴
的
芸
術
形
式
に
一
貫
し

て
属
す
る
も
の
と
し
て
い
る
し
、
そ
れ
を
最
後
の
講
義
に
至
る
ま
で
保
持
し
て
い
る
。
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
段
階
を
ま
さ
に
単
に
間
違
い
か
ら
く

る
偶
然
か
ら
、
象
徴
的
芸
術
形
式
の
箇
所
に
お
い
て
扱
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
に
は
し
っ
か
り
と
し
た
根
拠
が
与
え
ら
れ
て
い
る
に
違
い
な

い
の
で
あ
る
。 

「
意
識
的
」
象
徴
の
根
本
特
質
が
ロ
マ
ン
的
芸
術
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
（
40
）

、
そ
し
て
た
し
か
に
そ
こ
に
は
近
代
の
芸
術
作
品
か
ら
多

く
の
例
が
引
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
自
ら
の
象
徴
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
象
徴
的
芸
術
を
単
に
古
代
東
洋
的
芸
術
作
品
に
制
限
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す
る
の
で
は
な
く
、特
徴
的
に
こ
の
芸
術
に
属
し
て
い
る
諸
芸
術
を
象
徴
的
芸
術
の
範
囲
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
ゲ
ー
テ
の
『
西
東
詩
集
』
と
多
く
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
と
の
象
徴
的
芸
術
形
式
に
お
け
る
解
釈
で
例
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
（
41
）

、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
象
徴
的
修
辞
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
「
意
識
的
象
徴
」
に
お
い
て
ロ
マ
ン
的
芸
術
形
式
の
可
能
な
呈
示
様
式
を
見
つ
け
る
こ

と
を
試
み
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。そ
れ
に
よ
っ
て
象
徴
的
芸
術
は
単
に
古
代
東
洋
的
世
界
観
の
呈
示
様
式
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、「
ロ

マ
ン
的
芸
術
形
式
の
領
域
の
上
で
も
」
ま
た
生
き
て
お
り
（
42
）

、
近
現
代
の
芸
術
に
対
す
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
意
義
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
意
識
的
象
徴
」
の
区
分
に
対
す
る
困
難
も
表
明
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
意
識
的
象
徴
」
の
段
階
は
「
従

属
的
な
も
の
一
般
」（Aschenberg 1820/21. M

s. 81

）
で
あ
り
、「
単
に
非
本
来
的
に
象
徴
的
な
も
の
」（H

ohto 1823. M
s. 130

）
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。  

 

諸
形
式
は
こ
こ
で
は
単
に
従
属
的
な
も
の
で
あ
り
、
偉
大
な
芸
術
作
品
の
も
と
で
は
単
に
個
別
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
こ
れ
に
は
従
属
的
な
芸
術
形
式
が
属
し
て
い
る
。
そ
し
て
大
抵
の
場
合
こ
の
芸
術
形
式
を
区
分
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
例
え

ば
、
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
、
教
訓
詩
等
々
を
ど
こ
に
置
く
事
が
で
き
よ
う
か
。
亜
種
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
芸
術
の
必
然
的
な
面
を

示
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。（H

otho 1823. M
s. 131

）    

 こ
の
一
節
は
一
見
す
る
と
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、「
従
属
的
な
芸
術
形
式
」
、
即
ち
「
亜
種
」
は
「
意
識
的
象
徴
」

に
対
し
て
侮
蔑
的
な
特
徴
で
は
な
く
、
単
に
「
意
識
的
象
徴
」
が
自
立
的
芸
術
形
式
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う

の
も
「
意
識
的
象
徴
」
は
、
ド
・
マ
ン
が
考
え
て
い
た
よ
う
に
、「
転
義
」
な
い
し
修
辞
で
あ
り
、
詩
人
の
才
知
に
属
し
（
43
）

、
偉
大
な
芸
術
作
品
に

よ
っ
て
、
単
に
個
別
的
に
の
み
使
用
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
意
識
的
象
徴
」
の
様
々
な
形
式
は
そ
れ
自
身
で
は
い
か
な
る
芸
術

作
品
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
芸
術
作
品
の
、
と
り
わ
け
、
意
味
と
形
象
の
矛
盾
が
支
配
的
で
あ
る
近
代
の
芸
術
作
品
の
本
質
的
要
素
な
の
で
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あ
る
。「
意
識
的
象
徴
」
の
諸
形
式
は
ま
さ
に
「
不
十
全
」
で
あ
る
か
ら
、
美
し
い
も
の
と
一
致
す
る
こ
と
は
な
く
、「
単
に
付
随
的
に
」
芸
術
作
品

