
人
間
的
芸
術
の
行
方

-

二
〇
世
紀
前
半
に
お
け
る
芸
術
終
蔦
論
の
一
変
奏

小
田
部

胤

久

芸
術
が
一
人
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
｢
芸
術
と
し
て
の
芸
術
｣
｢
芸
術
の
た
め
の
芸
術
｣
と
い
う
自
律
性
を
獲
得
し
た

と
き
､
そ
れ
を
支
え
て
い
た
の
は

-

モ
ー
リ
ソ
ツ
(
-
｣
u
チ
や
ぃ
)
や
シ
ラ
ー
(
-
｣
冶
⊥
0
0
O
u
)
の
美
学
理
論
に
と
り
わ
け
顕
著
に
認
め

ら
れ
る
よ
う
に

ー

自
律
的
人
間
性
の
理
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡
つ
ま
り
､
人
間
の
自
律
性
と
の
類
比
に
お
い
て
､
芸
術
(
な
い
し
芸

術
作
品
)
に
も
自
律
性
が
帰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
で
､
近
代
的
芸
術
観
の
誕
生
は
近
代
的
人
間
観
の
誕
生
と
軌
を
一
に
し

て
い
る
｡
ヘ
ー
ゲ
ル
(
-
ヨ
?
i
0
0
呈
が
新
た
な
芸
術
を
｢
人
間
的
な
も
の
｣
と
か
か
わ
ら
せ
た
の
も
､
こ
う
し
た
歴
史
的
状
況
に
即
す

れ
ば
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
｡
本
稿
の
課
題
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
美
学
』
か
ら
ほ
ほ
一
世
紀
後
の
二
〇
世
紀
前
半
に
お
い
て
､
ヘ
ー

ゲ
ル
が
そ
の
誕
生
を
宣
言
し
た
｢
人
間
的
芸
術
｣
の
辿
っ
た
軌
跡
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

第
〓
即

オ
ル
テ
ガ
･
イ
･
ガ
セ
ッ
ト
と
｢
芸
術
の
脱
人
間
化
｣

ま
ず
取
り
上
げ
る
べ
き
は
､
オ
ル
テ
ガ
･
イ
･
ガ
セ
ッ
ト
(
-
芸
ご
還
〓
以
下
で
は
オ
ル
テ
ガ
と
略
記
〕
が
一
九
二
五
年
に
著
し

た
論
考
冒
言
術
の
脱
人
間
化
〔
非
人
間
化
〕
』
で
あ
る
｡

彼
が
こ
の
論
考
に
お
い
て
主
題
と
す
る
の
は
､
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
以
後
の
音
楽
､
マ
ラ
ル
メ
以
後
の
詩
､
表
現
主
義
･
キ
ュ
ビ
ス
ム
以

後
の
絵
画
､
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
｢
新
芸
術
｣
で
あ
る
｡
彼
は
､
一
九
世
紀
の
芸
術
と
比
べ
て
｢
新
芸
術
｣
が
｢
本
質
的
､
宿
釘
的
に

一
二
三



不
評
〔
非
大
衆
的
〕
(
i
ヨ
p
O
p
u
-
a
r
)
｣
で
あ
る
点
に
着
目
し
(
○
ユ
e
g
a
〓
¢
N
声
量
､
そ
の
理
由
を
次
の
点
に
求
め
る
｡

私
は
こ
こ
で
､
純
粋
芸
術
(
a
r
t
e
p
u
r
O
)
が
可
能
か
否
か
を
論
ず
る
つ
も
り
は
な
い
｡
…
…
〔
だ
が
〕
た
と
え
純
粋
芸
術
が
不
可
能

で
あ
っ
た
と
し
て
も
､
芸
術
の
純
粋
化
へ
の
傾
向
が
あ
り
う
る
こ
と
に
は
全
く
疑
問
の
余
地
が
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
こ
の
傾
向

は
､
ロ
マ
ン
主
義
や
自
然
主
義
の
作
品
に
支
配
的
で
あ
っ
.
た
人
間
的
要
素
､
あ
の
あ
ま
り
に
も
人
間
的
な
要
素
を
徐
々
に
排
除
し
て

い
く
形
を
取
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
そ
の
過
程
に
お
い
て
､
作
品
に
お
け
る
人
間
的
な
内
容
が
ほ
と
ん
ど
見
え
な
く
な
る
と
き
が
到

来
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
は
､
芸
術
的
感
受
性
と
い
う
特
殊
な
能
力
を
持
っ
た
者
の
み
が
知
覚
し
う
る
芸
術
作

品
を
持
つ
こ
と
と
な
ろ
う
｡
…
…
新
芸
術
は
芸
術
的
な
芸
術
(
a
ユ
e
a
ユ
訂
t
i
c
O
)
な
の
で
あ
る
｡
(
会
･
呈

す
な
わ
ち
､
オ
ル
テ
ガ
は
一
九
世
紀
的
芸
術
が
､
芸
術
外
の
｢
人
間
的
事
象
｣
を
描
写
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
､
本
質
的
に
は
す
べ

て
｢
写
実
主
義
的
｣
で
あ
っ
た
の
に
対
し
､
｢
新
芸
術
｣
が
こ
う
し
た
描
写
に
重
点
を
置
か
ず
､
む
し
ろ
､
｢
芸
術
作
品
そ
の
も
の
〔
す

な
わ
ち
芸
術
作
品
の
媒
体
性
〕
に
注
目
す
る
｣
よ
う
に
克
っ
た
事
態
に
留
意
し
､
こ
う
し
た
事
態
を
｢
純
粋
化
へ
の
傾
向
｣
と
呼
ぶ
｡

｢
純
粋
化
の
傾
向
｣
と
は
､
芸
術
が
｢
人
間
的
な
も
の
｣
と
い
う
芸
術
以
外
の
も
の
と
の
｢
境
界
線
が
判
然
と
し
て
い
な
い
こ
と
に
反
発
｣

(
邑
を
示
し
､
芸
術
で
の
み
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
に
お
い
て
､
芸
術
の
｢
純
粋
化
の
傾
向
｣
は
｢
芸
術
の
脱
人
間

化｣

(筈)

に
ほ
か
な
ら
な
い
｡

そ
れ
で
は
､
オ
ル
テ
ガ
の
｢
芸
術
の
脱
人
間
化
｣
の
理
論
は
､
▲
い
か
な
る
歴
史
観
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
｢
芸
術
家
は

た
だ
一
人
で
世
界
と
出
会
う
の
で
は
な
く
､
芸
術
家
と
世
界
と
の
関
係
に
は
､
常
に
､
芸
術
的
伝
統
(
t
r
a
d
i
c
i
ぎ
a
ユ
㌃
t
i
c
a
)
が
通
訳
の

よ
う
に
介
入
す
る
｣
｡
芸
術
廣
は
こ
の
伝
統
に
対
し
て
｢
肯
定
的
｣
に
関
係
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
､
｢
否
定
的
｣
に
関
係
す
る
場
合
も
あ

る
｡
だ
が
､
こ
う
し
た
｢
芸
術
的
伝
統
｣
が
次
第
に
増
大
し
て
ゆ
き
､
｢
生
ま
れ
出
る
芸
術
家
と
世
界
の
間
の
直
接
的
で
独
創
的
な
触
れ



合
い
を
妨
害
す
る
｣
よ
う
に
な
る
と
､
次
の
い
ず
れ
か
の
事
態
が
生
じ
る
｡
す
な
わ
ち
､
一
方
で
｢
伝
統
が
独
創
的
力
(
p
O
t
e
コ
C
i
a

O
r
i
g
i
邑
)
を
完
全
に
駆
逐
｣
す
る
か
､
あ
る
い
は
｢
新
芸
術
が
自
分
の
首
を
絞
め
て
い
る
旧
芸
術
の
力
を
徐
々
に
跳
ね
返
し
て
い
く
長

い
時
代
が
突
如
訪
れ
る
｣
か
､
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
｡
前
者
が
｢
エ
ジ
プ
ト
､
ビ
ザ
ン
チ
ン
､
東
方
一
般
の
場
合
｣
で
あ
る
と
す
れ
ば
､

後
者
こ
そ
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
運
動
を
特
徴
づ
け
る
｡
オ
ル
テ
ガ
に
よ
れ
ば
､
そ
も
そ
も
｢
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
今
日
に
い
た
る

ま
で
の
芸
術
の
軌
道
｣
は
､
｢
過
去
の
芸
術
を
否
定
し
､
攻
撃
し
､
嘲
笑
す
る
と
い
う
気
質
｣
に
支
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
点
で
は
､
一

九
世
紀
の
芸
術
も
今
日
の
｢
新
芸
術
｣
も
同
様
で
あ
る
｡
だ
が
､
こ
う
し
た
｢
攻
撃
の
激
し
さ
｣
は
､
｢
距
離
の
遠
近
に
反
比
例
す
る
｣
｡

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
､
今
日
の
芸
術
家
は
､
一
九
世
紀
的
芸
術
に
対
し
て
｢
最
大
の
嫌
悪
感
｣
を
感
ず
る
の
で
あ
る
｡
だ
が
､
こ
う
し
た

｢
新
芸
術
｣
の
傾
向
が
｢
芸
術
そ
の
も
の
に
反
逆
す
る
こ
と
(
r
e
v
O
-
v
e
r
s
や
C
O
コ
t
r
a
e
-
A
ユ
e
ヨ
i
s
ヨ
○
)
を
意
味
｣
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
そ

こ
に
は
､
｢
芸
術
に
村
す
る
満
腹
感
､
芸
術
に
対
す
る
憎
し
み
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
｣
で
あ
ろ
う

(遥･讐)｡

こ
の
間
い
に
対
し
て
､
オ
ル
テ
ガ
は
｢
イ
ロ
ニ
ー
｣
と
い
う
ロ
マ
ン
主
義
的
概
念
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
て
い
る
｡
｢
新
し

い
発
想
は
す
べ
て
､
喜
劇
的
(
c
O
ヨ
i
c
a
)
と
い
う
た
だ
一
本
の
絃
を
奏
で
て
い
る
｡
…
…
芸
術
そ
の
も
の
に
向
か
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
､

芸
術
を
笑
劇
(
f
a
r
s
a
)
と
み
な
す
こ
と
で
あ
る
｡
…
…
新
芸
術
は
､
特
定
の
誰
か
と
特
定
の
何
か
と
を
嘲
笑
す
る
代
わ
り
に
､
芸
術
そ

の
も
の
を
嘲
笑
す
る
｡
…
…
芸
術
は
自
殺
行
為
を
行
い
な
が
ら
も
芸
術
で
あ
り
続
け
る
の
で
あ
り
､
自
己
否
定
は
驚
異
的
な
弁
証
法
に

よ
っ
て
､
自
己
保
存
と
な
り
勝
利
と
な
る
｣
(
0
0
い
･
里
｡
こ
の
よ
う
に
オ
ル
テ
ガ
は
､
｢
新
芸
術
｣
は
芸
術
を
憎
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
､

む
し
ろ
自
己
自
身
に
村
し
て
喜
劇
的
に
か
か
わ
る
､
と
指
摘
し
､
そ
う
し
た
新
芸
術
の
あ
り
方
を
｢
イ
ロ
ニ
ー
｣
と
特
徴
づ
け
る
｡
そ

れ
は
､
一
種
の
自
己
反
省
性
(
な
い
し
自
己
言
及
性
)
を
伴
う
芸
術
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡

こうした芸術は､芸術外部とかかわる課題-たとえば.｢人類を救済するいう大事業｣ないし｢巨大な便全(邑
-から解放され､自由になっている｡そのために､ここからは次のような帰結が生じる｡｢芸術が人間を救ナこと

一
二
五



一
二
六

が
あ
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
人
間
を
生
の
厳
粛
さ
か
ら
解
放
し
､
思
っ
て
も
な
か
っ
た
幼
年
時
代
(
p
∈
e
r
i
c
i
a
)
に
帰
し
て
く
れ
る
か
ら

に
す
ぎ
な
い
｡
…
…
古
い
世
界
に
子
供
っ
ぼ
さ
(
p
u
e
r
i
-
i
d
a
d
)
を
作
り
出
す
試
み
な
の
だ
と
思
え
ば
､
新
芸
術
は
す
べ
て
理
解
で
き
る

も
の
と
な
り
､
ま
た
か
な
り
の
偉
大
さ
を
も
帯
び
て
く
る
｣

(
0
0
ご
｡
オ
ル
テ
ガ
は
､
｢
新
芸
術
｣
が
成
立
し
っ
つ
あ
る
状
況
の
内
に
､

｢
老
化
へ
の
意
志
｣
と
し
て
の
｢
精
神
の
崇
拝
｣
か
ら
､
｢
肉
体
の
崇
拝
｣
の
内
に
成
り
立
つ

｢
小
児
的
傾
向
｣
を
読
み
取
り
､
こ
こ
に

｢
ス
ポ
ー
ツ
の
興
隆
｣
と
共
通
の
時
代
の
傾
向
を
見
出
す
｡
サ
ル
テ
ガ
は
､
新
芸
術
の
内
に
は
｢
若
さ
の
時
代
｣
へ
の
移
行
の
兆
候
が
認

め
ら
れ
る
､
と
述
べ
て
､
こ
の
払
咽
考
を
終
え
て
い
る
｡

次
に
､
こ
の
オ
ル
テ
ガ
の
議
論
の
意
義
と
問
題
点
と
に
触
れ
て
お
こ
う
｡

ま
ず
､
オ
ル
テ
ガ
が
｢
芸
術
の
脱
人
間
化
｣
を
｢
芸
術
的
芸
術
｣
の
成
立
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
｡
オ
ル
テ
ガ
の

い
う
｢
芸
術
的
芸
禰
｣
と
は

-
彼
が
ド
イ
ツ
･
ロ
マ
ン
派
の
｢
イ
ロ
ニ
ー
｣
論
を
援
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
-

-
､
わ
れ
わ
れ
の
見
る
と
こ
ろ
､
決
し
て
｢
新
芸
術
｣
が
二
〇
世
紀
初
頭
に
初
め
て
主
張
し
た
も
の
で
は
な
く
､
む
し
ろ
芸
術
の
自
律

性
の
理
念
の
も
と
に
､
一
八
世
紀
末
に
提
起
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡
か
つ
重
要
な
点
は
､
こ
の
芸
術
の
自
律
性
の
理
念
が
人
間
の

自
律
性
の
理
念
と
密
接
に
連
関
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
｡
芸
術
の
自
律
性
の
理
念
は
､
人
間
の
自
律
性
の
理
念
を
芸
術
に
適
用
す
る
と

こ
ろ
に
成
立
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
｡
こ
の
点
か
ら
オ
ル
テ
ガ
の
理
論
を
捉
え
返
す
な
ら
ば
､
な
お
一
人
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初

頭
に
お
い
て
は
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
た
｢
芸
術
の
自
律
性
｣
の
理
念
と
｢
人
間
の
自
律
性
｣
の
理
念
が
峻
別
さ
れ
､
む
し
ろ
相
反
す
る

も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
｡
換
言
す
る
な
ら
ば
､
近
代
美
学
は
自
律
的
人
間
性
の
理
念
を

範
例
と
し
つ
つ
自
律
的
芸
術
の
理
念
を
提
起
し
た
が
､
近
代
的
芸
術
は
そ
の
自
律
的
展
開
を
通
し
て
人
間
性
の
理
念
と
の
か
か
わ
り
を

否
定
す
る
に
い
た
っ
た
､
と
い
え
よ
う
｡
近
代
的
芸
術
は
､
自
ら
の
自
律
性
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
自
己
の
出
自
と
し
て
の
人

間
性
の
理
念
か
ら
自
ら
を
解
き
放
ち
､
純
粋
化
な
い
し
脱
人
間
化
の
過
程
を
推
し
進
め
て
い
く
｡
換
言
す
れ
ば
､
｢
芸
術
の
自
律
性
｣
の

理
念
と
｢
人
間
の
自
律
性
｣
の
理
念
の
乗
離
は
､
芸
術
が
こ
う
し
た
純
粋
化
･
脱
人
間
化
を
推
し
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
､
と



考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
は
ま
た
､
近
代
美
学
そ
れ
自
体
の
純
粋
化
の
過
程
で
も
あ
る
｡

と
と
も
に
注
目
す
べ
き
は
､
オ
ル
テ
ガ
自
身
､
｢
独
創
性
｣
の
理
念
の
追
求
､
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
過
去
へ
の
否
定
的
か
か
わ
り
と

