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ト
『
芸
術
的
問
題
の
体
系
性
』

─
─
「
触
覚
的
─視
覚
的
」（
リ
ー
グ
ル
）
の
含
蓄
─
─

細
　
井
　
雄
　
介
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Wind’s article on the conceptual pair haptisch-optisch 

　　Alois Riegl（1858─1905）has been noted as one of the most profound art 
historians. Now conspicuously in his analysis of any art object, the conceptual 
pair haptisch-optisch seems to play a crucial function.
　　Later, Edgar Wind（1900─1971）presented his dissertation that proposed 
the systematization of art history, and the famous extract（Auszug）was 
published in 1925. This extract is composed of four parts, ABC and D

（Kritischer Exkurs）. In this extract, Wind examined the conceptual pair, 
defined its position as a principle of the systematization, and fully appreciated 
its real significance.
　　I am aware of the great implications of this article, and in order not to 
miss any detail in his discussion, I have translated parts ABC into Japanese 
here.
　　The original text is as follows:
　　Edgar Wind, Zur Systematik der künstlerischen Probleme.
　　in:  Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Band 

XVIII, 1925. S. 438─474［─486］.
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本
稿
の
目
的
は
後
段
に
置
く
一
文
の
翻
訳
紹
介
に
あ
る
。
芸
術
史
記
述
に
お
け
る
リ
ー
グ
ル
（A

lois R
iegl, 1858

─1905

）
の
洞
察
を
重

ん
じ
、
本
論
叢
第
百
十
六
集
で
は
カ
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
＝ヷ
イ
ン
ベ
ル
ク
（G

uido K
aschnitz von W

einberg, 1890

─1958

）
一
九
二
九
年
の
書

評
文
章
を
リ
ー
グ
ル
批
判
の
一
古
典
と
呼
ば
れ
る
詳
密
な
方
法
論
議
と
し
て
紹
介
し
た
。
こ
の
文
章
内
で
高
く
評
価
さ
れ
、
再
三
参
照
を

促
さ
れ
て
い
た
の
が
今
回
こ
こ
に
紹
介
す
る
ヴ
ィ
ン
ト
（Edgar W

ind, 1900

─1971

）
の
論
考
で
あ
る
。

　
絵
画
や
彫
刻
や
建
築
の
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
何
ら
か
の
問
題
に
答
え
た
解
決
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
芸
術
史
を
築
い
て
き
た
傑

作
群
も
ま
た
格
別
大
き
な
問
題
─解
答
の
系
譜
と
見
做
せ
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
問
題
に
は
課
題
な
る
相
似
た
語
が
あ
り
、
両
語
が
「
芸
術
の
問
題
」
と
「
芸
術
以
前
の
課
題
」
と
の
混
同
を
招
く
と
す
れ
ば
由
々

し
い
、
と
ヴ
ィ
ン
ト
は
警
告
す
る
。
芸
術
家
は
あ
れ
こ
れ
の
課
題
を
抱
え
る
が
、
課
題
と
は
例
え
ば
「
会
戦
図
を
描
け
」
の
注
文
の
ご
と

く
事
実
の
成
分
で
あ
っ
て
、
往
昔
の
記
憶
が
消
え
た
と
し
て
も
注
文
書
の
探
索
調
査
な
ど
に
よ
り
復
元
可
能
な
経
験
の
次
元
に
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
芸
術
の
問
題
に
割
当
て
ら
れ
る
の
は
「
解
釈
を
可
能
に
さ
せ
る
」
と
い
う
機
能
で
あ
っ
て
、
芸
術
的
成
就
は
以
前
未
解
決
な

り
し
こ
と
の
解
決
と
見
做
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、「
和
解
せ
り
」
と
し
て
芸
術
的
外
観
内
に
呈
示
さ
れ
る
葛
藤
を
立
て
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
葛
藤
は
芸
術
内
在
的
な
葛
藤
と
な
る
が
、
す
べ
て
芸
術
的
な
る
も
の
は
具
体
的
直
観
的
な
領
域
に
属
す
る
ゆ
え
に
葛

藤
の
定
立
（A
ntithesis   

相
反
定
立
）
が
結
付
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
こ
の
目
に
見
え
る
直
観
的
領
界
で
あ
る
。
こ
れ
で
芸
術
的
問
題
の
特

異
性
は
よ
く
表
せ
た
こ
と
に
な
る
と
ヴ
ィ
ン
ト
は
語
り
、
答
が
出
て
も
問
は
掲
げ
ら
れ
た
ま
ま
の
数
学
的
問
題
と
比
較
し
て
、
事
態
は

「
解
決
が
与
え
ら
れ
る
と
き
問
題
は
捨
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
の
例
」
と
明
言
す
る
。

　
フ
ッ
セ
ル
の
『
論
理
学
研
究
』
公
刊
は
一
九
〇
〇
年
で
あ
っ
た
が
、
ヴ
ィ
ン
ト
の
経
験
的
次
元
と
観
想
的
次
元
と
を
峻
別
し
て
進
め
る
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考
察
に
は
、
二
十
年
後
の
紛
れ
も
な
い
現
象
学
的
手
法
の
姿
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ヴ
ィ
ン
ト
は
ベ
ル
リ
ン
や
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク

（
フ
ッ
セ
ル
の
教
室
）
や
ヴ
ィ
ー
ン
な
ど
の
諸
大
学
遍
歴
後
ハ
ム
ブ
ル
ク
大
学
で
カ
ッ
シ
ラ
ー
（Ernst Cassirer, 1874

─1945

）
お
よ
び
パ
ノ

フ
ス
キ
ー
（Erw

in Panofsky, 1892

─1968

）
に
見
守
ら
れ
て
一
九
二
二
年
学
位
論
文
提
出
、
こ
れ
を
母
胎
と
す
る
本
考
が
学
術
誌
『
美

学
雑
誌
』
で
公
刊
と
な
っ
た
の
は
一
九
二
五
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
芸
術
的
成
就
と
同
時
に
消
え
る
芸
術
的
問
題
の
獲
得
は
可
能
な
の
か
。
可
能
に
す
る
思
弁
的
反
省
の
道
が
あ
り
、
こ
の
反
省

の
原
理
が
問
わ
れ
て
、
検
討
の
糸
口
に
選
ば
れ
る
の
が
リ
ー
グ
ル
で
あ
っ
た
。
ヴ
ィ
ン
ト
の
論
考
は
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
の
四
段
構
成
、
Ａ
の
後
半

は
歿
後
二
十
年
の
批
判
に
耐
え
た
リ
ー
グ
ル
の
整
理
で
あ
り
、
眼
前
の
芸
術
外
観
か
ら
根
本
的
な
相
反
定
立
を
引
出
そ
う
と
努
め
て
い
る

姿
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
れ
を
承
け
て
核
心
部
Ｂ
で
立
つ
の
は
、
第
一
に
「
触
覚
的
─視
覚
的
」
な
る
リ
ー
グ
ル
の
対
概
念
で
あ
り
、
こ
の

両
極
性
が
感
覚
的
要
素
と
い
う
芸
術
的
形
成
の
大
前
提
と
結
ば
れ
る
。
か
か
る
要
素
に
は
各
自
の
場
所
を
割
振
る
こ
と
が
で
き
る
ゆ
え
に
、

空
間
的
な
第
二
の
相
反
定
立
と
し
て
「
平
面
─奥
行
」
の
対
概
念
が
立
ち
、
第
三
に
、
触
覚
的
や
視
覚
的
の
価
値
の
連
結
の
仕
方
が
問
わ

れ
て
、
区
分
の
両
極
性
か
ら
「
分
割
─融
解
」
の
対
概
念
が
立
つ
。
そ
し
て
目
に
見
え
る
直
観
的
秩
序
の
地
平
に
立
つ
両
極
と
し
て
の
三

者
は
、
い
わ
ば
「
最
高
法
廷
」
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
外
観
は
こ
こ
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
で
芸
術
的
成
就
と
し
て
把
握
さ
れ
る
、
と
ヴ
ィ
ン

ト
は
断
言
す
る
。
す
な
わ
ち
突
詰
め
る
と
「
触
覚
的
─視
覚
的
」
の
対
概
念
こ
そ
が
体
系
的
芸
術
研
究
の
原
理
と
見
做
す
根
本
的
洞
察
の

表
明
で
あ
る
。

　
だ
が
芸
術
の
涯
し
な
い
姿
を
思
え
ば
芸
術
的
問
題
に
も
際
限
は
な
い
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
ら
問
題
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
演
繹
な
ど
行
え

る
の
か
。
こ
の
懸
念
に
応
え
る
と
こ
ろ
が
本
考
Ｃ
で
あ
り
、
九
箇
の
対
概
念
か
ら
成
る
図
式
を
掲
げ
る
成
果
の
ほ
ど
は
二
度
に
わ
た
っ
て

総
括
さ
れ
る
。
本
誌
一
一
三
頁
お
よ
び
一
一
七
頁
の
二
箇
所
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
要
説
を
本
考
の
結
論
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
末
段
Ｄ
「
批
評
的
余
論
」
で
は
同
じ
く
体
系
構
築
の
原
理
に
触
れ
た
三
者
、
ス
ト
シ
ュ
ゴ
フ
ス
キ
ー
（Josef Strzygow

ski, 1862

─
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1941

）、
フ
ラ
ン
ク
ル
（Paul Frankl, 1878

─1962

）、
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
（H

einrich W
ölfflin, 1864

─1945

）
を
選
ん
で
の
方
法
論
議
で
あ
る
。

「
線
的
─絵
画
的
」
に
始
ま
る
五
組
で
名
高
い
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
対
概
念
は
直
観
的
形
態
論
の
経
験
的
次
元
に
留
ま
る
も
の
で
し
か
な
い
と

衝
く
論
評
な
ど
を
含
み
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
だ
が
、
紙
数
の
制
約
に
よ
り
本
誌
で
は
割
愛
す
る
。

　
わ
が
国
で
ヴ
ィ
ン
ト
が
弘
く
知
ら
れ
た
の
は
、
ま
ず
は
高
訳
書
『
芸
術
と
狂
気
』（
高
階
秀
爾
訳   

岩
波
書
店   

昭
和
四
十
年   

原
著A

rt 

and A
narchy, 1963

）
に
よ
っ
て
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
深
沈
冷
徹
な
考
察
の
内
容
を
記
憶
に
留
め
た
方
も
少
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

の
哲
学
的
資
性
の
最
初
の
表
れ
が
今
回
紹
介
す
る
論
考
で
あ
る
。
体
系
的
研
究
確
立
の
原
理
追
究
に
努
め
て
一
図
式
提
示
に
至
る
思
索
の

行
程
に
敬
服
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
分
析
力
が
一
枚
の
絵
を
相
手
に
し
て
も
働
く
は
ず
な
ら
ば
と
、
芸
術
体
験
に
お
け
る
眼
力
の
鋭
さ
な

る
も
の
を
改
め
て
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
リ
ー
グ
ル
に
繋
げ
る
と
、
ヴ
ィ
ン
ト
の
論
考
の
機
縁
と
な
り
究
極
的
原
理
の
位
置
に
即

い
た
「
触
覚
的
─視
覚
的
」
な
る
対
概
念
の
含
蓄
の
重
み
が
痛
感
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
翻
訳
の
底
本
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

　Edgar W
ind, Zur System

atik der künstlerischen Problem
e. in: Zeitschrift für Ä

sthetik und allgem
eine 

K
unstw

issenschaft, B
and X

V
III, 1925. S. 438

─474
［
─486

］.
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芸
術
的
問
題
の
体
系
化
の
た
め
に）1
（

 

エ
ト
ガ
ー
・
ヴ
ィ
ン
ト

Edgar W
ind 

（1900

─1971

）, Zur System
atik der künstlerischen Problem

e. in: Zeitschrift für 

Ä
sthetik und allgem

eine K
unstw

issenschaft, B
and X

V
III, 1925. S. 438

─486.
（
1
）　
本
考
は
長
大
な
論
文
（” Ä
sthetischer und kunstw

issenschaftlicher G
egenstand “

［Ein B
eitrag zur 

M
ethodologie der K

unstgeschichte. A
uszug aus der Inaugural-D

issertation. U
niversität H

am
-

burg, 1922.
］「
美
学
お
よ
び
芸
術
学
の
対
象
」
─
─
芸
術
史
方
法
論
へ
の
一
寄
与
─
─
ハ
ム
ブ
ル
ク
大
学
学
位
請
求
論

文
）
か
ら
の
抜
粋
で
あ
り
、
右
の
論
文
は
一
九
二
二
年
七
月
に
完
結
済
で
あ
っ
た
が
、
外
部
の
事
情
に
よ
り
今
日
な
お
公

刊
で
き
て
い
な
い
。

Ａ
．「
芸
術
的
問
題
」
な
る
概
念
お
よ
び
こ
れ
の
芸
術
史
に
お
け
る
使
用

一

　「
芸
術
的
問
題
（künstlerisches Problem

   

芸
術
問
題
）」
な
る
言
葉
ほ
ど
誤
用
の
多
い
芸
術
学
の
術
語
は
ほ
と
ん
ど
な
い
─
─
こ
れ
よ
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り
も
曖
昧
の
色
濃
い
術
語
は
ひ
と
つ
も
な
い
。「
人
名
な
き
芸
術
史
」
と
呼
ん
で
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
が
感
銘
を
与
え
た
類
の
芸
術
史
研
究
に

は
、
よ
り
好
も
し
く
要
求
多
大
で
も
あ
る
「
問
題

0

0

史
（P r o b l e m

 geschichte

）」
の
称
号
を
授
け
る
慣
わ
し
が
生
じ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
（
問
題
な
る
語
本
来
の
意
味
に
お
け
る
）「
あ
れ
こ
れ
の
問
題
（Problem

［e

］）」
研
究
に
あ
た
り
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
が
立
て
た
要
求
の
大
部

分
は
全
然
ま
だ
扱
わ
れ
て
い
な
い
。「
明
暗
処
理
や
遠
近
法
や
空
間
呈
示
」
の
変
化
を
追
う
人
と
か
「
人
物
線
描
や
衣
服
線
描
や
樹
木
線

描
に
お
け
る
」
変
遷
を
示
す
人
は
、
ま
だ
芸
術
作
品
形
態
の
性
質
だ
け
、
芸
術
作
品
の
目
に
見
え
る
外
観
だ
け
に
し
か
関
ら
な
い
人
で
あ

る
。
こ
の
人
の
は
植
物
学
者
と
相
似
て
形
態
論
的

0

0

0

0

（m
orphologisch

）
に
記
述

0

0

0

（beschreiben

）
し
つ
つ
比
較

0

0

0

0

0

（vergleichen

）
し
て
ゆ
く

0

0

0

0

遣
り
方
で
あ
り
、
あ
れ
こ
れ
の
客
体
を
も
、
植
物
学
者
の
ご
と
く
属
や
種
の
級
別
に
で
は
な
く
と
も
、
時
間
順
と
い
う
意
味
で
順
番
に
並

べ
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
考
察
が
、
芸
術
学
の
判
断
形
成
を
進
め
る
た
め
に
、
ま
こ
と
に
必
要
で
あ
り
不
可
欠
で
あ
る
に
し
て
も
（
問

題
研
究
は
い
ず
れ
も
こ
の
種
の
考
察
か
ら
始
め
て
最
後
は
こ
の
種
の
考
察
で
安
ら
う
こ
と
が
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
）、
こ
の
種
の
考
察
は
諸
々
の

問
題
自
体
と
は
全
然
ま
だ
直
に
触
れ
合
っ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
目
に
見
え
る
外
観
そ
の
も
の
は
ま
だ
「
問
題
」
な
ら
ず

0

0

0

、
問
題
が
始

ま
る
の
は
ま
さ
し
く
、
た
だ
の
「
描
叙
（Schilderung

）」
に
代
り
「
解
釈
（D

eutung   

解
義
）」
が
入
っ
て
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
確
か
に
「
問
題
」
な
る
語
に
は
、
右
の
ご
と
く
曖
昧
に
用
い
て
も
、
少
く
と
も
「
無
害
で
あ
る
」
と
い
う
長
所
が
あ
り
、
そ
も
そ
も
曖

昧
な
語
使
用
の
根
差
す
と
こ
ろ
は
堅
固
な
概
念
「
芸
術
的
問
題
」
で
な
く
、
問
題
な
る
語
に
術
語
と
し
て
の
鋭
さ
が
欠
け
て
い
る
こ
と
で

し
か
な
い
。
は
る
か
に
由
々
し
い
の
は
、
た
だ
の
言
葉
の
曖
昧
さ
の
背
後
で
事
柄
の
混
同
が
生
じ
て
い
る
場
合
で
あ
る
─
─
す
な
わ
ち

「
芸
術
の
問
題

0

0

0

0

0

（künstlerisches Problem

）」
と
「
芸
術
以
前
の
課
題

0

0

0

0

0

0

0

（vorkünstlerische A
ufgabe

）」
と
の
混
同
の
こ
と
で
あ
る
。

　「
芸
術
の
問
題
」
は
目
に
見
え
る
外
観
自
体
の
彼
岸
に
求
め
ら
れ
る
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
「
芸
術
以
前
の
課
題
」
に
も
同
じ
こ
と
が
言

え
る
。
た
だ
し
両
者
の
横
た
わ
る
方
向
は
全
く
別
で
あ
る
。

　「
課
題

0

0

（A
ufgabe

［n

］）」
が
手
に
入
る
の
は
芸
術
以
前
の
事
実
成
分
（T

atbestand
）
を
復
元

0

0

（rekonstruieren

）
し
て
の
こ
と
で
あ



64

細井雄介

る
─
─
物
質
的
（m

ateriell

）
契
機
お
よ
び
想
念
的
（ideell

）
契
機
か
ら
合
成
さ
れ
る
の
が
事
実
成
分
で
あ
っ
て
、「
指
定
せ
る
空
間
内
に

指
定
せ
る
大
き
さ
の
壁
面
を
調
合
指
定
の
色
で
描
け
！
」
と
か
「
描
く
対
象
は
会
戦
と
せ
よ
！
」
な
ど
が
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解

し
て
も
物
質
的
契
機
や
想
念
的
契
機
は
双
方
と
も
全
然
ま
だ
形
態
に
欠
け
具
象
的
で
な
い
。
だ
が
ま
さ
し
く
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
双
方
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
画
像
形
成
を
照
す
比
較
点
（V

ergleichspunkt

）
と
し
て
役
立
つ
適
性
が
あ
る
。
共
通
の
前
提
条
件
へ
向
う
態
度
の
表
明
に

具
象
的
な
特
殊
態
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
だ
が
芸
術
以
前
の
事
実
成
分
は
、
ど
う
す
れ
ば
復
元
さ
れ
る
か
。
契
約
や
競
争
に
つ
い
て

の
証
拠
書
類
か
ら
は
駄
目
な
ら
ば
、
事
実
成
分
は
芸
術
作
品
自
体
か
ら
推
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
行
え
る
の
は
抽
象

0

0

（A
b-

straktion

）
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
出
来
上
り
芸
術
作
品
の
特
殊
的
な
感
覚
的
外
観
は
度
外
視
し
て
、
技
術
そ
の
も
の
（
フ
レ
ス
コ
）
と
か

画
因
選
択
（
会
戦
呈
示
）
等
々
の
一
般
的
契
機
だ
け
を
見
極
め
る
。
こ
う
し
た
抽
象
の
あ
れ
こ
れ
に
種
々
雑
多
な
具
体
的
形
成
を
関
係
付

け
る
の
は
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
「
芸
術
の
問
題

0

0

0

0

0

」
も
ま
た
抽
象
と
い
う
仕
方
で
決
め
ら
れ
る
と
思
う
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う）2
（

。
ま
こ
と
に
「
復
元
」
に
よ
る
の

で
は
芸
術
的
問
題
は
得
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
総
じ
て
芸
術
的
問
題
は
経
験
的
な
事
実
成
分
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
外
的
な
比
較
点
と

し
て
役
立
つ
「
課
題
」
と
は
逆
で
、
芸
術
的
問
題
に
割
当
て
ら
れ
る
の
は
「
解
釈
を
可
能
に
さ
せ
る
（eine D

eutung zu erm
öglichen

）」

と
い
う
機
能
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
芸
術
的
問
題
に
は
芸
術
内
在
的

0

0

0

0

0

（im
m

anent-künstlerisch

）
な
起
源
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
同
時
に
芸
術
的
問
題
の
構
造

0

0

（Struktur

）
は
芸
術
以
前
的
課
題
の
構
造
と
は
本
質
的
に
別
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

ま
さ
し
く
比
較
点
と
し
て
役
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
「
課
題
」
は
ど
う
し
て
も
一
義
的
で
（
し
ば
し
ば
図
式
的
と
は
い
え
）
不
動
の
性
格
を
具

え
て
い
る
の
に
比
べ
る
と
、「
問
題
」
は
内
的
な
分
裂
（Spaltung

）
を
示
す
の
で
あ
る
。

（
2
）　
こ
の
取
違
え
は
テ
ィ
ー
ツ
ェ
の
著
書
『
芸
術
史
の
方
法
』
に
お
い
て
す
ら
見
ら
れ
る
─
─H

ans K
arl T

ietze 

（1880

─1954

）, D
ie M

ethode 
der K

unstgeschichte, 1913. z.B
. S. 17ff., S. 393.
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何
か
を
「
芸
術
的
成
就

0

0

0

0

0

（künstlerische Leistung

）」
と
し
て
把
握
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
を
以
前
未
解
決
な
り
し
こ
と
の
解
決
と
見

做
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
か
え
る
と
、「
和
解
せ
り
（versöhnt

）」
と
し
て
芸
術
的
外
観
内
に
呈
示
さ
れ
る
葛
藤
（K

onflikt

）
を

立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
葛
藤
は
芸
術
内
在
的
な
葛
藤
と
な
る
が
、
す
べ
て
芸
術
的
な
る
も
の
は
具
体
的
直
観
的
な

領
域
（R

egion
）
に
属
す
る
ゆ
え
に
、
相
反
定
立
（A

ntithetik

←
葛
藤
定
立
）
が
関
係
付
け
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
直
観
的
な
領

界
（Sphäre

）
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
相
互
に
矛
盾
し
合
う
原
理
は
論
理
的
─概
念
的
な
原
理
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

だ
が
逆
に
当
の
矛
盾
自
体

0

0

0

0

（W
iderstreit selbst

）
の
理
解
は
、
矛
盾
の
発
見
も
あ
く
ま
で
概
念
的
動
機
か
ら
導
か
れ
る
よ
う
に
論
理
的

0

0

0

（logisch

）
以
外
の
道
で
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
思
考
作
用

0

0

0

0

（D
enken

）
内
で
問
題
は
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
問
題
の
解
決
を
見
出
せ
る
と
こ
ろ
は
、
た
だ
直
観
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
で
し
か
な
い
。

　
こ
れ
で
「
芸
術
的
問
題
」
の
特
異
性
は
よ
く
表
せ
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
的
問
題
は
思
考
作
用
の
立
て
る
相
反
定
立

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
内

含
す
る
も
の
の
、
こ
の
相
反
定
立
は
思
考
作
用
に
と
っ
て
の
相
反
定
立

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
問
題
「
な
る
」
概
念
（B

egriff 

»des« Problem
s

）
そ
の
も
の
に
は
相
反
定
立
が
必
然
的
契
機
と
し
て
属
し
て
い
る
の
に
、
こ
の
と
き
「
問
題
」
が
存
在
す
る
の
は
た
だ

思
考
す
る

0

0

0

0

意
識
に
と
っ
て
で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
芸
術
的
問
題
」
が
問
題

0

0

と
し
て
存
立
す
る
の
は
つ
ね
に
た
だ
芸
術
学
の
思
考
作

0

0

0

用0

に
と
っ
て
だ
け
と
な
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
の
問
題
は
芸
術
的

0

0

0

問
題
で
あ
っ
て
思
考

0

0

問
題
（D

 e n k problem

）
で
は
な
い
。

両
問
題
間
の
相
違
は
つ
ぎ
の
例
で
明
か
に
な
る
。

　
数
学
的
問
題
は
い
ず
れ
も
数
学
的
思
考
作
用
に
よ
っ
て

0

0

0

0

（von
）
数
学
的
思
考
作
用
に
向
け
て

0

0

0

0

（für

）
立
て
ら
れ
、
し
か
も
、
当
の

「
問
題
」
は
引
続
く
思
考
作
用
が
こ
こ
に
結
付
け
ら
れ
る
初
発
提
題
で
あ
る
、
と
い
う
具
合
に
立
て
ら
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
「
芸
術
的

問
題
」
は
芸
術
学
的
思
考
作
用

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
芸
術
的
創
造
作
用

0

0

0

0

0

0

0

に
向
け
て
据
置
か
れ
る
が
、
し
か
し
、
問
題
が
解
決
に
先
行
す
る

0

0

0

0

具
合
に
で

な
く
、
解
決
を
解
釈
す
る
た
め
に
こ
そ
問
題
が
は
じ
め
て
捜
索
さ
れ
る

0

0

0

0

0

と
い
う
具
合
に
し
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
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解
決
が
与
え
ら
れ
る

0

0

0

0

0

（gegeben

）
と
き
問
題
は
捨
て
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

（aufgegeben

）
と
い
う
背パ
ラ
ド
ク
ス理
の
例
で
あ
る
─
─
捨
て
ら
れ
て
仕
舞
う

の
は
、
こ
れ
ぞ
「
解
決
」
と
し
て

0

0

0

（als

）
解
決
が
概
念
的
に
把
握
さ
れ
る
た
め
に
で
あ
る
。

　
だ
が
解
決
か
ら
問
題
へ
と
「
還
帰
す
る

0

0

0

0

（zurückgehen

）」
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
「
復
元
」
を
語
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
。
い
け
な

い
が
、（
さ
き
に
用
い
た
意
味
に
お
け
る
）「
復
元
」
な
る
語
が
指
す
の
は
経
験
的
事
実
成
分
の
再
獲
得
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
問
題
」
は

「
実
在
物
（R

ealität
［en

］」
で
な
く
観
念
形
像
（Idealgebilde

）
な
の
で
あ
る
。
さ
て
既
成
の
所
与
か
ら
問
題
へ
と
「
還
帰
す
る
（
立
返

る
）」
類
の
思
考
方
向
は
反
省

0

0

（R
eflexion

）
と
い
う
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
反
省
に
お
い
て
芸
術
的
問
題
は
把
捉
さ
れ
る
、
と
語
っ

て
よ
ろ
し
か
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
遣
り
方
を
方
法
論
と
し
て
詳
解
す
る
つ
も
り
な
ら
ば
、
こ
れ
を
「
思
弁
的

0

0

0

（spekulativ

）」
と
呼
ば
な

く
て
は
な
る
ま
い
─
─
念
頭
に
あ
る
の
は
、
こ
の
遣
り
方
が
［
芸
術
的
］
外
観
の
解
釈

0

0

の
た
め
に
、
外
観
の
背
後
へ
と

0

0

0

0

立
返

0

0

る
こ
と

0

0

0

を
求

め
る
の
で
あ
っ
て
、
外
観
か
ら

0

0

「
抽
象
す
る

0

0

0

0

（abstrahieren

）」
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
復
元

0

0

に
は
反
省

0

0

を
対
置
す
る
し
、
抽
象

0

0

に
は
思
弁

0

0

（Spekulation

）
を
対
置
す
る
。
す
な
わ
ち
「
抽
象
的
復
元
」
が
「
芸
術
以
前
的
課
題

0

0

0

0

0

0

0

」
獲

得
の
た
め
の
方
法
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
思
弁
的
反
省
（spekulative R

eflexion

）」
が
「
芸
術
的
問
題

0

0

0

0

0

」
獲
得
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
「
思
弁
的
反
省
」
の
原
理

0

0

（Prinzip
［ien

］）
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
芸
術
的
問
題
は
個
々
別
々
ど
の

よ
う
に
思
描
か
れ
て
き
た
の
か
。

二

　
検
討
の
糸
口
は
リ
ー
グ
ル
［A

lois R
iegl, 1848

─1905

］
の
労
作
と
す
る
。
著
書
『
後
期
ロ
ー
マ
工
芸
』［Spätröm

ische K
unstindu-

strie, 1901.