の
中
で
生
じ
る
（Von der Pfordten 1826. M

s. 87

）
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
真
理
の
認
識
と
現
代
の
芸
術
理
解
に
対
し
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
の

で
あ
る
。  

そ
れ
に
加
え
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
直
喩
」
に
お
い
て
は
な
お
、
文
化
哲
学
的
領
域
に
お
い
て
人
と
対
象
、
そ
し
て
そ
の
心
情
と
の
理
論
的
で
自
由
な

関
係
に
と
っ
て
重
要
な
「
意
識
的
象
徴
」
の
さ
ら
な
る
意
味
を
引
き
出
し
う
る
。「
直
喩
」
と
は
第
一
に
意
味
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
次
に
形

象
が
見
い
だ
さ
れ
る
際
に
使
用
さ
れ
る
象
徴
の
一
種
で
あ
る
。 

「
直
喩
」
は
単
に
明
確
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
狙
う
場
合
に
は
、「
過
剰
」
な

も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
直
喩
」
に
む
し
ろ
重
要
な
意
味
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
と
は
、「
精
神
、

心
情
は
対
象
の
関
心
に
留
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
」（H

otho 1823. M
s. 135

）、
即
ち
精
神
が
実
践
的
関
心
か
ら
理
論
的
関
心
へ
と
も
た
ら

さ
れ
、
そ
の
結
果
、
関
心
へ
と
沈
み
込
む
こ
と
か
ら
距
離
を
と
る
こ
と
に
成
功
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
精
神
の
発
展
そ
れ
自
身
に
お
け
る
中
断

が
生
じ
る
の
は
、「
直
喩
」
に
お
い
て
繰
り
返
し
呈
示
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
「
内
容
の
外
観
に
留
ま
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
直

喩
」
に
お
け
る
対
象
の
「
無
関
心
な
理
論
的
観
察
」
が
問
題
と
な
る
（
44
）

。
こ
の
「
理
論
的
」
で
「
無
関
心
な
直
観
」
は
対
象
自
体
か
ら
の
方
向
転

換
で
あ
り
、
対
象
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
で
あ
る
（H

otho 1823. M
s. 136

）
（
45
）

。 

「
直
喩
」
の
こ
の
意
味
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ま
さ
に
「
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
論
文
」
に
お
い
て
発
展
さ
せ
、
後
に
法
哲
学
講
義
、
歴
史
哲
学
講
義
に
お

い
て
「
形
式
的
教
養
」
と
い
う
概
念
に
ま
で
展
開
し
た
「
理
論
的
」
教
養
の
概
念
と
と
も
に
理
解
さ
れ
る
（
46
）

。
理
論
的
教
養
と
形
式
的
教
養
の
概

念
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、「
主
観
的
関
心
抜
き
に
、
自
由
な
自
立
性
に
お
い
て
存
す
る
対
象
と
か
か
わ
る
セ
ン
ス
」
で
あ
り
、「
認
識
そ
れ
自

体
の
多
様
性
」
で
あ
り
、「
他
の
人
々
と
の
認
識
の
よ
り
大
き
な
共
同
性
」
へ
と
到
る
「
周
囲
の
無
価
値
な
も
の
の
個
別
的
な
知
か
ら
普
遍
的
な
知
へ

の
」
上
昇
で
あ
る
。
（
47
）

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
事
を
、
自
己
の
特
殊
性
を
克
服
し
、
同
様
に
そ
の
制
限
さ
れ
た
歴
史
的
意
識
を
過
去
の
文
化
、
そ
し
て

異
文
化
へ
と
拡
大
し
て
い
く
た
め
に
、
近
代
世
界
に
お
け
る
人
々
に
不
可
欠
の
関
係
と
し
て
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

芸
術
の
（
宗
教
、
哲
学
の
）
近
代
に
お
け
る
役
割
を
こ
の
関
係
の
獲
得
の
た
め
の
手
段
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
役
割
と
、
芸
術
の
文
化
哲
学
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的
規
定
と
を
、「
直
喩
」
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
呈
示
の
中
に
お
い
て
見
出
し
う
る
。
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
象
徴
論
は
単
に
東
洋