い
う
文
脈
に
お
い
て
｢
ロ
マ
ン
主
義
｣
と
｢
新
芸
術
｣
と
の
親
近
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
た
､
と
い
う
事
実
で
あ
る
｡
｢
新
芸
術
｣
に
認

め
ら
れ
る
過
去
の
芸
術
へ
の
否
定
的
か
か
わ
り
は
､
オ
ル
テ
ガ
に
従
う
な
ら
ば
､
決
し
て
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
初
め
て
生
じ
た
も
の
で

は
な
く
､
む
し
ろ
ロ
マ
ン
主
義
以
来
一
貫
し
て
い
る
｡
と
す
る
な
ら
ば
､
過
去
へ
の
否
定
的
か
か
わ
り
は
｢
近
代
的
人
間
観
｣
(
す
な
わ

ち
､
自
己
を
自
己
自
身
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
自
律
的
主
体
性
の
理
念
)
か
ら
帰
結
す
る
も
の
で
あ
り
､
｢
新
芸
術
｣
に

見
ら
れ
る
｢
イ
ロ
ニ
ー
｣
の
理
念
は
､
｢
近
代
的
人
間
｣
の
迎
え
つ
つ
あ
る
命
運
の
兆
候
と
も
な
る
､
と
わ
れ
わ
れ
は
解
し
う
る
の
で
は

な
い
か
｡

だ
が
､
こ
の
点
に
関
し
て
､
オ
ル
テ
ガ
の
議
論
は
必
ず
し
も
明
快
で
は
な
い
｡
わ
れ
わ
れ
の
見
る
と
こ
ろ
､
こ
の
論
考
に
は
首
尾
一

貫
し
て
い
な
い
点
が
認
め
ら
れ
る
｡

こ
の
論
考
の
初
め
の
箇
所
に
お
い
て
､
オ
ル
テ
ガ
は
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
｡

約
一
世
紀
半
に
わ
た
っ
て
､
｢
民
衆
｣
は
､
大
衆
は
､
自
分
が
社
会
そ
の
も
の
た
ら
ん
と
し
て
き
た
｡
…
…
〔
だ
が
〕
新
芸
術
は
｢
選

良
(
ヨ
昔
r
e
s
)
｣
に
村
し
て
､
…
…
自
分
の
使
命
は
少
数
者
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
同
時
に
､
多
数
者
を
向
こ
う
に
ま
わ
し
て
戦
う

と
こ
ろ
に
あ
る
､
と
自
覚
さ
せ
る
こ
と
に
貢
献
す
る
｡
…
…
政
治
か
ら
芸
術
の
分
野
に
い
た
る
ま
で
､
社
会
は
､
当
然
そ
う
あ
る
べ

き
二
つ
の
階
層
な
い
し
階
級
､
つ
ま
り
､
優
れ
た
人
間
の
層
(
b
O
ヨ
b
r
e
s
e
g
r
e
g
i
O
S
)
と
凡
俗
な
人
間
の
層
(
h
O
ヨ
b
r
e
s
互
g
a
r
e
s
)

に
再
構
成
さ
れ
る
と
き
が
近
づ
い
て
い
る
｡
…
…
今
日
の
生
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
の
根
底
に
は
､
腹
立
た
し
い
不
正
が
息
づ
い
て
い
る
｡

つ
ま
り
､
人
間
は
完
全
に
平
等
で
あ
る
と
い
う
あ
の
誤
っ
た
仮
説
が
そ
れ
で
あ
る
｡
…
…
政
治
の
世
界
で
は
道
徳
改
革
の
徴
候
と
予

告
が
〔
平
等
性
と
い
う
〕
劣
等
な
感
情
の
た
め
に
曇
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
､
そ
れ
と
同
じ
道
徳
改
革
の
徴
候
と
予
告
が
今
芽一
二
七



吹
き
つ
つ
あ
る
現
代
芸
術
の
内
に
現
れ
て
い
る
｡
(
皇
)

｢
大
衆
｣
と
｢
選
良
｣
を
エ
リ
ー
ト
主
義
的
に
対
比
さ
せ
る
議
払
価
は
､
後
の
『
大
衆
の
反
逆
』
(
一
九
三
〇
年
)
を
予
想
さ
せ
る
も
の
で

あ
り
､
こ
こ
に
は
オ
ル
テ
ガ
の
｢
大
衆
｣
論
の
本
質
が
読
み
と
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
｢
旧
芸
術
｣
を
支
持
す
る
｢
大
衆
｣
に
対
し

て
､
｢
新
芸
術
｣
を
支
持
す
る
人
々
の
内
に
こ
そ
､
彼
は
大
濠
を
指
導
す
る
こ
と
と
な
る
｢
新
た
な
真
の
貴
族
｣
の
誕
生
の
兆
候
を
見
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

だ
が
､
こ
の
論
考
の
末
尾
で
オ
ル
テ
ガ
は
､
先
に
見
た
よ
う
に
､
｢
新
芸
術
｣
を
｢
小
児
的
傾
向
の
徴
候
｣
と
結
び
つ
け
て
い
た
｡

｢
新
芸
術
｣
の
内
に
新
た
な
時
代
へ
の
移
行
の
兆
候
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
点
で
は
､
オ
ル
テ
ガ
の
議
論
は
一
貫
し
て
い
る
が
､
こ
こ
に

認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
､
｢
真
の
貴
族
｣
の
誕
生
で
は
な
く
､
む
し
ろ
｢
子
供
性
｣
の
誕
生
で
あ
る
｡
果
た
し
て
こ
う
し
た
｢
小
児
的
傾

向
｣
の
内
に
､
わ
れ
わ
れ
は
｢
選
良
｣
を
見
出
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
､
い
か
な
る
点
に
お
い
て
､
こ
の
｢
小
児
的
傾
向
｣
は
｢
選
良
｣

た
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
､
こ
の
点
に
つ
い
て
オ
ル
テ
ガ
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
｡

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
､
オ
ル
テ
ガ
の
大
衆
論
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
『
大
衆
の
反
逆
』
(
一
九
二
九
年
に
新
聞
紙
上
に
発
表
の
上
､

三
〇
年
公
刊
)
に
お
け
る
｢
新
芸
術
｣
の
評
価
で
あ
ろ
う
｡

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
に
､
す
べ
て
の
人
々
を
例
外
な
く
巻
き
込
ん
で
し
ま
う
笑
劇
の
大
嵐
が
吹
き
ま
く
つ
て
い
る
｡
…
…
人
間
が
余
す

と
こ
ろ
な
く
完
全
に
自
己
を
投
げ
出
す
こ
と
を
せ
ず
､
中
途
半
端
な
態
度
で
生
き
る
限
り
､
そ
れ
は
常
に
笑
劇
と
な
る
｡
大
衆
人
は
､

自
己
の
運
命
と
い
う
確
固
不
動
の
大
地
に
足
を
踏
ま
え
よ
う
と
は
せ
ず
､
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
､
宙
に
浮
い
た
虚
構
の
生
を
営
ん
で

い
る
｡
…
…
世
界
は
す
べ
て
暫
定
的
な
生
に
身
を
投
じ
て
い
る
｡
…
…
ス
ポ
ー
ツ
に
対
す
る
熱
狂
か
ら
…
…
政
治
的
暴
力
に
い
た
る

ま
で
､
｢
新
芸
術
｣
か
ら
今
流
行
の
海
岸
で
の
ば
か
げ
た
日
光
浴
に
い
た
る
ま
で
､
万
事
が
万
事
そ
う
で
あ
る
｡
…
…
そ
れ
ら
は
生
の



本
質
的
な
根
底
か
ら
わ
き
出
し
た
創
造
物
で
も
な
く
､
真
の
熱
望
で
も
必
然
性
で
も
な
い
｡
要
す
る
に
､
そ
う
し
た
も
の
す
べ
て
は
､

生
の
本
質
か
ら
み
た
場
合
､
虚
偽
で
あ
る
｡
(
〓
豊
芦
-
金
一
N
遥
･
筈
)

こ
こ
で
オ
ル
テ
ガ
は
､
大
衆
化
社
会
が
｢
虚
構
の
生
｣
を
営
ん
で
お
り
､
そ
う
し
た
生
が
｢
笑
劇
｣
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
が
､
こ
う
し
た
指
摘
は
､
先
の
論
考
『
芸
術
の
脱
人
間
化
』
に
お
け
る
次
の
一
節
と
の
比
較
の
内
に
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
｡
｢
芸
術
そ
の
も
の
に
向
か
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
､
芸
術
を
笑
劇
と
み
な
す
こ
と
で
あ
る
｡
…
…
新
芸
術
は
､
特
定
の
誰
か
と
特
定
の
何

か
と
を
嘲
笑
す
る
代
わ
り
に
､
芸
術
そ
の
も
の
を
嘲
笑
す
る
｣
(
〓
叢
芦
票
･
0
0
含
｡
こ
の
限
り
で
は
､
脱
人
間
化
す
る
芸
術
は
､
そ
の
笑

劇
性
の
ゆ
え
に
､
大
衆
化
社
会
と
同
じ
あ
り
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
と
す
る
な
ら
ば
､
『
芸
術
の
脱
人
間
化
』
の
冒
頭
に
お
い

て
｢
新
芸
術
｣
に
見
ら
れ
る
現
象
に
即
し
て
オ
ル
テ
ガ
が
語
っ
た
希
望
､
す
な
わ
ち
｢
政
治
か
ら
芸
術
の
分
野
に
い
た
る
ま
で
､
社
会

は
､
当
然
そ
う
あ
る
べ
き
二
つ
の
階
層
と
い
う
か
階
級
､
つ
ま
り
､
優
れ
た
人
間
の
層
と
凡
俗
な
人
間
の
層
に
再
構
成
さ
れ
る
と
き
が

近
づ
い
て
い
る
｣
(
至
)
､
と
い
う
希
望
は
虚
し
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
｡

オ
ル
テ
ガ
が
｢
新
芸
術
｣
の
内
に
見
て
取
ろ
う
と
し
た
現
象
(
す
な
わ
ち
､
｢
優
れ
た
人
間
｣
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
芸
術
の
成
立
)

は
｢
前
衛
･
後
衛
｣
の
比
喩
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
事
態
で
あ
り
､
い
わ
ゆ
る
｢
前
衛
(
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
)
運
動
｣
の

時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
､
と
い
え
よ
う
｡
だ
が
､
彼
は
同
時
に
､
こ
う
し
た
前
衛
運
動
を
支
え
て
い
る
精
神
が
､
と
り
わ

け
そ
の
否
定
性
な
い
し
暫
定
性
と
い
う
点
に
お
い
て
､
当
時
の
大
衆
化
社
会
の
精
神
と
符
合
す
る
こ
と
を
も
洞
察
し
て
い
た
｡
そ
の
点

で
は
､
■
｢
新
芸
術
｣
は
何
ら
新
た
な
生
の
創
出
に
対
し
て
有
効
に
作
用
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
オ
ル
テ

ガ
の
理
論
は
､
｢
大
衆
｣
に
あ
え
て
背
を
向
け
て
｢
選
良
｣
に
村
し
て
の
み
語
り
か
け
る
｢
新
芸
術
｣
を
前
に
し
て
､
前
衛
芸
術
が
同
時

に
大
衆
化
社
会
に
解
消
さ
れ
て
い
く
過
程
を
も
視
野
に
収
め
て
い
た
､
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
｡



一
三
〇

第
二
節

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
二
つ
の
終
焉
論

次
に
検
討
す
べ
き
は
､
大
衆
化
社
会
に
お
け
る
伝
蔵
的
芸
術
の
崩
壊
を
理
論
化
し
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

(
-
雷
N
⊥
窒
○
) の

議
論
で
あ
る
｡

ま
ず
は
､
彼
の
論
考
『
複
製
技
術
〔
技
術
的
複
製
可
能
性
〕
の
時
代
に
お
け
る
芸
術
作
品
』
(
第
一
稿
一
九
三
五
年
､
第
二
稿
三
六
年
､

第
三
稿
は
三
六
二
二
九
年
)

〔
以
下
で
は
『
複
製
芸
術
論
』
と
略
す
〕
に
注
目
し
た
い
｡
｢
ア
ウ
ラ
的
知
覚
の
時
代
｣
が
｢
終
蔦
(
E
n
d
e
)

を
迎
え
つ
つ
あ
る
｣
(
B
e
ヨ
j
a
ヨ
i
n
〓
器
量
一
缶
誓
と
宣
言
す
る
こ
の
論
考
は
､
わ
れ
わ
れ
の
主
題
で
あ
る
｢
芸
術
終
焉
払
巴
に
と
っ

て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
｡
か
つ
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
､
自
ら
の
議
論
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
連
関
に
つ
い
て
触
れ
て
お
り
､
こ
の
意
味
に

お
い
て
も
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
こ
の
論
考
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
｢
芸
術
終
焉
論
｣
が
提
起
さ
れ
た
一
九
世
紀
初
頭
以
降
の
一
世
紀
の
間
の
変

化
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
格
好
の
材
料
を
提
供
す
る
｡

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
め
論
考
の
冒
頭
に
お
い
て
､
従
来
の
近
代
的
芸
術
観
を
支
え
て
き
た
諸
概
念

-

｢
創
造
性
や
天
才
性
､
永
遠
の

価
値
や
神
秘
｣
と
い
っ
た
概
念

-
か
ら
意
識
的
に
距
離
を
と
り
､
む
し
ろ
､
｢
現
在
の
生
産
諸
条
件
｣

-

具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば

｢
技
術
的
複
製
｣
の
展
開

-

に
即
し
て
新
た
に
芸
術
理
論
を
構
築
す
る
必
要
性
を
説
く
(
治
山
･
法
皇
｡
な
る
ほ
ど
､
｢
複
製
技
術
｣
は

古
代
か
ら
存
在
す
る
が
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
従
え
ば
､
一
丸
0
0
年
を
境
に
｢
技
術
的
複
製
｣
は
新
た
な
段
階
に
入
る
｡
と
い
う
の
も
､

｢
技
術
的
複
製
｣
は
､
｢
伝
え
ら
れ
て
き
た
芸
術
作
品
の
全
体
を
対
象
〔
と
し
て
複
製
〕
し
､
芸
術
作
品
の
作
用
に
き
わ
め
て
深
い
変
化

を
与
え
始
め
た
｣
の
み
な
ら
ず
､
｢
芸
術
上
の
手
法
(
k
旨
s
t
-
i
c
h
e
<
e
き
h
2
n
g
S
W
e
i
s
e
)
に
お
い
て
独
自
の
地
位
を
獲
得
し
た
｣
か
ら
で

あ
る
｡
彼
が
着
目
す
る
の
は
､
こ
う
し
た
｢
技
術
的
複
製
｣
の
も
た
ら
し
た
革
新
が
｢
従
来
の
形
態
に
お
け
る
芸
術
に
村
し
て
い
か
に

反
作
用
す
る
の
か
｣
で
あ
る
(
詮
｣
)
｡

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
､
周
知
の
よ
う
に
､
｢
技
術
的
複
製
可
能
性
の
時
代
｣
に
お
い
て
は
､
｢
芸
術
作
品
の
今
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
特
質

(
d
a
s
冥
e
r
u
コ
d
l
e
t
N
t
)
｣
か
ら
生
じ
る
｢
芸
術
作
品
の
ア
ウ
ラ
｣
が
｢
衰
退
｣
す
る
､
と
論
じ
る
｡
｢
今
こ
こ
｣
■
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で

き
る
の
は
､
一
部
の
人
の
特
権
で
あ
る
｡
そ
れ
に
村
し
､
｢
複
製
技
術
｣
は
､
こ
う
し
た
特
権
を
否
定
し
て
｢
大
衆
｣
の
｢
平
等
へ
の
感



嘗
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
｢
ア
ウ
ラ
の
凋
落
｣
は
､
特
権
階
級
の
没
落
と
｢
大
衆
｣
の
成
立
と
い
う
｢
社
会
的
条

件
｣
に
即
し
て
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
(
誌
㍗
冶
○
)
｡
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
二
〇
世
紀
初
頭
の
｢
新
芸
術
｣
の
登
場
を
目
に
し
つ
つ
､

そ
こ
に
(
オ
ル
テ
ガ
と
は
反
対
に
)
｢
大
衆
｣
な
い
し
｢
大
衆
運
動
｣
の
可
能
性
を
見
て
取
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
な
る
ほ
ど
､
｢
芸

