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本
稿
の
目
的
と
構
成

　

テ
ー
オ
ド
ー
ア
・
W
・
ア
ド
ル
ノ
は
主
に
真
性
芸
術
・
前
衛
芸
術
の
擁
護
者

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
は
遺
作
と
な
っ
た
『
美
学
理
論
』
に
お
い
て
、

自
然
美
に
対
す
る
熱
情
的
と
も
言
え
る
弁
護
を
「
自
然
美
」
と
題
さ
れ
た
一
章

を
設
け
て
展
開
し
て
い
る
。
し
か
も
彼
の
弁
護
は
、
自
然
美
の
単
な
る
再
評
価
、

一
九
世
紀
に
隆
興
し
た
芸
術
信
仰
と
い
う
驕
慢
な「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」（V

II.98

）

に
よ
っ
て
貶
め
ら
れ
た
、
不
当
な
地
位
か
ら
の
名
誉
回
復
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
。

彼
は
あ
る
自
然
に
お
い
て
現
出
す
る
「
自
然
美
そ
の
も
の
」（V

II.113

）
を
、

全
て
の
真
正
な
芸
術
が
そ
の
模
倣
と
客
体
化
に
努
め
る
、
究
極
的
な
対
象
で
あ

る
と
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
。

　

彼
の
美
学
に
お
い
て
、
自
然
美
の
経
験
は
、
真
正
な
芸
術
行
為
に
先
行
し
、

そ
れ
を
基
礎
付
け
る
根
本
的
動
機
と
し
て
、
強
固
な
体
系
的
価
値
を
付
与
さ
れ

て
い
る
。
だ
が
、
近
代
的
自
然
美
学
の
確
立
を
標
榜
し
、
人
間
中
心
主
義
的
な

立
場
に
立
脚
す
る
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ゼ
ー
ル
は
、
そ
の
著
書
『
自
然
美
学
』
に
お

い
て
、ア
ド
ル
ノ
の
自
然
美
論
は
「
形
而
上
学
的
な
根
拠
付
け
」
を
（Ä

N
.172

）、

し
か
も
「
あ
ま
り
に
強
い
前
提
条
件
」（Ä

N
.173

）
と
し
て
、
要
請
し
て
い
る

と
否
定
的
な
判
断
を
下
し
た
。

　

本
稿
は
、
こ
の
議
論
に
応
答
し
た
各
研
究
者
の
見
解
を
含
め
、
そ
の
批
判
の

妥
当
性
を
検
証
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
『
美
学
理
論
』
の
自
然
美
章
が
持
つ
重
層

性
へ
の
認
識
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
た
筆
者
は
、
議
論
の
緒
と
し

て
、
ゼ
ー
ル
も
問
題
視
し
て
い
る
「
自
然
の
言
語
」
概
念
を
中
心
的
に
取
り
扱

う
が
、
そ
こ
で
は
、
こ
の
概
念
に
は
二
つ
の
位
相
が
存
在
す
る
、
と
い
う
独
自

の
解
釈
も
示
す
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
一
章
で
は
『
美
学
理
論
』
に
お
け
る
「
自

然
の
言
語
」
の
定
義
と
そ
の
内
実
を
示
し
つ
つ
、
本
稿
に
関
わ
る
論
点
を
提
示

す
る
。
次
に
二
章
に
て
、
ゼ
ー
ル
の
批
判
す
る
「
形
而
上
学
」
と
は
、
自
然
そ

れ
自
身
の
内
に
、
意
味
や
言
語
性
格
を
生
み
出
す
固
有
の
力
を
認
め
る
こ
と
、

突
き
詰
め
て
言
え
ば
、
人
間
に
還
元
で
き
な
い
精
神
的
な
も
の
を
認
め
る
考
え

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
続
く
三
章
と
四
章
で
は
、
こ
の
「
自
然
の
言
語
」

に
は
二
つ
の
位
相
が
、
つ
ま
り
、
歴
史
的
存
在
で
あ
り
な
が
ら
神
話
的
桎
梏
に

囚
わ
れ
た
人
間
の
「
他
な
る
状
態
」
へ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
関
心
の
、
自
己
還
元

的
作
用
に
よ
っ
て
成
立
す
る
投
影
的
位
相
と
、
同
じ
く
神
話
的
桎
梏
に
囚
わ
れ

た
自
然
存
在
そ
の
も
の
が
示
す
同
様
の
関
心
を
、
人
間
が
感
受
し
て
成
立
す
る
、

ア
ド
ル
ノ
の
自
然
美
に
お
け
る
二
つ
の
位
相

─
M
・
ゼ
ー
ル
に
よ
る
ア
ド
ル
ノ
批
判
の
再
検
討

─

府
川
純
一
郎
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形
而
上
学
的
位
相
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
最
後
に
明
確
化
さ
れ
た
二
つ

の
位
相
の
内
実
か
ら
、
ゼ
ー
ル
批
判
の
妥
当
性
を
検
討
し
、
ア
ド
ル
ノ
自
然
美

学
の
、
な
お
擁
護
可
能
な
側
面
も
指
摘
す
る
こ
と
に
す
る
。

第
一
章
　
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
「
自
然
の
言
語
」

　

ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
「
自
然
の
言
語
」（V

II.120

）
と
は
、「
概
念
的
で
も
な

け
れ
ば
、
そ
の
意
味
を
固
定
的
に
定
め
る
こ
と
も
出
来
な
い
言
語
」（V

II.105

）

で
あ
る
。
や
や
先
取
り
的
に
敷
衍
す
れ
ば
、こ
の
言
語
は
、自
然
に
接
し
て
我
々

が
経
験
す
る
、
非
概
念
的
で
非
分
節
的
な
、
何
ら
か
の
不
確
定
な
意
味
を
伴
っ

た
、
自
然
か
ら
語
り
か
け
ら
れ
る
或
い
は
力
強
く
感
じ
ら
れ
る
何
か
で
あ
る
。

そ
の
点
で
（
後
の
引
用
が
示
す
よ
う
に
）「
表
現
」
に
近
い
も
の
だ
と
も
言
え
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
言
語
性
が
現
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
は
単
な
る
物

体
や
現
象
以
上
の
も
の
へ
と
、
即
ち
美
し
い
も
の
へ
と
変
容
す
る
。
自
然
美
と

は
、
労
働
や
科
学
の
材
料
で
は
な
い
、「
現
出 E

rscheinung 

と
し
て
の
自
然

と
の
み
結
び
つ
く
」。
こ
の
事
態
は
芸
術
作
品
が
、
同
じ
く
そ
う
し
た
言
語
的

な
力
に
よ
っ
て
、
単
な
る
物
体
以
上
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
共
通
し
て

い
る
。
従
っ
て
「
自
然
の
美
的
経
験
と
は
、
芸
術
経
験
と
同
じ
よ
う
に
、
形
象 

B
ilder 

の
経
験
で
あ
る
」（V
II.104

）
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
︵
1
︶。

　

さ
て
、
こ
の
意
味
を
持
っ
て
対
象
か
ら
迫
っ
て
く
る
も
の
の
経
験
に
つ
い
て
、

そ
し
て
自
然
と
芸
術
の
共
通
性
に
つ
い
て
、
ア
ド
ル
ノ
は
既
に
一
九
五
八
〜
五
九

年
の
美
学
講
義
に
お
い
て
考
察
を
加
え
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
『
美
学
理
論
』

の
補
遺
の
中
に
も
そ
の
ま
ま
の
形
で
残
さ
れ
て
い
る
︵
2
︶。
彼
は
講
義
特
有
の

理
解
し
易
い
言
葉
で
、
こ
の
経
験
と
、
自
然
と
芸
術
の
（
共
通
性
か
ら
さ
ら
に

踏
み
込
ん
で
）
連
続
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
芸
術
作
品
を
芸
術
作

品
と
し
て
そ
も
そ
も
経
験
す
る
」
為
に
は
、
鑑
賞
者
が
あ
る
態
度
に
禁
欲
的
で

あ
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。
そ
の
条
件
を
満
た
し
て
初
め
て
、
作
品
か
ら
主
体

に
「
あ
る
客
観
的
な
も
の
と
し
て
の
『
意
味
』 B

edeuten 

の
経
験
が
襲
っ
て

く
る
」（N

aS IV
-3.46

）。
主
体
は
「
単
に
自
分
か
ら
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
何

か
や
、
自
分
が
単
に
そ
こ
に
投
影
を
し
て
い
る
何
か
と
し
て
で
は
な
く
、
自
分

に
語
っ
て
く
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
身
が
語
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
理
解

し
た
そ
の
瞬
間
に
、〔（
中
略
）〕
そ
の
作
品
を
理
解
す
る
」（ebd.