的
世
界
観
の
呈
示
様
式
と
し
て
働
く
だ
け
で
は
な
く
、
修
辞
的
転
義
と
し
て
現
代
の
芸
術
理
論
、
及
び
芸
術
に
つ
い
て
の
文
化
哲
学
的
議
論
に
対
し

て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。  

 

注 
 

（
１
）H

ans-G
eorg G

adam
er: W

ahrheit und M
ethode. G

rundzüge einer philosophischen H
erm

eneutik. Tübingen 41975, S. 70:

象
徴
に
お
い
て
見
え
る
も
の
と 

 

見
え
な
い
も
の
が
形
而
上
学
的
に
根
源
的
な
親
和
性
を
持
つ
こ
と
は
、
中
世
に
お
い
て
な
お
同
じ
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
、
象
徴
と
ア
レ
ゴ
リ
ー
と

の
間
に
区
別
を
な
す
こ
と
と
な
る
。
象
徴
と
の
区
別
に
お
い
て
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
の
は
、
慣
習
と
独
断
的
な
固
定
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

（
２
）F.W

.J. Schelling: Philosophie der Kunst. D
arm

stadt 1974. S. 49 (§ 38). 

（
３
）A

.a.O
. S. 50 (§ 39). 

（
４
）絶
対
精
神
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
覚
書 Eingeleitet und hrsg. von H

elm
ut Schneider. In: H

egel-Studien. 9 (1974), S. 9-38, bes. S. 22. Zu H
egels früheren 

G
edanken über das Sym

bol vgl. H
egels Theologische Jugendschriften. H

rsg. von H
erm

an N
ohl. Tübingen 1907. S. 300; G.W

.F. H
egel: N

ürnberger 
Schriften. Texte, Reden, B

erichte und G
utachten zum

 N
ürnberger G

ym
nasialunterricht. 1808-1816. H

rsg. von Johannes H
offm

eister. Leipzig 1938. S. 
114, 276, 278; G.W

.F. H
ege:, Enzyklopädie der philosophischen W

issenschaften im
 G

rundrisse (1817). Zum
 G

ebrauch seiner Vorlesungen. H
eidelberg 

1817. S. 281 f (§ 459-463). 

（
５
）Paul de M

an: Zeichen und Sym
bol in H

egels Ästhetik. In: ders.: D
ie Ideologie des Ästhetischen. H

rsg. von Christoph M
enke. Frankfurt am

 M
ain 1993. 

S. 39-79, bes. S. 42.  

（
６
）G.W

.F. H
egel: Vorlesungen über die Philosophie der Kunst. Berlin 1823. N

achgeschrieben von H
einrich G

ustav H
otho. H

rsg. von A
nnem

arie 
G

ethm
ann-Siefert. H

am
burg 1998. M

s. 107 (im
 folgenden zit.: H

otho 1823 m
it M

anuskriptszahl.)  

（
７
）
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
東
洋
的
象
徴
化
の
性
格
の
受
容
に
つ
い
て
。vgl. auch Peter Szondi: H

egels Lehre von der D
ichtung. In: Poetik und 

G
eschichtsphilosophie I. H

rsg. von Senta M
etz und H

ans H
agen H

ildebrandt. Frankfurt am
 M

ain 11974, 51991. S. 267-511, bes. S. 365 f: „

「
ま
た
、
東

洋
的
、
象
徴
的
芸
術
形
式
を
そ
の
美
学
体
系
へ
と
組
み
込
む
こ
と
に
お
い
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
ま
さ
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
先
行
し
て
い
る
。［
…
…
］
シ
ェ
リ
ン
グ
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の
『
芸
術
哲
学
』
が
講
義
原
稿
に
基
づ
い
て
、
彼
の
死
後
一
八
五
九
年
に
初
め
て
出
版
さ
れ
た
と
は
い
え
、
そ
の
考
察
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
当
然
、
美
学
に
着
手

す
る
前
に
明
か
さ
れ
て
い
た
。」  

（
８
）A

.a.O
. S. 66. 

こ
の
観
点
か
ら
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
ギ
リ
シ
ア
的
詩
を
「
絶
対
的
」
詩
と
し
て
、「
自
ら
の
外
に
お
い
て
い
か
な
る
対
立
」
を
も
持
た
な
い
「
無
差

異
の
点
」
と
し
て
性
格
づ
け
て
い
る
。 

（
９
）A

.a.O
. S. 67 

（
10
）A

.a.O
. S. 68 

（
11
）A

.a.O
. S. 67.