術
作
品
は
…
…
大
衆
に
と
っ
て
は
娯
楽
の
機
縁
に
す
ぎ
な
い
｣
(
語
草
と
い
う
批
判
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
も
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
だ

が
､
｢
大
衆
｣
は
｢
進
歩
的
｣
に
し
て
｢
批
判
的
｣
態
度
を
と
り
う
る
､
と
彼
は
主
張
す
る
｡
と
い
う
の
も
､
複
製
技
術
の
展
開
と
と
も

に
芸
術
享
受
は
一
般
的
に
｢
個
人
的
｣
な
も
の
か
ら
｢
集
団
的
｣
な
も
の
へ
と
変
化
す
る
が
､
こ
の
こ
と
に
伴
っ
て
､
個
々
の
享
受
者

の
反
応
は
｢
相
互
に
監
視
し
あ
い
(
s
i
c
h
k
O
喜
○
≡
3
･
コ
)
｣
､
同
時
に
｢
批
判
的
｣
で
も
あ
る
よ
う
な
芸
術
享
受
を
可
能
に
す
る
か
ら
で

あ
る
(
竺
チ
竺
ご
｡

そ
し
て
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
従
え
ば
､
こ
う
し
た
｢
ア
ウ
ラ
の
凋
落
｣
に
伴
う
変
化
は
､
｢
第
一
の
技
術
と
第
二
の
技
術
の
間
の
世
界
史

的
対
決
｣
(
巴
主
の
内
に
認
め
ら
れ
る
｢
魔
術
か
ら
の
解
放
｣
(
M
･
ヴ
ュ
ー
バ
ー
)
の
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡

彼
の
い
う
｢
第
一
の
技
術
｣
と
は
､
伝
統
的
な
意
味
に
お
け
る
技
術
の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
｢
第
一
の
技
術
は
自
然
の
支
配
を
目
指
し

た
｣
が
､
そ
の
働
き
は
実
際
に
は
自
然
の
働
き
の
内
に
い
わ
ば
は
め
込
ま
れ
て
い
る
た
め
に
､
｢
第
一
の
技
術
｣
を
用
い
る
人
間
は
｢
自

然
か
ら
距
離
を
取
る
｣
こ
と
が
で
き
な
い
｡
こ
の
点
に
お
い
て
､
人
間
に
と
っ
て
自
然
(
な
い
し
自
然
の
内
に
は
め
込
ま
れ
た
技
術
)

が
一
種
の
｢
嵐
術
的
｣
な
も
の
と
し
て
現
象
す
る
｡
そ
れ
に
対
し
､
｢
第
二
の
技
術
｣
は
､
｢
自
然
の
支
配
｣
と
い
う
形
態
に
お
け
る
自

然
へ
の
従
属
か
ら
人
間
が
解
放
さ
れ
､
人
間
が
｢
無
意
識
の
術
策
(
u
コ
b
e
w
u
s
s
t
e
L
i
s
t
)
を
働
か
せ
て
自
然
か
ら
距
離
を
取
る
｣
と
こ

ろ
に
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
､
｢
自
然
と
人
類
と
の
間
の
共
同
の
遊
戯
〔
共
演
〕
(
N
u
s
a
ヨ
ヨ
e
コ
S
p
i
e
】
)
を
目
指
す
｣
｡
無
論
､
こ

の
｢
第
二
の
技
術
｣
は
現
在
進
行
し
っ
つ
あ
り
､
か
つ
､
人
間
の
能
力
は
こ
の
新
た
な
第
二
の
技
術
を
完
全
に
使
い
こ
な
し
て
は
い
な

い
｡
そ
れ
ゆ
え
に
べ
ン
ヤ
ミ
ン
は
､
｢
今
日
の
芸
術
が
有
す
る
社
会
的
に
決
定
的
な
機
能
は
､
こ
の
共
同
の
遊
戯
を
練
習
し
て
覚
え
込
む

こ
と
(
E
i
コ
旨
コ
g
)
で
あ
る
｣
､
と
述
べ
て
､
｢
ア
ウ
ラ
｣
か
ら
解
放
さ
れ
た
芸
術
の
世
界
史
的
意
義
を
強
調
す
る
(
蓋
･
笠
･
雲
)
｡

〓
二
一



一
三
二

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
次
に
検
討
す
べ
き
は
､
こ
の
『
複
製
芸
術
論
』
の
議
論
が
｢
芸
術
終
焉
論
｣
と
し
て
い
か
な
る
意
味
を
有

し
て
い
る
の
か
､
で
あ
る
｡
ま
ず
は
､
彼
が
芸
術
史
を
い
か
に
捉
え
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
｡
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
従
え
ば
､

｢
『
真
正
』
な
る
芸
術
作
品
の
比
類
の
な
い
価
値
は
､
そ
の
基
礎
を
儀
式
(
R
i
t
u
a
-
)
の
内
に
有
し
て
｣
お
り
､
芸
術
の
基
礎
は
宗
教
の
内

に
あ
る
｡
こ
の
意
味
に
お
い
て
､
.
芸
術
の
価
値
は
そ
の
｢
礼
拝
価
値
(
ぎ
ー
t
w
e
r
t
)
｣
の
内
に
あ
る
｡
な
る
ほ
ど
､
ル
ネ
サ
ン
ス
以
後
､

芸
術
は
宗
教
と
の
一
体
化
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
｡
.
だ
が
､
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
芸
術
の
｢
礼
拝
価
値
｣
に
は
い
か
な
る
変
化

も
生
じ
な
か
っ
た
｡
と
い
う
の
も
､
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
に
見
出
さ
れ
る
の
は
｢
美
の
礼
拝
(
s
c
h
ぎ
h
e
i
t
s
d
i
e
コ
S
t
)
｣
と
い
う
形
を
変
え

た
儀
式
性
だ
か
ら
で
あ
る
｡
ま
た
､
芸
術
が
一
九
世
紀
初
菓
に
｢
危
機
｣
-
-
-
す
な
わ
ち
､
｢
百
年
後
に
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
と
な
っ

た
危
機
｣
･
-
を
迎
え
た
と
き
(
ち
な
み
に
､
こ
の
時
代
は
､
｢
大
衆
｣
が
初
め
て
誕
生
し
｢
社
会
主
義
｣
の
成
立
し
た
時
代
で
あ
る
と

と
も
に
､
同
時
に
｢
写
真
｣
と
い
う
複
製
技
術
が
誕
生
し
た
時
代
で
も
あ
る
)
､
こ
の
｢
危
機
｣
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
､
芸
術
は
､

｢
芸
術
の
た
め
の
芸
術
｣
と
い
う
｢
芸
術
の
神
学
(
T
h
e
O
-
O
g
i
e
d
e
r
ぎ
コ
S
t
)
｣
を
､
さ
ら
に
は
､
｢
社
会
的
機
能
｣
の
み
な
ら
ず
｢
村
象

的
主
題
｣
を
も
拒
否
す
る
｢
『
純
粋
』
芸
術
｣
と
い
う
｢
否
定
神
学
(
コ
e
g
a
t
i
く
e
T
b
e
O
-
O
g
i
e
)
｣
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
の

｢
礼
拝
価
値
｣
を
保
持
し
た
｡
だ
が
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
､
こ
う
し
た
試
み
は
結
局
の
と
こ
ろ
失
敗
に
終
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
｡
と

い
う
の
も
､
二
〇
世
紀
の
複
製
技
術
の
展
開
は
､
｢
芸
術
作
品
を
世
界
史
上
初
め
て
儀
式
へ
の
寄
生
状
態
か
ら
解
放
｣
し
､
｢
芸
術
｣
を

大
衆
運
動
と
か
か
わ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
｢
政
治
に
基
礎
づ
け
｣
る
､
と
い
う
帰
結
を
も
た
ら
し
た
か
ら
で
あ
る
｡
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
､

こ
う
し
た
新
た
な
芸
術
の
価
値
を
､
か
つ
て
の
｢
礼
拝
価
値
｣
と
の
対
比
に
お
い
て
､
｢
展
示
価
値
(
A
u
s
s
t
e
〓
u
コ
g
S
W
e
r
t
)
｣
と
呼
ん
で

い
る
(
冶
†
造
山
)
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
言
及
は
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
こ
の
対
概
念
を
提
起
し
た
際
に
付
し
た
註
の
内
に
見
ら
れ
る
｡

観
念
論
の
美
の
概
念
は
､
結
局
の
と
こ
ろ
､
こ
の
〔
礼
拝
価
値
と
展
示
価
値
と
い
う
〕
両
極
性
(
p
O
-
P
ユ
昆
t
)
を
区
別
さ
れ
な
い
も
の



と
し
て
含
む
(
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
､
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
排
除
す
る
)
た
め
に
､
観
念
論
の
美
学
に
お
い
て
こ
の
両
極
性
は

正
当
に
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
｡
と
は
い
え
､
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
こ
の
両
極
性
は
､
観
念
論
の
枠
内
で
考
え
ら
れ
る
限

り
最
も
判
明
な
仕
方
で
､
現
れ
て
い
る
｡
歴
史
哲
学
の
講
義
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡
｢
人
々
は
す
で
に
長
い
間

〔
宗
教
に
お
い
て
〕
像
(
B
i
-
d
e
r
)
を
有
し
て
い
た
｡
と
い
う
の
も
､
信
心
(
F
r
¢
ヨ
ヨ
i
g
k
e
i
t
)
は
祈
祷
(
A
コ
d
a
c
h
t
)
の
た
め
に
か
つ

て
か
ら
像
を
必
要
と
し
た
か
ら
で
あ
る
｡
だ
が
､
信
心
は
決
し
て
美
し
い
像
を
必
要
と
し
た
の
で
は
な
い
｡
美
し
い
像
は
む
し
ろ
信

心
を
妨
害
す
る
も
の
で
す
ら
あ
っ
た
｡
…
…
芸
術
は
…
…
教
会
そ
れ
自
体
の
内
部
で
生
じ
た
､
た
だ
し
､
芸
術
は
す
で
に
教
会
の
原

則
か
ら
歩
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
｣
｡
ま
た
､
･
美
学
に
つ
い
て
の
講
義
に
お
け
る
あ
る
一
節
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
こ
に
お
い
て
問

題
を
感
じ
取
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡
美
学
講
義
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
｢
わ
れ
わ
れ
は
芸
術
作
品
を
神
と
し
て
崇
拝
し

あ
が
め
う
る
段
階
を
超
え
出
た
｡
芸
術
作
品
が
与
え
る
印
象
は
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
て
､
芸
術
作
品
が
わ
れ
わ
れ
の
内
に
喚
起
す
る

も
の
は
､
よ
り
高
次
の
試
金
石
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
｣
､
と
述
べ
て
い
る
｡
(
悪
?
缶
-
)

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
引
用
す
る
『
歴
史
哲
学
』
の
〓
即
は
､
｢
中
世
の
解
体
｣
の
段
階
と
し
て
の
｢
ル
ネ
サ
ン
ス
｣
に
お
け
る
｢
世
俗
化
｣
の

過
程
が
｢
教
会
｣
に
ま
で
お
よ
び
､
世
俗
化
さ
れ
た
教
会
芸
術
を
生
み
出
し
た
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
｡
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
､
『
歴
史

哲
学
』
の
こ
の
〓
即
に
注
目
す
る
の
は
､
礼
拝
価
値
と
展
示
価
値
の
対
立
が
初
め
て
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
世
俗
化
の
時
代
に
お
い
て
現

れ
る
､
と
い
う
論
点
が
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
第
二
の
引
用
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
美
学
』

の
｢
序
文
｣
に
お
い
て

｢
芸
術
終
電
毒
巴
を
直
接
展
開
し
た
箇
所
で
あ
り
､
礼
拝
価
値
と
展
示
価
値
と
の
同
一
性
の
成
り
立
っ
て
い
た
ギ
リ
シ
ア
芸
術
の
段
階
が

ーさらには｢後期中世の黄金時代｣(Hege-X声旦が一乗り越えられたことを指摘するものである｡なるほど､

礼
拝
価
値
と
展
示
価
値
と
の
同
一
性
を
そ
の
特
徴
と
す
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
芸
術
を
｢
美
の
頂
占
じ
と
み
な
す
限
り
に
お
い
て
､
｢
観
念

論
の
美
学
に
お
い
て
こ
の
〔
礼
拝
価
値
と
展
示
価
値
と
い
う
〕
両
極
性
は
正
当
に
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
｣
と
い
う
ベ
ン
ヤー
三
三



一
三
四

ミ
ン
の
断
定
は
正
当
で
あ
る
｡
と
同
時
に
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
同
一
性
が
も
は
や
現
在
で
は
成
り
立
ち
え
な
い
こ
と
を
洞
察
し
､
そ
こ

か
ら
｢
芸
術
の
終
焉
｣
と
い
う
理
論
を
提
起
す
る
の
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
の
｢
芸
術
終
焉
払
巴
は
ア
ウ

ラ
的
芸
術
の
終
焉
を
予
告
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
｡

さ
て
､
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
､
｢
ア
ウ
ラ
の
凋
落
｣
と
｢
平
行
(
p
a
r
a
ニ
e
-
e
)
｣

(
書
簡
五
一
､
三
六
年
六
月
四
日
)
す
る
も
の
と
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
自
身
が
認
め
て
い
る
も
う
一
つ
の
終
焉
論
で
あ
る
り
そ
れ
は
｢
物
語
る
技
術
｣
の
｢
終
焉
｣
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
｡

彼
は
､
一
九
三
六
年
の
『
物
語
作
家
』
と
い
う
論
考
に
お
い
て
､
次
の
よ
う
に
断
言
す
る
｡
｢
物
語
る
技
術
(
芥
u
n
s
t
d
e
s
E
⊇
挙
-
e
コ
S
)

は
終
考
に
向
か
っ
て
い
る
｣
(
[
-
器
量
.
N
呈
｡
｢
物
語
る
技
術
｣
が
｢
終
蔦
｣
し
っ
つ
あ
る
の
は
､
物
語
を
可
能
に
す
る
(
あ
る
い
は

可
能
に
し
て
き
た
)
｢
経
験
｣
が
現
代
に
お
い
て
意
味
を
失
い
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
彼
の
こ
の
議
論
を
十
全
に
理
解
す
る
た
め
に
は
､

こ
の
論
考
に
先
立
つ
.
い
く
つ
か
の
論
考
の
検
討
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
る
｡

ま
ず
､
一
九
三
〇
年
の
論
考
『
長
篇
小
説
の
危
機

-

デ
ー
プ
リ
ー
ン
の
｢
ベ
ル
リ
ン
･
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
広
場
｣
に
つ
い
て
』
に

見
ら
れ
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
観
を
検
討
し
ょ
う
｡

叙
事
詩
に
お
い
て
､
民
衆
(
v
O
邑

は
､
一
日
の
仕
事
を
終
え
た
後
に
休
息
す
る
､
つ
ま
り
聞
き
入
り
､
夢
想
し
､
拾
い
集
め
る
｡

〔
そ
れ
に
対
し
〕
長
篇
小
説
家
(
R
O
ヨ
a
コ
C
i
e
r
)
は
民
衆
か
ら
､
ま
た
民
衆
の
行
う
事
柄
か
ら
自
己
を
隔
絶
し
た
｡
長
篇
小
説
の
誕
生

し
た
部
屋
は
孤
独
の
内
に
あ
る
個
人
(
d
a
s
【
コ
d
i
く
i
d
u
u
ヨ
i
コ
S
e
i
コ
e
r
E
i
n
s
a
ヨ
k
e
i
t
)
､
す
な
わ
ち
自
分
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
事
柄
に

つ
い
て
も
は
や
〔
他
者
に
と
っ
て
も
妥
当
す
る
よ
う
な
仕
方
で
〕
範
例
的
(
e
x
e
ヨ
p
-
a
r
i
s
c
h
)
に
語
る
こ
と
が
で
き
ず
､
誰
か
か
ら
助

言
を
受
け
る
こ
と
も
､
誰
か
に
助
言
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
個
人
で
あ
る
｡
長
篇
小
説
を
書
く
と
は
､
▼
人
生
の
描
写
に
お
い
て

通
約
不
可
能
な
も
の
(
d
a
s
-
コ
k
O
ヨ
ヨ
e
コ
S
u
r
a
b
-
e
)
を
極
限
に
ま
で
押
し
進
め
る
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
(
〓
豊
芦
u
宗
･
い
当
)