）
こ
と
が
出

来
る
。
逆
に
鑑
賞
者
の
中
に
は
、
し
ば
し
ば
誤
っ
た
「
投
影
」
に
基
づ
い
た
、

あ
る
種
の
主
体
中
心
的
な
姿
勢
で
臨
む
人
間
も
い
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
「
登
場

人
物
に
自
分
を
重
ね
合
わ
さ
ん
が
為
に
小
説
を
お
読
み
に
な
っ
て
い
る
主
婦
」

（ebd.

）
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
々
は
小
説
の
登
場
人
物
に
積
極
的
に
自
分
の

思
考
や
行
動
原
理
を
重
ね
合
わ
せ
、
そ
の
一
致
が
上
手
く
い
っ
て
い
る
間
だ
け
、

そ
の
小
説
を
読
み
進
め
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
鑑
賞
者
の
理
解
の
枠
組
み
の
埒

外
に
あ
る
「
客
体
性
と
し
て
、
精
神
的
に
客
体
的
な
も
の
と
し
て
、
作
品
自
身

に
内
在
し
て
い
る
何
か
」（ebd.

）
を
捨
象
、
或
い
は
歪
曲
し
て
し
ま
う
。
対

象
内
の
他
者
と
の
向
き
合
い
が
欠
落
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
仮
に
芸
術

作
品
か
ら
「
意
味
」
が
感
じ
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は
鑑
賞
者
の
求
め
る
理
解
に
事

前
に
同
一
化
さ
れ
て
い
る
、
謂
わ
ば
「
自
己
自
身
の
規
格
化
さ
れ
た
こ
だ
ま
」

（V
II.33

）
で
あ
り
、作
品
に
固
有
な
も
の
と
し
て
「
こ
ち
ら
の
目
を
開
か
せ
る
」

（N
aS IV

-3.46

）
も
の
で
は
あ
り
得
な
く
な
る
。
こ
こ
に
芸
術
的
経
験
と
前
芸

術
的
経
験
と
を
分
け
隔
て
る
境
目
が
あ
る
、
と
ア
ド
ル
ノ
は
主
張
す
る
。

　

彼
は
こ
の
境
目
は
自
然
経
験
に
お
い
て
も
存
在
す
る
と
し
た
上
で
、
こ
う
し

た
「
意
味
」
を
伴
っ
た
自
然
の
経
験
の
有
無
が
、
正
し
い
芸
術
経
験
の
資
格
の

有
無
に
直
結
す
る
と
い
う
見
解
を
示
す
。「
私
が
思
う
に
、
子
供
の
頃
に
と
言
っ

て
よ
い
と
思
う
の
で
す
が
、
今
晩
は
憂
鬱
だ
な
、
と
言
う
時
、
憂
鬱
な
の
は
観
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察
者
の
気
分
な
ど
で
は
な
く
、
勿
論
観
察
者
と
の
布
置
関
係
に
お
い
て
な
の
で

す
が
、
晩
自
体
の
方
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
一
度
は
思
い
至
っ
た
」
こ
と
の

な
い
人
間
、
そ
う
し
た
「
決
定
的
な
経
験
、
所
謂
、
対
象
へ
の
自
由
、
対
象
を

前
に
し
て
の
忘
我
」（ebd.

）
を
経
験
し
な
か
っ
た
人
間
は
、
芸
術
作
品
が
何

た
る
か
を
知
る
こ
と
は
な
く
、そ
れ
を「
単
な
る
モ
ノ
か
心
理
学
的
投
影
」（N

aS 

IV
-3.47

）
の
対
象
と
し
て
し
か
理
解
し
な
い
︵
3
︶。
正
し
い
芸
術
経
験
は
鑑
賞

者
の
「
自
然
と
の
関
係
に
根
を
持
っ
て
い
る
」（N

aS IV
-3.46

）
と
主
張
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ア
ド
ル
ノ
は
こ
の
主
体
│
客
体
間
で
の
（
共
に
憂
鬱
で

あ
る
と
い
う
）
照
応
状
態
の
経
験
は
、「
ア
ウ
ラ
〔（
中
略
）〕、
雰
囲
気
と
い
う

概
念
や〔（
中
略
）〕気
分
性
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
ほ
ぼ
等
し
い
」（N

aS 

IV
-3.45

）
と
し
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
そ
の
経
験
の
発
端
は
、
現
象
以
上
の
も

の
と
し
て
現
出
し
、
襲
い
か
か
り
、
そ
の
結
果
主
体
を
包
み
込
む
よ
う
な
、
自

然
か
ら
の
語
り
か
け
に
あ
る
。
こ
の
診
断
は
『
美
学
理
論
』
に
お
い
て
、
次
の

よ
う
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　

  

自
然
の
内
で
は
美
と
美
な
ら
ざ
る
も
の
を
範
疇
的
に
区
別
す
る
こ
と
は
出

来
な
い
の
だ
が
、
美
に
喜
ん
で
沈
潜
し
よ
う
と
す
る
意
識
は
そ
れ
で
も
区

別
を
立
て
る
こ
と
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
。
自
然
美
の
う
ち
に
質
的
差
異
が

求
め
ら
れ
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
な
い

も
の
が
語
り
か
け
る
度
合
い
の
う
ち
に
、
つ
ま
り
自
然
の
表
現
の
う
ち
に

求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（V

II.104

）

と
は
い
え
ア
ド
ル
ノ
は
、自
然
の
言
語
は
「
観
察
者
と
の
布
置
関
係
に
お
い
て
」

成
立
す
る
、
と
い
う
留
保
も
設
け
て
い
る
。
こ
の
留
保
を
強
く
捉
え
、
主
体
│

客
体
間
の
媒
介
関
係
が
第
一
に
あ
る
と
解
釈
す
れ
ば
、
自
然
の
言
語
は
ま
ず
何

よ
り
も
自
然
か
ら
発
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
仮
象
（
虚
偽
）
で
あ
る
、
と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
二
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
一
つ
目
は
、
自
然
の
言
語
は
構
成
物
で
、

そ
の
構
成
に
は
主
体
が
積
極
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

働
き
か
け
と
、「
投
影
」
と
さ
れ
、
そ
の
破
棄
が
真
正
な
美
的
経
験
の
成
立
条

件
で
あ
る
と
さ
れ
た
、
主
体
か
ら
「
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
何
か
」
と
は
ど
の

よ
う
に
区
別
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
そ
れ
は
投
影

と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
、
客
体
の
優
位
を
導
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

二
つ
目
の
疑
問
は
、
逆
に
こ
の
留
保
を
弱
く
捉
え
た
場
合
に
、
つ
ま
り
こ
の

言
語
の
構
成
に
お
け
る
主
体
の
役
割
と
は
専
ら
受
動
的
な
も
の
で
、
語
り
か
け

て
く
る
も
の
へ
の
感
受
性
と
い
っ
た
、
主
体
の
受
容
能
力
の
有
無
な
の
だ
と
捉

え
た
場
合
に
、
そ
れ
は
そ
れ
で
生
じ
る
疑
問
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
自
然
の
言