ア
レ
ゴ
リ
ー
は
、
普
遍
と
特
殊
と
が
両
者
が
無
差
異
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
特
殊
が
普
遍
を
意
味
す
る
も
の
」

で
あ
る
。『
芸
術
哲
学
』
の
他
の
箇
所
、
と
り
わ
け
ダ
ン
テ
論
に
お
い
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
神
話
を
、
近
代
的
神
話
、
典
型
的
に
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
な

神
話
と
し
て
論
じ
て
い
る
。(V

gl. F.W
.J. Schelling: U

eber D
ante in philisophischer Beziehung. In: G.W

.F. H
egel: G

esam
m

elte W
erke. Bd. 4: Jenaer 

K
ritische Schriften. H

rsg. von H
artm

ut B
uchner und O

tto Pöggeler. H
am

burg 1968. S. 486-493, bes. S. 387 f.). 

（
12
）O

．
ペ
ゲ
ラ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
も
ち
ろ
ん
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
と
そ
こ
に
お
け
る
三
つ
の
芸
術
形
式
の
構
造
の
成
立
の
基
盤
は
す
で
に
イ
エ
ナ
、
即
ち
『
精

神
現
象
学
』
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。(vgl. O

. Pöggeler: D
ie Entstehung von H

egels Ästhetik in Jena. In: H
egel in Jena. D

ie Entw
icklung des System

s 
und die Zusam

m
enarbeit m

it Schelling. H
rsg. von D

ieter H
enrich und K

laus D
üsing. Bonn 1980 [H

egel-Studien. Beiheft. 20]. S. 249-260, bes. S. 
254). 

（
13
）
事
実
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
間
の
差
異
は
、
根
本
的
に
両
者
の
東
洋
に
つ
い
て
の
解
釈
に
存
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
東
洋
的
世
界
観

と
表
現
の
解
釈
は
、『
東
洋
の
精
神
に
つ
い
て
』(1797/98)
に
お
い
て
扱
っ
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
的
精
神
と
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

（
14
）こ
の
結
び
つ
き
に
お
け
る
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
の
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
影
響
に
つ
い
てvgl. Ernst Schulin: D

ie w
eltgeschichtliche Erfassung des O

rients bei H
egel und 

Ranke. G
öttingen 1958, S. 34; H

elm
ut Schneider: N

eue Q
uellen zu H

egels Ästhetik. In: H
egel-Studien. 19 (1984), S. 9-44, bes. S. 18.   

（
15
）Friedrich Creuzer: Sym

bolik und M
ythologie der alten Völker, besonders der G

riechen. 6 Bde. Leipzig/D
arm

stadt 21819 ff (im
 folgenden zit.: Creuzer 

m
it Seitenzahl).

こ
の
論
文
は
最
初
に1810-12

年
に
刊
行
さ
れ
、1837
年
に
第
三
版
が
出
版
さ
れ
た
。 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
第
二
版(1819 ff)

を
所
有
し
て
お
り
、

ベ
ル
リ
ン
で
の
美
学
講
義
に
お
け
る
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
の
説
明
に
お
い
て
ま
さ
に
こ
の
本
を
指
示
し
て
い
る
。 

し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
が
既
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
お

い
て
こ
の
本
の
第
一
版
を
読
み
、
そ
れ
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
な
い
。 

（
16
）
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
は
ま
ず
、「
意
義
深
い
も
の
」、「
強
調
に
満
ち
た
簡
潔
な
も
の
」(C

reuzer. 44)

と
し
て
の
「
礼
拝
的
象
徴
」(C

reuzer. 33) 

の
特
徴
か
ら
引
き
出

す
と
い
う
点
、
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
『
弁
論
術
』(III. K

ap. 4)

、『
詩
学
』(K

ap. X
X

I. § 7)

に
お
け
る
隠
喩
と
比
喩
の
説
明
を
引
用
す
る
と
い
う
点
、

こ
の
二
つ
の
点
に
よ
っ
て
そ
の
固
有
性
を
際
立
た
せ
て
い
る
。 
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（
17
）
そ
れ
に
対
し
て
「
具
象
的
」
象
徴
は
、
無
限
を
十
全
な
形
象
に
お
い
て
表
象
す
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
具
象
的
象
徴
に
お
い
て
は
無
限
な
も