こ
の
大
冊
は
絶
版
と
な
り
、
長
い
空
白
を
経
て
手
頃
な
版
型
の
新
装
第
二
版
が
出
た
の
は
一
九
二
七
年
で
あ
り
、
以
後
の
諸
版
は
第
二
版
の
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写
真
複
製
版
で
あ
る
。
以
下
の
引
用
箇
所
に
訳
者
が
括
弧
入
で
注
記
し
た
の
は
第
二
版
の
頁
数
で
あ
る
─
─
訳
者
］
か
ら
幾
つ
か
の
例
を
引
け
ば
、

芸
術
的
問
題
の
相
反
定
立
が
リ
ー
グ
ル
で
は
い
か
に
鋭
い
特
色
を
見
せ
る
か
、
明
か
に
な
ろ
う
。

　
古
代
建
築
に
つ
い
て
、
古
典
期
の
神
殿
か
ら
後
期
ロ
ー
マ
の
礼
拝
堂
に
ま
で
至
る
種
々
の
建
造
芸
術
的
成
就
が
解
釈
さ
れ
る
基
準
と
な

る
、
対
立
項
の
一
対
を
立
て
よ
う
と
す
る
苦
心
は
、
リ
ー
グ
ル
を
以
下
の
成
果
へ
と
導
い
て
い
る
。
素
材
的
個
体
群
を
閉
じ
ら
れ
た
一
体

に
造
形
し
た
い
古
代
の
努
力
［S.26

］
に
最
高
の
理
想
と
し
て
相
応
し
い
の
は
有
中
心
式
建
造
物
（Zentralbau

　
集
中
式
建
造
物
）
の
形
態

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
本
来
的
推
進
の
要
素
」
は
長
堂
式
建
造
物
（Langbau

）
で
あ
っ
た
─
─
「
内

部
で
人
が
動
け
る
た
め
に
創
ら
れ
て
」「
平
面
を
見
捨
て
る
こ
と
」「
奥
行
空
間
の
顧
慮
」［S.51

］
を
要
請
す
る
類
型
の
こ
と
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
有
中
心
式
建
造
物
の
完
結
性
と
長
堂
式
建
造
物
の
運
動
、
す
な
わ
ち
前
者
に
体
現
さ
れ
る
「
客
観
主
義
的
（objektivistisch

）」

価
値
と
後
者
に
体
現
さ
れ
る
「
主
観
主
義
的
（subjektivistisch

）」
価
値
、
こ
の
一
対
こ
そ
が
リ
ー
グ
ル
に
よ
れ
ば
古
代
の
建
造
物
創
造

作
用
の
根
柢
に
横
た
わ
る
緊
張
な
の
で
あ
る
。「
こ
の
潜
在
的
対
立
に
古
代
芸
術
は
架
橋
な
ら
ず
と
も
隠
蔽
を
と
絶
え
ず
努
力
し
て
き
た

が
、
ま
さ
し
く
こ
の
努
力
の
な
か
に
問
題
（ein Problem

）
が
あ
っ
た
し
、
ま
た
休
み
な
き
発
展
を
強
い
る
誘
因
も
あ
っ
た
。」［S.51

］

　
古
典
期
芸
術
に
お
け
る
調
停
は
「
柱
廊
玄
関
に
お
け
る
触
覚
的
外
壁
の
解
消
」［S.51

］
で
成
っ
た
が
、
こ
れ
が
完
遂
さ
れ
た
の
は
、
リ

ー
グ
ル
の
は
っ
き
り
強
調
す
る
よ
う
に
、
有
中
心
式
建
造
物
で
な
く
長
堂
式
建
造
物
つ
ま
り
神
殿
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
─
─
ロ
ー
マ
皇

帝
時
代
中
期
に
お
け
る
解
決
は
「
均
等
に
画
定
さ
れ
た
立
方
体
空
間
量
塊
の
形
成
」
に
よ
る
「
長
方
形
空
間
の
個
別
化
」［S.52

］
に
も
と

づ
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
紀
元
三
世
紀
の
閉
じ
ら
れ
た
広
間
式
建
造
物
（Saalbau

）
こ
と
に
カ
ラ
カ
ラ
帝
浴
場
［S.54

］
の
身
廊
に
認
め

ら
れ
る
事
柄
で
あ
っ
て
「
緊
張
の
解
決
は
長
方
形
を
三
つ
の
有
中
心
的
空
間
に
分
解
す
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
空
間
は

互
い
に
全
く
等
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ギ
リ
シ
ア
の
周
柱
式
家
屋
（Säulenhaus
）
の
柱
廊
玄
関
の
ご
と
く
、
順
々
に
列
ぶ
姿
の
相
称
に

よ
っ
て
一
体
に
纏
め
ら
れ
る
。」［S.55

］
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ギ
リ
シ
ア
＝
キ
リ
ス
ト
教
最
古
の
有
中
心
式
建
造
物
に
も
リ
ー
グ
ル
は
、
有
中
心
式
建
造
物
と
長
堂
式
建
造
物
と
の
混
ア
マ
ル
ガ
ム
化
和
に
向
う
努

力
を
見
る
。
祭
壇
は
一
度
と
し
て
中
央
に
立
つ
こ
と
な
く
、
遠
く
入
口
に
対
峙
し
、
対
峙
す
る
こ
と
で
方
向
付
与
が
成
り
、
こ
の
方
向
性

が
中
心
的
静
止
と
張
合
う
。「
こ
の
潜
在
的
対
立
を
和
解
さ
せ
る
必
要
に
問
題
（Problem

）
が
横
た
わ
っ
て
い
た
し
、
こ
の
問
題
を
追
え

た
限
り
、
ギ
リ
シ
ア
の
教
会
建
築
は
実
り
が
あ
り
発
展
可
能
で
あ
っ
た
。」［S.66

］
─
─
真
に
独
創
的
な
解
決
が
こ
こ
で
（
ま
た
も
リ
ー
グ

ル
に
よ
れ
ば
）
ロ
ー
マ
皇
帝
時
代
の
中
期
と
関
連
し
て
生
じ
る
が
、
半
ば
隠
蔽
さ
れ
る
側
面
空
間
を
配
列
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
三
つ
の

正
方
形
に
分
解
さ
れ
た
広
間
に
接
近
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
聖
ソ
フ
ィ
ア
大
聖
堂   H

agia Sophia

（
希
）A

yasofya

（
土
）
の
挙
示
！
）。

　
建
築

0

0

（A
rchitektur

）
分
析
に
お
い
て
と
同
じ
く
呈
示

0

0

（darstellend

）
芸
術
の
作
品
を
相
手
に
し
て
も
「
芸
術
的
問
題
」
の
相
反
定

立
は
確
証
さ
れ
る
。
例
え
ば
エ
ジ
プ
ト
浮
彫
の
構
成
［
構
図
］
を
リ
ー
グ
ル
は
「
相
称
的
整
列
」
の
法
則
に
帰
着
さ
せ
る
。
形
姿
は
、
水

平
面
（Ebene

背
地
）
と
結
ば
れ
、
平
均
化
さ
れ
、
相
互
に
孤
立
と
さ
れ
る
。「
し
か
し
、
二
形
姿
は
も
っ
と
近
し
い
と
目
に
訴
え
る
相
互

関
係
を
も
た
ら
す
必
要
が
ほ
ん
の
少
し
で
も
生
じ
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
整
列
の
原
理
は
破
れ
て
仕
舞
っ
た
。
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
対
立

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
し0

た
が
っ
て
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

…
…
…
さ
ら
に
劣
ら
ず
明
白
な
こ
と
だ
が
、
水
平
面
上
で
の
関
係
さ
え
許
容
さ
れ
る
や
、
た
ち
ま
ち
、

短
縮
と
か
重
畳
と
か
影
な
ど
の
空
間
関
係
を
完
全
に
抑
え
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
…
…
…
エ
ジ
プ
ト
芸
術
に
お
け
る
空
間
性
の
抑
圧
と

は
、
こ
う
し
て
第
二
の
潜
在
的
対
立

0

0

0

0

0

0

0

0

を
指
し
て
い
て
、
こ
の
対
立
の
な
か
に
ま
た
も
や
和
解
へ
向
う
問
題

0

0

0

0

0

0

0

（Problem
 zur V

ersöhnung

）

が
、
し
た
が
っ
て
形
成
の
更
新
へ
向
う
萌
芽
が
含
ま
れ
て
い
た
。」［S.99

］

三

　
ど
う
や
ら
リ
ー
グ
ル
不
断
の
努
力
は
「
潜
在
的
対
立
」「
和
解
へ
向
う
問
題
」
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。
だ
が
リ
ー
グ
ル
に
と
っ
て
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問
題
と
は
た
だ
体
系
的

0

0

0

（system
atisch

）
解
釈
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
の
か
。
問
題
に
リ
ー
グ
ル
は
む
し
ろ
歴
史
的

0

0

0

（historisch

）
因
子

を
、
す
な
わ
ち
［
芸
術
的
］
外
観
そ
の
も
の

0

0

0

0

の
解
釈
に
役
立
つ
よ
り
も
外
観
発
展

0

0

（Entw
icklung

）
の
解
釈
に
役
立
つ
規
定
を
見
て
は
い

な
い
か
。
こ
の
こ
と
を
証
す
か
と
ば
か
り
に
響
く
の
が
、
エ
ジ
プ
ト
浮
彫
の
考
察
を
結
ぶ
文
章
で
あ
る
─
─
「
右
に
述
べ
た
双
つ
の
潜
在

的
対
立
の
和
解
と
い
う
課
題
（A

ufgabe

）
を
セ
ム
族
に
次
い
で
は
格
別
ギ
リ
シ
ア
人
が
取
上
げ
、
も
ち
ろ
ん
新
た
な
対
立
の
誘
発
な
し

に
は
済
ま
ず
、
こ
れ
ら
新
た
な
対
立
の
調
停
を
ギ
リ
シ
ア
人
は
ロ
マ
ン［
ス
］─ゲ
ル
マ
ン
民
族
に
新
芸
術
の
問
題
（Problem

）
と
し
て
遺

し
て
い
る
。」［S.99
］   
「
問
題
」
連
続
の
な
か
に
内
在
的
芸
術
発
展

0

0

0

0

0

0

0

の
図
が
こ
こ
で
拡
げ
ら
れ
る
が
、
後
日
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
描
い
た
図

よ
り
も
は
る
か
に
練
上
げ
ら
れ
た
純
粋
な
形
を
見
せ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
に
お
い
て
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で

の
発
展
は
、
必
然
的
に
芸
術
外
に
あ
る
の
が
本
来
の
心
理
学
的

0

0

0

0

法
則
性
か
ら
は
解
釈
さ
れ
ず
（
無
論
あ
ら
ゆ
る
心
理
学
的
な
る
も
の
は
特
殊
的

対
象
領
域
の
此
岸
に
あ
る
）、
む
し
ろ
、
発
展
の
意
味
を
発
展
に
与
え
る
の
が
「
芸
術
的
問
題

0

0

0

0

0

」
自
体

0

0

の
連
続
に
お
け
る
論
理

0

0

と
な
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
新
た
な
「
解
決
」
は
い
ず
れ
も
必
然
的
に
新
た
な
「
問
題
」
を
誘
発
、
そ
れ
ゆ
え
ま
さ
し
く
論
理

0

0

か
ら
発
展
推
移
の
個0

別
的
形
式

0

0

0

0

が
概
念
的
に
把
握
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
心0

理
学
的
（p s y c h o logisch

）
解
釈
に
と
っ
て
は
［
何
か
心
理
の
］
一
般
的
公
式

0

0

0

0

0

に

合
う
と
さ
れ
て
初
め
て
当
の
発
展
過
程
は
「
納
得
の
ゆ
く
も
の
（Einleuchtendes

）」
と
な
る
次
第
で
あ
る
。

　
リ
ー
グ
ル
の
考
察
法
に
は
幾
つ
も
の
異
議
が
申
立
て
ら
れ
て
き
た
。
一
部
は
事
実
的
（tatsächlich

）
種
類
の
異
議
で
、
発
展
の
論
理

に
つ
い
て
リ
ー
グ
ル
の
主
張
と
合
わ
な
い
現
象
（Phänom

en
）
を
指
摘
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
一
部
は
原
理
的

0

0

0

（prinzipiell

）
種
類
の

異
議
で
、
発
展
の
「
論
理
」
と
は
歴
史
の
生
に
加
え
る
暴
力
な
り
と
総
じ
て

0

0

0

当
の
論
理
に
反
抗
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
原0

理
的

0

0

忌
避
が
意
味
を
も
つ
の
は
た
だ
発
展
を
実
在
心
理
学
的

0

0

0

0

0

0

（realpsychologisch

）
過
程
と
し
て
理
解
す
る
ば
あ
い
だ
け
で
し
か
な
く
、

右
の
忌
避
に
は
根
拠
が
な
い
。「
問
題
」
と
は
本
質
か
ら
し
て
観
念
形
像
（Idealgebilde

）
で
あ
る
ゆ
え
に
、
あ
れ
こ
れ
の
問
題
の
連
続

を
現
実
の
出
来
事

0

0

0

0

0

0

（w
irkliches G

eschehen

）
に
同
じ
こ
と
と
見
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
問
題
連
続
の
「
論
理
」
を
語
る
の
で
あ
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れ
ば
、
そ
れ
ゆ
え
論
理
に
つ
い
て
思
念
さ
れ
る
の
は
実
在
的
経
過

0

0

0

0

0

（realer V
erlauf

）
の
法
則
性
で
は
あ
り
得
ず
、
た
だ
、
問
題
解
決

0

0

の

そ
れ
ぞ
れ
が
新
た
な

0

0

0

問
題
の
形
成
を
呼
ぶ
際
の
観
念
的
な
首
尾
一
貫
性
の
こ
と
だ
け
に
限
ら
れ
る
。
お
の
れ
の
時
代
の
心
理
学
的
な
見
方

に
囚
わ
れ
て
い
る
リ
ー
グ
ル
自
身
の
用
語
法
が
し
ば
し
ば
右
の
事
態
を
隠
し
て
仕
舞
う
に
し
て
も
、
芸
術
的
問
題
を
「
芸
術
意
思
」
に
帰0

属0

（zuordnen
）
で
な
く
対
置

0

0

（gegenüberstellen

）
さ
せ
て
い
る
か
ら
に
は
、
リ
ー
グ
ル
は
判
然
と
、
芸
術
的
問
題
と
は
リ
ー
グ
ル
に

と
っ
て
実
在
と
し
て
作
用
す
る
力
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
現
に
リ
ー
グ
ル
は
「
芸
術
意
思
（K

unstw
ollen

）」
に
一
箇
の
実0

在
的
な
力

0

0

0

0

（reale K
raft

）
を
見
て
い
て
、
は
っ
き
り
と
、
こ
の
力
の
自
律
的
実
効
性
（autonom

e W
irksam

keit

）
を
強
調
す
る
。
い
か

な
る
外
的
条
件
に
も
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
こ
の
力
の
本
質
に
属
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
芸
術
的
問
題
に
も
規
定
さ
れ
は
し
な

い
。
こ
こ
か
ら
推
断
し
て
よ
か
ろ
う
が
、［
芸
術
的
］
問
題
は
芸
術
意
思
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
、
た
だ
観
念
的
な
下
部
構
造
（Sub-

struktion

）
を
成
す
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
を
建
て
る
の
は
、
こ
の
下
部
構
造
か
ら
、
そ
の
つ
ど
の
芸
術
意
思
を
把
捉
す
る
た
め
に
で
あ
る
。

リ
ー
グ
ル
が
「
問
題
局
面
（Problem

lage
）」
を
拵
え
上
げ
る
の
は
、
こ
の
局
面
に
即
し
て

0

0

0

0

（an

）
芸
術
意
思
を
測
る

0

0

た
め
に
で
あ
っ
て
、

こ
の
局
面
か
ら

0

0

（aus

）
芸
術
意
思
を
引
出
す

0

0

0

た
め
に
で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
問
題
局
面
と
芸
術
意
思
と
は
全
く
別
な
る
領
界
（Sphäre

）
に
属
し
て
い
る
。
問
題
の
領
域
（R

egion

）
は
理
論
的
有
意

0

0

義
性

0

0

（B
edeutsam

keit

）
の
領
界
で
あ
り
、
芸
術
意
思
の
領
域
は
心
理
学
的
実
効
性

0

0

0

（W
irksam

keit

）
の
領
界
な
の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
実
効
性
は
決
定

0

0

不
能

0

0

（indeterm
iniert

）
で
あ
る
と
見
做
す
べ
き
ゆ
え
に
、
こ
の
実
効
性
を
相
手
と
し
て
発
展
の
論
理

0

0

を
語
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
露
わ
と
な
る
の
が
リ
ー
グ
ル
の
芸
術
発
展
観
に
見
ら
れ
る
奇
妙
な
二
重
性
で
あ
る
。
リ
ー
グ
ル
が
「
芸
術
的
問

題
」
と
こ
れ
の
「
解
決
」
と
で
立
止
る
な
ら
ば
、
言
い
か
え
る
と
、
芸
術
的
外
観
を
観
念
的
内
容
の
も
の
と
し
て
概
念
的
に
把
握
し
、
こ

の
内
容
は
ひ
と
つ
の
特
殊
的
相
反
定
立
か
ら
解
釈
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
リ
ー
グ
ル
は
芸
術
的
外
観
を
順
々
に
考
察
し
つ
つ
、
内
在
─

論
理
的
（im

m
anent-logisch

）
発
展
像
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
反
対
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
ご
と
に
解
決
を
生
む
力
（K

raft

）
を
求
め
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る
の
で
あ
れ
ば
、
言
い
か
え
る
と
、
力
動
的
─心
理
学
的
（dynam

isch-psychologisch

）
過
程
と
い
う
意
味
で
発
展
を
理
解
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
も
は
や
「
論
理

0

0

（Logos

）」
を
語
る
こ
と
は
で
き
ず
、
な
お
も
語
れ
る
の
は
「
目
的

0

0

（T
elos

）」
だ
け
と
な
る
。
芸
術
意
思
は
お

の
れ
の
目
標
設
定

0

0

0

0

（Zielsetzung

［en

］）
を
も
ち
、
お
の
れ
の
努
力
作
業

0

0

0

0

（Strebung

［en

］）
を
も
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
観
念
的
─対

象
性
（ideal-gegenständlich

）
の
領
界
で
は
、
新
た
な
解
決
の
そ
れ
ぞ
れ
が
新
た
な
問
題
を
「
誘
発
す
る

0

0

0

0

（provozieren

）」
こ
と
に
発

展
は
依
存
し
て
い
た
の
に
、
力
動
的
─心
理
学
的
（dynam

isch-psychologisch

）
な
領
界
で
は
、
そ
の
つ
ど
の
芸
術
意
思
が
「
傾
く

0

0

（ten-

dieren

）」
の
は
い
か
な
る
方
向
か
、
と
問
う
こ
と
し
か
で
き
な
い）3
（

。

（
3
）　
そ
こ
で
リ
ー
グ
ル
は
例
え
ば
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の
発
展
に
特
殊
な
目
的
（T

elos

）
を
下
心
風
（subintelligieren

）
に
暗
示
し
て
い
る
─
─
レ

ム
ブ
ラ
ン
ト
は
「
内
へ
も
外
へ
も
同
じ
と
す
る
対
等
化
（K

oordination nach innen und außen

）」（
オ
ラ
ン
ダ
の
芸
術
意
思
の
普
遍
的
目

標
）
を
従
属
お
よ
び
内
的
統
一
（Subordination und innere Einheit

）
な
る
ロ
マ
ン［
ス
］民
族
の
補
助
手
段
で
得
よ
う
と
し
て
い
た
か
に

見
え
る
が
、「
し
か
し
実
際
に
は
」
観
者
主
体
と
の
外
的
統
一
は
「
つ
ね
に
最
終
要
請
（
！
ヴ
ィ
ン
ト
の
強
調   

以
下
同
様
）
の
ま
ま
に
止
ま
っ

て
い
て
、
こ
の
要
請
の
最
も
完
全
な
発
展
の
た
め
に
の
み
、
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
は
古
代
と
ロ
マ
ン［
ス
］民
族
と
の
内
的
統
一
探
索
を
企
て
た
の
で
あ

っ
た
。」（D

as holländische G
ruppenporträt. 1902, S. 222. 

［21931, 2 B
ände, T

extband, S. 212.

］『
オ
ラ
ン
ダ
集
団
肖
像
画
』（
勝

國
興
訳   

中
央
公
論
美
術
出
版
二
〇
〇
七
年
）
二
七
七
頁
。

　
こ
の
奇
妙
な
緊
張
に
注
目
し
な
か
っ
た
こ
と
が
リ
ー
グ
ル
批
評
家
の
誤
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
面
々
は
、
発
展
の
論
理
を
根
本
的
に
拒
ん

で
い
な
が
ら
、「
観
念
的
な
内
容
」
と
「
実
効
的
な
力
」
と
の
二
元
論
は
見
逃
し
て
、「
論
理
」
と
い
う
考
え
を
軽
率
に
後
者
［
内
容
や
力
］

と
結
付
け
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
リ
ー
グ
ル
後
継
者
に
当
る
と
し
て
よ
い
研
究
者
は
、
当
の
二
元
論
を
意
識
的
に
か
無
意
識
的
に
か
取
消
し
て
き
た
。
そ
し
て
、

双
側
面
の
い
ず
れ
か
一
面
の
利
と
な
る
よ
う
に
決
め
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
リ
ー
グ
ル
の
教
説
を
、
論
理
的
と
説
明
し
て
観
念
論
的
意
味
合
で

続
進
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
実
在
論
的
色
合
こ
そ
が
本
質
的
な
る
も
の
と
受
留
め
て
全
く
心
理
学
的
な
る
も
の
へ
と
転
回
さ
せ
て
い
る
。
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論
理
的
続
進
が
生
じ
た
の
は
、
十
分
に
意
識
し
て
「
芸
術
意
思
」
を
心
理
学
的
「
実
効
性
」
の
領
界
か
ら
理
論
的
「
意
義
（B

edeu-

tung
）」
の
領
域
へ
と
移
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。「
芸
術
意
思
」
─
─
こ
れ
は
、
解
決
を
生
む
実
在
力
と
さ
せ
て
は
な
ら
ず
、
解
決
自
体
の

観
念
的
「
意
味

0

0

（Sinn

）」
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
（
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
「
芸
術
意
思
の
概
念
」
を
参
照
の
こ
と）

4
（

）。
だ
が
こ
う
な
れ
ば
「
芸
術

意
思
」
と
「
芸
術
的
問
題
」
と
は
同
じ
観
念
的
領
界
で
会
同
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
両
者
を
見
出
す
た
め
に
は
同
じ
条
件
が
決

め
手
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
実
際
わ
れ
わ
れ
は
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
で
初
め
て
、
さ
き
に
わ
れ
わ
れ
が
「
思
弁
的
反
省
」

［
六
六
頁
］
と
呼
ん
だ
方
法
の
要
求
さ
れ
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
。

（
4
）　Erw

in Panofsky 
（1892

─1968

）, D
er B

egriff des K
unstw

ollens. in: Zeitschrift für Ä
sthetik und allgem

eine K
unstw

is-
senschaft, B

d. X
IV

, 1920.
「
芸
術
意
思
の
概
念
」
─
─
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
『
芸
術
学
の
根
本
問
題
』（
細
井
雄
介
訳   

中
央
公
論
美
術
出
版   

一
九
九
四
年
）
所
収
。

　
他
方
リ
ー
グ
ル
教
説
の
心
理
学
的
把
握
と
な
れ
ば
、
こ
れ
は
二
元
論
を
隠
す
無
意
識
の
隠
蔽
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
問
題
な
る
も
の
の

本
質
か
ら
す
れ
ば
観
念
的
措
定
の
意
味
を
も
つ
芸
術
的
問
題
が
心
理
主
義
的
に
実
効
因
子

0

0

0

0

（w
irkender Faktor

）
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。

「
芸
術
創
造
活
動
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
有
意
義
な
場
を
芸
術
的
問
題
は
占
め
る
か
」
と
突
然
の
査
定
が
求
め
ら
れ
、「
ど
れ
ほ
ど
ま
で
広
く

芸
術
的
問
題
は
客
観
的
に
確
認
で
き
る
か
」
と
問
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
明
か
に
、
芸
術
的
問
題
を
復
元
の
扱
う
心
理
学
的
実
在
と
見
做
す

と
こ
ろ
で
し
か
意
味
の
な
い
考
量
で
あ
る
。「
復
元
（R

ekonstruktion

）」
と
言
う
が
、
し
か
し
こ
れ
は
、
は
っ
き
り
と
わ
れ
わ
れ
が

「
反
省
（R

eflexion

）」
に
対
置
さ
せ
た
方
法
で
あ
っ
た
。
さ
き
に
語
っ
た
が
、
復
元
は
実
在
的
な
事
実
成
分
に
関
る
と
し
て
よ
い
。
し
か

し
こ
の
事
実
成
分
は
、
こ
れ
が
証
拠
記
録
か
ら
出
て
来
な
い
ば
あ
い
、「
抽
象

0

0

（A
bstraktion

）」
に
よ
っ
て
探
索
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
そ
れ
ゆ
え
筋
の
通
る
こ
と
で
し
か
な
い
が
、
そ
の
目
に
問
題
と
は
実
在
で
あ
る
類
の
研
究
者
は
、
ま
さ
し
く
抽
象
に
よ
っ
て
多
く
の

事
柄
を
得
る
。
例
え
ば
テ
ィ
ー
ツ
ェ
の
一
文
で
あ
る
─
─
「
体
系
的
に
準
備
さ
れ
た
網ネ

ツ
ト
ワ
ー
ク

目
状
疑
問
群
は
な
い
、
…
…
あ
る
の
は
具
体
的
問
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題
だ
け
で
、
こ
れ
の
一
部
は
整
頓
さ
れ
て
、
つ
ま
り
意
識
さ
れ
て
眼
前
（
！vorhanden

）
に
あ
り
、
一
部
は
事
実
と
し
て
存
立
す
る
連

関
の
抽
象
体
（
！A

bstrahierung

）
で
あ
る）5
（

」。
こ
の
方
法
で
導
く
こ
と
の
で
き
る
と
こ
ろ
が
、
た
だ
芸
術
以
前
の
課
題
（A

ufgabe

［n

］）

だ
け
で
あ
っ
て
決
し
て
芸
術
の
問
題
（Problem

［en

］）
で
な
い
こ
と
は
、
さ
き
ほ
ど
十
分
に
説
明
し
た
。

（
5
）　［
上
注
2   D

ie M
ethode der K

unstgeschichte, S. 393.