語
は
実
在
的
な
も
の
と
し
て
、
殆
ど
直
接
的
に
発
せ
ら
れ
る
も
の
と
な
る
。「
憂

鬱
に
し
て
い
る
晩
」
や
、
例
え
ば
、
悲
し
み
に
沈
む
山
、
笑
い
か
け
る
太
陽
、

と
い
っ
た
美
的
自
然
の
記
述
は
、
擬
人
法
・
修
辞
法
で
は
な
く
、
自
然
の
言
語

の
事
実
記
述
に
近
い
も
の
に
な
り
得
る
。
そ
の
場
合
に
記
述
者
や
観
察
者
は
、

こ
う
し
た
記
述
を
擬
人
法
以
上
と
は
み
な
さ
な
い
近
代
人
か
ら
す
れ
ば
、
何
ら

か
の
主
体
相
似
的
な
も
の
を
自
然
に
認
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
つ
ま
り
極

端
な
場
合
、
実
は
ヤ
ー
コ
ッ
プ
・
ベ
ー
メ
の
よ
う
な
脱
魔
術
化
以
前
の
世
界
観

に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

整
理
を
す
る
と
論
点
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ア
ド
ル
ノ
の
自
然
の
言
語
と

は
、
投
影
と
は
区
別
さ
れ
る
主
体
の
何
ら
か
の
志
向
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
の
か
、
そ
れ
と
も
自
然
の
側
に
何
ら
か
の
主
体
相
似
的
な
も
の
、
或
い
は
精

神
的
な
も
の
を
可
能
に
す
る
働
き
を
あ
く
ま
で
想
定
し
て
い
る
の
か
。
前
者
で

あ
れ
ば
自
然
の
言
語
に
お
け
る
「
客
体
性
」
に
つ
い
て
何
ら
か
の
修
正
を
加
え
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る
必
要
が
あ
る
。
後
者
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
修
正
が
不
要
に
な
る
代
わ
り
に
、

ア
ド
ル
ノ
は
一
種
の
ロ
マ
ン
主
義
的
な
世
界
観
を
前
提
に
、
美
学
体
系
を
構
築

し
て
い
る
と
い
う
判
断
を
下
す
必
要
が
あ
る
。

第
二
章
　
ゼ
ー
ル
に
よ
る
「
形
而
上
学
」
へ
の
批
判

　

ゼ
ー
ル
の
『
自
然
美
学
』
に
お
け
る
「
形
而
上
学
へ
の
逆
行
」
と
い
う
批
判

は
、
こ
の
ロ
マ
ン
主
義
的
な
立
場
を
幾
許
か
で
も
取
る
理
解
に
向
け
ら
れ
て
い

る
。
彼
は
美
的
自
然
の
経
験
を
「
観
照
的
」「
照
応
的
」「
想
像
的
」
の
三
つ
の

モ
デ
ル
に
分
類
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
経
験
は
全
て
人
間
中
心
的
な
形
で
、
つ
ま

り
自
然
や
そ
の
背
後
に
、
理
念
や
主
体
相
似
的
な
存
在
、
精
神
的
な
働
き
を
、

一
切
仮
定
す
る
こ
と
な
く
構
成
出
来
る
と
主
張
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
形
而

上
学
」
的
な
言
説
は
、
む
し
ろ
自
然
美
の
魅
惑
の
適
切
な
概
念
化
を
妨
げ
る
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ゼ
ー
ル
に
と
っ
て
も
、
自
然
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
「
意

味
」
は
（
否
定
的
な
）
鍵
概
念
で
あ
る
。
例
え
ば
彼
は
、
古
典
的
な
テ
オ
リ
ア

と
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
、
美
的
自
然
に
対
す
る
誤
っ
た
理
解
を
次
の
よ
う
に

記
述
す
る
。
こ
の
自
然
へ
の
美
的
観
照
は
「
解
釈
学
的
経
験
と
し
て
構
想
さ
れ

た
。〔
そ
の
際
に
〕
美
的
自
然
に
お
い
て
現
出
す
る
の
は
、
単
に
多
様
で
感
覚

的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
る
超
感
覚
的
な
意
味
で
あ
る
と
さ
れ
た
」

（Ä
N

.71

）︵
4
︶。
彼
の
批
判
点
は
、
人
間
が
自
然
を
前
に
意
味
を
経
験
す
る
こ
と
、

即
ち
言
語
的
な
経
験
を
す
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
の
源
泉
を
、
そ
の

背
後
で
あ
れ
内
で
あ
れ
、自
然
の
側
に
存
在
す
る
と
了
解
す
る
こ
と
に
あ
る
︵
5
︶。

　

こ
の
批
判
は
「
照
応
的
」
モ
デ
ル
に
お
け
る
形
而
上
学
の
分
析
で
さ
ら
に
明

確
に
な
る
。
彼
は
獄
中
の
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
が
、
よ
く
訪
れ
て
い
た

レ
マ
ン
湖
の
美
し
さ
を
回
想
し
た
文
章
を
引
き
合
い
に
︵
6
︶、
こ
の
自
然
美
は
、

彼
女
の
牢
獄
で
の
生
と
は
別
の
、
実
存
的
な
「
善
き
生
へ
の
関
心
」
が
、
湖
の

地
形
的
、
歴
史
的
な
「
土
地
の
性
格
」（Ä

N
.100

）
と
照
応
し
て
成
立
し
て
い
る

と
考
え
る
。
つ
ま
り
そ
の
美
は
自
然
の
表
現
で
は
な
く
、
彼
女
の
「
善
き
生
へ

の
可
能
性
の
表
現
」（Ä

N
.90

）
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
だ
。
そ
の
際
、「
自
然
が

『
語
っ
て
い
る
』
こ
と
、
つ
ま
り
自
然
の
形
態
を
と
っ
て
生
成
し
て
く
る
も
の

は
〔（
中
略
）〕、
人
間
が
生
を
構
想
し
た
り
、
そ
の
理
念
を
描
い
た
り
す
る
展

望
の
外
的
な
現
れ
で
あ
る
。〔
実
存
的
〕
構
想
を
持
つ
そ
の
よ
う
な
者
だ
け
が
、

自
分
の
存
在
の
可
能
性
に
対
す
る
肯
定
的
な
い
し
否
定
的
な
、
驚
く
べ
き
或
い

は
驚
嘆
さ
せ
ら
れ
る
応
答
と
し
て
自
然
を
経
験
で
き
る
の
だ
」（Ä

N
.102f.

）。

　

こ
こ
で
は
自
然
の
言
語
の
源
泉
は
、
あ
く
ま
で
主
体
の
側
に
あ
る
。
自
然
の

言
語
性
や
、
そ
れ
を
受
け
と
め
た
主
体
が
「
表
情
豊
か
で
雰
囲
気
の
あ
る
語
彙

で
描
写
し
た
り
す
る
も
の
は
、
自
然
の
意
図
で
も
気
分
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の

仮
象
で
も
な
い
。
そ
れ
は
自
然
の
中
や
傍
に
い
る
わ
れ
わ
れ
の
固
有
の
、
情
緒

的
に
推
定
さ
れ
る
生
や
経
験
の
可
能
性
で
あ
る
」（Ä

N
.158

）。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
言
語
を
「
自
然
が
人
間
か
ら
借
り
た
言
語
」
で
は
な
く
、「
内

的
意
味
」を
持
っ
た
自
然
の「
固
有
言
語
」と
し
て
了
解
し
て
し
ま
う
と
き
、「
照

応
の
形
而
上
学
へ
の
移
行
が
生
じ
て
し
ま
う
」（Ä

N
.119f.