人
々
の
生
活
が
｢
民
衆
｣
(
な
い
し
民
族
的
共
同
体
)
の
内
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
時
代
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
た
芸
術
形
式
が

｢
叙
事
詩
｣
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
､
こ
う
し
た
｢
民
衆
｣
か
ら
｢
個
人
=
孤
人
｣
が
分
か
れ
､
個
々
人
が
他
者
と
は
｢
通
約
不
可
能
な

も
の
｣
を
自
覚
し
た
時
代
に
固
有
な
芸
術
形
式
が
｢
長
篇
小
説
｣
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
う
し
た
両
者
の
対
比
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ

ン
ル
が
伝
達
さ
れ
る
媒
体
の
相
違
と
密
接
に
関
連
す
る
｡
と
い
う
の
も
､
｢
叙
事
爵
｣
を
可
能
に
す
る
の
が
｢
口
頭
伝
承
(
ヨ
旨
d
〓
c
h
e

ゴaditiOコ)｣(い呈1すなわち､｢物語る-聞く｣という形態の内に成り立つ伝達形式-であるのに対し､｢長篇小説｣とは｢印刷術の発明｣(〓思量一N邑という近代の所産に依存するからである｡だが､ベンヤミンはーこの論考の表題が示すように-この｢長篇小説｣が現在｢危機｣を迎えている､と考える｡かつ､この｢危機｣は､

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
従
え
ば
､
｢
叙
事
的
な
も
の
の
再
生
(
R
e
s
t
i
t
u
t
i
O
n
d
e
s
E
p
i
s
c
h
e
コ
)
-
-
そ
れ
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
､
〔
た
と
え
ば
ブ
レ

ヒトにおけるように〕劇にいたるまで見出されるものであるが⊥(〓豊芦い邑と表裏一体の阻係にある｡こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
､
.
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
論
考
に
お
い
て
芸
術
の
歴
史
を
大
き
く
三
つ
の
段
階
に
､
す
な
わ
ち
(
一
)
｢
叙

事
詩
｣
｢
物
語
｣
の
時
代
､
(
二
)
｢
長
篇
小
説
｣
の
時
代
､
(
三
)
｢
叙
事
的
な
も
の
の
再
生
｣
の
時
代
､
の
三
つ
に
分
け
て
い
る
｡
第
二

の
段
階
が
｢
純
粋
な
内
部
で
あ
っ
て
､
外
部
を
知
ら
な
い
｣
と
こ
ろ
の
｢
純
粋
小
説
(
r
O
ヨ
a
コ
p
u
r
)
｣
の
理
念
に
基
づ
く
と
す
れ
ば
､

第
三
の
段
階
の
作
品
は
､
ダ
ダ
イ
ズ
ム
や
映
画
(
と
り
わ
け
そ
の
最
良
の
時
期
の
)
が
手
法
と
し
て
取
り
入
れ
た
｢
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
｣

に
依
拠
し
っ
つ
､
作
品
を
そ
の
外
部
の
世
界
へ
と
開
こ
う
と
す
る
(
山
芋
窒
-
)
｡
だ
が
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
､
こ
の
｢
叙
事
的
な
も
の
の

再
生
｣
と
い
う
第
三
の
段
階
が
い
か
に
し
て
第
一
の
投
階
の
｢
再
生
｣
た
り
う
る
の
か
､
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
｢
孤
独
の
中
に
あ

る個人｣を超え出た｢範例的｣なもの-あるいは『複製芸術論』の術語を用いるならば｢集団的なもの(da～穿〓ekti<e)｣

-が第三の段階において成り立ちうるのか､この点について明確に述べてはいない｡換言すれば､

第
三
の
段
階
と
第
一
の
段
階
と
の
間
に
存
在
し
う
る
差
異
に
つ
い
て
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
あ
え
て
触
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

第
一
の
段
階
と
第
三
の
段
階
の
差
異
と
い
う
点
で
示
唆
的
な
の
は
､
『
長
篇
小
説
の
危
機
』
か
ら
三
年
後
の
一
九
三
三
年
に
著
さ
れ
た

一
三
五



一
三
六

論
考
『
経
験
と
貧
困
』
で
あ
る
｡
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
論
考
の
冒
頭
に
お
い
て
､
伝
統
的
な
意
味
に
お
け
る
｢
経
験
｣
が
現
在
で
は

｢
虚
偽
｣
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
｡

〔
か
つ
て
〕
人
々
は
経
験
が
何
で
あ
る
の
か
を
よ
く
知
っ
て
い
た
｡
年
上
の
人
々
が
年
下
の
人
々
に
常
に
経
験
を
与
え
た
｡
つ
ま
り
､

老
年
の
権
威
(
A
u
t
O
r
i
t
巴
d
e
s
A
-
t
e
r
s
)
を
伴
っ
て
､
櫓
言
と
い
う
形
で
､
…
…
ま
た
時
折
は
異
国
の
物
語
(
E
r
z
賢
-
u
コ
g
a
u
S

芽
ヨ
d
e
コ
｢
旨
d
e
⊇
)
と
し
て
､
暖
炉
の
傍
ら
で
子
供
や
孫
た
ち
に
〔
経
験
を
与
え
た
〕
｡

-

だ
が
､
こ
う
し
た
こ
と
は
す
べ
て
ど

こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
｡
何
か
を
立
派
に
語
り
う
る
人
に
出
会
う
人
が
あ
ろ
う
か
｡
(
〓
や
い
芦
当
N
)

こ
の
論
考
で
｢
経
験
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
､
｢
権
威
｣
を
伴
い
つ
つ
｢
物
語
｣
を
媒
介
と
し
て
世
代
か
ら
世
代
へ
と
口
頭
で
伝
え

ら
れ
て
､
人
々
の
生
活
に
と
っ
て
範
例
的
な
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
こ
う
し
た
｢
経
験
｣
が
現
在
に
お
い
て
は
危
機

を
迎
え
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
｢
科
学
技
術
の
途
方
も
な
い
展
開
｣
と
と
も
に
､
と
り
わ
け
｢
第
一
次
世
界
大
我
｣
を
機
縁
と
し
て
､
｢
経

験
は
そ
れ
が
虚
偽
(
⊆
g
e
)
で
あ
る
こ
と
を
暴
か
れ
た
｣
(
当
い
)
か
ら
で
あ
る
｡
だ
が
､
も
し
も
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
､
先
に
検
討

し
た
『
長
篇
小
説
の
危
機
』
の
提
起
す
る
展
望
､
す
な
わ
ち
か
つ
て
の
｢
経
験
｣
を
伝
え
て
い
た
｢
叙
事
的
な
も
の
｣
を
｢
再
生
｣
し

よ
う
と
す
る
試
み
は
成
り
立
ち
え
な
い
は
ず
で
あ
る

(
少
な
く
と
も
､
新
た
な
経
験
の
可
能
性
を
明
確
に
し
な
い
限
り
は
)
｡

む
し
ろ
こ
の
論
考
『
経
験
と
貧
困
』

に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
､
｢
経
験
の
貧
困
｣
と
と
も
に
生
じ
る

｢
野
蛮
さ

(
B
a
r
b
a
r
e
き
ヨ
)
｣
の
持
つ
積
極
的
意
義
で
あ
る
｡
｢
野
蛮
さ
｣
は
､
｢
偉
大
な
創
造
者
｣
が
必
.
要
と
す
る
特
質
､
す
な
わ
ち
､
｢
最
初
か

ら
始
め
､
新
た
に
開
始
し
､
わ
ず
か
の
も
の
で
や
り
く
り
し
､
わ
ず
か
の
も
の
で
作
り
上
げ
､
そ
の
際
右
や
左
を
見
た
り
し
な
い
｣
と

い
う
特
質
と
結
び
つ
く
｡
こ
の
特
質
は
､
現
在
に
あ
っ
て
は
､
｢
慈
恵
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
(
d
a
s
.
w
i
〓
k
宣
i
c
h
e
芥
○
コ
S
t
r
亡
k
t
i
v
e
)

へ

の
傾
向
､
有
機
的
な
も
の
に
対
立
す
る
傾
向
｣
｢
人
間
ら
し
さ

-

人
間
主
義
(
エ
u
ヨ
a
コ
i
s
ヨ
u
S
)

の
原
則

-

の
拒
否
｣
の
内
に
認
め



ら
れ
る
で
あ
ろ
う
(
当
∞
)
｡

こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
､
.
こ
の
論
考
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
､
歴
史
を
次
の
よ
う
な
三
段
階
に
､
す
な
わ
ち
〓
)
｢
経
験
｣
｢
物
語
｣

｢
権
威
｣
(
そ
れ
は
ま
た
｢
ア
ウ
ラ
｣
と
も
結
び
つ
く
)
の
時
代
､
(
二
)
｢
科
学
技
術
の
展
開
｣
に
よ
る
｢
経
験
｣
の
崩
壊
､
お
よ
び

｢
経
験
｣
の
崩
壊
を
補
う
も
の
と
し
て
｢
人
間
主
義
｣
の
時
代
､
(
三
)
｢
野
蛮
さ
｣
.
｢
創
造
者
｣
の
要
請
さ
れ
る
反
人
間
主
義
･
反
文
化

主
義
の
時
代
､
の
三
段
階
に
分
け
て
い
る
｡
そ
し
て
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
第
三
の
段
階
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
､
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
画
家
､

ク
レ
ー
､
ブ
レ
ヒ
ト
､
シ
エ
ー
ア
バ
ル
ト
ら
に
代
表
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
｢
新
芸
術
｣
運
動
を
挙
げ
る
(
当
チ
当
0
0
)
｡
こ
の
時
代
区
分
に

従
う
な
ら
ば
､
第
三
の
段
階
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
第
一
の
段
階
へ
の
回
帰
で
は
あ
り
え
な
い
｡

経
験
の
貧
困
(
E
r
字
2
コ
g
S
a
∃
u
t
)

-このことをわれわれは､あたかも人々が新たな経験(コeueEr字ruコg)を切望
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
｡
む
し
ろ
人
々
は
､
経
験
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
切
望
し
､
自
分
た
ち
の
貧
困
-

-
そ
れ
は
外
的
貧
困
で
あ
る
と
と
も
に
､
つ
い
に
は
ま
た
内
的
貧
困
で
も
あ
る
の
だ
が

-

を
き
わ
め
て
純
粋
か
つ
判
明
に
発
揮
し

う
る
ゆ
え
に
､
そ
の
結
果
何
か
し
っ
か
り
と
し
た
も
の
が
生
じ
る
よ
う
な
環
境
を
切
望
し
て
い
る
｡
…
…
人
々
は
す
べ
て
を
､
つ
ま

り
｢
文
化
｣
も
｢
人
間
｣
も
す
べ
て
｢
貧
り
食
い
｣
､
そ
れ
ら
に
満
腹
し
飽
き
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
(
い
邑

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
､
当
時
の
｢
大
衆
(
M
a
s
s
e
)
｣
が
実
際
に
は
｢
偉
大
な
創
造
者
｣
｢
設
計
者
｣
と
｢
気
脈
を
通
じ
て
い
る
｣
､
と
考
え
､

い
わ
飢
る
｢
新
芸
術
｣
運
動
を
通
し
て
｢
大
衆
｣
は
従
来
の
｢
文
化
｣
と
｢
経
験
｣
か
ら
｢
解
放
｣
さ
れ
つ
つ
､
そ
れ
を
越
え
て
｢
生

き
延
び
る
術
｣
を
学
び
つ
つ
あ
る
､
と
考
え
る
｡
｢
新
芸
術
｣
と
｢
大
衆
｣
と
の
密
接
な
連
関
(
へ
の
信
頼
)
が
､
こ
こ
で
の
議
論
を
支

え
て
い
る
(
u
0
0
㌣
い
窒
)
｡
｢
物
語
の
終
焉
｣
は
｢
経
験
｣
か
ら
の
｢
解
放
｣
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

だ
が
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
､
決
し
て
｢
経
験
の
貧
困
｣
を
単
に
肯
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
｡
こ
の
点
で
注
目
す
べ
き
は
､
先
に
挙
げ

〓
二
七



〓
二
八

た
三
六
年
の
論
考
『
物
語
作
家

-ニコライ･レスコフの作品についての考察』である｡

こ
の
論
考
は
『
長
篇
小
説
の
危
機
』
(
一
九
三
〇
年
)
を
踏
ま
え
て
､
そ
こ
で
示
さ
れ
た
第
一
の
時
代
と
第
二
の
時
代
を
｢
物
語
｣
と

｢
情
報
｣
と
い
う
対
概
念
に
よ
っ
て
捉
え
て
い
る
｡

遠
く
か
ら
(
a
u
s
d
e
r
F
e
ヨ
e
)

-

そ
れ
が
異
国
と
い
う
空
間
的
な
速
さ
で
あ
れ
､
伝
承
と
い
う
時
間
的
速
さ
で
あ
れ

-

や
っ
て
き

た
知
ら
せ
は
､
あ
る
種
の
権
威
(
A
亡
t
O
r
i
t
邑
を
有
し
て
お
り
､
こ
の
権
威
の
お
か
げ
で
そ
の
知
ら
せ
は
妥
当
し
､
〔
そ
の
真
偽
に
関

し
て
〕
検
証
(
六
〇
コ
t
r
O
〓
e
)
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
､
情
報
は
直
ち
に
検
証
可
能
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
｡

(
〓
霊
夢
】
}
N
援
)

物
語
が
経
験
か
ら
経
験
へ
と
伝
え
ら
れ
て
い
く
の
は
､
そ
れ
が
あ
る
特
定
の
瞬
間
に
か
か
わ
ら
ず
､
む
し
ろ
､
時
間
を
超
え
て
妥
当
す

る
知
恵
の
宝
庫
の
役
割
を
果
た
す
か
ら
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
一
種
の
｢
速
さ
｣
が
関
与
し
､
こ
の
｢
速
さ
｣
の
ゆ
え
に
物
語
に
は
｢
権

威
｣
が
備
わ
り
､
｢
検
証
｣
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
(
こ
れ
は
｢
ア
ウ
ラ
｣
の
特
質
で
も
あ
る
)
｡
と
こ
ろ
が
､
｢
情
報
｣
.
が
力
を
持
つ
近

代
に
お
い
て
は
､
｢
検
証
｣
作
業
が
必
要
と
さ
れ
る
(
事
実
､
｢
検
証
(
ぎ
n
t
r
O
邑
｣
と
い
う
語
は
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
『
複
製
芸
術
論
』

に
お
い
て
｢
映
画
｣
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
好
ん
で
用
い
る
動
詞
k
O
コ
t
r
O
〓
i
e
r
e
コ

(
〓
豊
旦
一
望
-
一
望
ゴ
の
名
詞
形
で
あ
る
)
｡
こ

こ
か
ら
は
､
あ
ら
ゆ
る
｢
遠
さ
｣

へ
の
無
関
心
､
さ
ら
に
は
｢
権
威
｣
の
批
判
が
帰
結
す
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
､
一
方
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
､
か
つ
て
の
■
『
経
験
と
貧
困
』
に
見
ら
れ
る
命
題
(
〓
豊
芦
当
〕
)
を
繰
り
返
し

て
､
｢
経
験
は
そ
れ
が
虚
偽
(
L
屠
e
)
で
あ
る
こ
と
を
暴
か
れ
た
｣
(
日
豊
量
u
N
0
0
u
)
､
と
偲
べ
て
､
第
一
の
時
代
の
失
効
を
宣
言
し
て

お
き
な
が
ら
､
他
方
で
､
第
一
の
時
代
の
芸
術
形
式
で
あ
る
｢
物
語
｣
が
現
在
で
も
な
お
通
用
し
､
経
験
の
貧
困
に
対
抗
し
う
る
か
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
後
者
の
議
論
は
､
｢
経
験
の
復
活
｣
な
い
し
｢
物
語
の
復
活
｣
と
も
い
う
べ
き
動
機
と
結
び
つ
く
で



あ
ろ
う
｡
彼
は
､
物
語
の
基
本
形
式
と
し
て
の
｢
メ
ル
ヘ
ン
｣
を
例
に
挙
げ
て
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

メ
ル
ヘ
ン
は
､
か
つ
て
人
類
の
最
初
の
助
言
者
(
R
a
t
g
e
b
e
r
)
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
､
今
日
で
も
な
お
子
供
の
最
初
の
助
言
者
で
あ
る