の
、
な
い
し
神
的
な
も
の
は
自
然
に
従
う
も
の
と
見
な
さ
れ(C

reuzer. 63)

、
そ
れ
ゆ
え
目
に
見
え
る
自
然
の
形
式
に
お
い
て
有
限
に
対
し
て
十
全
で
あ
る
も
の

と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
は
、（
ヘ
ル
ダ
ー
や
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
た
）
人
間
の
形
象
を
そ
れ
に
合
致
し
た
形
象
と
し
て
い
る
。
神
的
な
も
の

が
人
間
の
形
象
の
中
に
現
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
無
際
限
な
も
の
を
自
由
意
志
に
よ
っ
て
断
念
す
る
」
と
い
う
具
象
的
形
象
を
、
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
は
「
全
て
の

象
徴
的
な
も
の
の
最
も
美
し
い
結
実
」
と
し
て
規
定
し
て
い
る(C

reuzer. 64)

。
さ
ら
に
彼
は
、
叙
事
詩
の
形
式
で
現
れ
る
新
し
い
ギ
リ
シ
ア
神
話
を
「
具
象
的

象
徴
」
と
し
て
性
格
づ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
は
原
則
的
に
は
象
徴
と
神
話
を
根
本
的
な
意
味
に
お
い
て
区
別
し
つ
つ
も
、
両
者
を
結
び
つ

け
て
も
い
る
。 

（
18
）
そ
れ
に
つ
い
て
は
、 vgl. Briefe von und an H

egel. 4 Bde. H
rsg. von Johannes H

offm
eister und Friedhelm

 N
icolin. H

am
burg 1969-81, Bd. 2. N

r. 359: 
H

egels B
rief an C

reuzer vom
 30. O

kt. 1819 

（
19
）
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ギ
リ
シ
ア
神
話
を
二
つ
に
、
つ
ま
り
「
自
然
神
話
」
と
「
新
し
き
神
話
」
と
に
区
分
す
る
。
自
然
神
話
は
「
道
徳
性
」
が
中
心
と
な
る
ギ
リ
シ
ア

の
古
き
神
々
（
ク
ロ
ノ
ス
、
ガ
イ
ア
、
タ
イ
タ
ン
等
々
）
の
神
話
に
関
係
し
、
新
し
き
神
話
は
ゼ
ウ
ス
か
ら
派
生
し
て
「
国
家
の
秩
序
」
を
代
理
表
象
す
る
新

し
き
神
々
の
歴
史
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
具
象
的
象
徴
」
に
よ
っ
て
考
え
て
い
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
彫
像
に
お
い
て
現
実
化
さ
れ
る
後
者
で
あ
る
。 

（
20
）Ästhetik nach Prof. H

egel. 1826. A
nonym

 (M
s. Stadtbibliothek, A

achen), M
s. 84. 

（
21
）G.W

.F. H
egel: Vorlesung über Ästhetik. Berlin 1820/21. H

rsg. von H
elm

ut Schneider. Frankfurt a. M
. 1995. M

s. 81. (im
 folgenden zit.: Ascheberg 

1820/21 m
it der M

anuskriptszahl). 

（
22
）
ベ
ル
リ
ン
で
の
美
学
講
義
に
お
け
る
象
徴
的
な
も
の
の
区
分
は
以
下
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。1820/21

の
講
義
で
の
三
区
分: 1)

「
自
然
的
象
徴
、
も
し
く
は

物
理
的
な
も
の
の
象
徴
」（
具
象
的
イ
ン
ド
的
直
観
）、2)
「
真
に
象
徴
的
な
も
の
」（
エ
ジ
プ
ト
的
象
徴
）、3)

「
意
味
と
表
現
が
切
り
離
さ
れ
て
あ
る
も
の
も
し

く
は
そ
の
特
殊
性
に
お
け
る
象
徴
」 (Ascheberg 1820/21. M

s. 81)
。1823

の
講
義
に
お
け
る
同
様
の
三
区
分: 1)

意
味
と
形
象
の
無
媒
介
的
統
一
、2)

「
象
徴

的
な
も
の
の
無
媒
介
的
統
一
の
切
断
：
崇
高
の
詩
、
も
し
く
は
神
聖
な
詩
」、3) 

意
味
と
形
象
の
切
断
か
ら
統
一
へ
の
回
帰 : 

ア
レ
ゴ
リ
ー (H

otho 1823. M
s. 