）。
つ
ま
り
自
然
の

精
神
的
な
働
き
へ
の
承
認
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　
　

  「
主
体
と
し
て
」
の
自
然
を
「
承
認
」
す
る
こ
と
は
、
誤
っ
た
自
然
の
承

認
で
あ
る
。
自
然
の
完
全
な
美
的
知
覚
と
は
、
次
の
よ
う
な
領
域
の
知
覚

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
主
体
で
も
な
く
主
体
の
よ
う
で
す
ら
な
い
が
、
そ
れ

ゆ
え
に
言
語
的
に
│
主
体
と
し
て
│
生
き
て
い
る
自
然
存
在
〔
＝
人
間
〕

に
と
っ
て
は
、比
類
無
く
重
要
な
領
域
の
知
覚
で
あ
る
。自
然
美
学
は〔（
中

略
）〕
形
而
上
学
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。（Ä

N
.366

）
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彼
の
立
場
で
は
、
語
り
か
け
る
自
然
と
人
間
が
照
応
す
る
美
的
経
験
は
、「
対
象

へ
の
自
由
な
関
係
」
の
経
験
で
は
な
い
。
見
る
者
の
善
き
生
へ
の
関
心
が
、
自

然
を
舞
台
に
表
現
さ
れ
、
そ
れ
に
自
分
自
身
が
応
答
す
る
と
い
う
、「
自
己
自
身

に
対
す
る
自
由
な
関
係
」（Ä

N
.365.

）
の
経
験
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
自
然
の

言
語
は
、
主
体
が
自
身
の
関
心
に
基
づ
い
て
構
成
し
た
、
人
間
の
言
語
で
あ
る
。

　

そ
し
て
ゼ
ー
ル
は
こ
の
立
場
か
ら
、
ア
ド
ル
ノ
の
自
然
美
論
は
「
照
応
的
自

然
の
形
而
上
学
へ
と
逆
行
し
て
い
る
」（Ä

N
.181.

）
と
批
判
す
る
。
ア
ド
ル
ノ

に
お
い
て
は
、
自
然
の
言
語
は
「
自
然
の
漠
然
と
し
た
形
象
の
力
強
さ
」

（Ä
N

.178.

）
と
同
義
で
あ
り
、
こ
の
形
象
、
言
語
こ
そ
が
、
芸
術
が
客
体
化
し

よ
う
と
努
め
る
究
極
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
ゼ
ー
ル
曰
く
、
ア
ド
ル
ノ
は
こ

の
際
、
自
然
の
言
語
を
文
字
通
り
自
然
か
ら
主
体
に
、
無
媒
介
に
発
せ
ら
れ
る

も
の
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
そ
れ
を
実
の
と
こ
ろ
「
ロ
マ
ン
主
義
的
見
解
の
一

つ
の
新
装
版
と
し
て
了
解
し
て
欲
し
い
」（Ä

N
.180.
）
の
だ
と
い
う
。
そ
の
裏

付
け
と
し
て
、
自
然
美
章
の
次
の
文
章
が
引
用
さ
れ
る
。

　
　

  

芸
術
が
主
体
の
対
象
と
し
て
完
全
に
仕
上
げ
ら
れ
る
ほ
ど
、
そ
し
て
主
体

の
単
な
る
志
向
が
放
棄
さ
れ
る
ほ
ど
、
芸
術
は
、
概
念
的
で
も
な
け
れ
ば
、

そ
の
意
味
を
固
定
的
に
定
め
る
こ
と
の
出
来
な
い
言
語
の
モ
デ
ル
に
従
っ

て
、
よ
り
分
節
化
さ
れ
て
語
る
よ
う
に
な
る
。
感
傷
的
な
時
代
に
、
使
い

古
さ
れ
て
は
い
る
が
美
し
く
も
あ
る
隠
喩
に
よ
っ
て
、
自
然
と
い
う
書
物

と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
の
中
に
書
き
記
さ
れ
て
い
た
の
は
、
こ
う
し
た
言

語
と
同
一
の
言
語
か
も
し
れ
な
い
。（V

II.105

）

こ
こ
で
ア
ド
ル
ノ
は
「
自
然
と
い
う
書
物
」
と
い
う
中
世
的
概
念
を
引
き
合
い

に
、
自
然
の
言
語
の
客
体
化
の
成
功
に
は
、
主
体
（
芸
術
家
）
の
「
単
な
る
志

向
」
が
排
除
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
近
づ
く
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い
る
。
も

し
先
の
講
義
で
述
べ
ら
れ
た
「
布
置
関
係
」
を
強
く
取
り
、
自
然
の
言
語
の
現

出
に
は
、
主
体
に
よ
る
構
成
的
作
用
が
不
可
欠
だ
と
仮
定
す
る
と
、「
単
な
る
」

と
い
う
形
容
詞
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
は
残
る
も
の
の
、
主
体
の
「
志

向
」
を
放
棄
す
る
こ
と
が
、
客
体
化
の
最
適
な
手
段
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
は

矛
盾
が
生
じ
る
。
ゼ
ー
ル
が
同
じ
く
批
判
的
に
着
目
す
る
「
芸
術
は
人
間
的
な

手
段
に
よ
っ
て
、
非
人
間
的
な
自
然
の
語
り
を
現
実
化
し
た
い
の
だ
」（V

II. 

121

）
と
い
う
主
張
で
も
、同
様
の
矛
盾
が
発
生
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
、

ロ
マ
ン
主
義
的
傾
向
の
裏
付
け
は
、
自
然
美
章
か
ら
さ
ら
に
引
き
出
す
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
の
自
然
美
の
経
験
叙
述
に
現
れ
る
、
擬
人
的
な
表
現

と
語
彙
に
着
目
し
て
み
る
と
、
彼
は
「
自
然
が
語
る
」（V

II.115

）
だ
け
で
は

な
く
、「
自
然
が
約
束
す
る
」（V

II.103

）、「
自
然
は
沈
黙
す
る
こ
と
を
望
む
」

（V
II.108

）、「
自
然
が
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
望
ん
で
い
る
」（V

II.107

）
と
い
っ
た

形
で
自
然
の
言
語
性
や
精
神
性
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

自
然
の
言
語
は
、
も
の
ご
と
を
厳
格
に
「
指
し
示
す m

einend 

」（V
II.111

）

人
間
的
な
言
語
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
自
然
の
言
語
は
「
非
人
間
的
」
で
あ
る

と
い
う
先
の
一
文
は
、
単
に
そ
う
し
た
言
語
性
格
の
違
い
を
言
っ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
、
と
い
う
解
釈
も
確
か
に
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
解
釈

は
、
次
の
一
文
に
よ
っ
て
支
持
出
来
な
く
な
る
。

　
　

  
自
然
の
美
に
お
け
る
質
的
な
違
い
と
い
う
も
の
が
探
ら
れ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
も
の
が
語
り
か
け

て
く
る
度
合
い
の
内
に
、
つ
ま
り
自
然
の
表
現
の
う
ち
に
探
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
文
字
通
り
そ
の
場
に
存
在
す
る
も
の
以
上
と
し
て
現
出
す

る
も
の
が
、
自
然
を
美
し
く
さ
せ
る
。
感
受
性
抜
き
に
は
こ
う
し
た
客
観
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的
表
現
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
が
、
か
と
い
っ
て
こ
れ
は
主
体
へ
と
還
元

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
自
然
美
と
は
主
観
的
経
験
に
お
け
る
客
観
の
優

位
を
示
し
て
い
る
。（V

II.110f.