］
こ
こ
に
「
記
録
か
抽
象
か
」
！
と
い
う
復
元
す
べ
て
の
二
重
方
法
が
は
っ
き

り
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
問
題
が
「
意
識
さ
れ
て
眼
前
に
（bew

ußt vorhanden

）」
に
あ
っ
た
と
は
、
た
だ
証
拠
記
録
か
ら

し
か
抽
出
せ
な
い
事
柄
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
記
録
資
料
の
批
判
に
つ
い
て
は
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
上
記
「
芸
術
意
思
の
概
念
」
を
参
照
の
こ
と

─
─
芸
術
家
の
理
論
的
発
言
は
す
べ
て
、
こ
れ
を
「
意
味
史
的
解
釈
の
手
段
」
と
し
て
な
ら
ず
「
客
体
」
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
芸
術
的
問
題
の
観
念
性
が
ひ
と
た
び
承
認
さ
れ
、
芸
術
的
問
題
は
思
弁
的
反
省
の
対
象
で
あ
る
と
認
め
る
や
、
リ
ー
グ
ル
の

詳
論
で
芸
術
的
問
題
が
獲
得
す
る
種
別
ご
と
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
考
え
る
必
要
が
な
い
。
問
題
の
時
間
的
連
続
は
度
外
視

で
き
る
し
、
そ
の
つ
ど
の
問
題
が
い
か
な
る
先
行
の
解
決
に
よ
っ
て
「
誘
発
（provozieren

）」
さ
れ
る
か
の
問
も
気
に
せ
ず
に
済
む
が
、

そ
れ
で
も
な
お
残
り
続
け
る
の
は
以
下
の
事
実
で
あ
る
─
─
お
よ
そ
い
か
な
る
芸
術
的
外
観
に
も
根
柢
に
は
一
箇
の
「
問
題
（Pro-

blem

）」
が
横
た
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
問
題
は
「
潜
在
的
対
立
（latenter G

egensatz

）」
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
歴
史
的
見

地
を
無
視
し
た
後
で
も
依
然
と
し
て
体
系
的
根
本
事
実
が
残
存
の
ま
ま
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
に
は
、
こ
の
事
実
の
形
式
的
成
分
だ
け
が
大

切
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
あ
っ
さ
り
と
歴
史
的
な
る
も
の
一
切
を
無
視
す
る
こ
と
に
は
、
き
わ
め
て
正
当
な
異
議
が
唱
え
ら
れ
る
。

リ
ー
グ
ル
に
見
ら
れ
る
類
の
「
芸
術
的
問
題
」
に
は
、
こ
う
し
た
問
題
の
心
理
学
的
把
握
は
咎
め
る
し
歴
史
的
被
拘
束
性
は
度
外
視
す
る

に
し
て
も
、
な
お
由
々
し
い
奇
妙
さ
が
絡
み
付
い
て
は
い
な
い
か
。
歴
史
的
見
地
の
も
と
で
新
た
な
解
決
が
い
ず
れ
も
新
た
な
問
題
を
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「
誘
発
す
る
」
と
は
、
体
系
的
に
見
れ
ば
、
種
々
無
数
の
問
題
が
存
在
し
て
、
こ
こ
に
新
た
な
問
題
が
仲
間
と
し
て
絶
え
ず
加
わ
る
こ
と

が
で
き
る
し
、
そ
の
有
様
は
ま
さ
し
く
、
芸
術
的
外
観
自
体
が
見
渡
せ
な
い
ほ
ど
順
々
に
姿
を
現
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
な
の

に
、
こ
の
と
き
で
も
問
題
群
は
大
体
と
し
て
一
つ
の
根
基
（W

urzel

）
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
も
つ
の
か
。
問
題
群
す
べ
て
の
根
柢
に
同
じ

仕
方
で
横
た
わ
る
原
理
が
あ
る
の
か
。
さ
き
に
引
い
た
テ
ィ
ー
ツ
ェ
の
一
文
を
、
こ
れ
の
心
理
学
的
実
在
主
義
の
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
は
論

駁
し
た
が
、
そ
れ
で
も
、
あ
る
い
は
テ
ィ
ー
ツ
ェ
最
初
の
言
葉
「
体
系
的
に
準
備
さ
れ
た
網
目
状
問
題
群
は
な
い
、
…
…
あ
る
の
は
具
体

的
問
題
だ
け
…
…
」
は
正
し
い
の
で
な
い
か
。

Ｂ
．
芸
術
的
問
題
の
体
系
的
根
基
（W

urzel

）

　
仮
に
「
問
題
」
が
具
体
的
な
単
独
資
料
群
の
緩
や
か
な
総
計
に
過
ぎ
ず
、
芸
術
的
材
料
（M

aterial

）
自
体
に
他
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、

ま
さ
し
く
こ
の
材
料
と
同
じ
く
、
当
の
問
題
は
感
触
経
験
的
（em

pirisch

）
に
見
出
さ
れ
る
、
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
け
れ
ど
も
芸

術
作
品
の
直
観
的
外
観
に
即
し
て
発
見
で
き
る
の
は
、
い
つ
で
も
た
だ
単
純
な
形
態
論
的
事
実
成
分
だ
け
で
あ
っ
て
、
決
し
て
何
ら
か
の

「
問
題
的
な
る
も
の
」
で
な
い
。
例
え
ば
「
聖
ソ
フ
ィ
ア
大
聖
堂
」
を
純
然
た
る
有
中
心
式
建
造
物
や
純
然
た
る
バ
シ
リ
カ
と
比
較
す
れ

ば
、
大
聖
堂
の
形
態
論
的
外
観
は
確
か
に
「
相
互
浸
透
形
式
（D

urchdringungsform
   

折
衷
形
）」
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
か
ら
と

て
相
反
定
立
（A

ntithese

）
は
ま
だ
置
か
れ
ず
、
対
立
し
合
う
二
原
理
の
競
争
も
な
お
話
題
と
な
ら
な
い
。
諸
他
形
式
の
い
ず
れ
と
も
同

じ
く
「
相
互
浸
透
形
式
」
は
一
箇
の
紛
れ
も
な
い
形
態
論
的
事
実
成
分
で
あ
る
。
こ
の
形
式
に
は
独
得
の
「
対
立
（G

egensatz

）」
が
内

在
す
る
と
私
が
主
張
す
る
に
は
、
ま
ず
最
初
こ
の
対
立
を
私
は
探
さ
ね
ば
な
ら
な
い
─
─
こ
の
対
立
は
「
潜
在
的
（latent

）」
な
の
で
あ

る
。
有
中
心
的
原
理
を
含
ん
で
い
る
直
観
的
価
値
お
よ
び
縦
走
原
理
に
含
ま
れ
て
い
る
直
観
的
価
値
を
私
は
、
両
価
値
の
根
本
的
な
両
極
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性
（Polarität

）
の
な
か
で
思
浮
べ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
こ
う
し
て
必
然
的
に
私
は
単
独
事
例
の
具
体
性
を
越
え
出
る
こ
と
に
な

る
。
単
独
事
例
の
外
観
に
こ
う
し
た
両
極
（Pol［e

］）
そ
の
も
の

0

0

0

0

は
見
出
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
両
極
性
は
た
だ
思
念
さ
れ
る
だ
け
の
想
念

的
（ideell
）
な
両
極
性
で
あ
り
、
言
い
か
え
る
と
「
思
弁
的
反
省
」
の
対
象
で
あ
る
。
両
極
性
は
直
観
的
秩
序

0

0

0

0

0

（anschauliche O
rd-

nung

［en

］）
二
つ
の
対
立
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

一

　
リ
ー
グ
ル
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
相
互
に
入
替
る
単
独
問
題
の
多
く
を
わ
れ
わ
れ
は
見
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
ま
さ
し
く
、
あ
れ
こ
れ
の
直
観

的
秩
序
か
ら
根
本
的
な
相
反
定
立
を
引
出
そ
う
と
努
め
て
い
る
リ
ー
グ
ル
の
姿
は
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
が
思
う
の
は
、
わ
け
て
も

「
視
覚
的
（optisch

）」
価
値
と
「
触
覚
的
（haptisch

）」
価
値
な
る
リ
ー
グ
ル
の
対
置
で
あ
る
。
こ
こ
で
扱
わ
れ
る
の
が
直
観
的
秩
序

0

0

（O
rdnung

）
の
原
理
つ
ま
り
対
象
的

0

0

0

（gegenständlich

）
規
定
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
心
理
学
的
色
合
の
「
視
覚
的
」「
触
覚
的
」
な
る
語

を
見
て
疑
わ
し
い
と
思
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
リ
ー
グ
ル
が
両
語
の
出
所
と
し
た
心
理
学
的
由
来
は
ほ
と
ん
ど
支
持
で
き
な

い
に
せ
よ
、
両
概
念
が
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
保
持
し
続
け
て
き
た
事
実
は
す
で
に
考
察
に
値
す
る）6
（

。

（
6
）　
リ
ー
グ
ル
あ
れ
こ
れ
の
概
念
の
非
心
理
学
的
意
義
に
つ
い
て
は
上
掲
（
注
4
）
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
論
考
を
参
照
の
こ
と
。

　
心
理
学
的
に
見
る
と
、
リ
ー
グ
ル
が
「
触
覚
的
（haptisch

）」
と
名
付
け
る
品
質
群
の
意
識
が
帰
着
す
る
と
こ
ろ
は
、
決
し
て
特
殊
の

触
感
作
用

0

0

0

0

（T
astem

pfinden

）
で
な
く
、
運
動
性
要
素

0

0

0

0

0

（m
otorisches Elem

ent

）
で
あ
っ
て
、
こ
の
要
素
は
触
接
的
（taktil

）
感
官
知

覚
に
も
視
覚
的
（optisch

）
感
官
知
覚
に
も
同
じ
仕
方
で
結
ば
れ
得
る
。
ひ
と
つ
の
形
体
を
私
は
視
線
で
触
診
（abtasten

）
す
る
。
言

い
か
え
る
と
、
運
動
性
の
経
過
（m

otorischer V
organg

）
が
視
覚
的
感
受
と
結
ば
れ
る
。
ひ
と
つ
の
形
体
を
私
が
指0

で
触
診
す
る
と
き
、
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運
動
性
の
経
過
は
触
接
的
感
官
知
覚
と
同
様
に
一
体
化
す
る
。
さ
て
当
の
視
覚
的
体
験
作
用
か
ら
運
動
性
要
素
を
排
除
す
る
と
、
残
る
の

は
色
刺
戟
あ
る
い
は
光
刺
戟
（Farbreiz, Lichtreiz

）
だ
け
で
あ
る
。
触
接
的
体
験
作
用
な
ら
ば
右
の
場
合
に
残
る
の
は
た
だ
触
感
刺
戟

（T
astreiz

）
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
触
覚
的
─視
覚
的
」
の
相
反
定
立
で
リ
ー
グ
ル
が
特
徴
付
け
た
独
得
の
対
立
を
、
心
理
学
的

発
生
論
と
し
て
発
展
さ
せ
た
い
な
ど
と
望
め
ば
、
一
方
の
品
質
の
意
識
は
実
質
的
に
は
運
動
感
受
（B

ew
egungsem

pfindung

［en

］）
に

帰
着
し
、
他
方
の
品
質
の
意
識
は
「
純
粋
な
（rein

）」
と
は
運
動
性
要
素
か
ら
は
放
た
れ
た
感
官
知
覚
（Sinnesw

ahrnehm
ung

［en

］）

に
帰
着
す
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
区
別
を
立
て
て
も
、
形
態
論
的
事
実
成
分
の
解
釈
に
は
何
の

利
得
も
あ
る
ま
い
。
い
つ
だ
っ
て
個
々
の
直
観
的
品
質
に
こ
れ
の
心
理
学
的
「
場
所
（O

rt

）」
を
指
示
し
て
や
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
人
間
の
把
握
器
官
に
局
在
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
区
別
と
客
体

0

0

（O
bjekt

）
の
形
態
論
的
区
別
と
を
結
合
さ
せ

る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
外
観
の
二
系
列
間
に
並
行
性
を
保
持
す
る
で
は
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
系
列
の
一
方
が
他
方
の
背
後

0

0

（hinter

）

に
［
重
な
っ
て
］
あ
る
と
は
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
形
態
論
の
「
相
互
浸
透
形
式
」
に
呼
応
し
て
心
理
学
的
側
面
に
は
複
雑
な
性
格
の

事
象
経
過
（V

organg

）
が
生
じ
る
で
も
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
運
動
感
受
と
「
純
粋
」
感
官
知
覚
と
の
何
ら
か
の
結
合
の
こ
と
だ
が
、
こ

の
と
き
一
方
は
何
ら
か
の
度
合
で
主
と
な
り
、
他
方
は
何
ら
か
の
度
合
で
従
に
な
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
形
態
論
的
領
界
に
お
い

て
と
同
様
こ
こ
心
理
学
的
領
界
に
お
い
て
も
、
こ
の
混

ア
マ
ル
ガ
ム
化

和
が
何
ら
か
の
「
問
題
的
な
る
も
の
」
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
こ
う
し
て
決
定

的
な
事
柄
が
言
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
─
─
「
視
覚
的
な
る
も
の
」
と
「
触
覚
的
な
る
も
の
」
と
の
相
反
定
立
は
リ
ー
グ
ル
に
よ
っ
て
「
問0

題0

」
な
る
意
味
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
相
反
定
立
は
一
箇
の
「
対
立

0

0

（G
egensatz

）」、
一
箇
の
「
抗
争

0

0

（W
i-

derstreit

）」
を
内
蔵
、
し
た
が
っ
て
心
理
学
的
性
質
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

！   

運
動
感
受
と
純
粋
感
官
知
覚
と
の
相
反
定
立
を
語

る
、
な
ど
と
は
意
味
を
成
さ
な
い
。
意
味
を
成
さ
ぬ
こ
と
は
、
相
反
定
立
お
よ
び
抗
争
と
は
観
念
的
両
立
不
可
能
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（ideale U
nverein-

barkeit

）
を
表
す
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
明
か
で
あ
る
。
し
か
し
諸
々
の
心
理
学
的
な
事
象
過
程
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
実
在
的

0

0

0

な
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関
係
内
で
互
い
に
向
合
え
る
。
互
い
に
張
合
っ
て
妨
害

0

0

（behindern

）
ど
こ
ろ
か
排
除

0

0

（verdrängen

）
す
ら
行
え
る
が
、
し
か
し
互
い

に
抗
争

0

0

（w
iderstreiten

）
す
る

0

0

こ
と
だ
け
は
不
可
能
事
で
あ
る）7
（

。

（
7
）　
そ
れ
で
も
な
お
心
理
学
的
連
関
に
お
い
て
「
抗
争
（W

iderstreit   

矛
盾
）」
を
語
る
ば
あ
い
、
い
つ
で
も
す
で
に
、
観
念
的
対
象
と
言
え
る

も
の
へ
の
関
係
が
生
じ
て
い
る
。
例
え
ば
視
感
官
（G

esichtssinn

）
お
よ
び
触
感
官
（T

astsinn

）
に
よ
っ
て
一
物
体
を
私
が
知
覚
し
、
こ
の

物
体
の
形
態
に
つ
い
て
両
感
官
が
い
ず
れ
も
私
に
「
抗
争
・
矛
盾
す
る
」
表
象
を
伝
え
る
ば
あ
い
で
あ
る
。
こ
こ
に
立
現
れ
る
「
両
立
不
可
能

性
」
は
確
か
に
心
理
学
的
本
性
の
も
の
で
な
い
。
と
い
う
の
も
、
両
表
象
間
で
私
は
揺
れ
る
が
、
ま
さ
に
揺
れ
て
い
る
あ
い
だ

0

0

0

（indem

）、
私

は
、
心
理
学
的
意
識
の
内
部
で
は
両
表
象
の
出
合
い
が
ま
こ
と
に
旨
く
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
同
じ
こ
と
は
意
志
決
定
を
前
に
し
て
の
揺
れ

0

0

に
つ
い
て
も
当
嵌
る
。
あ
い
だ
で
決
定
を
選
ぶ
べ
き
行
動
と
か
要
請
の
あ
れ
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ

対
象
と
し
て
は
両
立
不
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
当
る
表
象
と
な
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
心
理
学
的
に
、
揺
れ

0

0

な
る
態
様
の
も
と
に
一
緒
の

も
の
と
し
て
纏
め
ら
れ
る
。

　
視
覚
的
な
る
も
の
と
触
覚
的
な
る
も
の
と
い
う
区
別
の
真
の
根
源
が
明
る
み
に
出
る
の
は
、
芸
術
的
な
る
も
の
の
領
域
を
初
め
て
思
考

に
見
せ
付
け
る
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
理
論
の
根
本
概
念
す
な
わ
ち
「
具
体
─直
観
的
な
る
も
の
（K

onkret-A
nschauliches

）」
の
概
念
を
反

省
す
る
と
き
で
あ
る
。「
具
体

0

0

─直
観
的
な
る
も
の
」
を
「
純
粋

0

0

─直
観
的
な
る
も
の
」
か
ら
区
別
す
る
も
の
は
感
覚
的
充
実
で
あ
る
。
だ

が
直
観
的
な
る
も
の
一
切

0

0

の
条
件
は
形
態
で
あ
り
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
お
よ
そ
芸
術
的
な
る
も
の
の
領
域
を
構
成
す
る
た
め
に
は
、

「
充
実
（Fülle

）」
と
「
形
式
（Form

）」
と
が
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）8
（

。
結
合
の
具
合
は
い
つ
ま
で
も
永
く
問
題
で
あ
り
続
け
る
が
、

個
々
の
芸
術
の
材
料
的
条
件
ご
と
に
変
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
問
題
を
種
別
的
に
は
造
形
芸
術
に
と
っ
て
特
徴
的
な
問
題
と
す
る
た
め

に
必
要
な
の
は
、
相
互
に
引
合
い
な
が
ら
同
時
に
張
合
い
つ
つ
、
造
形
芸
術
の
感
覚
─要
素
的
前
提
を
表
に
出
し
て
く
れ
る
二
つ
の
直
観

的
秩
序
で
あ
る
。
リ
ー
グ
ル
の
相
反
定
立
［
触
覚
的
─
視
覚
的
］
の
意
義
は
こ
こ
に
あ
る
と
私
に
は
思
え
る
。
心
理
学
的
誤
解
を
避
け
る
た

め
に
は
、
無
論
さ
ら
に
対
象
の
は
っ
き
り
す
る
公
式
化
を
求
め
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
定
評
あ
る
公
式
を
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相
手
に
、
し
か
も
こ
れ
の
意
味
が
正
し
く
守
ら
れ
て
い
る
と
き
に
、
戦
い
を
挑
む
の
は
誤
り
（
大
方
は
無
用
の
わ
ざ
）
で
あ
る
こ
と
を
全
く

度
外
視
し
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
に
も
扱
い
易
く
印
象
深
い
相
反
定
立
を
見
出
す
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
種
々
の
実
際
的
困
難
に
も
絶

え
ず
突
当
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
例
え
ば
「
触
覚
的
価
値
」
は
「
物
体
価
値
（K

örperw
ert

）」
に
替
え
、「
視
覚
的
価
値
」
は
「
光
価
値

（Lichtw
ert

）」
に
替
え
て
も
よ
か
ろ
う
が
、
し
か
し
物
体
的
な
る
も
の
と
は
触
覚
的
な
る
も
の
の
特
殊
例
で
し
か
な
く
、
決
し
て
完
全
な

純
粋
例
で
な
い
。
そ
れ
で
は
と
、
よ
り
包
括
的
で
適
切
な
「
形
体
価
値
（Form

enw
ert

）」
を
選
べ
ば
、
こ
れ
は
余
り
に
も
使
い
古
さ
れ

て
色
褐
せ
た
ど
こ
ろ
か
恐
ら
く
誤
解
を
招
く
術
語
で
あ
る
。
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
が
固
執
す
る
の
は
リ
ー
グ
ル
の
表
現
法
で
あ
る
。

（
8
）　
こ
こ
お
よ
び
以
下
の
事
柄
に
つ
い
て
は
、
先
ん
じ
て
部
分
的
に
私
の
詳
述
と
も
関
る
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
論
考
（
目
下
準
備
中
の
本
誌
今
巻
に
併

載
）
を
参
照
の
こ
と
─
─Erw

in Panofsky, Ü
ber das V

erhältnis der K
unstgeschichte zur K

unsttheorie. in: Zeitschrift für 
Ä

sthetik und allgem
eine K

unstw
issenschaft, B

d. X
V

III, 1925.

「
芸
術
史
と
芸
術
理
論
の
関
係
に
つ
い
て
」
─
上
掲
（
注
4
）
パ
ノ

フ
ス
キ
ー
『
芸
術
学
の
根
本
問
題
』
所
収
。

　
触
覚
的

0

0

0

秩
序
に
属
す
る
価
値
と
視
覚
的

0

0

0

領
域
に
展
関
す
る
価
値
と
は
、
互
い
に
根
本
的
に
競
い
合
う
し
、
一
方
の
無
制
約
的
支
配
は
他

方
の
廃
棄
を
含
む
。
視
価
値
が
主
と
な
る
と
こ
ろ
で
触
価
値
は
消
え
る
し
、
他
方
、
触
価
値
こ
そ
が
絶
対
と
認
め
さ
せ
た
い
と
こ
ろ
で
は
、

視
価
値
は
抑
圧
さ
れ
な
い
で
は
い
な
い
。
ま
さ
し
く
、
視
価
値
の
性
向
に
は
触
価
値
を
分
解
す
る
こ
と
が
横
た
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

無
論
こ
の
よ
う
な
極
端
は
頭
で
考
え
る
だ
け
の
例
に
過
ぎ
な
い
。
芸
術
外
観
に
お
い
て
絶
対
的

0

0

0

触
価
値
や
絶
対
的

0

0

0

視
価
値
に
出
合
う
こ
と

は
な
い
。
構
成
的
意
義
を
得
る
た
め
に
両
秩
序
の
双
方
に
頼
っ
た
次
第
で
、
双
方
の
結
合

0

0

こ
そ
が
初
め
て
具
体
─直
感
的
な
形
態
を
作
る

か
ら
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
触
覚
的
境
界
つ
ま
り
形
体
的
境
界
に
欠
け
る
純
視
覚
的
な
る
も
の
は
た
だ
の
光
と
同
じ
く
形
な
し
（am

orph

）

で
あ
り
、
何
か
具
体
的

0

0

0

な
る
も
の
で
は
あ
る
が
直
観
的

0

0

0

な
る
も
の
で
な
い
。
純
触
覚
的
な
る
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
視
覚
的
規
定
に
欠
け
る
形

体
的
な
る
も
の
は
完
全
に
抽
象
的
で
あ
り
、
幾
何
学
的
図
形
で
あ
っ
て
、
何
か
直
観
的

0

0

0

な
る
も
の
で
は
あ
る
が
具
体
的

0

0

0

な
る
も
の
で
は
な
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い
。
双
方
の
各
々
に
よ
う
や
く
直
観
的
秩
序
の
刻
印
を
与
え
る
の
は
双
方
相
互
間
の
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
こ
の
関
係
は
緊
張

0

0

（Spannung

）
の
表
れ
で
も
あ
る
。
こ
の
緊
張
を
確
定
す
る
こ
と
、
こ
の
緊
張
を
あ
ら
ゆ
る
形
体
の
想
念
的
（ideell

）
前
提
と
し
て
眼
中

に
納
め
る
こ
と
が
思
考
の
課
題
で
あ
る
。
だ
が
形
成
（G

estaltung

）
自
体
は
両
極
間
の
折
合
の
な
か
で
露
わ
と
な
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
形

態
論
的
性
格
の
「
意
味
（Sinn

）」
は
、
こ
れ
ら
性
格
が
各
自
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
、
視
覚
的
秩
序
と
触
覚
的
秩
序
と
の
あ
い
だ
で
の
調

停
を
見
せ
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
と
し
て
よ
い
。

　
さ
て
、
形
態
論
的
な
個
物
記
述
に
お
い
て
例
え
ば
「
解
決
を
得
た
輪
郭
（aufgelöster K

ontur

）」
と
は
特
別
の
意
味
を
も
つ
輪
郭
の

こ
と
で
あ
る
。
レ
オ
ナ
ル
ド
の
「
ス
フ
マ
ー
ト
（sfum
ato

輪
郭
を
ぼ
か
し
て
描
く
空
気
遠
近
法
）」
は
「
調
停
（A

usgleich

）」
の
特
定
の
形

式
と
解
釈
さ
れ
る
。
ま
た
技
術
的
規
定
も
こ
こ
に
引
寄
せ
ら
れ
て
、
例
え
ば
大
理
石
彫
刻
の
「
中な

か

刳ぐ
り

孔あ
な

（B
ohrloch

）」
に
は
「
斑
点
の

方
が
好
い
と
す
る
線
の
価
値
貶
下
」
の
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
エ
ジ
プ
ト
芸
術
の
ご
と
く
、
ま
さ
し
く
一
義
的
に
触
覚
的
価
値
を
目
指
す
芸

術
で
す
ら
完
全
に
は
視
覚
的
価
値
な
し
で
い
ら
れ
ず
、
触
覚
的
価
値
を
具
体
─直
観
的
に
認
知
し
て
孤
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
当
の
芸
術

も
、
影
自
体
や
色
自
体
の
固
有
価
値
は
認
め
て
い
な
い
に
せ
よ
、
隈く

ま

成
す
影
や
色
を
必
要
と
す
る
。
ギ
リ
シ
ア
芸
術
は
両
秩
序
間
の
真
中

で
調
停
を
も
た
ら
す
が
、
リ
ー
グ
ル
の
「
視
覚
的
─触
覚
的
」
な
い
し
（
心
理
学
的
な
言
い
方
で
）「
通
常
視
的
（norm

alsichtig

）」
と
呼
ぶ

解
決
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
リ
ー
グ
ル
が
対
置
し
た
の
は
、
触
覚
的
価
値
だ
け
を
好
し
と
す
る
エ
ジ
プ
ト
人
の
「
近
接
視
的
（nahsich-

tig

）」
見
方
と
、
視
覚
的
価
値
が
主
と
な
る
後
期
ロ
ー
マ
人
の
「
遠
隔
視
的
（fernsichtig

）」
見
方
と
で
あ
る
。
近
代
の
芸
術
史
で
も
調

停
が
個
々
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
は
視
覚
的
手
段
一
例
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
用
が
は
っ
き
り
と
教
え
て
く
れ
よ
う
─
─
影
（Schatten

）

の
活
用
で
あ
る
。「
物
体
影
（K

örperschatten

）」
は
立
体
的

0

0

0

（kubisch
）
機
能
（
単
独
形
体
の
輪
郭
明
示
）
を
充
た
す
だ
け
だ
が
、「
空
間

影
（R

aum
schatten

）」
に
は
自
由
空
間

0

0

0

0

［
何
も
な
い
空
間
］
を
感
覚
化
（
図
解
）
す
る
働
き
が
与
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
も
両
影
の
中
間
に
は

「
濃
影
（Schlagschatten

）
が
立
つ）9
（

。
あ
る
芸
術
が
「
物
体
影
」
だ
け
し
か
用
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
物
体
影
を
「
濃
影
」
と
結
付
け
る
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か
、
あ
る
い
は
物
体
影
を
も
濃
影
を
も
「
空
間
影
」
の
下
位
に
置
く
か
に
応
じ
て
、
触
価
値
の
下
位
に
視
価
値
を
置
く
こ
と
か
ら
視
価
値

に
よ
っ
て
触
価
値
を
蔽
い
隠
す
こ
と
ま
で
、
あ
れ
こ
れ
の
段
階
が
生
じ
る
。
色
に
つ
い
て
も
相
似
た
こ
と
が
言
え
る
。
色
は
、
あ
る
と
き

は
「
多
色
的
（polychrom

）」
に
用
い
ら
れ
て
、
諸
他
価
値
相
手
に
触
覚
的
一
価
値
が
「
目
立
つ
（absetzen

）」
こ
と
に
貢
献
す
る
し
、

あ
る
と
き
は
諸
形
体
を
め
ぐ
り
「
色
彩
尊
重
的
（koloristisch

）」
に
遊
び
戯
れ
て
、
好
む
が
ま
ま
に
形
体
を
解
消
す
る）（（
（

。

（
9
）　
上
注
（
3
）A

lois R
iegl, D

as holländische G
ruppenporträt. 1902, S. 205.

［21931, S. 186.

］
邦
訳
書
二
四
六
頁
。

（
10
）　
こ
の
視
覚
的
価
値
と
触
覚
的
価
値
と
の
折
合
に
は
、
音
楽
に
み
ご
と
な
対
を
成
す
同
類
が
あ
る
。
音
の
感
覚
的
音
響
価
値

0

0

0

0

0

0

0

（sinnlicher 
K

langw
ert

）
と
旋
律
的
形
式
価
値

0

0

0

0

0

0

0

（m
elodisch-form

aler W
ert

）
と
は
区
別
で
き
る
。
こ
れ
ら
両
秩
序
間
に
生
じ
る
競
合
は
、
あ
る
と
き

は
一
方
が
好
し
、
あ
る
と
き
は
他
方
が
好
し
と
決
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
旋
律
の
一
つ
の
流
れ
を
他
の
流
れ
と
差
別
す
る
た
め
に
、
つ
ま
り
音
響
刺

戟
を
変
え
て
前
者
を
旋
律
の
流
れ
と
し
て

0

0

0

際
立
た
せ
る
た
め
に
、
楽
器
利
用
（Instrum

entation

）
が
手
段
と
な
り
得
る
。
だ
が
こ
の
奉
仕
的

役
割
を
取
上
げ
ら
れ
て
音
楽
刺
戟
が
み
ず
か
ら
固
有
価
値
と
な
る
と
こ
ろ
で
は
逆
の
場
合
が
生
じ
、
旋
律
的
形
式
要
素
に
絡
ん
だ
音
響
価
値
が
、

つ
い
に
旋
律
自
体
を
い
ま
で
は
も
は
や
刺
戟
に
過
ぎ
な
い
ま
で
に
す
る
。
下
記
の
論
考
を
参
照
の
こ
と
─
─Franz Schreker

（1878

─1934

）, 

［G
ianfrancesco

］ M
alipiero und andere m

oderne K
om

ponisten.