115, 128, 142)

。1826

の
講
義
の
四
区
分: 1)

「
具
象
的
直
観
」、2) 

イ
ン
ド
的
直
観
、3) 

象
徴
そ
の
も
の
（
エ
ジ
プ
ト
的
直
観
）、4)

「
精
神
的
な
も
の
と
感

性
的
な
も
の
の
差
異
」、そ
れ
に
属
す
る
の
はa. 

ユ
ダ
ヤ
的
直
観b.

東
洋
的
汎
神
論c.

意
味
と
形
象
が
自
由
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。 (G.W

.F. H
egel: Philosophie 

der K
unst. Vorlesung von 1826. H

rsg. von A
. G

ethm
ann-Siefert, Jeong-Im

 K
w

on, K
asten B

err. Frankfurt a. M
. 2004. M

s. 116, 118, 124, 128 [

以
下
、
引

用
は : Von der Pfordten 1826 m

it der M
anuskriptszahl]). 1828/29

の
講
義
に
お
け
る
五
区
分: 1)

「
意
味
と
そ
の
外
化
の
直
接
的
統
一
」（
具
象
的
、
イ
ン
ド

的
直
観
）
、2)

「
崇
高
の
象
徴
」（
イ
ン
ド
の
詩
と
ユ
ダ
ヤ
的
な
神
的
表
象
）、3)

「
汎
神
論
」（
イ
ス
ラ
ム
的
世
界
観
と
、
部
分
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
詩
）、4)

「
そ
の
最
高
の
形
式
に
お
け
る
象
徴
」（
エ
ジ
プ
ト
的
象
徴
）
、5) 

「
意
識
的
象
徴
」 (Aesthetik nach Prof. H

egel im
 W

inter Sem
ester 1828/29. Libelt [M

s. 
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B
ibliotheka Jagellonska, K

rakau]. B
l. 60, 63a, 64, 66a [im

 folgenden zit.: Liebelt 1828/29 m
it der B

lätterzahl]). 
（
23
）H

. G. H
otho 

に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
『
美
学
』
に
お
い
て
は
象
徴
的
芸
術
形
式
は
三
つ
の
主
要
な
章
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。: 1.

「
無
意
識
的
象
徴
」 2.

「
崇

高
の
象
徴
」3.

「
直
喩
的
芸
術
形
式
の
意
識
的
象
徴
」. 

（
24
）1826
年
の
第
二
講
義
に
お
い
て
以
外
は
こ
れ
ら
の
象
徴
は
個
々
の
章
に
お
い
て
扱
わ
れ
て
い
る
。V

gl. hierzu A
nm

. 22 

（
25
）「
意
味
と
表
現
が
切
り
離
さ
れ
て
あ
る
も
の
、
も
し
く
は
そ
の
特
殊
性
に
お
け
る
象
徴
」 (1820/21),

「
意
味
と
形
象
が
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
統
一
へ

の
帰
還
：
直
喩
」(1823)

、
意
味
と
形
象
が
自
由
に
な
る
こ
と“ (1826) 

、「
意
識
的
象
徴
」(1828/29)

。 

（
26
）
古
代
東
洋
的
神
話
の
宗
教
的
象
徴
は
「
無
意
識
的
な
も
の
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
そ
れ
は
芸
術
的
観
点
を
抜
き
に
し
て
、
単
に
伝
統
的
な
仕

方
で
な
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。「
無
意
識
的
」
象
徴
の
定
式
化
は
本
来
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、H

otho

に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た

版
に
お
い
て
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

（
27
）P. Szondi: H

egels Lehre von der D
ichtung. S. 389. 

（
28
）A

.a.O
. S. 390. 

（
29
）A

.a.O
. S. 391, 438, 390, 391. 

（
30
）A

.a.O
. S. 391.

こ
の
観
点
に
お
い
て
ソ
ン
デ
ィ
は
、「
意
識
的
象
徴
」
の
章
に
お
い
て
体
系
的
運
動
と
歴
史
哲
学
的
関
連
が
殆
ど
完
全
に
欠
け
て
い
る
と
主
張
し

て
い
る (ebd.)

。 

（
31
）V

gl. A
.a.O

. S. 392, 396.