）

自
然
を
単
な
る
存
在
「
以
上 M

ehr

」
の
も
の
に
す
る
自
然
の
言
語
は
、
こ
れ

を
捉
え
る
主
体
の
「
感
受
性
」
は
必
要
と
す
る
が
、
そ
れ
は
「
主
体
へ
と
還
元

で
き
る
も
の
で
は
な
い
」。
と
す
れ
ば
、
自
然
の
言
語
と
主
体
の
「
布
置
関
係
」

と
は
弱
い
意
味
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
志
向
な
い
し
関
心
に
基
づ
い
た

主
体
の
自
己
還
元
的
モ
デ
ル
で
は
な
く
、
ア
ド
ル
ノ
は
自
然
に
、
直
接
語
り
か

け
る
よ
う
な
精
神
的
存
在
か
働
き
を
認
め
て
い
る
、
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

第
三
章
　「
自
然
の
言
語
」
に
お
け
る
投
影
的
位
相

　

現
代
音
楽
や
前
衛
芸
術
の
擁
護
者
で
あ
り
、
唯
物
論
者
で
あ
り
、
複
雑
な
啓

蒙
主
義
者
で
も
あ
る
ア
ド
ル
ノ
の
美
学
の
根
底
に
は
、
こ
う
し
た
形
而
上
学
的

前
提
が
存
在
す
る
。
ゼ
ー
ル
が
明
確
化
し
た
こ
の
問
題
点
に
は
、
既
に
幾
人
か

の
論
者
が
そ
の
正
否
を
巡
っ
て
応
答
し
て
い
る
。
以
下
、
本
稿
も
そ
れ
ら
の
議

論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
テ
ク
ス
ト
に
内
在
的
に
検
討
を
進
め
て
い
く
。

　

ま
ず
、
ア
ド
ル
ノ
の
自
然
美
論
に
は
、
自
然
美
の
「
人
間
中
心
的
」
解
釈
を

可
能
に
す
る
位
相
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
そ
れ
は
自
然
の
言
語
の

源
泉
を
、
被
支
配
状
態
に
あ
る
主
体
が
持
つ
、
非
支
配
状
態
へ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア

的
関
心
に
求
め
る
解
釈
で
も
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
自
然
美
の
根
拠
を
、
自
然
の

無
垢
性
に
求
め
る
視
座
を
却
下
し
て
い
る
。
自
然
支
配
が
そ
の
脅
威
を
制
約
す

る
以
前
の
自
然
は
、
人
間
に
と
っ
て
た
だ
「
暴
力
」
と
し
て
し
か
現
れ
ず
、
そ

れ
は
あ
る
暴
力
が
、
あ
る
存
在
者
の
生
存
を
常
に
脅
か
し
て
い
る
、「
神
話
的

呪
縛
」
状
態
を
形
成
し
て
い
た
と
彼
は
考
え
る
。
人
間
が
そ
う
し
た
神
話
的
呪

縛
と
し
て
の
自
然
か
ら
身
を
引
き
剥
が
す
為
の
、
苦
渋
に
満
ち
た
歩
み
の
プ
ロ

ト
コ
ル
が
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
で
あ
る
。
し
か
し
周
知
の
通
り
、
こ
の
書
が
明

ら
か
に
し
た
の
は
、
神
話
的
呪
縛
圏
か
ら
抜
け
出
す
歩
み
そ
の
も
の
が
、
新
し

い
神
話
的
呪
縛
圏
を
形
成
す
る
歩
み
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
自
然

に
対
抗
し
、
自
由
を
実
現
す
る
為
に
組
織
し
た
社
会
が
、
個
人
に
と
っ
て
極
め

て
抑
圧
的
な
機
構
と
な
っ
て
い
く
歩
み
で
あ
る
。
歴
史
を
通
じ
て
、
社
会
は
呪

縛
的
な
「
第
二
の
自
然
」
と
な
り
、
逆
に
支
配
を
加
え
る
こ
と
で
徐
々
に
無
害

化
さ
れ
た
第
一
の
自
然
は
、
そ
の
呪
縛
圏
の
外
部
で
あ
る
か
の
よ
う
に
美
し
く

現
出
す
る
こ
と
に
な
る
。「
長
き
に
わ
た
り
自
然
美
の
感
情
は
、
整
理
整
頓
さ

れ
た
世
界
に
当
た
っ
て
は
突
き
返
さ
れ
る
主
体
の
苦
し
み
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ

て
き
た
。
自
然
美
は
世
界
苦
の
痕
跡
を
伴
っ
て
い
る
」（V

II.100

）。

　

彼
は
こ
の
美
的
経
験
の
例
と
し
て
《
魔
弾
の
射
手
》
第
一
幕
の
一
場
面
を
提

示
す
る
。
そ
れ
は
自
分
の
結
婚
を
巡
る
騒
動
で
憔
悴
し
た
ヒ
ロ
イ
ン
が
、
息
苦

し
く
感
じ
ら
れ
た
部
屋
か
ら
バ
ル
コ
ニ
ー
に
抜
け
出
し
、
星
煌
め
く
夜
空
を 

「
な
ん
て
美
し
い
の
で
し
ょ
う
！
」
と
讃
え
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
感
嘆
が
示

し
て
い
る
の
は
、
自
然
支
配
の
歴
史
的
進
展
と
、
そ
れ
と
比
例
し
て
増
大
す
る

社
会
で
の
苦
痛
の
経
験
を
媒
介
に
し
て
自
然
美
は
成
立
し
、
そ
れ
は
、
主
体
が

呪
縛
圏
か
ら
「
抜
け
出
そ
う
と
す
る
衝
動
」（ebd.

）、
そ
の
外
で
「
呼
吸
を
し

た
い
」（ebd.

）
と
い
う
「
支
配
な
き
状
態
」（V

II.105

）
へ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的

関
心
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
第
二
の
自
然

へ
と
石
化
し
た
社
会
に
お
け
る
主
体
の
無
力
さ
が
、
い
わ
ゆ
る
第
一
の
自
然
へ

と
逃
避
す
る
原
動
力
と
な
る
」（V

II.103

）
の
で
あ
る
。

　

ヨ
ー
ゼ
フ
・
フ
リ
ュ
ヒ
ト
ル
は
こ
の
位
相
か
ら
、
ア
ド
ル
ノ
の
自
然
の
言
語

を
「
形
而
上
学
の
彼
岸
」︵
7
︶
で
、
つ
ま
り
投
影
的
な
モ
デ
ル
の
枠
内
で
解
釈
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し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
際
、
ア
ド
ル
ノ
が
対
象
へ
の
意
識
的
な
自
己
投
影
を
、

前
美
学
的
な
も
の
と
し
て
い
る
以
上
、
自
然
美
経
験
を
支
え
て
い
る
筈
の
「
正

し
く
、
無
意
識
的
な
投
影
と
は
、
そ
れ
〔
＝
誤
っ
た
投
影
〕
に
対
応
し
つ
つ
も

対
照
的
に
、
主
体
の
抑
圧
さ
れ
き
れ
な
い
疼
き R

egung 

を
、
客
体
へ
と
移
送

す
る
こ
と
と
し
て
定
義
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
」︵
8
︶、
と
彼
は
考
え
る
。
そ
し
て
こ

の
主
体
の
「
疼
き
」
は
、
現
状
で
は
な
い
も
の
へ
の
関
心
と
い
う
点
で
、
非
同

一
的
な
性
格
を
有
し
、
ま
た
関
心
の
対
象
で
あ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
状
態
は
、
同

定
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
い
う
点
で
、
否
定
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
フ
リ
ュ
ヒ
ト
ル
は
、
ア
ド
ル
ノ
美
学
で
は
、
主
体
の
「
非
同
一
的
で

抑
圧
さ
れ
き
れ
な
い
内
的
自
然
の
外
部
へ
の
投
影
が
、
外
的
自
然
を
、
共
主
体 

C
o-Subjekt 

と
し
て
、
何
か
の
顕
現
の
よ
う
に
構
成
す
る
」︵
9
︶
の
だ
と
、
ゼ
ー

ル
の
「
照
応
的
」
モ
デ
ル
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
結
論
を
導
い
て
い
る
。

　

彼
の
説
に
基
づ
け
ば
、
ア
ド
ル
ノ
の
、
自
然
の
言
語
は
「
人
間
に
よ
っ
て
作

ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
も
の
」
で
あ
り
「
主
体
へ
と
還
元
で
き
る
も
の
で
は
な