が
､
そ
れ
は
物
語
の
中
に
密
か
に
生
き
延
び
て
い
る
｡
…
…
苦
難
が
最
高
と
な
.
っ
た
と
き
に
は
､
メ
ル
ヘ
ン
の
助
力
が
最
も
手
近
に

あ
っ
た
｡
こ
の
苦
難
と
は
､
神
話
の
〔
も
た
ら
す
〕
苦
難
で
あ
っ
た
〔
が
〕
､
…
…
｢
最
も
賢
明
な
こ
と
は
､
神
話
的
世
界
の
威
力
に

対
し
て
､
術
策
(
u
s
t
)
と
大
胆
さ
に
よ
っ
て
立
ち
向
か
う
こ
と
で
あ
る
｣
､
と
メ
ル
ヘ
ン
は
か
つ
て
人
類
に
教
え
､
ま
た
今
日
で
も

な
お
子
供
た
ち
に
敢
え
て
い
る
｡
…
…
メ
ル
ヘ
ン
が
与
え
る
解
放
的
魔
術
(
-
e
罫
e
コ
d
e
r
N
a
u
ト
e
-
)
は
､
神
話
的
な
や
り
方
で
自
然

を
働
か
せ
る
の
で
は
な
く
､
む
し
ろ
､
解
放
さ
れ
た
人
間
と
自
然
が
複
雑
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
(
芥
○
ヨ
p
-
i
2
i
-
邑
を
示
唆
す
る
｡

成
熟
し
た
人
間
は
自
然
と
の
こ
の
複
雑
な
関
係
を
た
だ
時
折
感
受
す
る
に
す
ぎ
な
い
が
､
子
供
は
メ
ル
ヘ
ン
に
お
い
て
ま
ず
こ
の
関

係
と
出
会
い
､
幸
福
な
気
升
に
な
る
｡
(
山
芋
い
呈

一
見
す
る
と
､
メ
ル
ヘ
ン
は
｢
魔
術
｣
の
世
界
な
い
し
｢
神
話
的
世
界
｣
に
生
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
｡
だ
が
､
メ
ル
ヘ
ン
の
本
来

の
力
は
､
｢
神
話
的
世
界
｣
か
ら
人
々
を
解
放
す
る
働
き
､
す
な
わ
ち
｢
魔
術
か
ら
の
解
放
(
E
コ
ー
z
a
u
b
e
r
⊂
コ
g
)
｣
(
u
N
り
)
の
力
の
内
に

見
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
と
す
る
な
ら
ば
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
｢
神
話
的
世
界
｣
と
は
第
一
の
｢
物
語
｣
｢
メ
ル
ヘ
ン
｣
の

時
代
に
先
立
つ
ゆ
え
に
､
彼
は
こ
こ
で
次
の
よ
う
な
時
代
区
分
を
提
起
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡
す
な
わ
ち
､
(
○
)
｢
神
話
的
世
界
｣

の
時
代
､
(
一
)
｢
神
話
｣
な
い
し
｢
魔
術
｣
か
ら
の
解
放
と
し
て
の
｢
物
語
｣
の
時
代
､
(
二
)
物
語
の
終
焉
の
時
代
､
と
い
う
区
分
で

あ
る
｡
か
つ
､
第
一
の
段
階
に
属
す
る
｢
メ
ル
ヘ
ン
｣
は
､
｢
解
放
さ
れ
た
人
間
と
自
然
が
複
雑
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
｣

の
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
限
り
で
は
､
現
在
の
第
二
の
段
階
の
彼
方
に
措
定
さ
れ
て
も
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
第
石
段
階
の
再
生
を
求
め

る
議
論
は
､
貢
篇
小
説
の
危
機
』
に
も
共
通
の
議
論
で
あ
る
｡
ま
た
､
『
物
語
作
家
』
と
同
年
に
書
か
れ
た
『
複
製
芸
術
論
』
(
第
二
稿
)

一
三
九



一
四
〇

に
お
い
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
､
先
に
見
た
よ
う
に
､
｢
第
二
の
技
術
は
む
し
ろ
､
自
然
と
人
類
と
の
間
の
共
同
の
遊
戯
〔
共
演
〕

(
N
u
s
a
ヨ
ヨ
e
コ
S
p
i
e
-
)
を
目
指
す
｣
(
〓
器
量
一
途
0
0
)
､
と
論
じ
て
い
る
が
､
こ
こ
に
い
う
N
u
s
a
ヨ
ヨ
e
n
S
p
i
e
-
こ
そ
『
物
語
作
家
』
に
お
け

る
芥
白
ヨ
p
-
i
z
i
t
賢
に
相
当
す
る
(
さ
ら
に
､
｢
術
策
(
L
i
s
t
)
｣
と
い
う
語
も
､
｢
メ
ル
ヘ
ン
｣
と
→
第
二
の
技
術
｣
に
共
通
す
る
)
｡
｢
メ
ル

ヘ
ン
｣
は
｢
第
二
の
技
術
｣
を
先
取
り
す
る
の
で
あ
る
｡

こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
､
｢
映
画
｣
に
代
表
さ
れ
る
新
た
な
芸
術
へ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
関
心
は
､
同
時
に
｢
物
語
｣
な
い
し
｢
メ

ル
ヘ
ン
｣
と
い
う
歴
史
的
変
化
を
越
え
た
一
種
の
自
然
史
的
な
も
の
へ
の
関
心
と
結
び
つ
い
て
い
る
｡
な
る
ほ
ど
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
､
一

方
に
お
い
て
『
経
験
と
貧
困
』
に
お
い
て
｢
経
験
｣
か
ら
の
｢
解
放
｣
に
よ
る
新
た
な
創
造
を
称
揚
し
､
『
複
製
芸
術
論
』
に
お
い
て
は

｢
ア
ウ
ラ
的
知
覚
の
時
代
｣
の
｢
終
焉
｣
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
と
は
い
え
､
同
時
に
､
『
長
篇
小
説
の
危
機
』
や
『
物
語
作
家
』
に

お
い
て
は
元
来
｢
ア
ウ
ラ
｣
を
伴
っ
て
い
た
は
ず
の
｢
物
語
｣
｢
叙
事
的
な
も
の
｣
の
｢
再
生
｣
を
も
求
め
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
が
一
九
三
〇
年
代
に
展
開
し
た
二
つ
の
｢
終
焉
｣
論
に
は
､
｢
解
放
｣
と
｢
再
生
｣
と
い
う
二
つ
の
理
念
が
並
存
し
て
い
る
の
で
あ

る｡

第
三
節

ア
ド
ル
ノ
と
芸
術
終
蔦
論

一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
､
彼
の
友
人
に
し
て
批
判
者
で
あ
っ
た
ア
ド
ル
ノ
(
-
基
い
･
S
)

の
議
論
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

ま
ず
は
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
複
製
芸
術
論
』
と
『
物
語
作
家
』
に
村
す
る
批
判
的
応
答
を
展
開
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
二
つ
の
書
簡
(
一

九
三
六
年
三
月
一
八
日
付
､
九
月
六
日
付
)

の
検
討
か
ら
始
め
よ
う
｡

ア
ド
ル
ノ
は
､
｢
『
芸
術
の
清
算
』
と
い
う
対
象
は
数
年
来
､
私
の
数
々
の
美
学
的
試
論
の
背
景
を
な
し
て
い
る
｣
と
い
う
点
か
ら
､



ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
複
製
芸
術
論
』
と
自
分
の
関
心
と
の
間
に
｢
共
通
の
基
盤
を
見
出
す
｣
(
B
e
喜
ヨ
i
コ
盲
d
O
⊇
〇
一
-
呈
と
と
も
に
､
｢
物

語
る
こ
と
が
も
は
や
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
､
と
い
う
歴
史
哲
学
的
な
志
向
に
は
全
面
的
に
賛
成
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
は
､
私
に
は
す

で
に
何
年
も
前
か
ら
､
〔
ル
カ
ー
チ
の
〕
『
小
説
の
理
論
』

の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
を
は
る
か
に
越
え
て
､
疑
い
の
な
い
､
な
じ
み
深
い
考

え
で
あ
っ
た
｣

(
】
冶
)
､
と
述
べ
て
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
物
語
作
家
』
に
対
し
て
む
賛
意
を
示
す
｡
た
だ
し
､
そ
れ
は
全
面
的
な
肯
定
で

は
な
い
｡

今
度
の
労
作
〔
す
な
わ
ち
『
複
製
芸
術
論
』
〕
に
お
い
て
私
に
懸
念
さ
れ
る
の
は
､
あ
な
た
が
魔
術
的
な
ア
ウ
ラ
の
概
念
を
｢
自
律
的

芸
術
作
品
｣

へ
も
無
造
作
に
転
用
し
て
､
｢
自
律
的
芸
術
作
品
｣
を
反
革
命
的
な
機
能
を
持
つ
も
の
の
側
へ
押
し
や
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
｡
…
…
無
論
､
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
芸
術
作
品
に
魔
術
的
要
素
が
付
着
し
て
い
る
こ
と
を
私
が
自
覚
し
抜
い
て
い
る
こ
と
は
､
今
さ

ら
い
う
ま
で
も
な
い
｡
…
‥
.
･
だ
が
､
自
律
的
芸
術
作
品
の
核
心
は
､
そ
れ
自
体
が
神
秘
的
な
側
に
属
し
て
い
る
の
で
は
な
く
､
…
…

そ
れ
自
体
に
お
い
て
弁
証
法
的
な
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
そ
れ
自
体
の
中
に
､
魔
術
的
な
も
の
(
d
a
s
M
a
g
i
s
c
h
e
)
と
絡
み
合
っ

た
仕
方
で
､
自
由
の
印
(
N
e
i
c
h
e
コ
d
e
r
F
r
e
i
h
e
i
t
)
を
宿
し
て
い
る
｡
(
-
会
)

す
な
わ
ち
､
ア
ド
ル
ノ
は
､
｢
ア
ウ
ラ
｣

(
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
自
律
的
美
)
が
近
代
市
民
社
会
に
お
い
て
反
社
会
的
に
作
用
す
る
､

と
考
え
る
点
で
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
意
見
を
と
も
に
す
る
｡
そ
の
点
で
は
､
ア
ド
ル
ノ
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
と
も
に
｢
魔
術
か
ら
の
解
放
｣

を
肯
定
す
る
｡
だ
が
､
ア
ド
ル
ノ
は
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
｢
芸
術
の
た
め
の
芸
術
｣
と
い
う
術
語
に
代
表
さ
れ
る
芸
術
の
自
律
性
の
理
念

を
｢
芸
術
の
神
学
｣
と
し
て
単
に
否
定
的
に
し
か
捉
え
て
い
な
い
点
を
批
判
す
る
｡
ア
ド
ル
ノ
は
､
｢
芸
術
の
た
め
の
芸
術
｣
と
い
う
理

念
が
､
一
方
で
神
秘
的
･
魔
術
的
な
側
面
を
持
つ
と
と
も
に
､
同
時
に
｢
そ
れ
自
体
に
お
い
て
弁
証
法
的
な
も
の
｣
で
あ
る
ゆ
え
に
､

人
間
を
魔
術
か
ら
解
放
し
て
｢
自
由
の
場
に
近
づ
け
て
い
く
｣
と
い
う
側
面
を
も
持
つ
､
と
考
え
､
こ
の
二
重
性
の
内
に
芸
術
の
特
質

一
四
一



一
四
二

を
求
め
る
｡
そ
も
そ
も
ア
ド
ル
ノ
が
問
題
と
す
る
の
は
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
･
｢
自
律
的
･
魔
術
的
｣
対
｢
政
治
的
｣
､
｢
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
｣

対
｢
大
衆
的
｣
と
い
う
対
概
念
を
固
定
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
､
ア
ド
ル
ノ
は
､
こ
う
し
た
二
項
村
立
を
固
定

的
に
で
は
な
く
､
｢
弁
証
法
的
｣
に
捉
え
る
必
要
性
を
説
く
｡
｢
私
が
何
か
要
請
し
て
も
よ
い
と
す
る
な
ら
ば
､
『
も
っ
と
多
く
の
』
弁
証

法
を
､
と
要
請
し
た
い
｣
(
】
怠
)
｡
ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
二
つ
の
論
考
､
す
な
わ
ち
一
方
で
｢
映
画
｣
に
代
表
さ
れ
る

｢
大
衆
｣
芸
術
の
革
新
性
を
弁
護
し
､
他
方
で
か
つ
て
の
｢
メ
ル
ヘ
ン
｣
を
｢
解
放
さ
れ
た
人
間
｣
.
と
か
か
わ
ら
せ
る
二
つ
の
論
考
は
､

｢
美
的
自
律
性
の
締
め
出
し
(
A
u
s
s
c
h
-
u
s
s
)
｣
な
い
し
｢
捨
象
宮
e
r
s
p
き
g
e
n
)
｣
と
い
う
点
で
共
通
す
る
(
-
寧
-
呈
｡
だ
が
､
も
し

もそうだとするならば､ベンヤミンの二つの｢終焉｣論においては､｢解放｣と｢再生｣という二つの理念1すな

わ
ち
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
二
つ
の
｢
終
焉
｣
論
が
そ
の
は
ぎ
ま
に
位
置
す
る
と
こ
ろ
の
二
つ
の
理
今
T
-
-
の
間
の
弁
証
法
的
な
関
係
も
ま

た
看
過
さ
れ
て
い
る
.
の
で
は
な
い
か
､
と
問
い
が
生
じ
よ
う
｡

こ
の
間
い
に
答
え
る
た
め
に
も
､
ア
ド
ル
ノ
自
身
の
｢
芸
術
終
焉
弘
巴
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
｡
こ
こ
で
は
『
美
学
理
払
藍
(
補
遺
､

一
九
七
〇
年
)
に
収
め
ら
れ
た
一
つ
の
断
片
(
A
d
O
r
コ
○
〓
3
0
b
]
∵
〓
ナ
〓
色
を
参
照
し
よ
う
｡
こ
の
断
片
に
お
い
て
ア
ド
ル
ノ
は
､

二
重
の
仕
方
で
｢
芸
術
終
焉
払
巴
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
｡
ま
ず
は
そ
の
後
半
か
ら
検
討
す
る
｡

芸
術
の
終
焉
に
つ
い
て
の
理
論
が
約
三
〇
年
前
に
､
間
接
的
に
は
例
え
ば
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
複
製
理
論
に
お
い
て
有
し
て
い
た
政
治
的

位
置
価
(
p
O
-
i
t
i
s
c
h
e
r
S
t
e
〓
e
コ
W
e
ユ
)
は
､
今
で
は
失
わ
れ
て
い
る
｡
…
…
知
識
人
た
ち
の
宣
言
し
た
芸
術
の
終
焉
が
虚
偽
で
あ
る
こ

と
は
､
そ
こ
に
お
い
て
芸
術
が
何
の
た
め
の
も
の
(
w
O
Z
u
)
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
て
い
た
､
…
…
と
い
う
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
｡

…
⊥
云
術
の
道
具
化
は
､
芸
術
が
道
具
化
に
対
し
て
異
議
申
し
立
て
す
る
こ
と
を
妨
害
し
て
し
ま
う
｡

こ
こ
で
ア
ド
ル
ノ
は
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
名
前
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
複
製
芸
術
論
』
を
一
種
の
芸
術
終
焉
論
と



し
て
捉
え
返
す
｡
と
い
う
の
も
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
論
考
に
お
い
て
､
自
律
的
な
芸
術
の
理
念
を
否
定
し
､
芸
術
を
大
衆
運
動
へ
の

道
具
と
化
す
｢
芸
術
の
政
治
化
｣
の
理
念
を
提
起
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
だ
が
､
ア
ド
ル
ノ
に
従
え
ば
､
こ
う
し
た
｢
芸
術
終
焉
払
聖

は
､
芸
術
を
単
な
る
道
具
の
一
種
と
み
な
す
誤
り
を
犯
し
て
い
る
｡
芸
術
を
現
実
の
変
革
の
た
め
に
直
接
的
な
道
具
と
化
す
こ
と
は
､

か
え
っ
て
芸
術
の
持
つ
潜
在
的
な
批
判
力

-

す
な
わ
ち
､
｢
語
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
語
る
｣
と
い
う
芸
術
の
カ

ー

を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡

だ
が
､
同
じ
断
片
に
お
い
て
(
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
流
の
｢
芸
術
終
焉
論
｣
を
批
判
す
る
に
先
立
っ
て
)
､
ア
ド
ル
ノ
は
｢
芸
術
終
焉
論
｣
の