し
か
し
他
方
で
彼
は
、「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
比
喩
」
は
、
劇
の
人
々
の
決
め
ら
れ
た
状
況
、
感
情
、
情
熱
を
、「
高
貴
で
真
な
る
本

性
」
と
し
て
乗
り
越
え
る
「
不
自
然
な
も
の
の
意
味
へ
と
向
け
ら
れ
た
ま
な
ざ
し
」
を
ヘ
ー
ゲ
ル
に
開
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。 

（
32
）Paul de M

an: Zeichen und Sym
bol in H

egels Aesthetik. S. 42 f (im
 Folgenden zit.: ZS m

it der Seitenzahl). 

（
33
）P. de M

an: H
egel über das Erhabene. In: D

ie Ideologie des Ästhetischen. S. 59-79, hier S. 59 (im
 Folgenden zit: Eh m

it der Seitenzahl)  

（
34
）V

gl. G.W
.F. H

egel: Enzyklopädie der philosophischen W
issenschaft im

 G
rundrisse (1830). W

erke. Bd. 8. Frankfurt a. M
. 1986. § 20, S. 72:

「
思
考
す
る

も
の
と
し
て
実
在
す
る
主
観
の
単
純
な
表
現
と
は
、
自
我
で
あ
る
。」 

（
35
）G.W

.F. H
egel: Enzylopädie der philosophischen W

issenschaften im
 G

rundrisse (1830). W
erke. B

d. 10. Frankfurt a. M
. 1986. § 463, S. 281. 

（
36
）
技
術
＝
芸
術
、
書
く
技
術
に
お
い
て
は
思
考
と
記
憶
の
働
き
は
切
り
離
し
え
ず
、
そ
れ
は
象
徴
の
形
象
的
な
面
に
お
い
て
も
保
持
さ
れ
う
る
。
こ
の
面
は
、
書

く
技
術
が
一
般
に
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
消
え
去
る
面
で
あ
る(ZS. 54)

。
す
な
わ
ち
ド
・
マ
ン
が
強
調
す
る
の
は
、
技
術
＝
芸
術
は
、
そ
れ
が
記
憶
の
働
き
と

し
て
経
験
を
永
遠
に
内
的
な
記
憶
が
残
す
限
り
、
根
本
的
な
意
味
に
お
い
て
「
過
去
の
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る(ZS. 55)

。 

（
37
）
ド
・
マ
ン
は
確
か
に
ベ
ル
リ
ン
で
の
美
学
講
義
を
指
示
し
て
い
る
が
、
彼
は
引
用
と
し
て
以
下
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
象
徴
の
第
一
の
説
明
を
指
摘
す
る
の
み
で
あ
る
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(ZS. 41 f)

。：「
象
徴
は
第
一
に
記
号
で
あ
る
。」；〈
記
号
を
特
徴
づ
け
る
〉
意
味
と
そ
れ
自
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
無
関
心
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ

し
て
そ
れ
ゆ
え
に
我
々
は
芸
術
に
関
し
て
は
象
徴
を
用
い
る
こ
と
は
必
要
で
な
い[…

](D
e M

ans Zit.: G.W
.F. H

egel, Vorlesungen über die Ästhetik. I. H
rsg. 

von Friedrich B
assange. B

erlin/W
eim

ar 31976, S. 299. H
ervorhebung von de M

an)

。 

（
38
）
他
の
場
所
に
お
い
て
ド
・
マ
ン
は
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
を
例
に
挙
げ
て
、
象
徴
を
ロ
マ
ン
的
芸
術
の
卓
越
し
た
使
用
に
よ
る
表
現
様
式
と
し
て
見
な
し
て
い
る (P. de 

M
an, D

ie Rhetorik der Zeitlichkeit. In: D
ie Ideologie des Ästhetischen. S. 83-147, bes. S. 87)

。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
古
典
的
芸
術
の
表
象
と
ロ
マ
ン
的

芸
術
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
が
一
般
的
に
対
照
さ
れ
る
と
い
う
事
実
と
は
一
致
し
な
い
。 

（
39
）
こ
の
事
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
議
論
に
お
け
る
最
大
の
論
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
芸
術
論
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
し
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー

コ
ー
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
、
ド
・
マ
ン
、
そ
し
て
さ
ら
に
遡
れ
ば
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
想
の
中
に
お
い
て
も
ま
た
、
そ
う
で
あ
る
。 

（
40
）
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ロ
マ
ン
的
芸
術
形
式
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
主
観
の
恣
意
性
」(H

otho 1823. M
s. 188)

、「
自
由
で
主
観
的

な
無
関
心
」(M

s. 189)