い
」
と
い
う
定
義
も
、
主
体
の
「
単
な
る
志
向
」
の
投
影
と
は
区
別
さ
れ
る
、

無
意
識
的
で
、
正
し
い
志
向
の
投
影
と
し
て
再
解
釈
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

第
四
章
　「
自
然
の
言
語
」
に
お
け
る
形
而
上
的
位
相

　

本
稿
は
こ
の
フ
リ
ュ
ヒ
ト
ル
の
見
解
に
部
分
的
に
賛
同
す
る
。
ア
ド
ル
ノ
の

自
然
美
学
に
は
、
主
体
の
非
同
一
的
な
関
心
に
基
づ
い
た
「
正
し
い
」
投
影
的

位
相
は
確
固
と
し
て
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
自
然
の
言
語
の
一
つ
の
位

相
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
自
然
は
そ
う
し
た
主
体
の
関
心
に

応
え
る
形
象
を
、
肯
定
的
で
持
続
的
な
形
で
提
供
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
と

ア
ド
ル
ノ
が
述
べ
て
い
る
点
を
手
掛
か
り
に
説
明
し
た
い
と
思
う
。

　

彼
に
と
っ
て
、
文
字
通
り
の
絵 B

ild 

の
よ
う
な
、
生
き
生
き
と
し
た
自
由

な
も
の
と
し
て
自
然
を
経
験
す
る
こ
と
は
、
先
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
属
し
て
い
た 

「
市
民
的
革
命
精
神
」（V

II.101

）
の
時
代
に
お
い
て
は
真
正
で
あ
り
得
た
と
し

て
も
、
今
や
（
そ
し
て
恐
ら
く
は
本
来
的
に
も
）
卑
し
む
べ
き
、
虚
偽
的
な
美

的
経
験
で
あ
る
。
何
故
ア
ド
ル
ノ
は
、
主
体
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
関
心
と
美
的
自

然
と
の
肯
定
的
な
照
応
経
験
を
疑
問
視
す
る
の
か
。
彼
は
自
然
を
神
話
的
呪
縛

圏
の
外
部
と
捉
え
る
見
方
は
、
二
重
の
間
違
い
を
犯
し
て
い
る
と
考
え
る
。

　

第
一
に
そ
う
し
た
見
方
は
、
自
然
支
配
の
進
展
に
よ
り
、
今
日
自
然
は
多
か

れ
少
な
か
れ
、
例
え
ば
環
境
破
壊
や
開
発
、
観
光
産
業
に
よ
る
商
品
化
と
い
っ

た
形
で
、
社
会
の
操
作
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
見
過
ご
し
て
い
る
。
そ
し
て
第

二
に
、
そ
う
し
た
見
方
は
、
自
然
存
在
は
本
来
的
に
神
話
的
呪
縛
圏
の
中
に
あ

る
、
と
い
う
点
を
見
過
ご
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
が
実
に
独
特
な

仕
方
で
強
調
す
る
の
は
、
今
あ
る
自
然
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
存
在
し
て
き

た
自
然
に
も
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
も
の
な
ど
何
一
つ
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
い

う
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
次
の
引
用
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。

　
　

  

自
然
美
に
お
け
る
自
由
の
想
起
は
人
を
誤
ら
せ
る
。
そ
れ
は
よ
り
古
き
隷

属
状
態
の
う
ち
に
自
由
を
期
待
す
る
か
ら
で
あ
る
。
自
然
美
と
は
想
像
の

中
に
移
し
込
ま
れ
、
移
さ
れ
る
こ
と
で
償
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
神
話

な
の
で
あ
る
。
鳥
の
歌
声
は
全
て
の
人
に
と
っ
て
美
し
い
。
感
受
性
が
あ
っ

て
某
か
の
西
洋
的
伝
統
を
そ
の
中
に
宿
し
続
け
て
い
る
者
で
あ
れ
ば
、
雨

上
が
り
の
鶫
の
声
に
心
を
動
か
さ
な
い
者
な
ど
い
な
い
。
し
か
し
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
鳥
の
歌
声
に
は
人
を
ぞ
っ
と
さ
せ
る
も
の
が
潜
ん
で
い
る
。

そ
れ
は
声
が
歌
声
な
ど
で
は
さ
ら
さ
ら
な
く
、
鳥
た
ち
を
拘
束
し
て
い
る

呪
縛
に
従
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。（V

II.104f

）
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事
実
、
鳥
が
発
す
る
声
は
た
だ
人
間
に
の
み
、
歌
声
と
し
て
響
く
の
か
も
し
れ

な
い
。
そ
の
声
は
本
来
、
例
え
ば
伝
達
や
緊
急
警
告
や
他
の
個
体
へ
の
威
嚇
な

ど
、
彼
ら
の
生
存
と
自
己
保
存
の
為
の
生
物
学
的
手
段
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
う

し
た
自
己
保
存
行
為
を
何
か
気
ま
ま
な
で
自
由
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、

確
か
に
そ
れ
は
誤
っ
た
認
識
で
あ
る
。
鳥
は
喰
っ
た
り
喰
わ
れ
た
り
の
残
酷
極

ま
り
な
い
神
話
的
呪
縛
の
中
で
生
き
て
い
る
︵
10
︶。
そ
こ
で
は
か
つ
て
の
人
間

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
暴
力
的
な
自
然
が
彼
ら
の
自
己
保
存
を
脅
か
し
、

多
く
の
場
合
、
彼
ら
は
そ
の
暴
力
に
屈
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ド
ル
ノ

に
と
っ
て
「
美
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
穏
や
か
に
死
に
ゆ
く
も
の
と
し
て
活
動
す

る
自
然
な
ど
、
未
だ
全
く
存
在
し
て
い
な
い
」（V

II.115

）。
鳥
の
声
は
、「
ぞ
っ

と
さ
せ
る
」
の
と
同
時
に
「
美
し
く
響
く
」。
こ
こ
で
前
者
を
そ
う
し
た
自
然

自
身
の
神
話
状
態
ゆ
え
、
と
捉
え
る
と
し
て
、
後
者
の
美
し
さ
の
解
釈
が
問
題

に
な
る
が
、
こ
れ
は
主
体
の
関
心
か
ら
の
み
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何

故
な
ら
ば
こ
の
直
前
の
文
章
で
、「
自
然
美
は
散
漫
で
不
確
か
な
も
の
に
と
ど

ま
る
反
面
、
そ
れ
が
約
束
す
る
も
の
は
人
間
の
内
部
に
属
す
る
も
の
全
て 

alles Innerm
enschliche 

を
凌
ぐ
」（V

II.114

）
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
稿
は
こ
こ
で
、
フ
リ
ュ
ヒ
ト
ル
の
見
解
か
ら
、
投
影
で
全
て
を
説
明
し
よ

う
と
す
る
姿
勢
を
否
定
し
つ
つ
も
、
自
然
美
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
関
心
は
結
び
つ

い
て
い
る
と
い
う
考
え
を
保
持
し
た
い
。
そ
し
て
次
の
よ
う
な
解
釈
を
提
起
し

た
い
。
ア
ド
ル
ノ
は
、
観
察
者
だ
け
で
な
く
、
そ
の
眼
前
の
自
然
存
在
も
ま
た
、

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

支
配
な
き
自
由
な
状
態
へ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
関
心
を
保
持
し
て
お
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、「
自
然

の
言
語
」
は
、
こ
の
関
心
の
（
人
間
以
外
の
自
然
存
在
は
そ
う
し
た
関
心
を
明

確
に
表
現
す
る
器
官
を
持
た
な
い
為
に
、非
概
念
的
で
意
味
は
不
確
定
と
な
る
）

直
接
的
な
表
現
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
︵
11
︶。
本
稿
は
こ
の
考
え
が
、
ア
ド