別
の
側
面
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
｡

ま
ず
ア
ド
ル
ノ
は
､
｢
芸
術
は
終
焉
を
迎
え
つ
つ
あ
る
､
な
い
し
す
で
に
終
焉
を
迎
え
た
､
と
い
う
命
題
は
､
歴
史
を
通
じ
て
繰
り
返

さ
れ
て
き
た
が
､
そ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
モ
デ
ル
ネ
以
降
妥
当
す
る
｡
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
命
題
を
哲
学
的
に
反
省
し
た
が
､
そ
の
命
題

の
発
明
者
で
は
な
い
｣
､
と
指
摘
し
た
上
で
､
ヘ
ー
ゲ
ル
以
降
の
芸
術
終
焉
論
が
多
く
の
場
合
､
既
存
の
文
化
を
保
守
し
ょ
う
と
す
る
保

守
主
義
の
立
場
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
し
て
き
た
､
と
述
べ
る
｡
す
な
わ
ち
､
芸
術
終
焉
論
は
｢
歴
史
的
に
没
落
し
っ
つ
あ
る

〔
保
守
派
の
〕
グ
ル
ー
プ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
｣
で
あ
っ
た
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
｢
芸
術
終
焉
論
｣
が
既
存
の
文
化
形
能
昔
否
定
す
る

｢
新
た
な
形
態
｣
に
村
し
て
｢
頭
ご
な
し
に
有
罪
判
決
を
下
す
文
化
哲
学
｣
の
機
能
を
果
た
す
限
り
に
お
い
て
､
ア
ド
ル
ノ
が
芸
術
終
焉

論
を
積
極
的
に
解
釈
す
る
余
地
は
存
在
し
な
い
｡
だ
が
､
ア
ド
ル
ノ
は
｢
芸
術
終
焉
払
巴
の
持
つ
別
の
側
面
に
も
着
目
す
る
｡

芸
術
の
内
部
で
は
､
事
情
は
常
に
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
…
…
今
日
で
は
文
化
の
誤
っ
た
廃
止
の
危
険
が
あ
り
､
そ
れ
は
野
蛮

さ
を
導
き
か
ね
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
｢
〔
文
化
な
い
し
芸
術
は
〕
存
続
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｣
の
で
あ
る
が
､
…
…
こ
こ
か
ら
次

の
よ
う
な
二
律
背
反
が
公
式
化
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
芸
術
は
外
部
か
ら
見
る
な
ら
ば
不
可
能
に
見
え
る
が
､
内
在
的
に
存
続
さ
せ

ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
､
と
い
う
二
律
背
反
で
あ
る
｡
こ
こ
に
お
い
て
新
た
な
性
質
を
な
し
て
い
る
の
は
､
芸
術
が
自
己
の
没
落

一
四
三



一
四
四

(
リ
コ
t
e
r
g
a
コ
g
)
を
自
己
自
身
の
内
に
組
み
入
れ
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
芸
術
は
､
支
配
的
な
精
神
に
対
す
る
批

判
と
し
て
､
自
己
自
身
に
立
ち
向
か
う
こ
と
の
で
き
る
精
神
な
の
で
あ
る
｡
芸
術
の
自
己
反
省
(
s
e
-
b
s
t
r
e
旨
x
i
O
コ
d
e
r
只
ヒ
コ
巴
)
が

芸
術
の
端
緒
を
な
す
に
い
た
り
､
芸
術
の
内
に
具
体
化
す
る
｡

ア
ド
ル
ノ
が
主
題
と
す
る
の
は
､
保
守
的
文
化
主
義
が
危
倶
す
る
文
化
の
終
焉
で
は
な
く
､
｢
誤
っ
た
文
化
の
廃
止
｣
､
す
な
わ
ち
文
化

(
な
い
し
芸
術
)
の
持
つ
批
判
的
機
能
の
低
下
と
い
う
問
題
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
問
題
に
直
面
し
て
､
ア
ド
ル
ノ
は
あ
え
て
､
芸
術
な
い

し
文
化
は
｢
存
続
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｣
と
語
る
の
だ
が
､
こ
こ
か
ら
彼
は
､
芸
術
に
関
す
る
｢
二
律
背
反
｣
を
導
き
出
す
｡
そ
れ

は
､
現
状
に
お
け
る
芸
術
の
不
可
能
性
と
､
芸
術
の
存
続
の
必
要
性
と
い
う
二
律
背
反
で
あ
る
｡
こ
の
二
律
背
反
の
内
に
あ
っ
て
､
芸

術
は
｢
自
己
の
没
落
を
自
己
自
身
の
内
に
組
み
入
れ
る
｣
こ
と
に
な
る
｡
換
言
す
る
な
ら
ば
､
芸
術
は
｢
自
己
自
身
に
立
ち
向
か
う
こ

と
の
で
き
る
精
神
｣
と
し
て
｢
自
己
反
省
｣
的
な
も
の
と
な
ら
な
く
て
は
な
い
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ
の
と
き
､
芸
術
の
｢
没
落
｣

と
は
､
決
し
て
保
守
王
義
的
文
化
哲
学
者
が
嘆
く
よ
う
な
事
態
な
の
で
は
な
く
､
む
し
ろ
､
現
実
を
批
判
し
っ
つ
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
語
る

た
め
の
条
件
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
『
美
学
理
論
』
(
本
文
)
t
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
｡
｢
芸
術
は
､
没
落
と
い
､
丁
絶
対
的
な
否
定
性

に
よ
っ
て
の
み
､
語
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
語
る
｡
新
芸
術
に
お
い
て
は
､
反
感
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
､
嫌
悪
す
べ
き

も
の
の
あ
ら
ゆ
る
傷
跡
が
集
ま
っ
て
､
か
の
没
落
の
形
象
(
B
ニ
d
d
e
s
U
n
t
e
r
g
a
n
g
s
)
と
な
る
｣
(
〓
当
量
一
旦
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
､

｢
芸
術
終
焉
弘
巴
は
､
｢
新
芸
術
｣
の
可
能
性
の
根
幹
に
位
置
す
る
こ
と
と
な
る
｡

第
四
節

ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
ー
と
｢
中
心
の
喪
失
｣

こ
の
よ
う
に
ア
ド
ル
ノ
は
｢
新
芸
術
｣
な
い
し
｢
新
音
楽
｣
の
擁
護
者
で
あ
る
が
､
し
か
し
同
時
に
､
こ
う
し
た
｢
新
芸
術
｣
が
き



わ
め
て
困
難
な
営
み
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
｡
彼
は
『
不
協
和
音
』
に
収
め
ら
れ
た
｢
新
音
楽
の
老
化
｣
(
一
九
五
四
年
)
に
お

い
て
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
芸
術
の
抵
抗
す
る
力
を
再
び
獲
得
し
う
る
人
は
､
客
観
的
に
､
か
つ
社
会
的
に
も
要
求
さ
れ
て
い

る
も
の
が
時
に
は
絶
望
的
な
個
別
化
の
内
に
保
持
さ
れ
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
を
前
に
し
て
た
じ
ろ
ぐ
こ
と
の
な
い
人
の
み
で
あ
る
｣

(
A
d
O
⊇
○
〓
芸
芦
ぃ
ぃ
土
｡
だ
が
､
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
､
｢
寄
る
辺
な
き
孤
独
者
｣
(
N
窒
)
で
あ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
い
多
く
の
芸

術
家
に
よ
っ
て
｢
新
芸
術
｣
の
｢
老
化
｣
が
帰
結
す
る
こ
と
を
ア
ド
ル
ノ
は
認
め
て
い
た
｡

こ
の
論
考
に
直
ち
に
着
目
し
､
自
ら
そ
れ
を
引
用
し
っ
つ
｢
自
律
的
芸
術
｣
に
対
す
る
批
判
の
傍
証
と
し
た
の
が
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア

ー
(
-
笠
チ
一
芸
£

の
『
近
代
芸
術
の
革
命
』
〓
九
五
五
年
)
で
あ
る
｡
彼
の
唱
え
る
｢
中
心
の
喪
失
｣
と
い
う
理
論
は
､
二
〇
世
紀

中
葉
を
代
表
す
る
｢
芸
術
終
焉
論
｣
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
｡
以
下
で
は
､
彼
の
主
著
『
中
心
の
喪
失

-

時
代
の
徴
侯
と
徴
標
と

し
て
の
一
九
･
二
〇
世
紀
の
造
形
芸
術
』

(
一
九
四
八
年
)
に
即
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
ー
は
､
自
ら
オ
ル
テ
ガ
の
『
芸
術
の
脱
人
間
化
』
を
引
用
し
っ
つ
(
s
e
d
-
ヨ
a
y
r
〓
窒
芦
-
1
{
邑
､
一
九
ニ
ー
〇
世
紀

の
芸
術
の
特
徴
を
次
の
点
に
求
め
る
｡

芸
術
の
内
部
に
お
い
て
根
本
的
な
こ
と
は
､
そ
れ
が
芸
術
一
般
で
あ
れ
､
個
々
の
芸
術
〔
ジ
ャ
ン
ル
〕
で
あ
れ
､
明
ら
か
に
そ
の

｢
自
律
性
｣
｢
純
粋
性
｣
を
追
求
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
(
N
】
色

ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
ー
が
問
題
と
す
る
の
は
､
｢
自
律
性
｣
な
い
し
｢
純
粋
化
｣
の
理
念
で
あ
る
｡
彼
に
従
え
ば
､
本
来
自
律
化
な
い
し
純

粋
化
し
え
な
い
も
の
を
自
律
化
･
純
粋
化
し
よ
う
と
し
た
の
が
近
代
で
あ
り
､
そ
の
試
み
の
誤
り
が
近
代
の
芸
術
の
内
に
徴
候
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
｡

彼
は
､
こ
の
自
律
化
･
純
粋
化
の
傾
向
の
端
緒
を
､
一
八
世
紀
に
お
け
る
理
神
論
な
い
し
汎
神
論
の
内
に
見
出
す
｡
理
神
論
は
神
か

一
四
五



一
四
六

ら
人
格
を
否
定
し
､
神
を
理
性
化
す
る
が
､
そ
の
こ
と
を
通
し
て
､
神
を
(
一
種
の
自
然
法
則
と
し
て
)
自
然
に
内
在
化
さ
せ
る
｡
人

格
を
失
っ
た
神
(
哲
学
者
の
神
)
は
､
も
は
や
人
間
と
の
▲
つ
な
が
り
を
持
た
ず
､
単
な
る
自
然
的
存
在
と
な
る
｡
と
と
も
に
､
神
か
ら

放
た
れ
た
人
間
(
す
な
わ
ち
､
近
代
的
自
律
的
人
間
)
は
､
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
､
｢
神
の
似
姿
｣
と
い
う
人
間
本
来
の
あ
り
方
か
ら
堕

落
し
･
そ
の
意
味
に
お
い
て
｢
人
間
以
下
の
も
の
｣
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
｡
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
一
に
よ
れ
ば
､
ま
さ
に
こ
う
し

た
人
間
の
純
粋
化
･
自
律
化
の
悲
劇
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
.
る
の
が
､
芸
術
の
自
律
化
な
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ

ア
ー
は
､
｢
脱
人
間
化
の
過
程
(
p
r
O
Z
e
S
S
d
e
r
D
e
s
h
u
ヨ
a
n
i
s
i
e
2
n
g
)
は
二
〇
世
紀
初
頭
に
始
ま
っ
た
の
で
は
な
く
､
一
八
世
紀
の
末
に

始
ま
っ
て
い
た
｣
(
-
軍
-
蔓
､
と
述
べ
て
､
オ
ル
テ
ガ
の
歴
史
観
を
批
判
す
る
｡
一
九
世
紀
的
な
人
間
的
芸
術
と
二
〇
世
紀
的
な
非
人

間
的
芸
術
と
の
間
に
明
確
な
村
立
を
軍
疋
す
る
オ
ル
テ
ガ
に
対
し
て
､
ゼ
ー
ド
～
マ
イ
ア
ー
は
む
し
ろ
両
者
の
間
に
共
通
性
を
認
め
る
｡

こ
の
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
ー
の
考
え
は
､
先
に
わ
れ
わ
れ
が
第
一
節
に
お
い
て
指
摘
し
た
点
､
す
な
わ
ち
､
オ
ル
テ
ガ
が
二
〇
世
紀
の
非

人
間
的
芸
術
を
範
型
と
し
つ
つ
提
起
し
た
｢
芸
術
的
芸
術
｣
(
す
な
わ
ち
自
律
的
芸
術
)
の
理
念
は
､
実
際
に
は
､
一
八
世
紀
末
に
確
立

し
た
人
間
の
自
律
性
の
理
念
を
前
提
と
し
て
い
る
､
と
い
う
事
態
と
連
関
す
る
｡

そ
れ
で
は
､
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
ー
は
い
か
な
る
芸
術
史
観
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

完
全
な
意
味
に
お
け
る
｢
統
一
的
｣
様
式
が
存
在
す
る
の
は
､
芸
術
が
一
つ
の
全
体
的
課
題
に
奉
仕
し
､
〔
そ
の
他
の
〕
さ
ま
ざ
ま
な

領
域
に
お
け
る
形
成
活
動
が
芸
術
の
外
部
に
と
ど
ま
っ
て
い
.
る
場
合
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
高
度
の
文
化
の
初
期

の
段
階
に
あ
っ
て
は
常
に
こ
う
し
た
偉
大
な
る
様
式
の
統
一
性
人
s
-
i
-
e
i
n
ト
e
i
-
-
i
c
ト
k
e
i
-
)
が
存
在
す
る
｡
こ
う
し
た
段
階
に
お
い
て
は
､

宗
教
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
た
強
力
な
る
総
合
芸
術
作
品
が
､
単
に
造
形
芸
術
の
み
な
ら
ず
､
す
べ
て
の
芸
術
を
魅
了
し
､
秩
序

づ
け
る
力
を
有
し
て
い
る
｡
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
揺
る
ぎ
も
し
な
い
様
式
の
堅
固
さ
(
s
-
i
-
s
i
c
h
e
-
h
e
i
-
)
が
そ
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
｡
ロ
マ
ネ
ス
ク
は
根
本
的
に
は
た
だ
一
つ
の
課
題
を
､
す
な
わ
ち
大
聖
堂
と
い
う
課
題
を
有
す
る
の
み
で
あ
る
｡
(
呈



ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
一
に
と
っ
て
規
範
的
な
価
値
を
有
す
る
の
は
､
ロ
マ
ネ
ス
ク
時
代
､
す
な
わ
ち
｢
様
式
の
続
一
性
｣
の
存
在
す
る
時

代
で
あ
る
｡
｢
様
式
の
続
一
性
｣
と
は
､
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
大
聖
堂
の
よ
う
に
､
｢
給
合
芸
術
作
品
｣
が
存
在
す
る
時
代
に
お
い
て
の
み
可

能
で
あ
る
｡
そ
こ
で
は
､
あ
ら
ゆ
る
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
が
一
つ
の
課
題
に
奉
仕
し
て
お
り
､
な
お
自
律
化
し
て
い
な
い
｡
換
言
す
れ
ば
､

ロ
マ
ネ
ス
ク
時
代
に
あ
っ
て
は
､
｢
大
聖
堂
｣
の
建
立
と
い
う
一
つ
の
課
題
の
み
が
重
要
な
の
で
あ
り
､
そ
の
他
の
課
題
､
す
な
わ
ち

｢
住
居
､
館
､
橋
､
倉
庫
｣
と
い
っ
た
建
物
は
､
芸
術
の
領
域
に
は
属
さ
な
い
｡
個
々
の
建
築
は
､
そ
の
｢
課
題
｣
と
い
う
点
か
ら
見
る

な
ら
ば
､
決
し
て
｢
同
等
の
権
利
｣
を
要
求
す
る
こ
と
が
な
い
｡
建
築
の
｢
課
題
｣
は
､
そ
の
建
築
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
応

じ
て
､
そ
れ
に
相
応
し
い
｢
権
利
｣
を
｢
要
求
｣
す
べ
き
な
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
事
態
が
全
く
の
終
焉
を
迎
え
た
の
が
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
で
あ
り
､
こ
の
変
化
は
具
体
的
に
は
ル

ド
ゥ
ー
の
建
築
の
内
に
示
さ
れ
る
｡
ル
ド
ゥ
ー
に
従
え
ば
､
｢
あ
る
特
定
の
課
題
が
有
し
て
い
た
特
権
は
抹
殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣

の
で
あ
る
か
ら
､
こ
こ
に
お
い
て
､
｢
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
建
築
の
課
題
が
､
…
…
芸
術
と
い
う
点
か
ら
平
等
の
権
利

(
G
-
e
i
c
h
訂
r
e
c
h
t
i
g
u
コ
g
)
を
要
求
す
る
｣
よ
う
に
な
る
(
邑
｡
こ
れ
は
､
近
代
市
民
革
命
に
も
比
す
べ
き
､
芸
術
上
の
｢
第
一
の
雲
叩
｣

で
あ
る
｡
と
は
い
え
､
こ
の
要
求
は
実
現
に
当
た
っ
て
多
大
な
困
難
に
直
面
す
る
｡
個
々
の
課
題
が
そ
の
権
利
に
関
し
て
平
等
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
､
こ
う
し
た
平
等
の
権
利
を
等
し
く
満
た
し
う
る
よ
う
な
統
一
的
様
式
と
は
何
か
､
と
い
う
問
い
が
新
た
に
生
じ
る
か

ら
で
あ
る
｡
い
か
な
る
特
定
の
｢
様
式
｣
も
こ
の
課
題
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
､
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
き
､
歴
史
上

初
め
て
､
｢
様
式
の
多
元
論
(
s
音
-
u
r
a
〓
s
ヨ
u
S
)
｣
(
邑
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
｡
す
な
わ
ち
､
個
々
の
課
題
は
そ
れ
に
固
有
の
様
式

を
持
つ
､
と
い
う
考
え
で
あ
る
｡
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
一
に
従
え
ば
､
こ
う
し
た
考
え
は
､
諸
様
式
間
の
戦
争
状
態
を
､
さ
ら
に
は
｢
無

政
府
主
義
的
な
｣
状
態
を
招
く
｡

二
〇
世
紀
に
な
る
と
､
｢
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
｣
と
い
う
新
し
い
素
材
に
よ
る
｢
新
建
築
(
d
a
s
一
斉
u
e
B
a
亡
e
コ
ご
と
い
う
理
念
が
提

一
四
七



一
四
人

起
さ
れ
､
新
た
な
｢
第
二
の
革
命
｣
が
生
じ
る
｡
こ
の
革
命
は
､
第
一
の
革
命
と
同
様
に
､
→
建
築
の
あ
ら
ゆ
る
課
題
は
平
等
で
あ
る
､

と
い
う
教
義
を
守
る
｣
と
は
い
え
､
そ
こ
に
は
相
違
も
あ
る
｡
と
い
う
の
も
､
第
一
の
革
命
に
お
い
て
は
､
｢
最
高
の
水
準
｣
に
お
け
る

平
等
性
が
主
張
さ
れ
た
の
に
村
し
､
第
二
の
革
命
に
お
い
て
は
｢
最
低
の
水
準
｣
に
お
け
る
平
等
性
が
主
張
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
す

な
わ
ち
､
こ
こ
に
生
じ
る
の
は
､
｢
人
間
の
領
域
以
下
の
水
準
｣
に
お
け
る
｢
機
械
の
家
｣
で
あ
る
｡
か
つ
､
こ
の
｢
『
新
建
築
』
の
全

体
主
義
｣
か
ら
は
､
｢
新
し
い
様
式
｣
は
生
じ
え
な
い
｡
と
い
う
の
も
､
｢
上
か
ら
課
せ
ら
れ
た
『
様
式
の
図
式
』
に
見
ら
れ
る
外
見
の

表
面
的
『
続
制
』
｣
は
､
か
え
っ
て
｢
新
た
な
多
元
払
空
を
生
み
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
革
命
は
､
共
産
主
義
革
命
に

も
比
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
(
澄
･
漂
)
｡

〔
近
代
の
芸
術
の
)
運
動
は

-
社
会
革
命
と
同
様
に

ー

二
つ
の
頂
点
の
時
期
を
有
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
第
一
の
革
命
と
第
二
の
革

命
で
あ
る
｡
最
初
の
革
命
で
は
､
意
識
的
動
向
は
…
…
芸
術
〔
一
般
〕
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
芸
術
〔
ジ
ャ
ン
ル
〕
を
｢
他
律
的
｣
な
樫

枯
か
ら
解
放
し
､
諸
芸
術
〔
ジ
ャ
ン
ル
〕
と
人
間
を
考
え
う
る
限
り
最
高
の
段
階
に
ま
で
高
め
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
｡
そ
こ
で
は

な
お
〔
芸
術
や
人
間
を
〕
低
め
る
よ
う
な
動
向
は
少
な
い
｡
第
二
の
革
命
に
お
い
て
は
関
係
が
逆
転
す
る
｡
だ
が
.
､
こ
う
し
た
村
立

も
深
い
次
元
で
は
相
互
に
連
関
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
第
二
の
革
命
は
第
一
の
革
命
に
お
い
て
準
備
さ
れ
て
い
る
｡
(
N
窒
)
▼

こうした状況にあって､少なくとも｢近い将来｣にお車て､芸術が本質的に変化するということ-

つ
ま
り
｢
新

た
な
中
心
が
形
成
さ
れ
る
｣
と
い
う
事
熊
T
-
は
期
待
で
き
な
い
･
で
あ
ろ
う
(
N
A
ニ
｡
か
と
い
っ
て
､
復
古
主
義
も
ま
た
現
状
を
変
更

す
る
力
を
持
た
な
い
｡
｢
よ
り
古
い
人
間
像
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
中
心
を
再
建
し
､
時
代
の
非
人
間
的
な
る
も
の
を
単

な
る
『
人
間
主
義
』
に
よ
っ
て
克
服
し
よ
う
と
す
る
い
か
な
る
試
み
も
､
憧
憶
の
現
れ
に
す
ぎ
ず
､
.
治
癒
力
を
持
た
な
い
｣
(
〕
O
u
)
｡
だ

が
､
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
ー
は
こ
こ
に
お
い
て
も
､
｢
建
築
｣
に
即
し
て
､
次
の
よ
う
な
可
能
性
を
期
待
す
る
｡



〔
建
築
に
お
け
る
〕
新
た
な
多
元
論
の
可
能
性
と
は
､
…
…
時
の
経
過
と
と
も
に
持
続
的
形
態
を
持
つ
に
い
た
っ
た
す
べ
て
の
課
題
を
､

｢
統
一
的
様
式
｣

へ
の
要
求
を
断
念
し
っ
つ
､
こ
の
〔
時
の
経
過
の
中
で
〕
生
じ
確
証
さ
れ
た
形
態
に
お
い
て
〔
多
元
的
な
ま
ま
に
〕

保
持
し
､
新
た
な
も
の
を
ま
さ
に
こ
の
多
様
な
芸
術
領
域
の
内
に
求
め
る
､
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
､
最
新
の
課
題
は
､
こ

う
し
た
課
題
の
間
に
有
意
味
な
秩
序
､
つ
ま
り
階
層
秩
序
(
H
i
e
r
a
r
c
h
i
e
)

の
糸
口
を
つ
け
､
こ
の
階
層
秩
序
の
頂
点
に
関
し
て
は
､

新
た
な
形
態
の
教
会
建
築
の
た
め
に
い
わ
ば
余
地
を
残
し
て
お
く
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
…
…
諸
課
題
を
階
層
的
に
秩
序
づ
け
る
こ
と

(
H
i
e
r
a
r
c
h
i
s
ヨ
u
S
)
は
､
同
時
に
､
過
去
に
対
す
る
有
機
的
関
係
を
作
る
こ
と
と
な
ろ
う
｡
こ
う
し
た
秩
序
づ
け
は
､
(
第
一
､
第
二

の
革
命
の
よ
う
に
)
過
去
を
全
体
と
し
て
否
定
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
､
…
…
あ
る
一
定
の
時
代
を
絶
対
化
す
る
こ
と
も
な
い
で
あ

ろ
う
｡
…
･
･
･
諸
課
題
を
こ
の
よ
う
に
階
層
的
に
秩
序
づ
け
る
こ
と
は
､
い
わ
ば
時
間
的
に
多
次
元
的
(
z
e
≡
i
c
h
ヨ
e
h
r
d
i
∋
e
n
S
i
O
コ
a
-
)

で
あ
ろ
う
｡
と
い
う
の
も
､
.
そ
れ
は
｢
さ
ま
ざ
ま
の
時
代
｣

の
諸
価
値
を
自
己
の
内
に
保
存
し
､
そ
れ
ら
を
考
蔭
に
よ
っ
て
統
括
す

る
(
旨
e
r
w
望
b
e
コ
)
か
ら
で
あ
る
｡
(
い
○
ナ
い
○
也

先
に
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
ー
は
近
代
に
お
け
る
｢
様
式
の
多
元
性
｣
を
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
｢
様
式
の
統
一
性
｣
と
の
対
比
に
お
い
て
批
判

し
て
い
た
が
､
こ
こ
で
は
ま
さ
に
こ
の
｢
様
式
の
多
元
性
｣

の
内
に
新
た
な
可
能
性
を
見
て
取
ろ
う
と
す
る
｡
無
論
､
彼
は
単
に
多
元

論
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
彼
が
求
め
る
の
は
､
こ
う
し
た
多
元
論
の
内
に
｢
階
層
秩
序
｣
を
見
出
す
こ
と
､
さ
ら
に
､
そ
の

｢
頂
点
｣
を
い
ま
だ
な
お
空
席
に
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
近
代
芸
術
｣
と
は
異
な
っ
て
､
過
去
を
全
体
的
に
否
定
せ
ず

に
､
過
去
と
の
間
に
有
機
的
連
関
(
多
元
的
連
関
)
を
作
り
出
す
と
と
も
に
､
あ
え
て
頂
点
を
空
席
に
し
て
お
く
こ
と
で
将
来
の
可
能

性
を
開
い
て
お
く
こ
と
､
こ
れ
こ
そ
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
ー
の
期
待
す
る
将
来
の
芸
術
の
特
徴
と
な
る
｡
と
い
う
の
も
､
こ
の
よ
う
な
芸

術
の
み
が
､
｢
失
わ
れ
た
中
心
に
は
､
完
全
な
る
人
間
､
神
人
の
た
め
に
空
け
て
お
か
れ
た
王
位
が
存
す
る
｣
と
い
う
こ
と
を
人
々
に

一
四
九



一
五
〇

｢
意
識
｣
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
(
ヒ
色
｡
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
ー
は
､
｢
近
代
芸
術
の
非
人
間
性
と
憂
鬱
｣
を
否
定
す
る
新

た
な
芸
術
の
特
徴
を
｢
フ
モ
ー
ル
｣
の
内
に
求
め
て
､
こ
の
書
を
閉
じ
て
い
る
(
い
ー
N
)
｡

最
後
に
､
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
ー
の
議
論
の
意
義
と
問
題
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
ま
ず
､
人
間
の
自
律
性
の
理
念
､

芸
術
の
自
律
性
の
理
念
が
人
間
の
脱
人
間
化
､
芸
術
の
脱
人
間
化
を
も
た
ら
す
､
と
い
う
論
点
は
､
オ
ル
テ
ガ
の
理
論
の
欠
如
を
埋
め

る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
ま
た
､
.
近
代
に
お
け
る
｢
様
式
の
続
こ
の
不
可
能
性
を
指
摘
し
､
芸
術
の
将
来
に

と
っ
て
の
多
元
論
の
必
要
性
を
説
く
点
は
､
近
代
以
後
へ
の
独
自
な
展
望
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
｡
だ
が
､
こ
う
し
た
近
代

の
病
に
対
す
る
処
方
箋
と
し
て
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
ー
が
提
起
し
て
い
る
の
は
､
カ
ト
リ
ッ
ク
的
保
守
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡
｢
唯
一
の

処
方
は
､
新
た
な
状
況
の
内
部
に
､
人
間
の
永
遠
の
像
を
確
立
す
る
こ
と
､
再
び
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
だ
が
､
こ
の
永
遠
の
像
は

人
間
自
身
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
｡
…
…
人
間
的
な
も
の
が
確
立
す
る
に
は
､
人
間
と
は

-

潜
在
的
に

-

神
の
似
姿
で
あ
り
､
世
界
秩
序
-
仮
に
そ
れ
が
乱
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
-
の
内
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
､
と
い
う
信
念
が
必
要
で

あ
る
｣
(
ご
誓
｢
中
心
の
喪
失
｣
を
説
く
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
ー
の
｢
芸
術
終
焉
垂
は
､
｢
中
心
｣
の
｢
回
復
｣
な
い
し
｢
再
生
｣
と
い

う
き
わ
め
て
単
純
な
理
念
に
帰
着
す
る
｡
そ
の
た
め
に
､
単
な
る
復
古
主
義
の
試
み
を
否
定
し
っ
つ
､
多
元
論
を
介
し
て
近
代
以
後
へ

の
独
自
の
展
望
を
開
く
と
い
う
視
点
も
､
そ
の
意
味
を
失
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡
つ
ま
り
､
彼
の
提
起
す
る
処
方
箋
は
､
｢
平
等
の
権
利
｣

と
｢
多
元
論
｣
と
が
共
存
す
る
近
代
に
対
処
し
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡
と
す
る
な
ら
ば
､
こ
こ
に
要
請
さ
れ
る
の
は
､
自
律
性

の
理
念
と
多
元
性
の
理
念
と
を
媒
介
さ
せ
る
理
論
で
あ
ろ
う
｡
無
論
､
こ
れ
は
単
に
｢
芸
術
｣
の
問
題
な
の
で
は
な
く
､
む
し
ろ
本
来

的
に
は
｢
人
間
｣
の
問
題
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
を
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
ー
の
議
論
は
わ
れ
わ
れ
に
突
き
つ
け
て
い
る
｡
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用
文
献

ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
の
引
用
は

〓
e
g
e
-
一
G
e
O
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i
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d
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i
c
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W
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r
k
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.
→
h
巾
O
r
i
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A
u
s
g
a
b
e
.
N
O
B
d
e
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F
r
賀
k
f
u
ユ
a
ヨ
M
a
i
コ
ー
当
-
.