二

　
触
覚
的
な
る
も
の
と
視
覚
的
な
る
も
の
と
の
両
極
性
が
形
成
の
感
覚
要
素
的
前
提
に
関
係
付
け
ら
れ
た
か
ら
に
は
、
こ
の
感
覚
的
要
素

の
各
々
に
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
な
「
場
所
（O

rt

）」
を
割
振
る
こ
と
が
で
き
る
─
─
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
が
お
の
れ
の
価
値
を
ま
さ
し
く
本
然

と
繰
拡
げ
る
次
元
（D

im
ension

）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
第
二
の
、
こ
れ
か
ら
は
空
間
的

0

0

0

（räum
lich

）
な
相
反
定
立
を
も
つ
次
第

だ
が
、
こ
れ
が
「
平
面
（Fläche

面
・
表
面
）」
と
「
奥
行
（T

iefe

深
奥
・
深
さ
）」
と
の
対
置
で
あ
り
、
直
観
的
秩
序
間
の
対
立
を
扱
う
の
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で
あ
る
か
ら
、
よ
り
良
く
言
え
ば
「
平
面
価
値

0

0

（Flächen w
 e r t

［en

］）
と
「
奥
行
価
値

0

0

（T
iefen w

 e r t

［en

］）」
と
の
両
極
性
で
あ
る
。

双
方
が
相
互
に
関
係
付
け
ら
れ
る
仕
方
は
「
柄
（M

uster

）」
と
「
地
（G

rund

）」
の
関
り
と
思
描
い
て
よ
か
ろ
う
。
図
柄
と
素
地
と
は

対
立
し
合
う
秩
序
で
あ
る
。
だ
が
柄
な
し

0

0

の
地
は
地
本
来
の
意
味
を
失
う
し
、
ま
さ
し
く
同
様
、
柄
は
柄
で
相
手
役
の
地
を
必
要
と
す
る
。

こ
う
し
て
奥
行
価
値
も
［
平
］
面
と
の
関
り
如
何
と
し
て
表
立
つ
し
か
な
く
、「
前
後
重
畳
（H

intereinander

）」
の
秩
序
は
あ
く
ま
で

「
左
右
隣
立
（N

ebeneinander

）」
の
秩
序
を
頼
り
に
す
る
。［
平
］
面
と
し
て
判
ら
ぬ
奥
行
方
向
横
臥
態
な
ど
と
は
、
全
き
「
掩
蔽

（D
eckung

遮
蔽
）」
同
然
と
な
ろ
う
し
、
横
臥
の
具
体
的
直
観
は
召
上
げ
の
ま
ま
と
な
ろ
う
。
逆
に
、
地
か
ら
「
離
れ
る
（absetzen

）」

だ
け
で
形
像
は
お
の
れ
の
［
平
］
面
性
を
保
証
で
き
る
し
、
こ
う
し
て
ま
た
も
必
然
的
に
地
と
関
連
す
る
。
し
た
が
っ
て
視
覚
的
価
値
お

よ
び
触
覚
的
価
値
に
お
い
て
と
同
様
、
こ
こ
で
も
両
極
性
は
緊
張
を
孕
み
、
同
時
に
相
互
関
係
を
も
内
含
す
る
。
そ
し
て
さ
き
と
同
様
こ

こ
で
も
、
単
独
形
態
は
両
極
間
の
「
調
停
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。

　
さ
ま
ざ
ま
考
え
ら
れ
る
「
調
停
」
の
姿
を
ま
ざ
ま
ざ
と
思
描
く
に
は
、
エ
ジ
プ
ト
芸
術
の
極
端
に
一
方
的
な
解
決
か
ら
始
め
る
の
が
よ

か
ろ
う
。
こ
こ
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
平
面
を
好
し
と
す
る
過
激
な
決
断
は
、
制
約
と
し
て
働
い
て
、
過
激
な
「
地
」
の
価
値
貶
下
を
生
む
。

こ
れ
自
体
と
し
て
は
確
か
に
存
在
す
る
も
の
の
、「
地
」
は
い
わ
ば
平
面
価
値
の
「
否
定
（N

egativ

）」
で
し
か
な
く
、
独
自
の
意
義
あ

る
因
子
と
し
て
一
緒
に
作
用
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
さ
し
く
、
視
覚
的
契
機
（
色
や
隈
成
す
影
）
が
エ
ジ
プ
ト
芸
術
形
成
に
参
入
し
て
も

目
的
は
た
だ
触
覚
的
一
体
性
を
認
知
さ
せ
画
定
す
る
こ
と
だ
け
、
と
い
う
の
と
同
様
の
事
柄
で
あ
る
。
あ
れ
こ
れ
の
形
像
は
地
か
ら
区
別

さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
柄
」
と
「
地
」
の
折
合
を
語
っ
て
も
よ
ろ
し
い
。
だ
が
散
開
し
て
も
形
像
群
は
地
と
の
積
極
的
関
係

0

0

0

0

0

（positive 

B
eziehung

）
に
入
り
込
む
こ
と
な
く
、
し
た
が
っ
て
地
は
固
有
価
値
を
こ
と
ご
と
く
奪
わ
れ
て
い
る
。
相
似
た
こ
と
は
エ
ジ
プ
ト
自
由

彫
刻
の
「
正
面
性
（Frontalität

）」
に
つ
い
て
も
言
え
る
し
、
さ
ら
に
エ
ジ
プ
ト
建
築
、
こ
と
に
神
殿
の
施
設
に
つ
い
て
言
え
る
。
神

殿
で
は
、
外
は
閉
じ
ら
れ
た
巨
き
な
壁
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
途
方
も
な
い
拡
が
り
で
全
体
と
し
て
は
見
渡
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
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連
続
的
に
つ
ぎ
つ
ぎ
と
［
平
］
面
上
で
展
開
す
る
だ
け
で
あ
る
。
内
は
巨
大
円
柱
群
の
集
積
で
あ
っ
て
、
密
集
す
る
円
柱
の
列
が
奥
行
空

間
を
直
観
さ
せ
る
働
き
を
締
出
す
。
個
々
の
円
柱
は
「
素
材
的
個
体
（stoffliches Individuum

）」
と
し
て
確
か
に
地
か
ら
解
放
さ
れ
、

こ
の
解
放
で
大
体
よ
う
や
く
円
柱
に
成
れ
る

0

0

0

（z u r Säule

）。
だ
が
円
柱
同
士
の
あ
い
だ
の

0

0

0

0

0

空
間
が
一
緒
に
作
用
す
る
こ
と
な
く
、
芸
術

的
価
値
と
言
え
る
の
は
た
だ
円
柱
集
塊

0

0

（Säulen m
 a s s e

）
だ
け
で
あ
る
。

　
ギ
リ
シ
ア
古
典
期
芸
術
に
お
い
て
地
の
解
放
が
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
奥
行
価
値
が
平
面
価
値
に
混
じ
り
始
め
、
真
中
の
調
停
と
い
う
意

味
で
両
価
値
間
の
抗
争
が
仲
裁
さ
れ
る
。
視
覚
的
価
値
と
触
覚
的
価
値
と
の
あ
い
だ
で
当
芸
術
に
生
じ
た
調
停
と
類
比
的
な
成
行
で
あ
る
。

浮
彫
群
や
破
風
群
像
を
扱
う
構
成
［
構
図
］
が
さ
ま
ざ
ま
な
奥
行
諸
層
と
ひ
と
つ
の
［
平
］
面
内
結
束
と
を
一
体
に
纏
め
る
。
並
び
合
う

形
像
群
の
位
置
で
、
水
平
面
で
の
諸
像
関
係
（
相
称
的
対
応
）
と
奥
行
方
向
で
の
諸
像
関
係
（
重
畳
）
と
が
同
時
に
成
る
の
で
あ
る
。
ヘ
レ

ニ
ズ
ム
の
浮
彫
で
は
地
こ
そ
が
全
き
支
配
的
秩
序
と
な
る
。
建
築
は
「
周ペ

リ
プ
テ
ロ
ス柱

式
に
配
置
（Peripteralstellung

）」
す
る
。
こ
う
し
て
円

柱
そ
れ
ぞ
れ
は
不
動
の
境
界
で
［
平
］
面
的
に
縛
ら
れ
て
い
て
も
、
円
柱
同
士
の
合
間
［
間
隔
］
が
奥
行
価
値
の
意
義
を
獲
得
す
る
。
そ

し
て
個
々
の
円
柱
自
体
が
［
平
］
面
と
奥
行
と
の
「
真
中
の
調
停
（m

ittlerer A
usgleich

）」
に
な
る
と
、
ま
さ
し
く
、
円
柱
は
「
身
体

的
（körperlich

）」
形
像
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
現
れ
る
身
体
的
な
る
も
の
、
立
体
的
な
る
も
の
は
、
し
ば
し
ば
思
わ
れ
て
き
た
類
の
要
素
的
範
畴
（elem

entale K
ategorie

）

で
な
く
、
根
本
的
相
反
定
立
を
和
解
さ
せ
る
調
停
の
ひ
と
つ
の

0

0

0

0

特
殊
形
式
で
あ
る
。
そ
し
て
身
体
的
な
る
も
の
の
完
成
を
古
典
古
代
の
本

質
的
徴
表
の
ひ
と
つ
と
算
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
徴
表
の
「
意
味
」
を
概
念
的
に
把
握
で
き
る
の
は
、
こ
の
徴
表
を
直
観
的
秩
序
の
両

極
性
と
関
係
付
け
る
と
き
で
し
か
な
い
。

　
み
ご
と
に
呼
応
す
る
事
情
が
近
代
芸
術
あ
れ
こ
れ
の
「
解
決
」
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
構
成
［
構
図
］
に
見
ら
れ
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
構

築
は
平
面
価
値
と
奥
行
価
値
と
の
調
停
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
心
遠
近
法
的
構
築
も
ま
さ
し
く
同
様
で
あ
っ
て
、
こ
れ
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は
直
交
的
奥
行
開
展
と
正
面
性
と
を
統
一
す
る
。
ま
た
風
景
画
に
お
い
て
「
書
割
（K

ulisse

）」
の
手
段
で
和
合
す
る
の
も
、
ま
さ
に

［
平
］
面
と
奥
行
と
の
対
立
だ
が
、
こ
の
解
決
形
式
に
は
、
す
で
に
奥
行
価
値
の
優
位
が
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
こ

こ
で
平
面
価
値
に
画
面
全
体
に
お
け
る
十
全
の
積
極
的
役
割
を
願
っ
て
も
、
前
進
的
に
奥
行
価
値
が
昂
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
平

面
価
値
は
ま
す
ま
す
抑
圧
さ
れ
る
し
か
な
い
。
最
後
に
行
着
く
と
こ
ろ
は
エ
ジ
プ
ト
様
式
の
正
反
対
で
あ
っ
て
、「
地
」
を
好
し
と
す
る

過
激
な
決
断
で
あ
り
、
水
平
面
つ
ま
り
「
柄
」
の
完
全
な
る
価
値
貶
下
で
あ
る
（
例
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
海
景
画
）。
だ
が
エ
ジ
プ
ト
芸
術
に

お
い
て
、
平
面
価
値
の
た
だ
の
「
否
定
（N

egativ

）」
で
し
か
な
く
と
も
価
値
の
落
ち
た
「
地
」
は
依
然
や
は
り
残
り
続
け
た
よ
う
に
、

反
対
例
と
な
る
が
こ
こ
近
代
で
も
、「
柄
」［
平
面
価
値
］
の
秩
序
は
最
後
の
残
滓
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
─
─
枠
（R

ahm
en

）
す
な
わ
ち

「
断
面
（A

usschnitt

一
齣
）」
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
で
あ
る）（（
（

。

（
11
）　
造
形
芸
術
に
と
っ
て
空
間
は
何
か
と
は
、
音
楽
に
と
っ
て
時
間
は
何
か
、
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
造
形
芸
術
に
お
け
る
左
右
隣
立

0

0

（nebenein-
ander

）
の
秩
序
と
前
後
重
畳

0

0

（hintereinander

）
の
秩
序
と
の
関
係
に
当
る
の
は
、
音
楽
に
お
け
る
継
続

0

0

（sukzessiv

）
の
秩
序
と
同
時

0

0

（sim
ultan

）
の
秩
序
と
の
関
係
で
あ
る
。（
一ひ
と

重え

一
重
と
「
読
取
る
べ
き
」）
水
平
面
関
係

0

0

0

0

0

（Ebenenrelation

）
に
当
る
の
は
時
間
的
連
鎖

0

0

0

0

0

（zeitliche A
ufeinanderfolge

）
で
あ
り
、
こ
の
連
鎖
内
に
諸
音
の
旋
律
的
関
係

0

0

0

0

0

（m
elodische B

eziehung

）
が
呈
示
さ
れ
る
。（
一
瞥
で

見
取
る
べ
き
）
奥
行
開
展

0

0

0

0

（T
iefenentfaltung

）
に
当
る
の
は
時
間
的
併
発

0

0

（K
oinzidenz

）
で
あ
り
、
こ
の
併
発
が
調
和
的
交
響

0

0

0

0

0

（har-
m

onischer Zusam
m

enklang

協
和
音
）
と
し
て
鳴
る
。

三

　
触
覚
的
な
る
も
の
に
は
視
覚
的
な
る
も
の
の
ご
と
く
、
相
対
立
す
る
要
素
の
各
々
に
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
的
「
場
所

0

0

（O
rt

）」
を
割
振
り
、

こ
う
し
て
「
空
間
価
値
（R

aum
w

ert

［e

］）」
の
両
極
性
を
得
た
か
ら
に
は
、
新
た
に
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
─
─
触
覚
的
価
値
に
は
、
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ま
た
視
覚
的
価
値
に
は
、
い
か
な
る
形
式
の
「
連
結

0

0

（Zusam
m

enschluß

合
体
・
提
携
）」
が
呼
応
す
る
の
か
。
答
の
依
存
す
る
と
こ
ろ

は
「
区
分
価
値

0

0

0

0

（G
liederungsw

ert

［e

］）」
の
両
極
性
で
あ
り
、
こ
の
価
値
は
崩
れ
て
有
区
別

0

0

0

（distinkt

画
然
・
明
確
）
価
値
と
無
定
形

0

0

0

（am
orph

形
な
き
）
価
値
、
す
な
わ
ち
単
独

0

0

価
値
（E i n z e l w

ert

［e

］）
お
よ
び
統
一

0

0

［
和
合
・
一
体
］
価
値
（E i n h e i t s w

ert

［e

］）

と
な
る
。

　（
視
覚
的
要
素
は
す
べ
て
排
除
し
て
）
触
覚
的

0

0

0

要
素
の
独
立
的
開
展
を
思
浮
べ
る
と
、
得
ら
れ
る
の
は
形
式
的
な
境
界
設
定
だ
け
で
あ
っ
て
、

こ
こ
に
は
当
の
設
定
が
関
る
は
ず
の
実
体
す
ら
現
存
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
境
界
設
定
の
作
業
に
は
妨
げ
も
な
く
、「
無
限
の

区
別
（distinctio ad infinitum
）」
つ
ま
り
涯
し
な
く
進
行
す
る
分
割

0

0

（Zerteilung

）
が
生
じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
他
方
、
視
覚
的

0

0

0

要
素

だ
け
が
並
ぶ
連
結
は
融
解

0

0

（V
erschm

elzung

）
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
も
触
覚
的
契
機
の
徹
底
的
排
除
で
不
動
の
境
界
群

は
溶
け
て
流
れ
去
る
外
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
と
し
て
こ
こ
に
残
る
の
は
形
の
な
い
実
体
だ
け
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
「
融
解
」
と

「
分
割
」
と
が
開
展
で
見
ら
れ
る
相
反
の
両
方
向
で
あ
る
。
互
い
に
切
離
さ
れ
て
両
方
向
の
行
着
く
と
こ
ろ
は
た
だ
の
否
定
作
用
（N

ega-

tion

）
で
あ
っ
て
、
生
じ
る
の
は
、
一
方
で
は
「
形
の
な
い
何
か
（am

orphes Etw
as

）」、
他
方
で
は
「
区
別
の
あ
る
無
（distinktes 

N
ichts

）」
と
な
る
。
し
か
し
先
述
の
場
合
に
お
い
て
と
同
様
こ
こ
で
も
、
両
極
の
相
関
関
係

0

0

0

0

（W
echselbeziehung

）
内
に
両
極
性
は
お

の
れ
の
積
極
的

0

0

0

意
味
を
見
せ
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
区
別

0

0

0

の
単
独
価
値

0

0

0

0

群
が
そ
れ
ぞ
れ
折
合
う
な
か
で
こ
そ
、
は
じ
め
て
融
解

0

0

は
統0

一
化
作
用

0

0

0

0

（V
ereinheitlichung

）
と
し
て
明
か
に
な
り
、
無
定
形

0

0

0

の
統
一
価
値

0

0

0

0

群
が
そ
れ
ぞ
れ
の
統
一
を
貫
徹
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て

分
割

0

0

は
区
別
作
用

0

0

0

0

（D
istinktion

）
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
も
個
々
の
形
態
論
的
外
観
が
両
秩
序
間
の
「
調
停
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。

　
エ
ジ
プ
ト
芸
術
で
は
「
分
割
」
が
「
融
解
」
に
勝
利
す
る
。
有
区
別
の
単
独
価
値
群
が
現
れ
て
均
等
整
列
の
法
則
に
支
配
さ
れ
る
。
浮

彫
の
形
像
群
は
相
互
に
孤
立
し
つ
つ
単
独
成
員
の
緩
い
連
な
り
と
し
て
作
用
す
る
。
だ
が
、
お
よ
そ
形
像
が
そ
れ
ぞ
れ
「
単
独
価
値
」
を
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も
つ
、
と
い
う
こ
と
は
、
無
定
形
の
統
一
態
に
刃
向
う
区
別
作
用
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
無
定
形
の
契
機
も

ま
た
当
の
外
観
内
に
現
存
す
る
─
─
「
地
」
と
し
て
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
契
機
は
区
分
に
は
干
渉
し
な
い
。
無
定
形
の
契
機
に
は
統
一

創
造
の
契
機
と
し
て
の
価
値
が
奪
わ
れ
て
い
る
。
建
築

0

0

の
区
分
に
お
い
て
も
統
一
価
値
は
完
全
に
無
視
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
立
証
す

る
の
は
、
わ
け
て
も
建
物
の
隅
部
分
に
い
か
な
る
解
決
も
な
い
と
い
う
欠
如
の
有
様
で
あ
る
。
単
独
価
値
は
た
だ
自
身
を
し
か
語
ら
な
い

の
で
あ
る
。

　
リ
ー
グ
ル
は
「
二
つ
の
形
姿
同
士
を
他
よ
り
親
密
で
目
立
つ
関
係
に
も
た
ら
す
試
み
は
、
す
べ
て
必
ず
、
整
列
の
原
理
を
破
る
に
至

る
」
と
強
調
す
る
（
さ
き
に
挙
げ
た
エ
ジ
プ
ト
浮
彫
考
の
文
章
［
上
掲
六
八
頁   

原
書S.99

］）。
そ
し
て
実
際
、
群
内
で
の
整
理
は
い
ず
れ
も
無

定
形
な
る
も
の
の
中
立
性
を
危
う
く
し
て
い
る
。
群
［
集
団
］
の
連
関
と
は
統
一
化
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
連
関
が
生
じ
れ
ば
徹
底

的
個
別
化
は
終
り
と
な
る
。
ま
た
群
の
内
部
に
お
け
る

0

0

0

0

0

0

関
係
は
群
の
境
界
外
へ
の
関
係
よ
り
も
親
密
で
あ
る
か
ら
、
群
を
成
す
形
像
間
の

中
間
体
（M

edium

）
に
は
結
束
（bindend
）─分
離
（trennend

）
の
機
能
が
割
振
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
無
定
形
の
区
分
価
値
（G

lie-

derungsw
ert

［e

］）
が
芸
術
外
観
内
に
登
場
す
る
。

　
そ
の
よ
う
な
群
の
「
統
一
化
（V

ereinheitlichung
）」
は
避
け
る
こ
と
を
エ
ジ
プ
ト
芸
術
は
知
っ
て
い
た
─
─
互
い
に
向
合
う
姿
を

「
並
行
状
（parallel

）」
に
別
け
る
の
で
形
態
間
に
は
結
束
力
の
全
然
な
い
有
様
が
生
じ
た
策
に
よ
っ
て
の
こ
と
、
ま
た
、
共
属
す
る
諸
々

の
形
像
は
最
初
か
ら
、
結
束
力
あ
る
中
間
体
［
媒
体
］
な
ど
全
く
必
要
な
い
具
合
に
、
一
纏
ま
り
の
「
量
塊
連
続
的
形
像
（m

assenkon-

tinuierliches G
ebilde

）」
と
し
て
掴
ん
だ
策
に
よ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ギ
リ
シ
ア
芸
術
は
「
地
」
の
解
放
と
と
も
に
統
一
価
値

を
も
解
放
す
る
。
有
区
別
の
諸
要
素
を
そ
れ
ぞ
れ
の
単
独
態
か
ら
解
放
し
、
こ
う
し
た
要
素
を
（
区
分
に
合
間
［
間
隔
］
を
引
入
れ
て
）
無

定
形
価
値
と
融
解
さ
せ
る
こ
と
で
ギ
リ
シ
ア
芸
術
は
、「
統
一
態
（Einheit
統
一
体
）」
と
「
単
独
態
（Einzelheit

単
独
体
）」
と
の
あ
い

だ
で
真
中
の
「
調
停
」
を
創
り
出
す
。
単
独
体
は
統
一
体
の0

「
部
分
」（»T

eil［e
］« d e r Einheit

）
と
な
る
。
た
だ
し
統
一
体
の
存
立
す
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る
と
こ
ろ
は
単
独
体
あ
れ
こ
れ
の
結
び
合
う
関
係
内
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
空
間

0

0

価
値
の
相
反
定
立
が
ギ
リ
シ
ア
芸
術
に
よ
っ
て
「
彫0

塑
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

（Plastisches

）」
の
意
味
と
し
て
解
決
さ
れ
た
よ
う
に
、
区
分

0

0

価
値
の
相
反
定
立
が
古
典
的
調
停
を
見
出
せ
る
と
こ
ろ
は

「
構
築
的

0

0

0

（tektonisch

）」
形
成
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
構
築
的
な
る
も
の
（T

ektonisches

）」
と
は
彫
塑
的
─身
体
的
な
る
も
の
と
同
様

に
要
素
的
概
念
で
な
い
。
意
味
を
押
え
て
（
つ
ま
り
芸
術
的
成
就
と
し
て
）
構
築
的
な
る
も
の
が
よ
う
や
く
理
解
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
を
有

区
別
の
単
独
価
値
と
無
定
形
の
統
一
価
値
と
の
折
合
か
ら
生
じ
さ
せ
る
と
き
で
あ
る
。

　
併
せ
て
述
べ
た
こ
と
に
な
る
が
、
構
築
的
な
る
も
の
と
い
う
概
念
を
否
定
す
る
だ
け
で
、
こ
の
否
定
作
用
自
体
が
一
義
的
規
定
と
し
て

通
用
す
る
と
の
要
求
は
高
め
て
な
ら
な
い
。「
非
構
築
的
な
る
も
の
（A

tektonisches

）」
な
る
概
念
の
も
と
に
は
、
こ
れ
を
文
字
通
り
に

受
取
る
な
ら
ば）（（
（

、
区
分
価
値
間
の
抗
争
を
「
真
中
（m

ittler

）」
の
調
停
と
い
う
意
味
で
は
仲
裁
し
な
い
芸
術
外
観
の
お
よ
そ
全
部
が
入

っ
て
仕
舞
う
。
エ
ジ
プ
ト
芸
術
に
し
て
も
、
ま
た
例
え
ば
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
芸
術
に
し
て
も
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
構
築
的
な
る
も
の

と
い
う
概
念
を
不
動
の
基
準
点
と
し
て
決
め
た
く
、
厳
密
な
概
念
と
し
て
扱
っ
て
、
対
極
の
概
念
を
拵
え
た
い
と
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、

狙
う
方
向
次
第
で
、
さ
ま
ざ
ま
多
数
の
対
極
を
も
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
対
極
の
す
べ
て
は
構
築
的
な
る
も
の
の
否
定
態
で
あ
ろ

う
が
、
だ
か
ら
と
て
ま
だ
、
い
か
な
る
仕
方
で
も
規
定
さ
れ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う）（（
（

。
真
に
確
実
な
基
準
点
は
層
を
一
段
深
め
て
求
め
る

こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
秩
序
間
の
根
柢
的
な
相
反
定
立
の
な
か
に
で
あ
る
─
─
オ
ラ
ン
ダ
芸
術
が
無
定
形
の
統
一
価
値
を
好
し
と
し
て

有
区
別
の
単
独
価
値
は
解
消
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
か
ら
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
芸
術
を
、
古
典
古
代
の
解
決
か
ら
も
エ
ジ
プ
ト
芸
術
の
意
味

す
る
形
成
か
ら
も
鋭
く
積
極
的
［
肯
定
的
］
に
区
別
す
る
の
で
あ
る）（（
（

。

（
12
）　
以
下
の
注
意
は
あ
く
ま
で
術
語
の
明
快
化
を
目
的
と
し
て
い
る
。
方
法
論
の
見
地
か
ら
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
「
非
構
築
的
（atektonisch

）」
な

る
語
の
作
成
を
疑
問
と
す
る
が
、
さ
り
と
て
当
語
の
特
殊
な
種
類
の
用
い
方

0

0

0

（A
nw

endung

）
に
つ
い
て
芸
術
史
的
判
断
を
下
す
つ
も
り
は
な

い
。
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
手
順
の
批
判
に
つ
い
て
諸
他
の
点
で
は
本
考
末
段Exkurs D

 III, S.481

［
本
誌
で
は
割
愛
］
を
参
照
の
こ
と
。
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（
13
）　
例
え
ば
フ
ォ
ン
・
ザ
ー
リ
ス
は
著
書
『
ギ
リ
シ
ア
人
の
芸
術
』（A

rnold von Salis

（1881

─1958

）, D
ie K

unst der G
riechen, 1922

）

に
お
い
て
ク
レ
タ
─ミ
ュ
ケ
ナ
イ
様
式
を
非
構
築
的
（atektonisch

）
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

（
14
）　
区
分
価
値
の
相
反
定
立
は
直
に

0

0

音
楽
へ
移
す
こ
と
が
で
き
、
さ
き
の
例
の
ご
と
く
予
め
並
行

0

0

態0

（Parallele

）
を
探
す
必
要
は
な
い
。
純
粋

な
関
係
概
念
と
し
て
個
々
の
感
官
領
域
を
越
え
て

0

0

0

0

（über

）
立
つ
ゆ
え
に
、
統
一
態
と
単
独
態
、
あ
る
い
は
全
体
と
部
分
の
ご
と
き
範
畴
は
、

あ
ら
ゆ
る
内
容
種
類
に
同
じ
仕
方
で
適
用
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
さ
き
の
相
反
定
立
で
は
、
視
覚
的
な
る
も
の
と
触
覚
的
な
る
も
の
の

範
畴
は
視
覚
映
像
的
（visuell

）
な
る
も
の
に
、
平
面
と
奥
行
に
つ
い
て
の
範
畴
は
空
間
的
な
る
も
の
に
結
ば
れ
て
い
た
。

四

　
前
節
で
繰
拡
げ
た
三
つ
の
相
反
定
立
は
決
し
て
委
曲
を
尽
し
た
な
ど
と
言
え
る
も
の
で
な
い
。
外
延

0

0

（extensiv

）
の
十
全
性
は
証
せ

な
い
ど
こ
ろ
か
、
わ
れ
わ
れ
は
今
後
さ
ら
な
る
相
反
定
立
を
三
者
と
比
べ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
内
包

0

0

（intensiv

）
の
十
全
性
に
つ

い
て
は
、
三
者
の
各
々
い
ず
れ
も
す
で
に
い
ま
や
最
終
的
な
る
も
の
と
見
做
し
て
よ
か
ろ
う
。
直
観
的
秩
序
の
地
平
に
立
つ
両
極
と
し
て

三
者
は
い
わ
ば
最
高
裁
判
所
法
廷
（letzte Instanz
［en
］）
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
芸
術
的
外
観
は
解
釈
さ
れ
「
芸
術
的
成
就
」
と
し
て
把

握
さ
れ
る
。

　
だ
が
三
者
が
「
最
高
法
廷
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
も
三
者
は
あ
ら
ゆ
る

0

0

0

0

外
観
に
適
用
可
能
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
で

は
歴
史
的
発
展
の
経
過
内
で
互
い
に
交
替
す
る
種
々
多
数

0

0

0

0

の
問
題
に
、
三
者
は
ど
の
よ
う
に
関
る
の
か
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
う
に
多
数

の
歴
史
的
単
独
問
題
は
ど
う
し
て
可
能
な
の
か
。
あ
れ
こ
れ
の
単
独
問
題
は
右
［
三
つ
］
の
根
柢
的
な
相
反
定
立
を
種
別
化
し
た
も
の
に

過
ぎ
な
い
の
か
。

　
種
別
的

0

0

0

（speziell

）
問
題

0

0

が
成
立
つ
の
は
、
多
く
は
、
互
い
に
根
本
的
に
競
い
合
う
直
観
的
価
値
の
そ
れ
ぞ
れ
に
特
別
な
価
値
代
表
者

0

0

0
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（W
ert r e p r ä s e n t a n t

［en

］）
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
例
え
ば
「
形
姿
と
空
間
と
の
折
合
」
と
語
る
が
、
こ
の
言
い
方

が
意
味
を
も
つ
の
は
、
形
姿
（Figur

人
物
な
ど
）
を
も
空
間
を
も
特
定
価
値
の
「
担
い
手
（T

räger

）」（
形
姿
は
触
覚
的
価
値
の
担
い
手
、

空
間
は
視
覚
的
価
値
の
担
い
手
な
ど
）
と
見
做
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
し
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
空
間
が
形
姿
を
「
吞
込
む
」
と
語
れ
ば
、
他
な