ル
ノ
の
自
然
美
論
の
二
番
目
の
、
よ
り
深
く
に
存
在
す
る
位
相
だ
と
考
え
る
。

　
「
感
受
性
」
を
有
し
た
真
正
な
観
察
者
は
、自
然
が
発
す
る
非
同
一
的
な
表
現
、

「
運
命
と
し
て
の
自
然
か
ら
流
れ
出
す
も
の
」（V

II.105

）
を
「
想
像
の
中
に
移

し
込
む
」、
つ
ま
り
芸
術
行
為
を
通
じ
た
客
体
化
を
行
い
、
そ
の
欠
乏
と
苦
し
み

を
「
償
お
う
」
と
す
る
。「
自
然
美
と
は
普
遍
的
な
同
一
性
に
呪
縛
さ
れ
て
い
る

事
物
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
る
、
非
同
一
の
痕
跡
に
他
な
ら
な
い
」（V

II.114

）、

と
い
う
こ
の
よ
く
知
ら
れ
た
一
節
は
、
自
然
を
同
じ
非
同
一
を
希
求
す
る
存
在

と
し
て
承
認
す
る
態
度
の
表
明
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
ア
ド
ル
ノ
の
自
然
美
論
に
は
、
投
影
原
理
で
は
説
明
不
可
能
の
、

自
然
か
ら
の
直
接
的
位
相
の
存
在
、「
形
而
上
学
的
」
位
相
を
認
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
際
の
主
体
の
関
心
は
、
自
然
の
言
語
を
構
成
す
る
能
動
的
媒

体
と
し
て
で
は
な
く
、
自
然
の
言
語
を
進
ん
で
受
け
取
る
受
動
的
媒
体
と
し
て

機
能
す
る
。
こ
の
両
位
相
を
交
差
さ
せ
る
形
で
、
ア
ド
ル
ノ
は
正
し
い
美
的
自

然
へ
の
態
度
を
次
の
よ
う
に
書
き
記
す
。

　
　

  

あ
る
風
景
を
前
に
し
て
の
「
な
ん
と
美
し
い
の
だ
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ

の
風
景
の
沈
黙
し
て
い
る
言
葉
を
傷
つ
け
、
そ
の
美
を
弱
め
て
し
ま
う
。

現
出
す
る
自
然
は
沈
黙
す
る
こ
と
を
望
む
。
だ
が
、
そ
の
沈
黙
は
そ
の
自

然
を
経
験
出
来
る
者
た
ち
を
、
自
分
た
ち
を
モ
ナ
ド
的
な
拘
束
状
態
か
ら

一
瞬
で
も
解
放
し
て
く
れ
る
よ
う
な
言
葉
に
駆
り
立
て
も
す
る
。（V

II.108

）

第
二
の
自
然
に
「
モ
ナ
ド
的
」
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
人
間
は
、
神
話

的
呪
縛
の
外
部
を
求
め
て
自
然
領
域
へ
と
入
っ
て
い
く
。
だ
が
も
し
、
そ
の
際

に
発
す
る
「
な
ん
と
美
し
い
の
だ
」
と
い
う
言
葉
が
、
そ
の
外
部
存
在
の
肯
定

的
な
証
言
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
自
然
の
切
々
と
し
た
言
語
を
正
し
く
聞
き
取
っ

て
い
な
い
。
そ
の
人
は
「
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
も
の
を
、
存
在
し
て
い
る
も
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の
の
う
ち
に
掴
む
こ
と
で
、
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
も
の
を
損
な
っ
て
い
る
」

（V
II.115

）
か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
自
然
の
言
語
を
正
し
く
聞
き
取
る
人
は
、

自
然
に
対
し
て
「
美
し
い
」
と
声
に
出
し
て
し
ま
っ
た
時
、
つ
ま
り
現
出
し
た

自
然
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
関
心
に
、
自
分
の
そ
れ
が
照
応
し
た
時
で
あ
っ
て
も
、

同
時
に
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
自
然
存
在
へ
の
後
ろ
め
た
さ
故
に
、「
恥
ず
か

し
い
」（V

II.115

）
と
い
う
感
情
に
襲
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
真
正
な
自
然
美
の

経
験
と
は
、
人
間
と
自
然
と
が
否
定
的
な
照
応
状
態
の
内
に
、
い
わ
ば
連
帯
的

に
和
解
す
る
瞬
間
的
な
経
験
で
あ
る
。
そ
の
客
体
化
に
近
づ
い
た
芸
術
と
し
て

彼
は
、「
例
え
ば
コ
ロ
ー
の
場
合
の
よ
う
に
、
自
然
と
幸
福
に
和
解
し
て
い
る

か
に
見
え
る
絵
画
」（V

II.106

）
を
、「
と
は
い
え
そ
れ
は
、
和
解
の
瞬
間
的
な

も
の
を
示
す
指
数
に
過
ぎ
な
い
」
と
留
保
し
な
が
ら
も
、
挙
げ
る
の
で
あ
る
。

　

ゲ
ア
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ヴ
ェ
ッ
ペ
ン
ホ
イ
ザ
ー
も
ま
た
、
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る

自
然
の
言
語
は
、
い
か
に
不
明
瞭
で
あ
る
と
は
い
え
、「
自
然
と
自
分
自
身
か

ら
疎
遠
と
な
っ
て
苦
し
ん
で
い
る
主
体
の
、
憧
憬
を
伴
っ
た
単
な
る
投
影
以
上

の
も
の
で
あ
る
」︵
12
︶
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
そ
し
て
自
然
美
に
お
け
る
「
単

な
る
存
在
と
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
も
の
の
二
重
性
」︵
13
︶
は
「
社
会
の
、
第

二
の
自
然
の
、
二
重
性
で
あ
る
」︵
14
︶
と
、
自
然
と
人
間
と
が
、
同
じ
抑
圧
的

同
一
性
に
呪
縛
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
解
釈
に
ま
で
至
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
彼
は
、
そ
の
同
一
性
の
根
源
は
、
全
て
を
利
用
と
道
具
的
な
連
関
に

巻
き
込
ん
で
い
く
思
考
法
な
の
だ
と
理
解
す
る
。
そ
の
上
で
、「
自
然
美
は
社

会
に
内
在
し
、
社
会
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

市
民
社
会
を
超
え
た
も
の
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
続
け
る
」（V

II.108

）
と
い

う
一
文
を
根
拠
に
、
自
然
の
神
話
的
呪
縛
圏
の
成
立
は
、
そ
う
し
た
思
考
法
に

染
ま
っ
て
い
る
人
間
か
ら
の
介
入
に
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
為
、
自
然
が
本
来

的
に
呪
縛
圏
の
中
に
い
る
と
い
う
点
を
見
逃
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
呪
縛

圏
は
人
間
に
よ
る
「
搾
取
的
な
自
然
関
係
」︵
15
︶
の
遥
か
以
前
か
ら
存
在
し
て

い
た
し
、
自
然
美
も
単
に
、
自
然
が
「〔
人
間
が
形
成
し
た
〕
全
世
界
的
占
有

と
い
う
誤
っ
た
調
和
の
中
に
お
い
て
、
不
協
和
音
を
響
か
せ
る
現
出
方
法
、
利

用
不
可
能
な
も
の
の
、
特
殊
な
も
の
の
姿
」︵
16
︶
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

第
五
章
　
ゼ
ー
ル
批
判
の
再
検
討

　

以
上
の
考
察
を
通
し
、
ア
ド
ル
ノ
の
「
自
然
の
言
語
」
に
は
投
影
的
位
相
と

形
而
上
学
的
位
相
、
二
つ
の
位
相
が
存
在
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
最
後

に
こ
の
認
識
の
も
と
、
改
め
て
ゼ
ー
ル
の
批
判
の
妥
当
性
を
検
証
し
た
い
。
確

か
に
後
者
の
位
相
で
は
、
非
同
一
の
関
心
を
有
す
る
自
然
と
い
う
、
主
体
相
似

的
な
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
、
ゼ
ー
ル
が
ア
ド
ル
ノ
の
自
然