に
よ
る
｡
な
お
､
そ
の
他
の
著
者
か
ら
の
引
用
は
､
次
の
略
号
と
頁
数
に
よ
っ
て
示
す
(
た
だ
し
､
本
文
と
の
関
係
上
､
筆
者
が
訳
し
た
場
合
も
あ
る
)
｡

A
d
O
ヨ
○
〓
ま
串
r
不
協
和
音
-
｣
管
理
社
会
に
お
け
る
音
楽
』
(
三
光
長
治
･
高
辻
知
義
訳
)
音
楽
之
友
社
､
一
九
七
一
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-

〓
当
O
a
】
‥
r
美
の
理
論
』
(
大
久
保
健
治
訳
)
河
出
葦
居
新
社
､
一
九
八
五
年

-

〓
ヨ
O
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】
‥
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美
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理
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補
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大
久
保
健
治
訳
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河
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書
房
新
社

B遥.a∋r二-3早｢長篇小説の危機-デープリーJの『ベルリン･アレクサンダー広場｣について｣(浅井健二郎訳)rベンヤミン･コ

レ
ク
シ
ョ
ン
〔
二
〕
エ
ッ
セ
イ
の
思
想
｣
(
浅
井
健
二
郎
編
訳
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ち
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ま
学
芸
文
庫
､
一
九
九
六
年
所
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-

〓
や
ぃ
ギ
｢
経
験
と
貧
困
｣
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浅
井
健
二
郎
訳
)
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ベ
ン
ヤ
ミ
ン
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コ
レ
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シ
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ン
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エ
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思
想
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浅
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編
訳
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く
ま
学
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六
年
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収
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旦
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｢
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技
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扁
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司
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芸
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収
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(
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訳
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晶
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六
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g
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書
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｢
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開
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(
神
書
敬
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訳
)
r
オ
ル
テ
方
著
作
集
｣
第
三
巻
､
白
水
社
､
一
九
七
〇
年
所
収

-

〓
や
ぃ
O
】
‥
r
大
衆
の
反
逆
｣
(
神
書
敬
三
訳
)
ち
く
ま
学
芸
文
庫
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一
九
九
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【
註
】

(
1
)
な
お
､
オ
ル
テ
ガ
に
よ
れ
ば
､
｢
芸
術
の
非
人
開
化
｣
の
手
段
と
し
て
は
､
(
一
)
隠
喩
に
よ
る
｢
超
現
寒
王
義
(
s
u
p
r
巴
d
巴
i
s
ヨ
邑
､
(
二
)
慣
習
的
な
遠
近

法
に
変
化
を
与
え
る
｢
下
部
現
実
主
義
(
i
コ
f
r
a
r
r
邑
i
s
∋
○
)
｣
､
(
三
)
現
実
そ
れ
自
体
か
ら
目
を
背
け
､
そ
れ
を
捉
え
る
｢
主
観
的
図
式
｣
を
主
題
化
す
る

一
五
一



一
五
二

｢
反
転
法
｣
が
あ
る
(
｣
い
⊥
竜

(
2
)
事
実
､
ア
ド
ル
ノ
は
後
に
r
美
学
理
論
』
(
一
九
七
〇
年
枚
後
刊
)
に
お
い
て
､
こ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
論
考
を
｢
芸
術
終
焉
論
｣
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と

解
釈
し
て
い
る
(
A
d
O
ヨ
○
〓
当
O
b
】
一
〓
ナ
〓
寛

(
3
)
こ
の
よ
う
に
オ
ル
テ
ガ
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
｢
大
衆
｣
評
価
が
異
な
る
の
は
､
二
人
の
念
頭
に
置
い
て
い
る
｢
新
芸
術
｣
が
全
く
異
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
註
(
5
)
参
照
｡

(
4
)
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ア
ウ
ラ
か
ら
解
放
き
れ
た
芸
術
の
享
受
に
関
し
て
､
｢
気
散
じ
〔
く
つ
.
ろ
ぎ
･
散
漫
な
気
晴
ら
し
〕
｣
や
｢
慣
れ
｣
を
強
調
す
る
の
も
(
缶
†

缶
u
)
､
こ
の
間
題
と
連
関
す
る
｡

(
5
)
こ
の
よ
う
に
､
芸
術
の
純
粋
化
へ
の
傾
向
を
伝
統
的
(
す
な
わ
ち
ア
ウ
ラ
的
)
芸
術
の
一
種
と
み
な
す
点
に
お
い
て
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
オ
ル
テ
ガ
か
ら
区

別
さ
れ
る
｡
芸
術
の
純
粋
化
へ
の
傾
向
に
対
す
る
評
価
の
違
い
と
､
二
人
の
｢
大
衆
｣
観
の
相
違
は
密
接
に
連
関
す
る
｡

(
6
)
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
没
後
弟
子
の
E
･
ガ
ン
ス
が
編
集
し
た
一
八
三
七
年
の
版
本
か
ら
引
用
し
て
い
る
｡
現
在
の
ズ
ー
ア
カ
ン
プ
版
で
は
X
〓
}

念
竹
芦
に
相
当
す
る
｡

(
7
)
c
【
〓
e
g
e
■
一
X
芦
刃
†

(
8
)
第
二
稿
で
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
美
学
｣

へ
の
言
及
が
も
う
一
箇
所
あ
る
｡

美
し
い
仮
象
(
～
C
h
箸
e
r
S
c
h
e
i
コ
)
の
意
義
は
､
今
や
終
焉
を
迎
え
つ
つ
あ
る
ア
ウ
ラ
的
知
覚
(
a
u
r
a
t
i
s
c
h
e
W
a
h
ヨ
e
h
ヨ
u
コ
巴
の
時
代
に
､
根
拠
づ
け
ら
れ

た
｡
こ
の
点
を
扱
う
美
学
理
論
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
最
も
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
｡
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
､
美
は
｢
精
神
が
そ
の
直
接
的
な

形
態
の
内
に
､
…
…
精
神
に
よ
っ
て
精
神
自
身
に
適
合
す
る
戊
の
と
し
て
創
造
さ
れ
た
感
性
的
形
態
の
内
に
現
象
し
た
も
の
(
E
r
s
c
h
e
i
コ
u
コ
g
d
e
s

Geiste～iコSeiコeruココitte】b琶eコ一…く○ヨGeista-sihヨad苫邑erscha弄コen一Sin已icheコGesta三｣【〓ege-X-<｣N空である｡だが､この
言
い
方
に
は
亜
流
め
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
ヘ
ー
ゲ
ル
の
定
式
に
よ
れ
ば
､
芸
術
は
｢
こ
の
悪
し
き
無
常
の
世
界
の
仮
象
(
S
c
h
e
i
コ
)
と
虚
偽

(
→
ぎ
s
c
h
u
m
g
)
｣
を
｢
諸
現
象
の
其
の
内
包
｣
か
ら
取
り
除
く
も
の
で
あ
る
が
【
X
声
N
N
】
､
こ
の
定
式
は
､
美
学
理
論
を
伝
統
的
に
享
え
て
き
た
経
験
の

根
底
か
ら
す
で
に
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
こ
の
経
験
の
根
底
が
ア
ウ
ラ
で
あ
る
｡
(
訟
u
)

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
､
｢
美
し
い
仮
象
｣
と
い
う
概
念
の
最
も
明
確
な
定
式
化
を
ヘ
ー
ゲ
ル
に
見
出
し
つ
つ
も
､
同
時
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
論
が
こ
う
し
た
｢
美
し

い
仮
象
｣
の
｢
経
験
｣
(
す
な
わ
ち
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
い
う
ア
ウ
ラ
)
か
ら
離
れ
て
い
る
､
と
断
定
す
る
｡
｢
芸
術
の
終
蔦
｣
に
つ
い
て
語
る
ヘ
ー
ゲ
ル
が
､

も
は
や
芸
術
の
ア
ウ
ラ
の
内
部
に
生
き
て
は
い
な
い
､
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
か
つ
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
最
初
に
引
用
し
て
い
る
〓
即
は
､
｢
ロ
マ
ン

的
芸
術
形
式
｣
に
つ
い
て
論
じ
た
箇
所
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
｡
そ
の
〓
即
を
引
用
し
ょ
う
｡



こ
う
し
て
古
典
的
芸
術
は
､
理
想
を
そ
の
概
念
に
ふ
さ
わ
し
く
呈
示
す
る
も
の
と
な
り
､
美
の
領
域
を
完
成
す
る
も
の
と
な
っ
た
｡
そ
れ
以
上
美
し
い

ものは存在しえないし､また生じえない｡だが､精神がその直接的な感性的形能†仮にその形態が､精神によって精神自身に

適
合
す
る
も
の
と
し
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も

-

の
内
に
美
し
く
現
象
し
た
も
の
〔
す
な
わ
ち
､
古
典
的
芸
術
〕
よ
り
も
高
次
の
も
の
が

存
在
す
る
｡
と
い
う
の
も
､
こ
の
〔
精
神
と
形
態
と
の
〕
統
一
(
E
i
コ
官
コ
g
)
は
外
的
な
も
の
と
い
う
境
域
に
お
い
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
､
そ

の
こ
と
を
通
し
て
感
性
的
実
在
を
〔
精
神
に
〕
適
合
す
る
定
在
へ
と
化
す
も
の
で
あ
る
が
､
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
精
神
の
真
の
概
念
に
は
矛
盾
す
る
か

ら
で
あ
る
｡
(
〓
e
g
e
-
X
l
<
一
】
N
空

い
う
ま
で
も
な
く
､
｢
精
神
｣
と
そ
の
｢
現
象
｣
と
の
直
接
的
関
係
(
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
表
現
を
用
い
れ
ば
､
｢
対
象
｣
と
｢
覆
い
｣
と
の
直
接
的
統
一
性
)

は
､
た
だ
｢
古
典
的
芸
術
形
式
｣
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
り
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
｢
ロ
マ
ン
的
芸
術
形
式
｣
の
内
に
両
者
の
直
接
的
関
係
の
解
体
を
読
み
取

る
｡
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
定
式
を
｢
亜
流
め
い
た
も
の
｣
と
呼
ん
で
い
る
の
は
､
そ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
｡

(
9
)
引
用
文
中
の
｢
長
篇
小
説
の
誕
生
し
た
部
屋
は
…
…
｣
以
下
は
､
r
物
語
作
家
｣
に
再
録
さ
れ
て
い
る
(
〓
や
宗
】
一
N
や
N
･
N
や
罵

(10)

い
う
ま
で
も
な
く
､
｢
叙
事
詩
｣
と
｢
長
篇
小
説
｣
と
を
歴
史
的
に
対
比
さ
せ
る
考
え
は
､
ル
カ
ー
チ
の
r
小
説
の
理
論
』

(
一
九
二
〇
年
)
に
由
来
す
る

が
､
そ
の
萌
芽
は
､
｢
長
篇
小
説
｣
を
｢
近
代
の
市
民
的
叙
事
文
学
｣
と
捉
え
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
r
美
学
』
の
内
に
見
ち
れ
る
｡
｢
近
代
的
な
意
味
に
お
け
る

長
篇
小
説
は
､
す
で
に
散
文
〔
的
世
界
〕
と
し
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
現
実
(
N
u
r
P
r
O
S
a
g
e
O
r
d
コ
e
t
e
W
i
r
k
〓
c
h
k
e
i
t
)
を
前
提
と
す
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
現
実

を
地
盤
と
し
て
､
小
説
は
自
ら
の
圏
域
に
お
い
て

ー

出来事の生動性に関しても､諸個人とその運命に関して干この〔散文的現実と
い
う
〕
前
提
の
も
と
で
可
能
な
限
り
､
詩
か
ら
奪
わ
れ
た
権
利
を
再
び
獲
得
す
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
よ
く
見
出
さ
れ
る
､
そ
し
て
長
篇
小
説
に
最
も
適
し

た
衝
突
(
K
O
〓
i
s
i
O
コ
)
の
一
つ
は
､
心
情
の
詩
〔
的
状
態
〕
(
P
O
e
S
i
e
d
e
s
H
e
r
z
e
コ
S
)
と
そ
れ
に
対
立
す
る
散
文
的
事
情
(
p
r
O
S
a
d
e
r
く
e
r
h
巴
t
n
i
s
s
e
)
並
び
に
偶

然
的
外
的
状
況
と
の
間
の
葛
藤
で
あ
る
｣
(
〓
e
g
e
-
X
<
一
い
軍
罵
近
代
の
長
篇
小
説
は
､
世
界
の
｢
散
さ
性
と
｢
心
情
の
詩
〔
的
状
聾
｣
と
の
対
立
の

内
に
成
り
立
つ
｡
な
お
､
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
､
P
･
ビ
ュ
ル
ガ
ー
､
r
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
理
論
｣

(
浅
井
健
二
郎
訳
､
あ
り
な
書
房
､
一
九

八
七
年
)
､
一
五
七
頁
参
照
｡

(
‖
)
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
r
複
製
芸
術
払
聖
に
お
い
て
､
次
の
よ
う
に
ア
ウ
ラ
を
定
義
し
て
い
る
｡
｢
ア
ウ
ラ
を
わ
れ
わ
れ
は
､
い
か
に
近
く
に
あ
ろ
う
と
も
あ
る
速

さ
が
一
回
的
に
現
出
す
る
こ
と
(
e
i
コ
ヨ
a
-
骨
E
r
s
c
h
e
i
コ
u
コ
恥
e
i
コ
e
r
F
e
⊇
e
一
S
O
コ
a
h
s
i
e
s
e
i
⊃
ヨ
a
g
)
と
定
義
す
る
｣
(
u
や
り
)
｡

(
ほ
)
さ
ら
に
べ
ン
ヤ
ミ
ン
は
､
第
一
の
時
代
を
特
徴
づ
け
る
た
め
に
､
シ
ラ
ー
の
術
語
を
も
用
い
て
い
る
｡
｢
世
界
の
運
行
と
は
､
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
､
い
っ
さ
い
の
本
来
的
に
歴
史
的
な
範
時
の
外
部
に
あ
る
｡
人
間
が
自
然
と
調
和
の
内
に
あ
る
､
と
信
じ
る
こ
と
の
で
き
た
時
代
は
す
で
に
過
ぎ
去

っ
た
｡
シ
ラ
ー
は
こ
う
し
た
時
代
を
､
素
朴
な
詩
(
⊃
a
i
イ
e
D
i
c
h
t
u
コ
g
)
の
時
代
と
呼
ん
だ
｡
物
語
作
家
は
こ
の
時
代
に
対
し
て
忠
誠
を
保
つ
｣
(
u
-
○
)
｡
こ
の

一
五
三



一
五
四

点
か
ら
す
る
な
ら
ば
､
第
二
の
時
期
は
｢
情
感
的
な
詩
｣
の
時
代
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡

(
り
)
例
え
ば
シ
ュ
ベ
ン
ダ
ラ
ー
の
立
場
が
代
表
例
で
あ
る
｡
な
お
､
第
四
節
で
検
討
す
る
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
ー
の
立
場
も
､
こ
の
保
守
主
義
の
内
に
含
め
る
こ

と
が
で
き
る
｡
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
お
よ
び
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
ー
の
｢
文
化
批
判
｣
に
関
し
て
は
､
.
B
e
a
t
W
y
s
s
一
→
-
a
u
e
-
d
e
-
<
○
〓
e
n
d
u
コ
g
･
N
u
r
G
e
b
u
ユ

derぎ-turぎ声u.durch的eS巾heコeAu⊃.k箸-遥｣一S.N率ぃ援参照｡
(
1
4
)
ち
な
み
に
､
こ
の
引
用
文
が
位
置
す
る
段
落
も
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
｢
芸
術
終
焉
声
を
そ
の
主
題
と
し
て
い
る
｡
｢
現
在
の
二
律
背
反
の
中
で
中
心
的
な
も
の

は
､
次
の
二
律
背
反
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
芸
術
は
〔
l
方
で
〕
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
な
く
て
は
な
ら
ず
､
ま
た
そ
う
あ
ろ
う
と
欲
す
る
｡
か
つ
､
実
在
の
機

能
連
関
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
さ
え
ぎ
れ
ば
さ
え
ぎ
る
ほ
ど
､
芸
術
は
ま
す
ま
す
断
固
と
し
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
｡
だ
が
､
芸
術
は
〔
他
方
で
〕
､

仮
象
と
慰
め
に
よ
っ
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
裏
切
ら
な
い
た
め
に
は
､
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
｡
も
し
も
芸
術
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
実
現
さ
れ
る
な
ら

ば
､
そ
の
こ
と
は
芸
術
が
時
間
的
に
終
焉
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
｡
芸
術
の
概
念
の
内
に
時
間
的
な
終
焉
(
z
e
i
-
許
ト
e
～
E
n
d
e
)
が
含
ま
れ
て
い
る
､

と
い
う
こ
と
を
認
識
し
た
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
最
初
で
あ
る
｡
彼
の
予
言
が
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
根
拠
は
､
逆
説
的
な
が
ら
､
彼
が
歴
史
を
楽
観
主

義
的
に
捉
え
て
い
た
こ
と
の
内
に
あ
る
｣
(
u
や
)
｡

(ほ)ヘーゲルとゼ｣ドルマイアーの関係についてはDle-eこ賢ig･=ege-unddie→h巾SeVOヨぢ<eユu～-derMi-te..･iコ‥Speコg-e-･Studieコ･

FestgabeM.SchrOteこ若山一S｣芋｣(参照｡

(
1
6
)
ロ
マ
ネ
ス
ク
か
ら
一
人
世
紀
ま
で
の
芸
術
史
に
関
し
て
､
ゼ
ー
ド
～
マ
イ
ア
ー
は
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
ゴ
シ
ッ
ク
時
代
に
お
い
て
芸

術
の
世
俗
的
な
極
が
出
現
し
､
｢
様
式
の
統
一
性
｣
の
絶
対
性
が
失
わ
れ
た
が
､
こ
の
統
一
性
は
あ
る
程
度
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
再
興
さ
れ
､
｢
最
後
の

総
合
的
様
式
で
あ
る
バ
ロ
ッ
ク
｣
こ
そ
､
｢
ロ
マ
ネ
ス
ク
が
か
つ
て
有
し
て
い
た
様
式
の
統
一
性
と
堅
牢
さ
を
…
…
あ
る
一
瞬
の
う
ち
･
に
再
び
作
り
出
し
た
｣

(胃･00罵

(
1
7
)
ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ア
ー
の
政
治
的
立
場
に
関
し
て
は
､
彼
の
ナ
チ
と
の
関
係
を
も
含
め
て
､
B
e
a
-
W
y
s
s
･
〇
p
･
C
i
l
･
･
S
･
N
0
0
N
･
や
u
参
照
｡