ら
ず
、
視
覚
的
価
値
が
触
覚
的
価
値
を
解
消
し
て
統
一
価
値
が
単
独
価
値
の
上
で
支
配
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
般
的
な
相
反
定

立
が
全
く
種
別
的
な
枠
組
内
で
登
場
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
た
だ
ひ
と
つ
の
違
い
で
あ
る
。
だ
が
ま
さ
し
く
こ
こ
に
決
定
的
な
事
柄
が
横
た

わ
る
─
─
「
担
い
手
」
の
導
入
が
芸
術
的
問
題
の
分
野

0

0

（B
ereich

）
を
限
定
す
る
。
価
値
を
特
定
の
経
験
的
対
象
に
結
付
け
る
や
、
相
反

定
立
の
包
括
的
な
適
用
可
能
性
は
失
わ
れ
て
仕
舞
う
。
と
い
う
の
も
選
択
の
限
ら
れ
た
芸
術
作
品
群
で
し
か
当
の
「
担
い
手
」
は
共
通
で

な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
種
別
化
作
用
が
一
層
は
っ
き
り
と
明
る
み
に
出
る
の
は
、
何
か
特
定
主
題
の
与
え
る
類
の
対
象
的
制
約
に
芸
術
的
問
題
が
縛
ら
れ
て
い

る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
き
は
「
芸
術
以
前
の
課
題
」
が
芸
術
的
問
題
の
基
底
と
な
る
が
、
し
か
も
問
題
の
相
反
定
立
は
予
め
当

の
「
課
題
」
が
教
え
て
あ
る
と
い
う
具
合
に
で
あ
る
。
例
え
ば
リ
ー
グ
ル
は
論
考
「
オ
ラ
ン
ダ
団
体
員
肖
像
画
」［
上
掲
（
注
3
）］
に
お

い
て
把
握
（A

uffassung

主
題
理
解
）
お
よ
び
構
図
（K

om
position

）
を
契
約
書
の
細
目
か
ら
引
出
す
─
─
幾
人
か
の
人
物
は
全
く
無
行

動
の
ま
ま
に
呈
示
せ
よ
と
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
外
か
ら
は
肖
像
画
と
見
え
る
肖
似
性
も
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
な
る
と
「
縛
ら
れ

て
い
な
い
（ungebunden

）」
把
握
と
「
展
示
さ
れ
る
図
像
（gestelltes B

ild

）」
と
の
あ
い
だ
に
競
合
状
態
が
ど
う
し
て
も
生
じ
る
。
言

い
か
え
る
と
、
描
か
れ
た
人
物
た
ち
の
心
理
学
的
性
格
特
性
に
と
っ
て
は
「
注
目
性
（A

ufm
erksam

keit

）」
と
「
意
志
外
化
（W

illens-

äußerung

）」
と
の
葛
藤
の
こ
と
、
構
図
に
と
っ
て
は
自
由
に
な
っ
た
垂
直
列
（
つ
ま
り
水
平
面
［
背
地
］
関
係
の
廃
棄
）
と
通
常
の
図
式
に

よ
る
束
縛
（
つ
ま
り
水
平
面
の
肯
定
）
と
の
抗
争
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
抗
争
が
根
本
的
相
反
定
立
の
特
殊
な
外
形
化
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
強
調
の
必
要
も
な
い
。
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あ
れ
こ
れ
の
例
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
の
は
、
問
題
の
基
底
を
定
め
る
芸
術
外
的
な
働
き
が
枠
付
け
る
の
は
、
た
だ
問
題
の
適
用
可

0

0

0

能
性

0

0

（A
nw

endbarkeit

）
だ
け
で
あ
っ
て
、
本
来
決
し
て
、
当
の
問
題
の
意
味

0

0

（Sinn

）
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で

「
種
別
的
に
適
用
さ
れ
た

0

0

0

0

0

（speziell a n g e w
 a n d t

）」
問
題
は
語
れ
る
と
し
て
も
「
種
別
的

0

0

0

（speziell

）」
問
題
を
語
っ
て
は
な
る
ま

い
。
と
い
う
の
も
相
反
定
立
そ
の
も
の
は
、
ま
さ
し
く
上
来
わ
れ
わ
れ
が
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
相
反
定
立
の
根
柢
的
意
義
へ
と
引
寄
せ

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
真
に
種
別
的

0

0

0

0

0

（w
ahrhaft speziell

）
な
問
題
に
は
ど
こ
で
出
合
え
る
の
か
。

　
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
対
象
的
前
提
条
件
な
い
し
主
題
的
前
提
条
件
の
代
り
に
具
体
的
な
形
態
論
的
形
成
体
が
「
価
値
代
表

者
」
に
選
ば
れ
る
。
例
え
ば
下
記
フ
ラ
ン
ク
ル
の
文
章
で
あ
る
─
─
「
支
柱
と
壁
と
は
対
立
者
で
あ
る
（Stütze und W

and sind G
e-

gensätze. Paul Frankl, 1878
─1962
）」。
こ
れ
は
芸
術
史
家
に
と
っ
て
は
全
く
あ
り
ふ
れ
て
造
作
な
く
解
る
言
い
方
で
あ
る
。
だ
が
論
理

家
は
当
惑
に
違
い
な
い
─
─
ど
う
や
っ
て
二
つ
の
具
体
的
形
像
を
互
い
に
取
組
ま
せ
る
の
か
。
両
者
そ
れ
ぞ
れ
を
根
本
的
秩
序
の
代
表
者

と
見
做
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
し
か
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
対
立
さ
せ
て
比
べ
て
い
る
の
は
、
各
形
像
に
具
体
化
せ
る
価
値

0

0

な
の
で
あ
っ
て
、

形
像
自
体
で
な
い
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
厄
介
な
こ
と
が
始
ま
る
。
具
体
的
な
形
成
体
（
例
え
ば
円
柱
）
は
単
独
価
値
の
た
だ
の
代
表
者
に
過
ぎ
な
い
ど
こ
ろ
か
、

す
で
に
諸
々
の
価
値
の
相
反
定
立

0

0

0

0

の
調
停
を
内
含
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
形
成
体
を
別
の
具
体
的
な
形
成
体
（
例
え
ば
何
ら
か
の
手

を
加
え
た
壁
量
塊
）
に
対
置
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
向
合
う
二
つ
の
解
決
を
順
々
に
受
留
め
、
こ
う
し
て
新
た
な
問
題
を
立
て
る
こ
と
に

な
る
が
、
こ
れ
は
こ
れ
で
和
解
す
な
わ
ち
「
解
決
」
を
要
す
る
新
問
題
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
新
た
な
問
題
は
も
は
や
根
柢
的
問
題
で
な
く
、

完
全
な
る
種
別
的
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
形
成
全
般

0

0

（G
estaltung ü b e r h a u p t

）」
の
普
遍
的

0

0

0

（allgem
ein

）
前
提
と
見
做
す
こ

と
は
で
き
ず
、
特
定

0

0

（bestim
m

t

）
形
成
の
特
殊

0

0

（besonder

）
前
提
と
見
做
す
し
か
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
右
の
新
問
題
は
普

遍
的
相
反
定
立
へ
と
還
元
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
新
問
題
の
両
極
の
各
々
自
体
は
要
素
的
両
極
性
へ
と
解
消
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
わ
れ
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わ
れ
が
相
反
定
立
の
ご
と
く
に
対
置
し
て
き
た
「
円
柱
」
と
「
壁
」
と
は
、
各
々
す
で
に
、
視
覚
的
価
値
と
触
覚
的
価
値
と
の
何
ら
か
の

調
停
を
内
含
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
同
様
に
、
例
え
ば
北
方
絵
画
の
一
定
局
面
で
粘
土
質
（tonig

）
の
空
間
価
値
と
「
張
合
う

（rivalisieren

）」
三
角
形
と
い
う
構
成
図
式
を
見
れ
ば
、
こ
の
図
式
自
体
は
平
面
と
奥
行
と
の
折
合
か
ら
生
じ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
明
か
に
な
る
が
、
真
に
種
別
的
な
問
題
は
複
合
的
性
格
を
担
っ
て
い
て
、
要
素
的
成
分
へ
と
解
消
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（historisch bedingt

）
問
題
は
い
ず
れ
も
超
歴
史
的

0

0

0

0

（überhistorisch

）
問
題
に
還
元

さ
れ
る
し
、
発
展
史
的

0

0

0

0

（entw
icklungsgeschichtlich

）
両
極
性
は
い
ず
れ
も
体
系
的

0

0

0

（system
atisch

）
両
極
性
に
還
元
さ
れ
る
。
到
達

せ
る
結
論
は
以
下
の
通
り
─
─
ま
さ
し
く
種
別
的
問
題
に
お
い
て
こ
そ
根
柢
的
相
反
定
立
が
「
最
高
法
廷
」
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
る
。

「
具
体
的
問
題
」
は
お
の
ず
と
「
体
系
的
に
準
備
さ
れ
た
網
目
状
疑
問
群
」［
テ
ィ
ー
ツ
ェ
の
言
。
上
掲
七
二
頁
］
を
指
示
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
「
体
系
的
な
網
目
」
を
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
示
し
て
い
な
い
。
緩
や
か
な
順
を
追
っ
て
三
つ
の
根
底
的
問
題
は
描
き
、
そ
の

さ
い
実
行
さ
れ
る
「
思
弁
的
反
省
」
を
見
守
っ
た
。
し
か
し
、
諸
問
題
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
演
繹
（D

eduktion

）
は
行
え
る
の
か
─
─

こ
れ
が
疑
問
で
あ
る
。

Ｃ
．
体
系
導
出
の
概
要

　
導
出
（A

bleitung

演
繹
）
に
あ
た
り
確
固
た
る
根
拠
を
得
る
た
め
に
、
最
初
の
問
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
芸
術
的
問
題
の
本
質

と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
芸
術
的
問
題
は
ど
の
よ
う
に
組
立
て
ら
れ
る
か
。

　
芸
術
的
問
題
は
い
ず
れ
も
直
観
的
秩
序
二
者
間
の
相
反
定
立
を
含
ん
で
い
る
。
だ
が
、
お
よ
そ
双
方
の
秩
序
が
抗
争
に
入
り
得
る
た
め

に
は
、
両
秩
序
が
同
じ
水
平
面
に
、
等
し
い
層
内
に
集
ま
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
各
問
題
は
い
ず
れ
も
相
反
定
立
の
形
式

0

0
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以
外
に
な
お
当
の
問
題
固
有
の
場
所

0

0

（O
rt

）
を
も
つ
。
こ
の
場
所
す
な
わ
ち
相
反
定
立
の
起
る
箇
所
（Stelle

位
置
）
に
よ
っ
て

0

0

0

0

当
の
問

題
は
諸
他
の
問
題
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
だ
が
緊
張
の
形
式

0

0

0

0

0

（Form
 der Spannung

）
は
全
問
題
に
共
通
で
あ
っ
て
、
ま
ず
は
全
問
題
に
、

問
題
な
り
と
規
定
す
る
刻
印
を
押
す
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
緊
張
の
形
式
は
「
定
言
的
（kategorial

）」
と
呼
ば
れ
て
よ
い
。

　
こ
う
し
て
前
面
に
体
系
導
出
の
出
頭
す
る
の
が
見
え
る
後
方
に
二
つ
の
課
題
（A

ufgabe

）
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
定
言
的
相
反
定
立

（kategoriale A
ntithese

）」
そ
の
も
の
を
規
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
う
し
た
相
反
定
立
が
実
効
を
見
せ
る
諸
々
の
「
領
域

（R
egion

［en

］）」
を
指
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一

　
ま
た
し
て
も
出
発
点
に
リ
ー
グ
ル
の
論
考
を
選
ぶ
。
芸
術
研
究
に
リ
ー
グ
ル
の
導
入
せ
る
「
主
観
主
義
的
な
る
も
の
」
─「
客
観
主
義

的
な
る
も
の
」
の
一
対
は
ま
ず
見
る
だ
け
で
定
言
的
相
反
定
立
の
公
式
化
に
好
適
か
と
思
え
る
。
こ
の
一
対
は
個
別
的
領
域
す
べ
て
を
蔽

い
な
が
ら
各
領
域
の
い
ず
れ
に
も
適
用
可
能
で
あ
り
続
け
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
視
覚
的
価
値
は
「
二
次
的
（sekundär

）
品
質
」、

触
覚
的
価
値
は
（
形
体
価
値
と
し
て
）「
一
次
的
（prim

är
）
品
質
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
前
者
は
「
主
観
主
義
的
」、
後
者
は
「
客
観
主
義

的
」
と
呼
ん
で
よ
か
ろ
う
。
同
様
に
、
直
観
的
な
奥
行
価
値
は
主
観
的
意
識
の
現
象
（Phänom

en

）
に
過
ぎ
な
い
が
、
水
平
面
関
係
は

数
学
的
に
確
定
で
き
る
。
最
後
に
、
有
区
別
の
単
独
態
は
確
定
せ
る
、
そ
れ
ゆ
え
客
観
的
な
規
定
と
し
て
通
用
す
る
が
、
無
定
形
の
統
一

態
は
た
だ
の
主
観
的
な
現
象
（Phänom

en

）
と
し
て
説
明
さ
れ
る）（（
（

。
し
か
し
リ
ー
グ
ル
が
持
込
ん
だ
類
の
主
観
─客
観
─相
反
定
立
（Sub-

jekt-O
bjekt-A

ntithese

）
は
ど
こ
に
起
源
を
も
つ
の
か
。
体
系
導
出
に
よ
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
、
当
の
相
反
定
立
は
種
別
的
に
芸
術
的

0

0

0

な
る
両
極
性
と
し
て
保
証
さ
れ
得
る
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
根
本
的
な
難
事
が
始
ま
る
。
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（
15
）　
ま
さ
し
く
「
無
定
形
の
統
一
態
」
の
事
例
に
リ
ー
グ
ル
は
格
別
の
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
主
観
主
義
の
概
念
も
こ
こ
で
こ
そ
最
も
鮮
か
に
論
証

さ
れ
る
。
論
考
「
オ
ラ
ン
ダ
団
体
員
肖
像
画
」［
上
掲
（
注
3
）］
を
見
る
と
よ
い
が
、
こ
こ
で
リ
ー
グ
ル
は
、
種
別
的
に
オ
ラ
ン
ダ
が
採
る
構
図

形
式
で
は
「［
主
客
］
結
束
（verbindend

）
の
要
素
」
が
「
観
照
（betrachtend

）
す
る
主
観
」
に
あ
る
、
と
飽
く
こ
と
な
く
指
摘
し
て
已

ま
な
い
。

　
ま
ず
は
相
反
定
立
の
網
羅
的
意
義
が
腹
立
た
し
く
も
な
ろ
う
。
主
観
的
な
る
も
の
と
客
観
的
な
る
も
の
と
の
対
立
と
な
れ
ば
（
哲
学
史

内
で
経
て
き
た
解
釈
の
変
り
易
さ
は
全
く
度
外
視
す
る
が
）
ど
う
し
て
も
こ
れ
は
種
々
ま
こ
と
に
多
様
な
精
神
領
域
で
役
を
演
じ
る
。
認
識
を

め
ぐ
る
疑
問
で
も
倫
理
学
の
理
論
で
も
貫
通
す
る
し
、
芸
術
の
形
成
で
も
確
か
に
適
用
さ
れ
る
。
し
か
し
な
ぜ
、
こ
の
対
立
を
何
か
種
別

0

0

的0

に
芸
術
的
な
る
も
の
と
さ
せ
た
い
の
か
。
こ
の
対
立
の
雑
多
に
使
え
る
適
用
可
能
性
は
、
こ
こ
で
扱
う
の
は
全
く
一
般
的
な
考
察
法
で

あ
っ
て
、
こ
の
考
察
法
に
と
っ
て
は
芸
術
と
て
諸
他

0

0

客
体
中
の
一0

客
体
に
過
ぎ
ぬ
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か）（（
（

。

（
16
）　
相
反
定
立
の
こ
の
網
羅
的

0

0

0

（um
fassend
）
意
義
に
リ
ー
グ
ル
は
ま
さ
し
く
相
反
定
立
の
長
所

0

0

を
見
た
の
で
な
か
っ
た
か
、
こ
れ
は
決
め
な
い

ま
ま
と
す
る
。
心
理
的
態
度
の
（
意
志
や
感
情
や
注
目
性
な
ど
）
何
ら
か
の
根
本
的
類
型
と
結
付
く
こ
と
で
相
反
定
立
は
リ
ー
グ
ル
に
、
芸
術
的

外
観
を
宗
教
の
現
れ
や
倫
理
の
現
れ
と
並
行
さ
せ
る
可
能
性
を
許
し
た
。

　
さ
ら
に
、
リ
ー
グ
ル
の
見
る
よ
う
な
主
観
─客
観
─関
係
は
認
識
論
的
に
信
用
で
き
る
か
疑
わ
し
い
と
の
懸
念
が
加
わ
る
。
特
殊
性
質
の

担
い
手
た
る
主
観
が
空
間
的
に
客
観
と
「
対
立
す
る
（gegenüberstehen

）」
と
は
、
た
だ
心
理
生
理
学
的

0

0

0

0

0

0

（psychophysisch

）
な
主
観

に
つ
い
て
し
か
言
え
な
い
。
だ
が
心
理
生
理
学
的
主
観
は
実
在
的
世
界
の
内
部
に
お
け
る
一
事
実
（Faktum

）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

こ
の
事
物
的
形
式
内
で
主
客
対
立
を
基
盤
に
据
え
る
者
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
前
提
か
ら
で
な
く
、
感
触
経
験
的
な
前
提
か
ら
出
発
す
る
。

そ
し
て
一
方
の
規
定
は
主
観

0

0

に
、
他
方
の
規
定
は
客
観

0

0

に
と
局
在
化
す
る
こ
と
で
諸
々
の
規
定
を
互
い
に
対
立
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ

の
よ
う
な
区
別
は
、
超
越
論
的
前
提
へ
と
立
返
る
や
、
た
ち
ま
ち
疑
わ
し
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
超
越
論
的
前
提
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で
も
諸
規
定
の
区
別

0

0

は
残
る
ま
ま
と
な
ろ
う
。
超
越
論
的
考
察
法
と
て
何
ひ
と
つ
消
せ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。
だ
が
対
立
は
、
こ
れ

を
既
成
の
心
理
生
理
学
的
世
界
像
内
へ
編
入
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
カ
ン
ト
風
に
言
え
ば
、
こ
れ
の
導
出
を
「
わ
れ
わ
れ
の
心
情
の
能

力
」
か
ら
求
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
観
察
す
る
主
観
と
観
察
さ
れ
る
客
観
と
の
対
立
は
考
察
の
仕
方
の
内
部
に
お
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

区
別

へ
と
変
化
せ
ざ
る
を
得
ず
、「
客
観
主
義
的
」
性
質
と
「
主
観
主
義
的
」
性
質
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
意
識
の
相
異
な
る
二
つ
の
機
能

0

0

（Funktion

）
に
帰
着
す
る
。
こ
れ
ら
二
機
能
に
つ
い
て
は
一
方
を
「
感
覚
的
感
受
（Em

pfindung

）」、
他
方
を
「
直
観
（A

nschau-

ung

）」
と
名
付
け
て
よ
か
ろ
う
が
、
と
に
か
く
前
者
に
は
「
感
覚
的
充
実
（sinnliche Fülle

）」
が
対
応
し
、
後
者
に
は
当
の
対
象
の

「
形
式
的
規
定
態
（form

ale B
estim

m
theit

）」
が
対
応
す
る
。
す
な
わ
ち
、
リ
ー
グ
ル
の
概
念
か
ら
心
理
生
理
学
的
意
義
を
剥
取
る
と
、

結
局
わ
れ
わ
れ
が
突
当
る
の
は
充
実
（Fülle

）
と
形
式
（Form

）
と
の
相
反
定
立
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
相
反
定
立
は
良
い
と
し
て
、
芸0

術
的
な
る
も
の
と
の
必
然
的
連
関

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
容
易
く
実
証
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
当
の
相
反
定
立
を
両
極
性
と
し
て
把
握
す
る
や
、
言
い
か
え
る

と
、
充
実
と
形
式
と
を
相
関
的
に
順
々
と
結
付
け
る
や
、
手
に
入
る
の
は
具
体
的
─直
観
的
な
る
形
成
の
問
題
で
あ
り
、
こ
う
し
て
開
け

る
の
が
芸
術
的
な
る
も
の
の
領
域
だ
か
ら
で
あ
る
（
上
記
七
七
頁
以
下
）。

　
だ
が
、
他
の
精
神
領
域
で
も
充
実
と
形
式
の
相
反
定
立
は
成
る
で
な
い
か
、
と
反
論
も
出
よ
う
。
こ
れ
に
は
、
断
じ
て
根
柢
的
な
定
言

的
相
関
関
係
と
し
て
で
は
な
く
、
と
答
え
る
。
例
え
ば
自
然
認
識
は
、
両
概
念
を
等
価
の
対
立
項
と
し
て
掴
む
こ
と
か
ら
遥
か
に
遠
く
、

む
し
ろ
充
実
を
形
式
に
解
消
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
自
然
認
識
に
と
っ
て
本
来
の
法
則
性
は
形
式
す
な
わ
ち
量
的
な
関
係
の
な
か
に

あ
り
、
質
的
な
多
様
性
す
な
わ
ち
充
実
は
、
た
だ
学
問
以
前

0

0

の
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
自
然
認
識

で
は
、
充
実
と
形
式
と
は
別
々
の
領
界
に
帰
属
し
て
、
問
題
の
横
た
わ
る
と
こ
ろ
は
、
両
者
の
相
互
浸
透

0

0

（D
urchdringung

貫
通
）
に

お
い
て
で
な
く
、
正
反
対
で
あ
っ
て
、
両
者
の
解
離

0

0

（Loslösung

）
つ
ま
り
充
実
か
ら
の
形
式
の
解
放
に
あ
る
。
無
論
こ
の
課
題
は
、

研
究
の
目
標

0

0

と
し
て
で
な
く
と
も
研
究
の
出
発
点

0

0

0

と
し
て
、
や
は
り
両
者
の
合
体

0

0

（V
ereinigung

結
合
）
を
前
提
と
す
る
。
こ
う
し
て
自
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然
科
学
は
、
少
く
と
も
出
発
点
で
は
、
芸
術
的
な
る
も
の
の
王
国
に
一
脈
通
じ
る
か
と
見
え
る
。
け
れ
ど
も
共
通
性
が
横
た
わ
っ
て
い
る

の
は
、
ま
さ
し
く
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
科
学
で
は
学
問
以
前

0

0

の
も
の
に
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
作
品
で
は
芸
術
以
前

0

0

の
も
の
に
で
あ
り
、
言
い
か

え
る
と
、
た
だ
の
「
凝
集
体
（A

ggregat

集
合
体
）」、
感
覚
的
な
る
も
の
か
ら
綜
合
的
解
釈
一
切
を
思
考
の
抽
象
作
用
で
取
除
け
て
も
な

お
残
る
「
凝
集
体
」
の
な
か
に
で
あ
る
。
こ
の
感
覚
的
凝
集
体
は
、
具
体
的
─直
観
的
法
則
性
に
せ
よ
自
然
科
学
的
法
則
性
に
せ
よ
、
い

か
な
る
法
則
性
を
も
見
せ
る
こ
と
が
な
い
。
お
よ
そ
、「
意
味
」
を
も
た
な
い
ど
こ
ろ
か
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
設
定
以
前

0

0

に
横
た
わ
る
、
た

だ
の
無
法
則
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

（G
esetzloses

）、「
没0

意
味
な
る
も
の
（Sinn f r e i e s

）」
で
あ
る
。
こ
れ
を
自
然
科
学
的
思
考
作
用
が
お
の
れ

の
範
畴
下
に
置
い
て
、
充
実
を
形
式
へ
と
解
消
す
れ
ば
、
は
じ
め
て
、
こ
の
凝
集
体
は
自
然
法
則
の
浸
透
［
貫
通
］
せ
る
も
の
と
な
る
。

他
方
い
か
な
る
芸
術
作
品
も
ま
た
、
充
実
と
形
式
と
の
合
体
が
問
題

0

0

な
り
と
見
做
さ
な
い
限
り
、
右
の
ご
と
き
「
た
だ
の
凝
集
体
」
に
過

ぎ
な
い
。
こ
の
問
題
を
設
定
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
、
芸
術
学
的
思
考
作
用
の
根
柢
的
な
範
畴
下
に
わ
れ
わ
れ
は
客
体
を
置
く
こ
と
に
な

る
）
（（
（

。（
17
）　
定
言
的
な
根
源
的
（U

r-

）
相
反
定
立
を
定
式
化
す
る
た
め
に
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
空
間
と
時
間
な
る
一
対
を
提
唱
し
て
い
る
（「
芸
術
史
と
芸

術
理
論
の
関
係
に
つ
い
て
」
上
掲
（
注
8
））。
す
な
わ
ち
外
的
直
観
の
形
式
と
し
て
の
、
そ
れ
ゆ
え
客
観
化
や
切
離
や
区
別
化
の
原
理
と
し
て
の

空
間
に
、
流
動
作
用
や
結
合
作
用
の
原
理
と
し
て
、
時
間
の
内
的
直
観
形
式
を
対
置
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
形
而
上
学
指
向
の
教
説
（
超
越
論
的

客
観
世
界
へ
の
内
在
的
意
識
世
界
の
関
係
を
扱
う
が
ゆ
え
に
形
而
上
学
的
で
あ
る
）
は
、
カ
ン
ト
に
結
付
い
て
の
成
就
に
お
い
て
「
内
在
的
時
間

意
識
」
の
現
代
的
把
握
に
近
く
、
充
実
と
形
式
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
へ
の
欣
ば
し
く
欠
か
せ
な
い
補
完
を
提
供
す
る
。
と
い

う
の
も
、
充
実
と
形
式
は
、
い
わ
ば
裂
目
で
別
々
に
切
離
さ
れ
て
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
具
体
的
─直
観
的
形
成
の
根
柢
に
横
た
わ
る
問
題
の
定
在

0

0

（D
asein

こ
こ
に
在
る
こ
と
）
は
確
固
不
動
な
り
、
と
両
者
そ
れ
ぞ
れ
が
強
調
す
る
の
だ
が
、
時
間
と
空
間
は
、
具
体
的
─直
観
的
世
界
の
組
成

で
は
相
互
浸
透
［
貫
通
］
の
も
の
と
把
握
さ
れ
、
こ
の
相
互
浸
透
あ
れ
ば
こ
そ
問
題
の
解
決
を
進
行

0

0

（V
ollzug

）
形0

で
呈
示
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
空
間
と
時
間
の
概
念
は
種
類
特
別
な
時
空
結
合
に
よ
っ
て
問
題
そ
の
つ
ど
の
解
決

0

0

を
定
式
化
す
る
の
に
卓
れ
て
有
用
だ
が
、
た
だ

し
こ
の
と
き
当
の
問
題
そ
の
も
の

0

0

0

0

は
す
で
に
周
知
で
あ
る
と
前
提
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
充
実
と
形
式
の
相
反
定
立
は
問
題
そ
の
も
の

0

0

0

0
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（Problem
 a l s  s o l c h e s

問
題
を
問
題
と
し
て
）
を
確
定
す
る
こ
と
に
こ
そ
真
価
を
発
揮
す
る
が
、
こ
の
問
題
の
解
決

0

0

は
た
だ
要
請

0

0

（fordern

）
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
［
充
実
─形
式
と
空
間
─時
間
の
］
双
方
は
相
互
に
補
完
し
合
う
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
上
来
わ
れ
わ
れ
の
定
め
て
き
た
根
源
的
相
反
定
立
が
ま
だ
具
体
的
適
用
を
許
さ
な
い
こ
と
、
こ
れ
だ
け
で
は
所
与
の
一
芸
術
作
品
を
芸

術
的
成
就
と
い
う
点
で
解
釈
す
る
の
に
十
分
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
一
枚
の
絵
に
、「
充
実
」
と
「
形
式
」
の
両
極
性
に
は
ど
の

よ
う
に
向
っ
て
い
る
の
か
、
と
直
接
に
「
聴
取
す
る
（abhören

）」
こ
と
は
で
き
な
い
。
直
観
的
な
る
も
の
の
な
か
で
の
反
響
を
見
る
た

め
に
は
、
み
ず
か
ら
直
観
的
な
る
も
の
の
領
域
へ
と
降
り
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
相
反
定
立
性
（A

ntithetik

）
を
具
体
的
な
る

も
の
へ
と
変
化
さ
せ
、
こ
う
し
て
客
体
に
即
し
て
の
運
用
に
役
立
た
せ
る
た
め
に
は
、
一
箇
特
別
な
媒
体
（M

edium

繋
ぎ
役
の
中
間
体
）

が
必
要
で
あ
る
。

二

　
す
な
わ
ち
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
演
繹
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
。
定
言
的
相
反
定
立
の
傍
ら
に
は
一
箇
な
お
領
域
的
図
式