で
あ
る
。
ロ
マ
ン
的
芸
術
の
こ
れ
ら
の
特
徴
に
関
し
て
小
田
部
胤
久
は
、
所
謂
「
芸
術
終
焉
論
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
が
現
代
の
芸

術
が
哲
学
の
「
秘
教
（
境
）
的
真
理
を
公
教
（
共
）
的
に
す
る
」
と
い
う
「
課
題
か
ら
解
放
さ
れ
た
」
と
彼
が
診
断
す
る
「
美
的
な
も
の
の
新
た
な
発
生
」
こ

そ
を
見
て
い
る
。(Tanehisa O

tabe: D
as Exoterische und das Esoterische. Zur R

echtfertigung des Ä
sthetischen gegenüber dem

 W
issenschaftlichen in der 

m
odernen Ä

sthetik. In: Ästhetische Subjektivität. H
rsg. von Lothar K

natz und T. O
tabe. W

ürzburg 2005. S. 67-82, hier S. 82).  

（
41
）Nähres dazu vgl. J.-I. K

w
on: H

egels Bestim
m

ung der K
unst. D

ie Bedeutung der „sym
bolischen K

unstform
“ in H

egels Ä
sthetik. M

ünchen 2001. S. 189 
f. 

（
42
）A. G

ethm
ann-Siefert: Einleitung: W

elt und W
irkung von H

egels Ästhetik. In: W
eltund W

irkung von H
egels Ästhetik. H

rsg. von A
. G

ethm
ann-Siefert und 

O
. Pöggeler. Bonn 1986 (H

egel-Studien. B
eiheft 27). S. V-X

LV
I, hier S. X

L. 

（
43
）Libelt 1828/29. B

l. 70a. 

（
44
）
カ
ン
ト
の
対
象
の
「
観
相
的
」
観
察
と
い
う
意
味
に
お
け
る
「
無
関
心
性
」
の
概
念
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
受
容
に
つ
い
てvgl. G.W

.F. H
egel, Vorlesungen über die 

Philosophie der Kunst. B
erlin 1823. S. 358; A

. G
ehtm

ann-Sieferts A
nm

. zu der Seite 148, 13-14); J.-I. Kwon: Zur kulturphilosophischen Bedeutung der 
Theorie von „Interesselosigkeit“ – in H

insicht auf Kant und H
egel. In: The Journal of Aesthetics and Science of Art. 24 (D

ez. 2006). Ed. by the 
K

orean Society of A
esthetics and Science of A

rt [K
oreanisch], S. 129-167, bes. 145 ff.  

（
45
）Hegel findet bei O

ssian viele Vergleichung, aber exem
plifiziert diese W

irkung im
 w

esentlichen an den B
eispielen aus Shakespears D

aram
en 

ヘ
ー
ゲ
ル

は
オ
シ
ア
ン
に
多
く
の
直
喩
を
見
い
だ
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
劇
か
ら
そ
の
働
き
の
例
を
取
り
出
し
て
い
る
。（
『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ

ッ
ト
』、『
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
』、『
リ
チ
ャ
ー
ド
二
世
』、『
マ
ク
ベ
ス
』、『
ハ
イ
ン
リ
ヒ
八
世
』、『
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
』V

gl. H
otho 1823. M

s. 137 ff

）、
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こ
の
例
に
関
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
人
は
痛
み
と
関
心
の
対
象
に
留
ま
る
こ
と
か
ら
身
を
高
め
、
つ
い
に
は
自
由
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。(vgl. Philosophie der Kunst. Von Prof. H

egel. Som
m

er 1826. N
achgeschrieben durch G

riesheim
 [M

s. Staatsbibliothek Preußischer 
K

ulturbesitz, B
erlin]. M

s. 190 f).  

（
46
）
詳
細
な
説
明
に
つ
い
て
はvgl. J.-I. K

won: H
egels Bestim

m
ung der „form

ellen Bildung“ und die Aktualität der sym
bolischen Kunstform

 für die m
oderne 

W
elt. In: D

ie geschichtliche Bedeutung der Kunst und die Bestim
m

ung der Künste. H
rsg. von A

. G
ethm

an-Siefert, Lu de Vos und B
ernadette 

Collenberg-Plotnikov, M
ünchen 2005, S. 159-174. 

（
47
）G.W

.F. H
egel: N

ürnberger Schriften. S. 182.  
 