0

0

0

0

0

（regionales 

Schem
a

）
が
必
要
で
あ
っ
て
、
具
体
的
─直
観
的
な
る
も
の
の
な
か
で

0

0

0

0

範
畴
が
真
価
を
発
揮
す
べ
き
位
置

0

0

は
、
こ
の
図
式
が
教
え
て
く
れ

る
。
だ
が
こ
う
し
た
「
位
置
（Stelle

［n

］）」
を
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
か
ら
知
る
の
か
。
こ
う
し
た
位
置
は
何
か
種
別
的
に
芸
術
的
な
る
も

の
で
は
あ
り
得
な
い
。
定
言
的
相
反
定
立
性
の
「
領
域
（R

egion
［en
］）」
で
し
か
な
い
と
し
て
、
勤
め
る
役
は
た
だ
芸
術
的
な
る
も
の

に
と
っ
て
の
、
い
わ
ば
地
面

0

0

（B
oden

）
の
役
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
芸
術
作
品
の
存
立
に
と
っ
て
は
、
定

言
的
相
反
定
立
性
自
体
と
同
様
に
不
可
欠
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
位
置
は
、
お
よ
そ
相
反
定
立
を
芸
術
外

観
に
適
用
で
き
る
た
め
に
は
相
反
定
立
性
の
種
別
化
が
必
須
だ
が
、
こ
の
種
別
化
の
条
件
を
具
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
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こ
で
は
、
扱
う
の
は
芸
術
的
外
観

0

0

（Erscheinung

）
の
条
件
で
あ
る
こ
と
が
決
定
的
な
要
点
で
あ
る
。
定
言
的
相
反
定
立
性
（A

ntithe-

tik
）
は
芸
術
的
成
就

0

0

（Leistung

営
為
・
活
動
）
と
し
て
の
現
象
（Phänom

en

）
の
解
釈
に
と
っ
て
の
前
提
を
具
え
て
い
た
が
、
今
後
わ

れ
わ
れ
が
出
合
う
の
は
、
お
よ
そ
芸
術
的
成
就
が
対
象
的

0

0

0

（gegenständlich

）
と
な
る
と
き
の
諸
々
の
前
提
で
あ
る
。

　
し
か
し
芸
術
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

の
対
象
性
の
条
件
と
は
、
感
覚
的
領
界
全
般

0

0

に
お
け
る
対
象
性
の
普
遍
的
条
件
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
得
な

い
）
（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
の
課
題
解
決
の
た
め
に
は
、
芸
術
作
品
登
場
と
な
る
感
官
領
域
の
現
象
学
（Phänom

enologie

）
へ
赴
く
よ
う

に
指
示
さ
れ
て
い
る
、
と
解
る
。
視
覚
的
直
観
対
象
の
契
機
は
何
で
あ
り
、
聴
覚
的
直
観
対
象
の
契
機
は
何
で
あ
り
、
言
語
的
形
像
に
は

何
が
属
す
る
か
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
造
形
芸
術
に
は
、
音
楽
に
は
、
詩
文
芸
に
は
、
と
別
々
に
問
を
立
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
い

う
の
も
向
後
、
さ
き
に
定
言
的
な
根
源
的
相
反
定
立
を
示
し
た
際
に
は
ま
だ
語
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
へ
の

分
別
が
始
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
ひ
た
す
ら
造
形
芸
術
の
領
野
か
ら
取
上
げ
た
、
こ
れ
ま
で
の
例
に
引
続
い
て
、
こ
れ
か
ら
も
わ
れ
わ
れ
は

視
覚
の
領
界
に
限
る
と
し
よ
う
。
そ
の
際
、
さ
き
に
は
紹
介
程
度
に
し
か
触
れ
な
か
っ
た
事
柄
の
多
く
が
、
体
系
的
連
関
の
な
か
で
詳
密

な
基
礎
付
け
を
得
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
18
）　
感
覚
の
領
界
内
部
で
、
芸
術
的
対
象
性
と
経
験
的
対
象
性
と
の
区
別
、
想
念
（ideell

）
指
向
的
直
観
と
実
念
（reell

）
指
向
的
知
覚
と
の
区

別
を
基
礎
付
け
る
特
殊
条
件
は
、
芸
術
的
問
題
の
本
質
に
影
響
し
な
い
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
は
度
外
視
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
1
．「
品
質
現
出

0

0

0

0

（qualitative Erscheinung

）」
の
領
界

　
　
ａ
．
触
覚
的
価
値
と
視
覚
的
価
値
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視
覚
的
感
受

0

0

（Em
pfindung

）
と
視
覚
的
直
観

0

0

（A
nschauung

）
と
の
あ
い
だ
に
は
下
記
の
相
違
が
あ
る
─
─
感
受
は
感
覚
的
内
容
そ

の
も
の
の
端
的
な
「
定
在
（D

asein

こ
こ
に
在
る
こ
と
）」
に
固
執
す
る
が
、
直
観
は
こ
の
定
在
の
向
う
で
内
容
が
対
象
の
ご
と
く
に
「
述

べ
て
い
る
（besagen

）」
も
の
を
目
指
す
。
し
か
し
、
対
象
的
な
る
も
の
と
は
感
覚
界
に
現
れ
は
し
な
い
の
に
感
覚
の
ご
と
く
に
「
呈
示

さ
れ
る
」
も
の
だ
が
、
こ
の
対
象
的
な
る
も
の
を
目
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、
感
覚
的
な
る
も
の
自
体
の
内
部
に
直
観
が
分
節
（A

rtikula-

tion

）
を
引
起
す
の
は
、
無
論
こ
う
し
て
こ
そ
は
じ
め
て
対
象
的
な
る
も
の
へ
の
［
直
観
の
］
帰
属
も
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
言
葉
の

領
域
で
は
、
感
覚
音
（sinnlicher Laut

）
が
特
定
対
象
（
概
念
記シ
ム
ボ
ル号

）
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
感
覚
音
は
語
（W

ort

）
を

呈
示
す
る
の
に
都
合
よ
い
と
立
証
さ
れ
る
が
、
こ
の
と
き
当
の
帰
属
は
帰
属
の
方
で
、
音
同
士
が
一
定
の
規
則
的
（geregelt＜

regeln

）

関
係
内
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
こ
れ
と
全
く
同
様
に
視
覚
の
領
域
で
も
、
対
象

0

0

を
規
則
の
も
と
で
把
捉

0

0

（geregeltes Erfassen

）

す
る
こ
と
は
感
覚
界
自
体
の
規
制
化

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（R
egelung des Sinnlichen als solches

）
と
連
関
す
る
。
呼
称
と
し
て
語
音
論
か
ら
「
分
節
［
的

発
語
］A

rtikulation

」
の
語
を
籍
り
る
が
、
こ
の
純
感
覚
的
な
秩
序
は
、
視
覚
的
な
る
も
の
の
内
部
で
は
、
視
覚
的
価
値
と
触
覚
的
価

値
と
の
何
ら
か
の
調
停
を
遂
行
す
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
線
と
斑
点
と
の
区
別
、
さ
ら
に
は
二
線
を
引
く
こ
と
と
二
斑
点
を
置
く

こ
と
と
の
相
違
な
ど
、
こ
う
し
た
相
似
る
規
定
の
す
べ
て
は
、
こ
れ
ら
が
例
の
二
極
、
視
覚
的
と
触
覚
的
と
の
両
極
間
に
創
る
調
停
内
に

そ
れ
ぞ
れ
独
特
の
形
式
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
さ
き
に
視
覚
的
な
る
も
の
と
触
覚
的
な
る
も
の
と
の
相
反
定
立
を
わ
れ
わ
れ
は
「
感
覚

0

0

─要0

素
的
価
値

0

0

0

0

（sinnlich-elem
entar

［e

］ W
ert

［e

］）」
の
原
理
で
あ
る
と
説
い
た
が
、
こ
の
言
葉
の
正
し
さ
は
こ
こ
で
明
か
と
な
る
。「
要
素
（Elem

ent

元
素
）」
の
語
が
、
要
素
は
つ
ね

に
一
箇
の
体
系
連
関
に
属
す
る
も
の
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
の
扱
う
の
は
「
た
だ
の
［
感
覚
的
］
感
受
（bloße Em

pfindung

）」
で
な
い
か

と
の
誤
れ
る
見
方
を
防
い
で
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
「
感
覚
的
（sinnlich
）」
な
る
付
加
語
は
、
他
方
こ
の
体
系
連
関
自
体
は
思
考

的
な
る
も
の
事
物
的
な
る
も
の
一
切
の
此
岸

0

0

（diesseits

）
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
感
覚
的
な
る
も
の
の
な
か
で
純0
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粋0

（rein

）
に
開
展
す
る
こ
と
が
分
節
［
的
発
語
］
の
本
質
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
開
展
に
よ
っ
て
分
節
［
的
発
語
］

が
、
こ
れ
の
法
則
的
規
定
性
に
助
け
ら
れ
て
対
象
へ
と
関
係
付
け
ら
れ
る
形
像
を
生
む
こ
と
に
な
っ
て
も
、
当
の
本
質
に
は
変
り
な
い
。

ｂ
．
平
面
と
奥
行

　
視
覚
的
内
容
は
す
べ
て
空
間
内
に
拡
が
る
し
、
い
か
な
る
色
彩
外
観
も
延
長
と
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
視
覚
的
内
容
を
わ
れ
わ
れ
が

「
た
だ
の
感
覚
的
感
受
」
と
は
受
取
ら
ず
、
な
か
に
分
節
化
（artikuliert

）
さ
れ
た
形
像
を
把
捉
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
形
像
に
属
す
る
空

間
複
合
も
ま
た
「
区
分
化

0

0

0

（gegliedert

）
さ
れ
て
」
い
る
と
見
做
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
視
覚
的
な
る
も
の
触
覚
的
な
る
も

の
へ
の
関
係
に
照
し
つ
つ
感
覚
的
品
質
を
評
価
す
る
こ
と
と
連
立
っ
て
、
平
面
（Fläche

面
・
表
面
）
と
奥
行
（T

iefe

深
さ
・
深
奥
）
と
の

あ
い
だ
の
位
置
に
照
し
つ
つ
空
間
価
値
を
査
定
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

　
こ
う
し
て
現
れ
る
具
体
的
─直
観
的
空
間
は
、
こ
れ
の
二
次
元
性

0

0

0

0

（Zw
eidim

ensionalität

）
に
よ
っ
て
幾
何
学
的
空
間
と
区
別
さ
れ
る
。

幾
何
学
の
論
弁
的
表
象
方
式
に
と
っ
て
延
長
が
第
一

0

0

次
元
に
お
い
て
指
す
も
の
、
こ
れ
と
対
応
す
る
も
の
が
視
覚
的
空
間
直
観
に
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
視
覚
的
空
間
直
観
で
は
、
延
長
の
意
識
は
ま
ず
面
［
表
面
］
で
始
ま
り
、
本
来
の
空
間
形
態

0

0

（R
aum

 g e s t a l t

）
が
開

展
す
る
の
は
、
こ
の
最
低
の
具
体
的
─直
観
的
次
元
か
ら
つ
ぎ
に
高
い
次
元
へ
の
関
係
内
、
言
い
か
え
る
と
面
価
値
と
奥
行
価
値
と
の
関

係
内
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
奇
妙
に
も
、
両
次
元
を
例
え
ば
幾
何
学
的
空
間
の
相
互
完
全
同
等
の
座
標
の
ご
と
く
に
同
質

（hom
ogen

）
と
見
る
こ
と
は
全
然
で
き
ず
、
両
次
元
は
む
し
ろ
相
反
定
立
的
緊
張
状
態
内
、
す
な
わ
ち
両
極
的
相
関
関
係
内
に
立
つ
。

そ
れ
ゆ
え
厳
密
に
言
え
ば
「
低
次
」
と
か
「
高
次
」
の
次
元
と
は
決
し
て
語
っ
て
な
る
ま
い
。
面
と
奥
行
と
は
異
質
（heterogen

）、
お

よ
そ
比
較
は
可
能
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
両
者
い
ず
れ
も
相
関
関
係
の
内
部
で
一
方
だ
け
の
「
拡
張
（Erw

eiterung

）」
を
要
求
し
て
は
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な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
一
方
は
制
限
す
る
も
の
と
し
て
他
方
に
働
き
つ
つ
、
自
身
も
他
方
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
両
次
元
の
結
合
は
、
こ
こ
か
ら
直
観
的
空
間
形
態
が
生
じ
る
の
だ
が
、
決
し
て
（
例
え
ば
幾
何
学
に
お
け
る
線
か
ら
面
、
面
か
ら
物
体

へ
の
拡
張
の
ご
と
く
）
低
段
階
か
ら
高
段
階
へ
の
進
行
と
し
て
は
現
れ
な
い
。
む
し
ろ
両
次
元
が
結
合
し
て
取
次
ぐ
の
は
、
対
立
し
合
う
二

0

0

0

0

0

0

秩
序
間
の
調
停

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。

ｃ
．
有
区
別
単
独
価
値
と
無
定
形
統
一
価
値
─
─
分
割
と
融
解

　
感
覚
─要
素
的
価
値
お
よ
び
空
間
的
価
値
の
仲
間
と
し
て
区
分

0

0

（G
liederung

）
の
価
値
も
加
わ
る
が
、
こ
れ
は
、
前
者
二
概
念
が
「
全

体
」「
部
分
」
の
関
係
に
は
ま
だ
少
し
も
触
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
に
は
、
不
可
欠
の
補
完
と
な
る
概
念
で
あ
る
。
た
だ
の
一
つ
で
あ
ろ

う
と
沢
山
に
込
入
っ
て
い
よ
う
と
編
目
を
見
れ
ば
仕
組
の
判
る
布
地
の
ご
と
く
、
感
覚
的
な
る
も
の
［
の
目
］
を
分
節
（A

rtikulation

）

は
拾
い
尽
す
。
ま
さ
に
同
じ
く
、
作
品
の
一
切
片
に
お
い
て
で
あ
れ
全
体
に
お
い
て
で
あ
れ
、
面
と
奥
行
と
の
関
係
も
徹
底
的
に
調
べ
る

こ
と
が
で
き
る
。「
締
結

0

0

（A
bschluß

結
着
）」
を
探
る
問
は
、
視
覚
的
価
値
と
触
覚
的
価
値
と
の
調
停
や
面
価
値
と
奥
行
価
値
と
の
調
停

を
越
え
た
と
こ
ろ
へ
と
向
わ
せ
る
。
こ
の
問
は
、
感
覚
的
要
素
や
空
間
的
要
素
に
お
い
て
区
分
が
ど
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
よ
う
と
も
、
別

箇
の
、
明
確
に
定
式
化
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
て
無
論
こ
の
こ
と
は
、
視
覚
的
な
る
も
の
と
触
覚
的
な
る
も
の
と
の
調
停
や
面

と
奥
行
と
の
調
停
の
あ
れ
こ
れ
特
殊
な
形
式
と
、
区
分
価
値
に
関
す
る
決
定
と
が
直
に
連
関
す
る
こ
と
を
妨
げ
は
し
な
い
。
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2
．「
現
出
す
る
事
物
（erscheinendes D

ing

）」
の
領
界

　
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
（
分
節
と
空
間
性
と
区
分
の
）
領
域
に
は
ま
だ
事
物

0

0

を
指
す
意
義
（d i n g l i c h e B

edeutung

）
が
全
く
欠

け
て
い
る
。
三
領
域
の
属
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
目
に
見
え
る
可
視
的
な
る
も
の
の
層
の
な
か
で
、
対
象
を
「
呈
示
す
る

0

0

0

0

（darstellen

）」

場
な
が
ら
自
身
は
ま
だ
対
象
的
な
る
も
の
を
「
含
有
す
る

0

0

0

0

（enthalten

）」
こ
と
の
な
い
最
も
上う
わ

辺べ

の
層
で
あ
る
。
感
覚
的
ま
た
空
間
的

に
形
作
ら
れ
て
統
一
態
か
単
独
態
か
に
区
分
さ
れ
る
形
像
を
「
事
物

0

0

（D
ing

）」
の
視
覚
的
外
観
と
し
て
掴
む
よ
う
に
、
と
仕
向
け
る
こ

と
で
、「
呈
示
関
係
（D

arstellungsbeziehung

）」
が
は
じ
め
て
わ
れ
わ
れ
を
、
品
質
的
形
成
そ
の
も
の
は
越
え
た
と
こ
ろ
へ
と
向
わ
せ

る
。
品
質
的
な
感
覚
現
出

0

0

（Sinnes e r s c h e i n u n g

）
に
向
わ
せ
る
の
と
並
行
し
て
、「
現
出
す
る
事
物

0

0

0

0

0

0

（erscheinendes D
ing

）」

の
世
界
を
わ
れ
わ
れ
に
開
い
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ま
さ
し
く
現
出
す
る
の
で
あ
る
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
の
世
界
は
ど
う
し
て
も
視
覚
的
対

象
性
に
帰
属
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
世
界
を
わ
れ
わ
れ
の
分
析
内
に
引
入
れ
て
、
先
述
の
諸
例
（
七
九
─
八
八
頁
）
を
超
脱
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
先
述
の
諸
例
は
、
目
的
が
導
入
的
紹
介
に
あ
っ
て
、
顧
慮
し
た
の
は
純
感
覚
的
形
成
の
層
だ
け
で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。

ａ
．
図
式
と
特
異
的
品
質

　「
現
出
す
る
事
物
」
は
つ
ね
に
特
異
単
一

0

0

0

0

（singulär

）
の
事
物
で
あ
る
。
ど
う
見
て
も
特
異
単
一
で
し
か
な
い
視
覚
的
性
質

0

0

0

0

0

（visuelle 

Eigenschaft

）
を
担
っ
て
い
れ
ば
こ
そ
事
物
は
可
視
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
逆
に
、
こ
う
し
た
性
質
が
当
の
事
物
の
も
の
と
言
え
る
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事
物
へ
の
帰
属
性
を
実
証
で
き
る
た
め
に
は
、
視
覚
的
性
質
は
事
物
の
図
式

0

0

（Schem
a

）
に
縛
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
触
覚
的
価
値
に
視
覚
的
価
値
の
先
例
の
ご
と
く
、
こ
こ
で
も
事
物
外
観
の
相
異
な
る
二
面
が
対
立
す
る
─
─
図
式
的
形
体
表
象
と
こ

れ
の
特
異
的
充
実
と
で
あ
る
。
両
者
一
体
と
な
っ
て
は
じ
め
て
「
事
物
（D

ing

）」
の
概
念
が
成
る
。
と
い
う
の
も
特
異
［
的
］
品
質
な

し
の
純
図
式
的
形
像
は
た
だ
の
標
識
（Zeichen

印し
る
し）
と
い
う
概
念
に
近
く
な
ろ
う
し
、
他
方
、
図
式
的
束
縛
な
し
の
特
異
品
質
は
た
だ
の

集
積
（A

ggregat
）
と
な
っ
て
、
こ
こ
に
は
「
事
物
」
を
指
す
意
義
が
全
く
欠
け
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
様
式
は
い
ず
れ
も
、
触
覚
的
な
る
も
の
と
視
覚
的
な
る
も
の
と
の
あ
い
だ
、
面
と
奥
行
と
の
あ
い
だ
、
有
区
別
単
独
価
値
と
無
定

形
統
一
価
値
と
の
あ
い
だ
で
位
置
に
決
断
を
下
す
が
、
同
様
、「
事
物
」
の
図
式
的
成
分
と
特
異
的
成
分
と
の
あ
い
だ
の
特
殊
な
調
停
を

も
創
り
出
す
。
例
え
ば
エ
ジ
プ
ト
芸
術
は
抽
象
的
一
様
性
を
好
し
と
し
て
特
異
的
相
違
性
を
棄
て
、
呈
示
す
べ
き
対
象
の
た
め
に
確
固
不

0

0

0

動
の
図
式

0

0

0

0

（feste Schem
a

［ta

］）
を
作
る
。
印
象
主
義
者
は
、
呈
示
に
値
す
る
の
は
特
異
単
一
な
る
も
の
だ
け
と
見
て
、
あ
ら
ゆ
る
公
式

的
束
縛
か
ら
解
か
れ
た
い
と
努
め
る
が
、
理
由
は
、
自
身
の
事
物
観
の
専
一
的
基
盤
と
し
て
い
る
純
粋

0

0

「
視0

」（reines »Sehen«

）
を
、

当
の
束
縛
が
概
念
づ
く
り
に
働
い
て
濁
ら
せ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
古
典
主
義
は
ま
た
し
て
も
普
遍
的
な
る
も
の
と
特
殊
的
な
る
も
の

と
を
一
体
化
し
て
例
の
「
中
庸
的
調
停
（m

ittlerer A
usgleich

）」
と
成
し
、
こ
の
調
停
か
ら
「
典
型

0

0

（T
ypus

類
型
）」
な
る
事
物
形
体

が
生
じ
る）（（
（

。

（
19
）　「
事
物
把
握
（D

ingauffassung

事
物
観
）」
の
仕
方
に
依
存
す
る
の
が
象
徴
的
呈
示

0

0

0

0

0

（sym
bolische D

arstellung

）
の
可
能
性
で
あ
る
。

象シ
ム
ボ
ル徴

は
記
号
（Zeichen

）
で
あ
り
、
記
号
は
図
式
（Schem

a

［ta
］）
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
象
徴
的
事
物
把
握
が
単
一
的
事
物
把
握
を

凌
駕
す
る
程
度
如
何
が
、
呈
示
さ
れ
た
事
物
に
象
徴
的
意
義
（Sym

bolbedeutung

）
を
結
付
け
て
よ
い
か
否
か
の
可
能
性
に
と
っ
て
決
定
的

で
あ
る
。

　
　
　
エ
ジ
プ
ト
で
は
図
式
主
義
（Schem

atism
us

図
式
尊
重
）
に
伴
っ
て
、
呈
示
さ
れ
る
事
物
世
界
は
ど
う
し
て
も
唯
の
記
号
の
世
界
へ
と
近
付

く
ば
か
り
か
、
逆
に
、
字
体
［
記
号
］
が
さ
ま
ざ
ま
図
式
風
事
物
形
像
と
合
致
す
る
絵
の
ご
と
き
文
字
に
よ
っ
て
、
両
世
界
の
近
接
は
助
成
さ
れ
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て
も
い
る
。
こ
う
し
て
こ
こ
で
は
事
物
外
観
と
記
号
と
の
裂
目
、
図
絵
と
文
字
と
の
亀
裂
に
は
橋
が
ほ
と
ん
ど
完
全
に
渡
さ
れ
て
い
る
と
見
え
る
。

図
絵
の
内
部
で
字
体
は
、
記
号
と
し
て
の
規
定
を
失
い
も
せ
ず
に
、
呈
示
さ
れ
た
「
事
物
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
し
、
逆
に
、
絵
の
ご
と
く
に
呈
示

さ
れ
た
事
物
も
、
事
物
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
止
め
な
い
ま
ま
、「
記
号
」
の
意
義
を
獲
得
で
き
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
例
の

中
王
国
の
浮
彫
、
地
方
の
神
々
が
上
部
エ
ジ
プ
ト
下
部
エ
ジ
プ
ト
の
植
物
を
「
一
緒
に
し
て
」
文
字
記
号
に
絡
ま
せ
て
い
る
浮
彫
で
あ
る
（
下
記

の
図
版
を
参
照
の
こ
と
─
─
［Johann

］H
einrich Schäfer

（1868

─1957

）, V
on ägyptischer K

unst, Leipzig 1919, T
afel 24

）。

こ
こ
で
は
象
形
文
字
が
「
事
物
」
と
し
て
登
場
、
全
体
の
構
図
に
た
だ
外
面
的
に
組
込
ま
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
描
か
れ
て
い
る
神
々
や
植
物

が
相
手
と
す
る
対
象
に
も
な
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
象
形
文
字
の
記
号
と
し
て
の
意
義
は
具
体
的
直
観
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
横
た
わ
り
、
こ
の
意

義
は
概
念
と
し
て
周
知
の
も
の
と
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
事
物
層
内
部
で
の
象シ

ム
ボ
ル徴

［
記
号
］
は
、
代
表
役
を
果
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（stellvertretend

）
と
い
う
意
義
の
も
と
に
は
捉
え
ら
れ
ず
、
た
だ
単
に
、
図
式
化
と
個
体
化
と
の
調
停
か
ら
生
じ
た
直
観
的
「
事
物
」
で
あ

る
と
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
調
停
の
結
果
が
こ
こ
で
は
図
式
化

0

0

0

に
と
っ
て
好
都
合
と
な
る
ゆ
え
に
こ
そ
、
ま
さ
し

く
、
代
表
役
を
果
す

0

0

0

0

0

0

と
い
う
機
能

0

0

（stellvertretende Funktion

）
つ
ま
り
象
徴
的
関
係
（sym

bolische B
eziehung

）
も
ま
た
全
般
的
に

可
能

0

0

と
な
る
。
お
よ
そ
象
徴
作
用
（Sym

bolik

）
と
は
事
物
把
握
の
か
な
り
図
式
的
な
方
向
を
前
提
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　「
典
型
的
（typisch

）」
対
象
の
呈
示
が
な
お
も
可
能
の
ま
ま
で
あ
る
限
り
、
少
く
と
も
図
式
の
存
在
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と

き
で
も
大
切
な
の
は
無
論
た
だ
象
徴
的
な
対
象

0

0

の
呈
示
だ
け
で
あ
り
、（「
典
型
性
（T

ypik

）」
が
具
わ
る
ゆ
え
）
間
接
的

0

0

0

に
象
徴
的
意
義
と
結

ば
れ
る
事
物

0

0

の
呈
示
だ
け
で
あ
っ
て
、
エ
ジ
プ
ト
の
例
に
お
け
る
ご
と
く
、
自
体
が
事
物
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

登
場
す
る
純
然
た
る
象
徴

0

0

0

0

0

0

の
間
接
的
な
ら
ぬ

0

0

0

呈

示
で
は
な
い
。

　
　
　
象
徴
作
用
（Sym

bolik

）
の
問
題
を
、
上
述
の
と
こ
ろ
で
は
、
た
だ
事
物
把
握
の
問
題
と
関
連
し
合
う
限
り
で
し
か
論
じ
て
い
な
い
。
こ
れ

以
上
の
言
及
に
つ
い
て
は
下
記
一
〇
九
頁
注
（
24
）
を
参
照
の
こ
と
。

ｂ
．
観
念
性
と
実
在
性

　
特
異
単
一
（singulär

）
原
理
と
図
式
（schem

atisch

）
原
理
は
、
ま
さ
し
く
視
覚
的
原
理
と
触
覚
的
原
理
が
相
異
な
る
次
元
（D

im
en-
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sion

拡
が
り
）
に
属
す
る
の
と
同
様
、
相
異
な
る
場
所

0

0

（O
rt

）
に
属
す
る
。
だ
が
、
感
覚
─要
素
的
価
値
に
と
っ
て
場
所
如
何
の
問
は
空0

間
的

0

0

に
関
係
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
問
が
こ
こ
で
は
、「
現
出
す
る
事
物
」
の
諸
因
子
を
相
手
に
存
在
論
的

0

0

0

0

意
味
で
考
え
ら
れ
て
い

て
、
特
異
単
一
の
性
質
と
一
般
的
な
る
図
式
と
に
は
別
々
の
存
在

0

0

─種
類

0

0

（Seins-A
rt

）
が
割
振
ら
れ
る
。
特
異
単
一
的
契
機
は
実レ
エ
ル的
な0

所
与
性

0

0

0

（reelle G
egebenheit

）
で
あ
り
、
図
式
は
観イ
デ
エ
ル

想
的
な
形
像

0

0

（ideelles G
ebilde

）
で
あ
る
。
お
の
れ
の
本
質
に
は
「
一
回

0

0

し
か
現

存
せ
ぬ
」
こ
と
が
属
し
て
い
て
同
じ
在
り
方
で
は
二
度
と
生
じ
な
い
単
一
者

0

0

0

（das Einzelne

）
だ
け
が
、
こ
れ
の
定
在
す
る
瞬
間
に
、
事0

実
と
し
て
現
存
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

（tatsächlich vorhanden

）
の
で
あ
っ
て
、
他
方
、
個
別
資デ
ー
タ料
の
い
か
な
る
変
更
に
も
煩
わ
さ
れ
ぬ
普
遍
者
つ
ま
り

抽
象
体
は
そ
も
そ
も
定
在

0

0

（D
asein

）
に
も
属
し
て
い
な
い
。
こ
の
意
味
で
図
式
は
い
ず
れ
も
実レ
エ
ル的

に
現
存
す
る
も
の
を
越
え
た
彼
岸
に

あ
り
、
特
異
単
一
の
契
機
は
い
ず
れ
も
観イ

デ
エ
ル

想
的
に
存
立
す
る
も
の
と
同
じ
此
岸
に
あ
る
。
だ
が
図
式
と
特
異
単
一
的
現
出
方
式
と
の
合
体

か
ら
生
じ
る
「
事
物
（D

ing

）」
が
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
両
世
界
間
の
中
間
領
帯
（m

ittlere Zone

）
で
あ
る
。
あ
る
面
で
相
対
的
に

図
式
風
、
あ
る
面
で
相
対
的
に
特
異
単
一
風
に
形
成
さ
れ
て
事
物
は
観イ

デ
エ
ル

想
的
成
分
と
実レ
エ
ル的

定
在
と
を
合
体
さ
せ
る
が
、
そ
の
際
こ
の
一
体

化
の
両
者
の
割
合
に
は
無
限
の
可
能
性
が
あ
る
。

　
古ク

ラ
シ
ク

典
期
の
解
決
は
こ
こ
で
も
中
間
的
調
停
で
あ
っ
て
実レ
エ
ル的

な
契
機
と
観イ
デ
エ
ル

想
的
な
契
機
と
の
和
解
で
成
立
つ
。
こ
の
解
決
の
此
岸
か
彼
岸

か
で
「
理イ

デ
ア
リ
ス
ム
ス

想
主
義
」
と
「
実レ
ア
リ
ス
ム
ス

在
主
義
」
を
語
る
が
、
つ
ね
に
此
彼
の
い
ず
れ
を
好
し
と
す
る
か
決
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
「
理

想
主
義
」「
実
在
主
義
」
の
双
語
は
曖
昧
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
観イ

デ
エ
ル

想
的
な
る
も
の
と
実レ
エ
ル的

な
る
も
の
と
の
必
然
的
相
関
関
係
に
お
い
て
、

純
然
た
る

0

0

0

0

観
念
論
的
（idealistisch

）
形
成
も
純
然
た
る

0

0

0

0

実
在
論
的
（realistisch

）
形
成
も
等
し
く
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る）（（
（

。
双
つ
の
因

子
の
い
ず
れ
か
一
方
だ
け
が
支
配
的
で
あ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
エ
ジ
プ
ト
芸
術
で
は
、
事
物
形
態
を
決
定
的
に
規
定
し
て
い
る
の
は

ま
さ
し
く
観
想
的
図
式
で
あ
る
の
に
、
き
わ
め
て
多
く
の
「
模
範
例
（Exem

plar
）」
で
は
、
こ
の
観イ
デ
エ
ル

想
的
図
式
が
実レ
エ
ル的
定
在
に
化
せ
ざ

る
を
得
な
い
し
、
ま
た
印
象
主
義
に
お
い
て
も
、
特
異
単
一
な
る
も
の
を
図
式
的
に
作
る
こ
と
は
断
固
お
の
れ
の
技
法
と
し
て
放
棄
し
て
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い
る
の
に
、
当
の
芸
術
家
が
、
や
は
り
実
際
の
絵
の
作
用

0

0

0

0

（B
ildw

irkung

）
に
つ
い
て
は
、
あ
れ
こ
れ
特
異
な
品
質
群
の
纏
ま
る
図
式

を
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
、
観
者
の
能
力
を
計
算
に
入
れ
て
い
る
。

（
20
）　
わ
け
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
レ
ア
リ
ズ
ム
」
に
見
ら
れ
る
形
式
に
特
徴
的
な
の
は
、
個
体
的
な
る
も
の
の
性
格
描
写
を
狙
っ
て
確
固
た
る
類
型

（T
ypik

）
を
作
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
図
式
的
─観イ
デ
エ
ル

想
的
な
契
機
を
高
度
に
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
観イ
デ
エ
ル

想
的
成
分
を
い
わ
ば
有
る
か
無
き
か
の
限
界

価
値
と
し
て
し
か
働
か
せ
な
い
ほ
ど
に
図
式
を
解
消
さ
せ
る
の
は
、
た
だ
印
象
主
義
だ
け
で
あ
る
。

ｃ
．「
分
離
」
と
「
結
合
」

　
さ
て
、
い
か
な
る
仕
方

0

0

0

0

0

0

で
特
異
単
一
な
る
契
機
群
は
そ
れ
ぞ
れ
の
定
在
を
開
展
す
る
の
か
、
ま
た
こ
う
し
た
契
機
を
相
手
に
、
い
か
に

図
式
的
形
像
は
お
の
れ
の
存
立
を
実
証
す
る
の
か
と
問
え
ば
、
見
え
る
の
は
、
一
方
で
は
途
切
れ
ず
溶
合
う
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（unausgesetztes 

V
erfließen

）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
あ
れ
こ
れ
特
異
単
一
の
内
容
が
絶
え
ず
相
互
に
移
行
し
合
う
か
ら
で
あ
り
、
他
方
で
は
厳
し
く
別

0

0

0

0

隔
て
る
こ
と

0

0

0

0

0

（strenge Sonderung

）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
与
え
ら
れ
た
品
質
群
を
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
帰
属
性
ご
と
に
図
式
が
結
合

（binden

）
し
た
り
分
離
（trennen

）
し
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る）（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
特
異
単
一
に
し
て
実レ
エ
ル的

な
る
も
の
を
好
し
と
す
る
芸
術
的

決
断
が
下
る
と
こ
ろ
で
は
、
一
様
的
─品
質
の
連
関
が
優
位
と
な
っ
て
、
事
物
形
体
の
相
違
性
に
遮
光
の
網
を
張
る
（
極
端
例
と
し
て
印
象

主
義
）。
反
し
て
見
方
が
図
式
的
─観イ
デ
エ
ル

想
的
な
る
も
の
へ
と
傾
く
と
こ
ろ
で
は
、
事
物
の
現
出
は
相
互
に
鋭
く
区
別
さ
れ
、
こ
う
し
た

区グ
ル
ー
プ

別
群
の
い
ず
れ
か
に
個
々
の
品
質
は
配
属
と
な
る
（
極
端
例
は
エ
ジ
プ
ト
芸
術
）。
古ク
ラ
シ
ク

典
期
の
解
決
で
は
「
結
合
（V

erbindung

）」
と

「
隔
離
（Sonderung

）」
が
均
衡
を
保
つ
。
事
物
把
握
に
か
か
わ
る
図
式
の
持
分
は
確
か
に
個
々
の
部
分
の
分
離
を
促
す
が
、
同
程
度
に

結
合
の
因
子
も
働
く
の
で
、
右
の
別
隔
て
ら
れ
た
各
形
像
は
た
だ
部
分
と
し
て

0

0

0

0

0

切
離
さ
れ
て
い
る
だ
け
と
な
り
、
言
い
か
え
る
と
、
隔
離
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に
か
か
わ
ら
ず
、
い
や
、
ま
さ
に
隔
離
を
介
し
て

0

0

0

こ
そ
一
箇
の
決
定
的
な
全
体
へ
と
纏
め
ら
れ
る
。
全
体
─部
分
の
相
関
に
お
け
る
、
こ

の
等
価
性
が
い
わ
ゆ
る
「
有
機
的
（organisch

）」
形
成
の
決
定
的
な
徴
表
で
あ
る
。
も
と
よ
り
形
成
の
外
面
に
し
か
当
ら
ぬ
徴
表
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
有
機
体
の
本
質
は
「
現
出
す
る
事
物
」
の
諸
規
定
で
尽
き
は
せ
ず
、
何
よ
り
も
「
表
に
出
る
生
（sich aüßerndes 

Leben

お
の
れ
を
外
化
す
る
生
）」
の
形
体
に
横
た
わ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
21
）　
こ
こ
に
述
べ
た
両
極
性
に
先
述
の
対
概
念
「
分
割
と
融
解
」
の
た
だ
の
繰
返
し
を
見
て
取
る
こ
と
は
容
易
い
。
た
だ
し
本
当
の
問
題
は
同
じ
関

係
形
式
を
別
箇
の
内
容
領
域
へ
適
用
で
き
る
か
否
か
に
あ
る
。
両
事
例
に
お
い
て
結
果
は
確
か
に
類
比
的
（analog

）
だ
が
、
決
し
て
同
一
的

（identisch

）
で
は
な
い
。
八
七
頁
注
［
音
楽
］
参
照
の
こ
と
［
原
文S. 456

はS. 455

の
誤
植
な
ら
む
─
─
訳
者
］。

3
．「
表
に
出
る
生
」
の
領
界

　
視
覚
的
な
る
も
の
の
最
表
層
つ
ま
り
純
感
覚
的
形
成
の
最
表
層
は
直
下
の
次
層
た
る
「
現
出
す
る
事
物
」
と
「
呈
示
関
係

0

0

0

0

（D
arstel-

lungsbeziehung

）」
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
「
現
出
す
る
事
物
」
の
方
は
、「
感
情
（G

efühl

）」
な
い
し
「
生
（Leben

）」
の

世
界
を
「
表
出
関
係

0

0

0

0

（A
usdrucksbeziehung

）」
に
よ
っ
て
思
え
、
と
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
呈
示
さ
れ
る
事
物
を
把
捉
す
る
際
に

用
い
る
媒
体
と
し
て
純
感
覚
的
形
態
を
利
用
し
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
さ
き
に
は

0

0

0

0

視
覚
的
に
現
出
す
る
働
き

0

0

（Erschein u n g

）
の
視
覚

的
に
現
出
し
て
く
る
も
の

0

0

0

0

0

0

（Erschein e n d e s

）
へ
の
関
係
が
扱
わ
れ
た
が
、
今
度
は
、
事
物
が
外
観
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
呈
示
す
る

外
側
か
ら
、
事
物
の
内
な
る
も
の
（Inneres

）
を
、
こ
れ
が
外
観
内
に
表
れ
出
る
限
り
に
お
い
て
推
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
わ
れ
わ
れ
は
、
最
表
層
が
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
る
純0

視
覚
的
な
る
も
の
か
ら
一
段
ほ
ど
遠
ざ
か
る
。「
現
出
す
る
事
物
」
が
、
目
に
見
え

る
よ
う
に
と
や
は
り
呈
示
は
さ
れ
て
い
た

0

0

0

0

0

0

0

0

の
に
、
自
体
は
（
事
物
と
し
て
）
目
に
見
え
る
も
の
の
な
か
に
登
場

0

0

（aufgehen

）
し
な
か
っ
た

0

0

0

0

0
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の
で
あ
れ
ば
、「
感
情

0

0

」
は
も
は
や
目
に
見
え
る
も
の
へ
の
直
接
的

0

0

0

（direkt

）
関
係
は
全
く
も
た
な
い
か
ら
で
あ
り
、
感
情
が
知
覚
さ
れ

る
の
は
、
な
か
に
感
情
の
表
出
さ
れ
る
「
事
物

0

0

」
が
こ
れ
は
こ
れ
で
「
現
出
す
る
」
限
り
に
お
い
て
と
い
う
、
間
接
的

0

0

0

（m
ittelbar

媒
介

を
経
る
）
在
り
方
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
ま
さ
し
く
こ
の
間
接
的
な
在
り
方
に
お
い
て
感
情
は
、
ど
う
し
て
も
（notw

endig

）、

視
覚
的
な
る
も
の
の
現
象
学
的
存
立
に
帰
属
す
る
。

ａ
．「
姿
態
化
」
と
「
有
情
化
」

　「
現
出
す
る
事
物

0

0

0

0

0

0

（erscheinendes D
ing

）」
の
概
念
の
ご
と
く
「
表
に
出
る
感
情

0

0

0

0

0

0

（sich äußerndes G
efühl

お
の
れ
を
外
化
す
る
感
情
）」

な
る
概
念
も
相
似
た
相
反
定
立
を
も
つ
。
目
に
見
え
る
よ
う
呈
示
で
き
る
た
め
に
事
物
は
、
特
異
単
一
な
る
視
覚
的
性
質
を
担
っ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
逆
に
、
身
振
（m

im
isch

）
た
っ
ぷ
り
と
表
出
で
き
る
た
め
に
感
情
は
、
何
か
決
り
あ
る
定
式

（Form
el

）
で
身
を
固
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
い
か
な
る
仕
方
で
も
「
制
定
さ
れ
る
（statuiert < statuieren

）」
こ
と
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
い
わ
ば
行
詰
り
と
な
る
感
情
は
、
い
つ
ま

で
も
「
表
出
で
き
ぬ
（unausdrückbar

）」
感
情
の
ま
ま
と
な
る
し
、
他
方
、
な
か
で
感
情
が
身
を
固
め
る
こ
と
の
な
い
身
分
状
態
（Sta-

tus

）
は
「
表
出
な
き
（ausdrucklos

）」
身
振
の
ま
ま
と
な
る
。
前
者
で
は
生
き
た
感
情
に
定
式
化
が
欠
け
、
し
た
が
っ
て
感
情
は
全
く

表
出
関
係
に
入
ら
な
い
。
後
者
で
は
定
式
に
有
情
化
が
欠
け
、
し
た
が
っ
て
表
出
関
係
は
空
虚
に
し
て
無
機
能
の
ま
ま
で
あ
る
。
両
者
の

結
合
か
ら
、
つ
ま
り
有
情
化
（B

elebung

）
と
姿
態
化
（Statuierung
）
の
対
決
か
ら
し
て
、
は
じ
め
て
、
お
の
れ
を
「
表
出
す
る
（aus-

drücken

）」
こ
と
の
で
き
る
感
情
形
式
が
生
じ
る
。
─
─
だ
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
要
請
さ
れ
る
結
合
に
は
、
ま
た
し
て
も
多
様
こ
の
上
な
い

仕
方
で
変
様
が
起
り
得
る
。
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古ク
ラ
シ
ク

典
期
の
解
決
に
当
る
と
言
え
る
の
は
身
体
運
動
の
簡
単
な
行
使
で
あ
る
（
例
え
ば
「
円
盤
投
げ
（diskobolos

）」
を
思
う
が
よ
い
）。
と

い
う
の
も
こ
こ
で
は
、
規
則
通
り
の
動
作
を
成
し
遂
げ
る
だ
け
で
生
気
と
状
態
と
の
釣
合
が
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
完
全
な

る
和
解
は
、
動
作
の
簡
単
な
行
使
に
は
有
る
と
し
て
よ
い
節
度
（M

aß

尺
度
）
を
生
気
が
欠
く
か
越
え
る
か
で
即
座
に
終
り
と
な
る
。

　
エ
ジ
プ
ト
芸
術
に
お
い
て
の
ご
と
く
生
気
が
欠
け
て
節
度
に
届
か
な
い

0

0

ば
あ
い
、
定
式
が
過
重
と
な
り
、
も
は
や
動
作
は
活
々
と
「
行

使
（ausüben

）
さ
れ
る
」
こ
と
な
く
、
た
だ
「
姿
勢

0

0

（Stellung

）」
で
表
示
（bezeichnen

）
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
厳
密
に

言
え
ば
、
図
像
が
伝
え
る
の
は
も
は
や
全
く
動
作
自
体

0

0

で
は
な
く
、
い
わ
ば
た
だ
動
作
の
概
念

0

0

だ
け
と
な
る
。
だ
が
こ
う
し
て
定
式
内
に

生
気
あ
る
も
の
一
切
を
「
保
管
（A

ufhebung

）」
す
る
こ
と
で
表
出
関
係
（A

usdrucksbeziehung

）
は
限
界
点
に
達
し
、
こ
こ
か
ら

象シ
ム
ボ
ル徴

関
係
（S y m

 b o l beziehung
）
へ
と
移
行
し
始
め
る
。
も
と
よ
り
こ
の
歩
み
自
体
は
ま
だ
完
遂
さ
れ
は
し
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
定
式

尊
重
に
も
か
か
わ
ら
ず
依
然
エ
ジ
プ
ト
人
の
「
姿
勢
」
は
な
お
、
そ
の
ま
ま
闘
士
と
か
坐
者
な
ど
の
姿
勢
な
り
と
認
め
る
た
め
に
必
要
な
、

最
小
限
の
生
気
を
保
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（
こ
れ
に
反
し
て
純
然
た
る

0

0

0

0

象シ
ム
ボ
ル徴

で
は
、
印し
る
しと

印
付
け
ら
れ
た
る
も
の
と
の
連
関
の
明
白
に
は
与
え

ら
れ
ず
恣
意
的
に
措
定
さ
れ
る
こ
と
、
が
本
質
を
成
し
て
い
る）

（（
（

）。

（
22
）　
フ
ッ
セ
ル
『
論
理
学
研
究
』
さ
ら
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
『
美
学
講
義
』
を
も
参
照
の
こ
と
。

　
古ク
ラ
シ
ク

典
期
の
簡
単
に
行
使
さ
れ
た
「
行
為

0

0

（A
kt

所
作
）」
は
、
生
気
あ
る
も
の
の
「
還
元
」
を
進
め
る
と
次
第
に
硬
化
し
て
エ
ジ
プ
ト
の

「
姿
勢
」
に
な
っ
た
が
、
他
方
、
活
気
あ
る
感
情
が
重
き
を
成
し

0

0

0

0

0

（überw
iegen

）
始
め
る
や
、
同
じ
行
為
［
所
作
］
か
ら
感
情
一
杯
の

「
身
振

0

0

（G
este

仕
草
）」
が
発
展
す
る）（（
（

。
人
物
が
例
え
ば
手
を
合
せ
た
り
腕
を
挙
げ
た
り
す
る
。
古ク
ラ
シ
ク

典
期
の
見
方
で
は
、
こ
の
と
き
た
だ

腕
を
挙
げ
た
り
手
を
合
せ
た
り
を
簡
単
に
仕
上
げ
る

0

0

0

0

（V
ollzug

）
だ
け
で
生
気
は
満
々
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
指
は
絶
望
で
引

攣つ

っ
て
い
た
り
腕
は
「
願
い
切
な
く
」
挙
げ
ら
れ
て
い
た
り
す
る
。
こ
う
な
る
と
表
出
関
係
は
た
だ
遂
げ
ら
れ
る
行
為
［
所
作
］
そ
の
も

の
を
だ
け
で
な
く
、
合
せ
て
遂
げ
ら
れ
方
の
有
様

0

0

（M
odus

様
態
）
を
も
伝
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
動
作
（H

andlung

）
に
心
の
色
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合
を
添
え
る
か
ら
に
は
、
姿
態
化
を
生
気
が
凌
駕
し
始
め
る
。
こ
の
感
情
過
多
は
確
か
に
ま
だ
定
式
の
変
様

0

0

（M
odifikation

）
内
で
し

か
現
れ
ず
（
さ
よ
う
事
物
現
出
の
が
わ
で
も
、
こ
の
段
階
で
の
図
式
は
た
だ
一
点
特
異
風
に
し
か
変
化

0

0

（verändern

）
せ
ず
、
特
異
単
一
な
る
も
の
の

な
か
で
図
式
の
廃
棄

0

0

（aufheben

）
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
と
同
様
）、
し
た
が
っ
て
定
式
尊
重
の
核
心
は
な
お
も
変
ら
ず
現
存
す
る
。
し
か
し

や
が
て
こ
の
核
心
は
た
だ
の
土
台
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
本
来
の
意
義
を
失
う
。
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の
後
期
作
品
が
例
で
あ
り
、
こ
こ

で
は
も
は
や
身
振
［
仕
草
］
が
何
か
本
来
の
こ
と
を
「
語
り
（besagen

）」
は
せ
ず
、
身
振
の
様
態

0

0

（M
odalität

）
つ
ま
り
仕
草
を
行
う

仕
方

0

0

（A
rt

）
こ
そ
が
表
出
そ
の
も
の
の
全
体
と
な
っ
て
い
る
。
─
─
だ
が
こ
の
流
れ
が
究
極
的
段
階
に
達
す
る
の
は
、
身
振
言
語
の
あ

ら
ゆ
る
定
式
、
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
感
情
の
「
様
態
」
が
お
の
れ
の
内
へ
と
解
消
し
、
結
果
と
し
て
、
表
出
さ
れ
る
も
の
は

た
だ
の
「
気
分
（Stim

m
ung

）」
だ
け
と
な
っ
た
と
き
で
あ
る
。

（
23
）　「
行
為
（A

kt

所
作
）」
と
「
身
振
（G

estus

仕
草
）」
と
は
一
般
に
は
下
記
の
ご
と
く
区
別
さ
れ
る
─
─
「
行
為
（
所
作
）」
は
完
遂
し
て
は

じ
め
て
完
全
に
立
現
れ
る
が
、「
身
振
（
仕
草
）」
は
遂
行
中
で
も
な
お
何
ら
か
の
精
神
的
内
容
を
取
次
ぐ
。
こ
の
仲
介
［
取
次
］
の
仕
方

0

0

（A
rt

）
は
、
結
ば
れ
る
意
義
が
概
念

0

0

か
感
情

0

0

か
に
応
じ
て
象
徴
的

0

0

0

（sym
bolisch

）
か
身
振
模
倣
的

0

0

0

0

0

（m
im

isch

）
か
と
な
り
得
る
。
象シ
ム
ボ
ル徴
的

で
あ
る
な
ら
ば
、
仲
介
は
視
覚
的
領
界
を
越
え
た
先
方
を
指
示
し
て
、
視
覚
的
領
界
の
内
容
も
ろ
と
も
、
芸
術
的
形
成
か
ら
身
を
退
く
。（
そ
れ

ゆ
え
象
徴
的
身
振
は
、
こ
れ
の
感
情
形
式

0

0

0

0G
efühlsform

に
つ
い
て
は
、「
行
為
（
所
作
）」
の
行
使
す
な
わ
ち
「
行
動
（
動
作
）」
そ
の
も
の
か

ら
区
別
す
る
必
要
が
全
然
な
い
。）
他
方
、
身ミ

ミ

ク

振
模
倣
的
な
意
義
を
身
振
（
仕
草
）
が
も
つ
な
ら
ば
、
た
だ
の
行
為
（
所
作
）
を
越
え
て
高
ま
る

も
の
は
、
表
出
関
係
自
体

0

0

の
内
部

0

0

に
横
た
わ
っ
て
お
り
、
す
な
わ
ち
芸
術
作
品
の
感
情
形
式
に
内
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
一
行
動
（
動
作
）
に
記
号
の
意
義
（Zeichenbedeutung

）
を
結
付
け
、
こ
う
し
て
当
の
行
動
を
象
徴
的
身
振

0

0

0

0

0

（
所
作
）
に
仕
立
て
得
る
可
能
性

0

0

0

は
、
あ
る
程
度
の
「
彫
刻
性
（Statuarik

）」
を
条
件
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
象
徴
関
係
は
、

こ
れ
自
体
が
固
有
の
「
表
出
」
に
は
踏
込
ま
ず
と
も
、
や
は
り
何
ら
か
の
仕
方
で
の
表
出
形
成

0

0

（A
usdrucks g e s t a l t u n g

）
を
前
提

と
す
る
こ
と
で
あ
る
。（
事
物
の
領
界
に
お
け
る
同
様
の
要
請
に
つ
い
て
は
上
記
一
〇
一
頁
注
（
19
）
を
参
照
の
こ
と
。）

　
こ
う
し
て
新
た
に
出
合
う
の
は
表
出
形
成
の
限
界
例
、
し
か
も
上
記
エ
ジ
プ
ト
の
見
方
の
対
極
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
さ
き
の
象シ
ム
ボ
ル徴
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的
意
義
と
ま
さ
し
く
同
様
、
そ
も
そ
も
気
分
品
質
な
る
も
の
が
、
事
物
形
像
に
よ
っ
て
は
「
表
出
さ
れ
る
」
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
た
だ
当

の
形
像
に
「
附
着
す
る
（haften

）」
す
る
ば
か
り
と
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
附
着
（A

nhaften

）」
の
本
性
は
象
徴
の
ば
あ
い
は

概
念
風

0

0

0

（begrifflich

）、
気
分
の
ば
あ
い
は
感
情
的

0

0

0

（gefühlsm
äßig

）
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
「
附
着
」
と
は
ま
ず
は
芸
術

的
形
成
の
外
が
わ
に
横
た
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
芸
術
的
形
成
に
と
っ
て
は
偶
然
の
事
柄
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
エ
ジ
プ
ト
人
は
、

象シ
ム
ボ
ル徴
的
定
式
に
最
小
限
の
生
気
を
注
ぎ
入
れ
、
こ
う
し
て
象
徴
関
係
が
（
依
然
き
わ
め
て
弱
く
と
も
）
表
出
関
係
へ
と
移
る
こ
と
で
、
偶
然

の
恣
意
的
混
入
を
克
服
す
る
。
相
似
る
仕
方
で
印
象
主
義
者
も
ま
た
、
気
分
的
感
情
に
芸
術
的
存
続
を
与
え
た
い
と
望
む
な
ら
ば
、
感
情

に
最
小
限
の
定
式
を
保
持
さ
せ
る
こ
と
で
、
当
の
気
分
的
感
情
を
（
依
然
き
わ
め
て
弱
く
と
も
）「
姿
態
化
（statuieren

）」
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い）（（
（

。

（
24
）　
す
こ
ぶ
る
刺
戟
的
な
論
考
（O

tto B
aensch, K

unst und G
efühl. in: Logos, B

d. X
II, 1923/24

）
で
ベ
ン
シ
ュ
［
生
歿
年
不
明
］
は

「
気
分
（Stim

m
ung

［en

］）
を
「
客
観
的
感
情
（objektives G

efühl［e

］）
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
見
方
に
わ
れ
わ
れ
は
安
ん
じ
て
従

う
こ
と
が
で
き
な
い
。
芸
術
作
品
を
語
る
限
り
、
芸
術
作
品
内
に
形
成

0

0

（gestaltet

）
さ
れ
る

0

0

0

気
分
と
た
だ
「
附
着

0

0

（anhaftend

）
す
る

0

0

」
だ

け
の
気
分
と
の
区
別
は
必
要
不
可
欠
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
区
別
か
ら
ベ
ン
シ
ュ
の
主
要
な
二
命
題
は
論
駁
で
き
る
。

　
　
　 

　
一
、「
客
観
的
感
情
」
と
し
て
の
「
気
分
」
は
「
表
出
さ
れ
た
」（
心
的
）
感
情
か
ら
厳
し
く
切
離
さ
れ
る
と
い
う
命
題
。
─
─
わ
れ
わ
れ
の

見
方
に
よ
れ
ば
、
形
成
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
限
り
、
気
分
は
む
し
ろ
「
表
出
さ
れ
る
感
情
」
の
限
界
例

0

0

0

を
成
し
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は

（「
有
情
化
」
─「
姿
態
化
」
の
割
合
の
絶
え
間
な
い
変
化
次
第
で
）
或
る
感
情
形
式
を
連
続
的
に
別
の
感
情
形
式
へ
と
移
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
推
移
内
の
位
置
を
占
め
る
の
が
さ
き
（
一
〇
八
頁
）
の
後
期
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の
感
情
形
式
だ
が
、
果
せ
る
か
な
、
こ
れ
が
ベ
ン
シ
ュ
の
二

者
択
一
と
合
わ
な
い
。

　
　
　 

　
二
、「
客
観
的
感
情
」（
と
は
、
わ
け
て
も
「
気
分
」）
を
捕
え
て
、
こ
れ
を
意
識
に
普
遍
妥
当
的
な
具
合
に
接
近
可
能
と
さ
せ
る
こ
と
が
、

あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
命
題
。
─
─
こ
れ
を
論
駁
す
る
が
、
気
分
を
「
形
成
す
る

0

0

0

0

（gestalten

）」
こ
と
と
は
、
選
択
の
限
ら

れ
る
芸
術
期
の
目
標
で
し
か
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
あ
ら
ゆ
る

0

0

0

0

芸
術
の
課
題
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
（
多
か
れ
少
か
れ
）
あ
ら
ゆ
る

0

0

0

0

芸
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術
作
品
に
「
附
着
す
る

0

0

0

0

」
気
分
価
値
も
芸
術
的
「
意
味
（Sinn

）」
の
外
が
わ
に
横
た
わ
っ
て
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
（
ベ
ン
シ
ュ
自
身
の
語
を
用

い
れ
ば
）「
普
遍
妥
当
的
（allgem

eingültig

）」
で
は
な
い
。

ｂ
．
客
体
と
主
体

　
主
観
的
な
る
も
の
に
客
観
的
な
る
も
の
と
い
う
対
概
念
は
、
定
式
へ
と
還
元
で
き
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
定
言
的
な
根
源
的
相
反
定
立
を

説
く
に
は
不
適
切
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
対
概
念
の
然
る
べ
き
位
置
は
「
お
の
れ
を
外
化
す
る
生
（（
表
に
出
る
生
）」
の
物
質

的
（
そ
れ
ゆ
え
種
別
的
）
領
域
内
に
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
主
体
（Subjekt

）
と
は
（
認
識
論
的
「
自
我Ich

」
な
ら
ぬ
）
生
命
外
化

0

0

0

0

（Lebens-

äußerung

）
の
源
泉

0

0

0

（Q
uelle

）
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
客
体
（O

bjekt

）
と
は
（
認
識
論
的
「
対
象G

egenstand

」
な
ら
ぬ
）
生
命
外
化
の

0

0

0

0

0

所
産

0

0

（Produkt

）
の
こ
と
で
あ
る
と
理
解
す
る
限
り
、
主
体
と
客
体
と
は
い
わ
ば
、
表
出
形
成
の
両
極
た
る
「
感
情
」
と
「
身
分
状
態
」

と
が
共
属
し
て
対
立
し
合
う
「
場
所
（O

rt

）」
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
姿
態
化
と
有
情
化
と
の
結
合
い
ず
れ
に
も
見
出
せ
る

の
が
、
出
来
上
っ
た
客
体
世
界
と
永
遠
に
流
れ
ゆ
く
主
体
世
界
と
の
調
停
で
あ
る
。
─
─
両
世
界
対
決
の
多
様
な
形
式
を
詳
し
く
説
く
こ

と
は
わ
れ
わ
れ
に
求
め
ら
れ
て
い
な
い
し
、
こ
れ
は
、
こ
こ
に
属
す
る
諸
々
の
疑
問
が
近
代
「
生
哲
学
」
の
代
表
者
（
わ
け
て
も
ジ
ム
メ
ル

G
eorg Sim

m
el, 1858

─1918

）
に
よ
っ
て
十
分
に
扱
わ
れ
て
き
た
か
ら
に
は
尚
更
の
こ
と
で
あ
る）（（
（

。

（
25
）　
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
に
は
、「
お
の
れ
を
外
化
す
る
生
」
の
領
域
の
ご
と
き
体
系
的
部
分

0

0

領
域
（T

eilgebiet

）
を
形
而
上
学
的
根
源

0

0

領
域

（U
rsprungsgebiet

）
の
意
義
に
ま
で
高
め
る
と
い
う
、「
生
哲
学
者
」
固
有
の
教ド
グ
マ説

を
認
め
る
必
要
が
な
い
。
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ｃ
．
硬
直
す
る
孤
立
化
と
生
動
す
る
混
融
化

　
感
情
の
主
観
的
世
界
は
絶
え
間
な
い
流
れ
の
な
か
に
開
展
し
、
定
式
で
の
姿
態
化
を
、
言
い
か
え
る
と
客
観
化
で
き
る
隔
離

（Sonderung

）
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
定
式
の
客
観
的
世
界
は
お
の
れ
の
形
像
を
動
か
ぬ
よ
う
に
孤
立
さ
せ
て
安
住
す
る
が
、
そ
れ
だ
け

に
感
情
に
よ
る
生
気
を
必
要
と
し
、
感
情
が
一
体
化
を
図
っ
て
形
像
内
へ
と
「
流
れ
込
む
（einström

en

）」。
こ
れ
ら
双
つ
の
「
秩
序

（O
rdnung

）」
つ
ま
り
硬
直
す
る
孤
立
化
へ
の
秩
序
と
生
動
す
る
融
合
化
へ
の
秩
序
と
い
う
双
方
の
対
決
か
ら
、
表
出
連
関
の
種
々
さ
ま

ざ
ま
な
形
式
が
生
じ
る
。
こ
う
し
た
形
式
に
つ
い
て
は
（
上
記
一
連
の
実
例
に
続
け
て
）
最
も
鮮
か
な
場
合
を
挙
げ
る
だ
け
で
よ
ろ
し
か
ろ

う
。

　
エ
ジ
プ
ト
人
物
像

0

0

0

0

0

0

0

の
別
々
（isoliert
孤
立
状
）
に
掴
む
べ
き
「
姿
勢

0

0

（Stellung

）」
は
同
じ
く
別
々
に
掴
め
る
各
部
の

0

0

0

「
姿
勢

0

0

」
か
ら

組
立
て
ら
れ
る
。
手
そ
れ
ぞ
れ
の
姿
勢
が
集
ま
っ
て
或
る
姿
勢
の
腕
と
な
り
、
ま
た
こ
う
し
た
姿
勢
が
集
ま
っ
て
或
る
姿
勢
の
胴
、
或
る

姿
勢
の
脚
、
等
々
と
な
る
。
こ
こ
に
立
つ
の
が
配
列
の
規
則

0

0

0

0

0

（R
egel der A

nordnung

）
だ
が
、
こ
の
規
則
が
個
々
の
部
分
姿
勢
を
人
物

像
全
体
の
姿
勢
に
結
付
け
る
。
同
じ
仕
方
で
幾
つ
か
の
全
体
姿
勢
も
一
箇
の
共
通
行
動
（
例
え
ば
「
行
列
」）
の
姿
勢
に
纏
ま
る
。
し
た
が

っ
て
「
硬
直
す
る
孤
立
化
（starre Isolation

）」
が
優
位
を
取
り
、「
生
動
す
る
混
融
化
（lebendiges V

erfließen

）」
が
「
配
列
の
規

0

0

0

0

則0

」
と
な
っ
て
、
こ
の
規
則
が
象シ
ム
ボ
ル徴

体
系
（Sym

bolik

）
と
表
出
形
成
（A

usdrucksgestaltung

）
と
の
境
界
上
に
横
た
わ
る
。

　
比
べ
る
と
ギ
リ
シ
ア
人
の
古ク

ラ
シ
ク

典
期
芸
術
が
創
る
の
は
活
々
と
生
動
す
る
活
動
連
関

0

0

0

0

（A
ktionszusam

m
enhang

）
で
あ
る
。
戦
闘
の
呈

示
で
は
各
人
物
（
な
い
し
各
集
団
）
に
全
体
内
で
の
定
か
な
「
役
割
（R

olle

）」
が
与
え
ら
れ
る
。
だ
が
割
振
ら
れ
た
行
動
を
果
す
当
の
瞬

間
に
、
各
個
そ
れ
ぞ
れ
の
形
姿
が
ま
た
も
別
々
に
見
分
け
ら
れ
る
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
別
々
の
形
姿
自
体
の
内
部
で
（
掴
む
手
の
動
き
や
踏
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出
す
足
の
歩
み
な
ど
）
各
部
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
が
取
出
さ
れ
て
個
々
別
々
に
観
察
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
部
分
行
動
が
、
相
対
的
に
独
立
で
あ

り
な
が
ら
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
相
互
に
補
い
つ
つ
行
動
全
体
の
内
部
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
孤
立
化
さ
せ
る
形
成
を
相
手
と
す
る
相
関

関
係
の
な
か
で
、「
生
動
す
る
混
融
化
」
の
原
理
が
も
の
を
言
い
、
こ
の
機
能
的
相
関
関
係
が
個
々
の
あ
ら
ゆ
る
形
像
を
結
付
け
る
。

　
と
こ
ろ
で
簡
単
な
動
作
に
身
振
が
取
っ
て
代
り
、
活
動
連
関
が
心
な
る
中
心

0

0

0

0

0

（seelisches Zentrum

）
を
保
持
す
る
や
、
全
体
に
対
す

る
部
分
の
相
対
的
独
立
性
は
終
り
と
な
る
。
い
ま
や
個
々
の
身
体
動
作
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
演
じ
る
の
は
（
指
の
痙
攣
と
か
上
目
使
い
な

ど
）
身ミ
ミ
ク振
的
意
義
（B

edeutung

）
を
指
す
た
め
だ
け
で
し
か
な
い
。
こ
う
し
た
動
作
は
心
が
ふ
と
「
洩
れ
た
だ
け
の
も
の
（bloße 

Ä
ußerung

［en

］）
と
し
て
感
情
面
で
決
定
的
な
纏
ま
り
を
教
え
、
動
作
本
来
の
意
味
（Sinn

）
が
解
る
の
は
、
こ
の
一
体
的
纏
ま
り
の
お

蔭
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
は
活
動
連
関
［
仕
草
］
が
生
気
あ
る
表
出
の
（
も
は
や
目
標

0

0

で
な
く
と
も
）
な
お
手
段

0

0

と
し
て
は
顧
慮
さ
れ
る
の
に
、
レ

ム
ブ
ラ
ン
ト
の
後
期
作
品
で
あ
ら
ゆ
る
形
姿
を
相
互
に
結
付
け
る
独
特
の
「
流フ

ル
イ
ド
ウ
ム漂

（Fluidum

流
れ
る
作
用
力
。
風
趣
。
精
神
的
雰
囲
気
）」

の
な
か
で
は
、［
仕
草
は
］
ほ
ぼ
完
全
に
解
け
て
消
え
て
仕
舞
う
。
な
る
ほ
ど
連
関
し
合
う
行
動
［
動
作
］
は
な
お
与
え
ら
れ
て
い
る
。

「
流
漂
」
は
互
い
に
隔
て
ら
れ
て
行
動
す
る
人
物
間
で
働
く
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
隔
離
は
、
た
だ
、
混
融
す
る
統
一
内
で
ま
た
も
消

え
ゆ
く
た
め
に
こ
そ
置
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の
「
流
漂
」
は
印
象
主
義
者
の
純
然
た
る
「
気
分
（Stim

m
ung

）」
へ

の
移
行
点
を
成
す
が
、
も
と
よ
り
気
分
は
、
生
動
す
る
混
融
化
の
内
部
で
の
分
離
な
ど
に
甘
ん
じ
る
も
の
で
な
い
。（
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の

「
明
暗
（H

elldunkel

）」
が
「
立
方
体
的
（kubisch

）」
空
間
形
成
と
「
外
光
派
絵
画
（Pleinair

）」
と
の
真
中
に
位
す
る
の
と
、
ま
さ
し
く
同
様
の
事

柄
で
あ
る）

（（
（

。）

（
26
）　
リ
ー
グ
ル
『
オ
ラ
ン
ダ
団
体
員
肖
像
画
』（
上
記
七
一
頁
（
注
3
））
参
照
の
こ
と
。
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わ
れ
わ
れ
の
分
析
の
成
果
は
以
下
の
ご
と
く
総
括
で
き
る
。
─
─
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
視
覚
的
な
る
も
の
の
領
界
は
相
異
な
る
三
層

（Schicht
）
に
分
た
れ
た
が
、
各
層
そ
れ
ぞ
れ
も
相
異
な
る
三
領
域
（R

egion

）
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
全
部
で
九
位
置
（Stelle

）

を
も
つ
一
図
式
（Schem

a

）
が
生
じ
た
。
こ
れ
ら
の
位
置
へ
用
い
る
こ
と
で
、
定
言
的
相
反
定
立
の
形
式
は
姿
を
変
え
て
、
多
数
の
具
体

的
問
題
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
こ
れ
ら
九
問
題
の
並
ぶ
「
表
（T

afel

）」
に
は
二
重
の
制
限
が
あ
る
─
─
恣
意
的
制
限
に
必
然
的
制
限
で
あ
る
。
恣
意
的

0

0

0

（w
illkür-

lich

）
な
の
は
、
領
域
的
図
式
を
示
す
際
、
わ
れ
わ
れ
の
顧
慮
し
て
き
た
の
が
視
覚
的
現
出
の
領
界
だ
け
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど

も
折
々
の
注
意
か
ら
す
で
に
明
か
な
ご
と
く
、
造
形
芸
術
へ
の
規
定
と
並
行
し
て
諸
他
芸
術
の
現
出
領
界
も
ま
た
分
析
さ
れ
て
い
る
。
他

方
、
必
然
不
可
避

0

0

0

0

0

（notw
endig

）
な
の
は
、
視
覚
的
領
界
の
内
部
で

0

0

0

建
築
と
絵
画
と
彫
刻
の
区
別
が
顧
慮
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
こ

と
だ
が
、
理
由
は
、
こ
の
区
別
が
（
語
の
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
）
芸
術
的
問
題
と
は
何
の
関
り
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
九
箇

の
対
概
念
が
基
礎
を
置
く
と
こ
ろ
は
、
た
だ
、
お
よ
そ
「
芸
術
的
活
動
」
を
可
能

0

0

（m
öglich

）
と
さ
せ
る
形
式
的
原
理

0

0

0

0

0

（form
ales 

Prinzip

）
お
よ
び
、
こ
の
活
動

0

0

が
現
出

0

0

（Erscheinung
）
に
い
た
る
際
の
現
象
学
的

0

0

0

0

（phänom
enologisch

）
条
件
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ

の
現
出

0

0

が
実
在
化

0

0

0

（realisieren

）
さ
れ
る
際
の
経
験
的

0

0

0

（em
pirisch

）
条
件
で
は
な
い
。
だ
が
建
築
と
絵
画
と
彫
刻
の
区
別
は
後
者
つ
ま

り
経
験
的
条
件
の
見
地
で
は
じ
め
て
登
場
、
言
い
か
え
る
と
、
作
品
の
芸
術
的
外
観
が
成
る
出
所
た
る
観イ

デ
エ
ル

想
的
（ideell

）
要
素
と
、
作
品

の
経
験
的
現
存
を
基
礎
付
け
る
実レ

エ
ル的

（reell

）
要
素
と
の
あ
い
だ
に
は
如
何
な
る
関
係
が
あ
る
か
、
例
え
ば
、
芸
術
作
品
内
に
形
成
さ
れ

る
空
間
と
、
作
品
が
経
験
的
対
象
と
し
て
帰
属
す
る
実
在
的
（real

）
空
間
と
の
関
係
は
如
何）（（
（

と
、
か
よ
う
な
問
を
発
し
て
は
じ
め
て
登

場
す
る
の
で
あ
る
。
回
答
の
決
着
が
芸
術
的
問
題
と
同
じ
側
に
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
、
九
箇
の
対
概
念
が
三
芸
術
種
類
す
べ
て
に
適
用

で
き
る
こ
と
か
ら
明
か
で
あ
る
。
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（
27
）　
こ
こ
に
属
す
る
疑
問
に
私
は
後
の
機
会
あ
ら
ば
詳
し
く
答
え
た
い
と
思
う
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
対
概
念
九
箇
の
「
表
」
は
（
期
待
に
答
え
る
べ
き
相
手
は
芸
術
的
外
観
で
あ
り
、
こ
れ
の
夥
し
い
豊
か

さ
に
比
べ
る
と
）
い
か
に
も
貧
し
い
印
象
を
与
え
る
が
、
こ
の
事
実
も
幾
分
か
は
わ
れ
わ
れ
の
演
繹
の
不
充
分
性
に
よ
る
こ
と
で
し
か
な

い
。
確
か
に
わ
れ
わ
れ
の
行
っ
た
各
個
領
域
の
区
分
が
含
ん
で
い
る
の
は
、
た
だ
視
覚
的
な
る
も
の
分
析
の
概
要
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
大
ま
か
に
し
か
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
は
、
深
め
ら
れ
る
し
磨
き
も
か
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
思
う
べ
き
は
、
九
箇
の
相
反
定
立
が
呈

示
す
る
の
は
根
本

0

0

問
題
（G

 r u n d problem

［e

］）
だ
け
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
根
本
問
題
か
ら
は
涯
し
な
く
多
様
に
個
別
問
題
が
展
開

さ
れ
る
。
例
え
ば
、
一
つ
の
根
本
問
題
の
「
解
決
」
の
各
々
は
相
互
に
別
な
る
「
解
決
」
と
ど
の
よ
う
に
対
置
で
き
る
の
か
、
ま
た
双
つ

の
相
反
定
立
か
ら
ど
の
よ
う
に
一
箇
の
、
今
度
は
種
別
的
な
る
新
問
題
が
育
つ
の
か
、
こ
れ
ら
は
さ
き
に
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
八
九

頁
参
照
）。
一
体
わ
れ
わ
れ
の
規
定
は
歴
史
的
外
観
の
充
実
を
正
当
に
評
価
で
き
る
の
か
否
か
、
こ
れ
を
決
め
る
つ
も
り
な
ら
ば
、
ま
ず

は
右
の
ご
と
く
根
本
問
題
は
涯
し
な
く
精
細
化
で
き
る
可
能
性
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

　
わ
れ
わ
れ
の
演
繹
に
向
け
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
々
特
殊
な
異
議
に
先
ん
じ
て
、
あ
く
ま
で
一
般
的
な
懸
念
が
立
つ
と
し
て
よ
い
─
─
こ

の
演
繹
に
は
そ
も
そ
も
目
的

0

0

（Zw
eck

）
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
い
の
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
作
業
に
あ
た
り
演
繹
さ
れ
た
諸
概
念
に

芸
術
史
家
が
「
拘
束
（festlegen

）
さ
れ
る
」
こ
と
な
ど
、
分
別
あ
る
人
な
ら
ば
誰
し
も
期
待
せ
ず
希
望
す
ら
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

で
は
「
芸
術
的
根
本
問
題
の
表
」
は
何
の
た
め
か
。

　
表
は
わ
れ
わ
れ
に
、
こ
れ
ら
の
方
法
的
効
用
は
ど
れ
ほ
ど
大
き
い
か
の
問
と
は
全
く
関
り
な
く
、
知
る
に
値
す
る
普
遍
的
法
則
性
へ
の
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一
瞥
を
教
え
る
。
わ
れ
わ
れ
に
認
識
さ
せ
る
の
は
、
例
え
ば
、
感
覚
─品
質
的
形
成
の
内
部
で
触
覚
的
価
値
を
好
し
と
す
る
決
断
が
い
ず

れ
も
、
相
応
す
る
結
果
と
し
て
、
奥
行
よ
り
も
表
面
、「
融
解
」
よ
り
も
「
分
割
」
の
優
遇
を
招
く
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
事
物
把
握

［
物
の
見
方
］
の
種
類
が
品
質
的
な
る
も
の
の
形
成
全
体
と
必
然
的
に
結
ば
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
双
方
も
ま
た
表
出
形
成
と
不
可
分
の
関
係

に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
触
覚
的
価
値
が
視
覚
的
価
値
に
優
越
す
る
の
と
同
じ
度
合
で
、
図
式
的
事
物
把
握
は
特
異
単
一
的
事
物
把

握
に
打
勝
ち
、「
姿
態
化
さ
れ
る
」
表
出
も
「
有
情
化
さ
れ
る
」
表
出
に
打
勝
つ
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
事
物
的
領
界
の
内
部
に
お
い
て
す

ら
、「
図
式
性
」
を
好
し
と
す
れ
ば
必
ず
「
理
想
［
観
念
］
性
」
に
傾
く
見
方
が
ま
た
し
て
も
立
つ
が
、
こ
れ
は
他
な
ら
ず
、「
姿
態
化
」

が
増
す
ご
と
に
「
客
観
化
」
の
増
す
結
果
に
な
る
等
々
の
、
表
出
形
成
の
内
部
に
お
い
て
と
同
じ
事
柄
で
あ
る
。

　
無
論
こ
の
よ
う
な
法
則
性
に
目
を
通
す
洞
察
は
、
方
法
的
効
用
が
全
く
無
し
の
ま
ま
で
は
終
ら
な
い
。
こ
の
洞
察
は
芸
術
史
的
判
断
の

吟
味
に
活
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
一
芸
術
作
品
の
分
析
に
あ
た
り
作
品
形
成
の
仕
方
を
ま
ず
感
覚
─要
素
的
な
る
も
の
で
規
定
す
る
と
、
こ

の
規
定
が
必
然
的
に
伴
う
の
は
、
空
間
形
成
お
よ
び
区
分
の
種
類
や
事
物
把
握
お
よ
び
表
出
形
成
の
種
類
を
語
る
帰
結
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
法
則
的
関
係
を
知
れ
ば
、
ど
れ
か
一
つ
の
規
定
か
ら
他
の
す
べ
て
の
規
定
へ
と
予
め
把
握
で
き
る
推
断
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
推
断
の

結
果
が
事
実
と
合
致
し
な
い

0

0

0

と
あ
ら
ば
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
最
初
の
規
定
つ
ま
り
感
覚
─要
素
的
な
る
も
の
の
分
析
が
不
充
分
な
り
と
判

明
す
る
。
ま
た
同
時
に
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
法
則
を
知
る
知
識
は
、
方
法
上
の
調
整
規
定

0

0

0

0

（R
egulativ

）
な
る
意
義
を
獲
得
す
る
。

　
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
間
を
貫
く
連
関
の
最
終
的
な
根
基
は
、
問
題
と
は
す
べ
て
結
局
の
と
こ
ろ
根
源
的
問
題
「
充
実
と
形
式
」［
上
記
七
七

頁
］
を
特
別
な
姿
に
整
え
た
も
の
で
し
か
な
い
、
と
い
う
事
実
に
あ
る
。
だ
が
こ
れ
ま
で
の
「
場
所
（O

rt

）」
以
外
で
根
源
的
問
題
は
一

箇
別
な
る
「
位
置
（Stelle

）」
で
も
確
認
さ
れ
る
し
、
こ
の
位
置
は
特
別
な
性
格
を
も
つ
ゆ
え
、
こ
こ
で
諸
他
の
位
置
と
は
切
離
し
て
考

察
し
た
い
。
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細井雄介

　
　
　
　
　
事
物
現
出
と
表
出
内
実

　「
感
覚
的
現
出
［
外
観
］（sinnliche Erscheinung

）」
の
領
界
（Sphäre

）
は
「
現
出
す
る
事
物
（erscheinendes D

ing

）」
の

領
界
と
呈
示
関
係

0

0

0

0

（D
arstellungsbeziehung

）
で
繋
が
れ
て
い
た
し
、「
現
出
す
る
事
物
」
の
領
界
は
「
お
の
れ
を
外
化
す
る
生

（sich äußerndes Leben   

表
に
出
る
生
）」
の
領
界
と
表
出
関
係

0

0

0

0

（A
usdrucksbeziehung

）
で
結
ば
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
事
物

形
態
（D

inggestalt

）
の
把
捉
（Erfassung

）
も
表
出
内
実
（A

usdrucksgehalt

）
の
把
捉
も
片
が
わ
だ
け
決
ま
っ
て
い
る
目
標

0

0

（Ziel

）
を
目
指
す
。
そ
れ
ゆ
え
双
方
す
な
わ
ち
呈
示
関
係
も
表
出
関
係
も
一
方
通
行
的
方
向

0

0

（R
ichtung

）
で
動
く
。
前
者

0

0

［
呈

示
関
係
］
は
特
異
単
一
的
品
質
か
ら
普
遍
的
図
式

0

0

（Schem
a

）
へ
と
伸
び
て
ゆ
く
、
と
い
う
の
も
一
旦
「
呈
示
さ
れ
る
」
と
、
大

切
な
の
は
特
異
単
一
の
仕
方
で
「
現
出
す
る
」
事
物
の
「
存
立
（B

estand

）」
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
後
者

0

0

［
表
出
関
係
］
も
定
式

内
の
身
分
状
態
か
ら
生
け
る
感
情

0

0

（G
efühl

）
へ
と
伸
び
て
ゆ
く
、
と
い
う
の
も
一
旦
「
表
出
さ
れ
る
」
と
、
伝
え
た
い
の
は

「
外
化
（Ä

ußerung

）」
の
な
か
で
は
っ
き
り
す
る
固
有
の
「
生
（Leben

）」
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
双
つ
の
方
向
を
「
充
実
と

形
式
」
な
る
定
言
的
な
根
源
的
相
反
定
立
に
照
し
て
眺
め
る
と
、
呈
示

0

0

関
係
の
目
標
（
普
遍
的
図
式
）
は
「
形
式
（Form

）」
の
が

わ
に
、
表
出

0

0

関
係
の
目
標
（
生
け
る
感
情
）
は
「
充
実
（Fülle

）」
の
が
わ
に
あ
る
と
解
る
。
し
か
も
個
々
領
域
（R

egion

）
の
内0

部
に

0

0

緊
張
を
つ
く
る
種
々
さ
ま
ざ
ま
な
両
極
態
に
は
、
さ
ら
に
、
事
物
現
出
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

の
領
域
と
表
出
内
実
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

の
領
域
と

の
特
別
な
競
合
態
も
加
わ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
形
式
」
を
好
し
と
す
る
（
と
と
も
に
触
覚
的
な
る
も
の
［
表
］
面
を
好
し
、
図
式
的
な
る

も
の
想イ
デ
エ
ル

念
的
な
る
も
の
を
好
し
、
姿
態
的
な
る
も
の
客
観
的
な
る
も
の
を
好
し
と
す
る
）
芸
術
的
決
断
が
下
り
、
他
方
あ
れ
こ
れ
の
種
別

態
も
ろ
と
も
「
充
実
」
の
後
退
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
全
体
と
し
て
の
事
物
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
必
然
的
に
表
出
に
上
回
る
優
位

0

0

0

0

0

0

0

0

を
取
る
。
例
と
し

て
は
イ
タ
リ
ア
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
の
様
式
や
ギ
リ
シ
ア
の
古ア

ル
カ
イ
ク

拙
期
芸
術
（『
ア
イ
ギ
ナ
島
の
破
風
彫
像
』、
デ
ル
ポ
イ
の
『
御
者
像
』）
が
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役
立
と
う
。
反
対
に
呈
示
者
が
「
充
実
」
を
好
し
と
し
て
（
同
時
に
視
覚
的
な
る
も
の
奥
行
を
好
し
、
特
異
単
一
な
る
も
の
実レ
エ
ル的

な
る
も

の
を
好
し
、
感
情
お
よ
び
主
観
化
を
好
し
と
し
て
）
押
出
す
度
合
に
応
じ
て
、
表
出
内
実

0

0

0

0

も
真
の
注
目
性
は
お
の
れ
へ
と
向
け
さ
せ
、

事
物
性
の
意
義
を
弱
め
る
。
呈
示
関
係

0

0

0

0

の
こ
の
よ
う
な
価
値
貶
下

0

0

0

0

が
最
大
限
に
行
わ
れ
る
の
は
当
然
な
が
ら
印
象
主
義
に
よ
っ
て

の
こ
と
で
、
印
象
主
義
は
事
物
の
図
式
的
対
象
性
か
ら
芸
術
的
意
義
の
こ
と
ご
と
く
を
取
去
っ
て
仕
舞
う
。
こ
こ
で
ま
た
も
や
エ

ジ
プ
ト
芸
術
が
、
表
出
価
値

0

0

0

0

の
完
全
な
る
価
値
貶
下

0

0

0

0

に
よ
っ
て
正
反
対
の
極
を
差
出
す
。
し
か
し
古ク
ラ
シ
ク典
芸
術
は
事
物
性
と
も
表
出

内
実
と
も
決
め
ず
、
双
つ
の
領
界
の
い
ず
れ
を
も
は
っ
き
り
好
し
と
は
し
な
い
こ
と
で
、
呈
示
関
係
と
表
出
関
係
と
の
あ
い
だ
に
、

あ
の
奇
妙
に
揺
れ
る
調
停
を
創
っ
て
い
る
。

　
最
後
わ
れ
わ
れ
の
演
繹
に
方
向
を
与
え
た
根
本
命
題
に
つ
い
て
、
再
度
こ
れ
を
要
約
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
主
張
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

─
─
あ
ら
ゆ
る
芸
術
学
的
思
考
、
こ
と
に
芸
術
的
問
題
に
向
け
る
反
省
一
切
は
、
二
重
の
方
法
的
要
請
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
根
柢
に
は

相
反
定
立
が
あ
る
、
言
い
か
え
る
と
芸
術
的
外
観
が
「
活
動
（Leistung   

営
為
）」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
基
点
た
る
緊
張
（Spannung

）

が
あ
る
、
と
い
う
相
反
定
立
（A

ntithetik

）
の
要
請
で
あ
り
、
ま
た
芸
術
的
外
観
へ
の
相
反
定
立
適
用
を
可
能
に
さ
せ
る
、
と
い
う
領

域
的
図
式
（regionales Schem

a

）
の
要
請
で
あ
る
。

　
こ
の
二
重
の
動
機
（「
領
域
」
お
よ
び
「
相
反
定
立
」
へ
の
関
心
）
が
芸
術
学
的
思
考
に
お
い
て
如
何
に
有
効
か
、
こ
れ
は
近
年
の
芸
術
研

究
者
何
人
か
の
方
法
論
的
努
力
に
明
か
で
あ
る
と
し
て
よ
い
。
わ
れ
わ
れ
の
際
立
た
せ
た
双
つ
の
要
請
が
、
こ
う
し
た
人
々
に
判
然
と
、

あ
る
い
は
雑
然
と
、
ま
た
純
然
と
、
あ
る
い
は
先
入
理
論
で
混
然
と
、
如
何
に
表
明
さ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
る
こ
と
で
、
同
時
に
見
出
せ

る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
根
本
命
題
を
批
判
的
に
検
証
で
き
る
好
機
会
で
あ
る
。

［
こ
の
あ
と
割
愛
す
る
末
段
が
Ｃ
．「
批
評
的
余
論
」
で
あ
る
。
─
訳
者
］