美
学
を
「
形
而
上
学
」
に
批
判
的
に
区
分
し
た
の
は
一
定
の
妥
当
性
が
あ
る
と

言
え
る
︵
17
︶。
だ
が
本
稿
は
、『
自
然
美
学
』
が
そ
の
区
分
ゆ
え
に
立
ち
入
っ
て

は
検
討
し
な
か
っ
た
、
自
然
の
言
語
の
内
実
の
明
確
化
に
努
め
て
き
た
。
そ
し

て
そ
の
論
述
で
得
ら
れ
た
事
実
や
諸
観
点
か
ら
は
、
幾
つ
か
の
指
摘
と
評
価
の

変
更
を
引
き
出
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
ず
本
稿
の
議
論
が
こ
れ
ま
で
後
付
け
、
ま
た
ア
ド
ル
ノ
自
身
も
繰
り
返
し

言
明
し
て
い
る
︵
18
︶
の
は
、
ど
の
よ
う
な
自
然
美
も
、
そ
の
真
正
さ
は
、
そ
れ

が
属
す
る
歴
史
的
な
諸
段
階
に
お
い
て
の
み
確
保
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
自
然
一
般
が
暴
力
か
ら
無
害
な
も
の
へ
と
移
行
し
た
の
と
同
様
に
、「
自
然

美
の
概
念
〔
も
〕
そ
れ
自
体
、歴
史
的
に
著
し
く
変
化
す
る
」（V

II.101

）。
従
っ

て
、
目
下
真
正
な
の
だ
か
ら
、
否
定
的
な
照
応
状
態
が
最
終
的
に
真
正
な
自
然

美
だ
、
と
結
論
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
自
然
の
言
語
が
あ
く
ま
で
二
つ
の
位

相
か
ら
成
立
す
る
以
上
、
そ
の
能
力
で
あ
る
主
体
の
投
影
や
感
受
性
が
今
後
、
正
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し
い
仕
方
で
、
変
容
す
れ
ば
、
異
な
る
自
然
美
が
真
正
な
も
の
と
し
て
導
か
れ

も
す
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
歴
史
的
弁
証
法
に
つ
い
て
ゼ
ー
ル
は
殆
ど
言
及
し

な
い
が
、
こ
の
弁
証
法
の
中
で
、
ア
ド
ル
ノ
自
身
の
記
述
は
揺
ら
い
で
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
彼
は
、
自
然
の
非
同
一
の
関
心
を
「
自
然
の
即
自
存

在
」（V

II.120
）
と
記
す
一
方
で
、（
そ
れ
と
同
義
で
あ
る
筈
の
）
自
然
の
言
語

の
「
意
味
は
〔
中
略
〕
徹
頭
徹
尾
歴
史
的
本
質
を
持
つ
の
だ
ろ
う
」（V

II.111

）

と
も
記
し
て
い
る
。
確
か
に
、
自
然
の
言
語
自
体
が
変
容
す
る
の
な
ら
、
そ
の
形

而
上
学
的
な
内
実
も
変
容
し
う
る
だ
ろ
う
。
彼
の
自
然
美
学
は
形
而
上
学
的
で

あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
内
実
は
原
理
的
に
、
常
に
「
開
か
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
に
着
目
す
れ
ば
、
形
而
上
学
と
い
う
批
判
的
評
価
に
覆
い
隠
さ
れ

た
、ア
ド
ル
ノ
美
学
の
積
極
的
な
要
素
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。ま
ず
ゼ
ー

ル
の
批
判
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
視
座
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
言
語
的
・
行
為
的
な
主
体
（
＝
理
性
的
人
間
）
に
限
定
し
た

相
互
承
認
の
理
論
を
構
築
す
る
過
程
で
、
ア
ド
ル
ノ
が
和
解
を
目
指
し
た
自
然

を
、「
神
秘
主
義
の
遺
産
」︵
19
︶
と
結
び
つ
い
た
、不
適
切
な
承
認
対
象
と
批
判
し
、

そ
の
理
論
的
枠
組
み
か
ら
除
外
し
た
。
こ
の
基
準
を
受
け
入
れ
た
ゼ
ー
ル
に

と
っ
て
も
、
非
言
語
的
・
非
行
為
的
な
存
在
で
あ
る
自
然
は
相
互
承
認
不
可
能

な
、
ま
た
、
そ
の
内
実
も
主
体
に
と
っ
て
不
可
知
な
「
他
者
」（Ä

N
.366

）
と

し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
。
彼
か
ら
す
れ
ば
、「
私
た
ち
の
尺
度
と
な
る
に
足
る

の
は
、
私
た
ち
の
尺
度
の
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
カ
ン
ト
的
な
意
識
の
後
方
へ

は
、
今
や
誰
も
後
退
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」（Ä

N
.14

）。
し
か
し
こ
の
厳
格

な
立
場
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
「
自
己
自
身
に
対
す
る
自
由
な
関
係
」
は
、
同
じ

く
ア
ド
ル
ノ
が
照
応
的
経
験
の
基
礎
に
位
置
付
け
た
、「
対
象
へ
の
自
由
な
関

係
」
に
比
べ
て
、
あ
る
種
の
閉
鎖
性
を
露
呈
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

ゼ
ー
ル
は
照
応
的
経
験
を
、「
善
き
生
へ
の
可
能
性
」
や
、
自
ら
の
「
展
望

の
外
的
な
現
れ
」
と
い
っ
た
、
主
体
が
主
体
の
関
心
と
自
由
に
関
わ
る
経
験
と

し
て
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
主
客
を
よ
り
流
動
的
に
し
よ
う
と
す
る

ア
ド
ル
ノ
の
「
対
象
へ
の
自
由
」
で
は
、
開
か
れ
た
主
体
の
中
に
自
由
が
あ
る

の
で
は
な
く
、
開
か
れ
た
自
由
の
中
に
主
体
が
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
も
っ
て
、

対
象
の
内
実
と
そ
れ
と
の
関
わ
り
方
が
自
由
に
開
か
れ
て
お
り
、「
他
で
も
あ

り
う
る
」
と
い
う
可
能
性
は
、
主
体
を
超
え
て
他
者
た
る
自
然
に
も
及
ん
で
い

る
。
そ
の
可
能
性
に
は
、
自
然
の
言
語
を
受
け
取
っ
た
人
間
が
、
技
術
に
よ
っ

て
「
自
然
を
援
助
し
、
こ
の
惨
め
な
地
球
上
で
自
然
が
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
望
ん

で
い
る
状
態
へ
と
導
く
」（V

II.107

）
よ
う
な
関
係
を
築
く
、
と
い
う
こ
と
も
含

ま
れ
う
る
︵
20
︶。
確
か
に
そ
れ
が
自
然
の
内
実
で
あ
る
確
実
な
保
証
は
な
い
が
、

歴
史
的
諸
段
階
に
も
応
じ
て
、
こ
の
自
由
な
関
係
か
ら
は
他
の
内
実
の
可
能
性

も
ま
た
示
さ
れ
て
い
く
。
ア
ド
ル
ノ
の
自
然
美
学
は
全
体
と
し
て
否
定
的
な
色

彩
を
帯
び
て
い
る
が
、
自
然
を
不
可
知
に
押
し
留
め
ず
に
、
そ
の
内
実
を
繰
り

返
し
開
示
さ
せ
よ
う
と
す
る
美
的
姿
勢
が
備
わ
っ
て
い
る
。
自
然
と
の
照
応
は
、

自
然
が
こ
ち
ら
の
目
が
開
く
だ
け
で
な
く
、「
自
然
の
目
を
開
く
」（V

II.104

）

経
験
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
従
っ
て
こ
の
形
而
上
学
的
位
相
は
、
あ
る
種
の
探
求

的
な
位
相
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

G
esam

m
elte Schriften. 20 B

de, Frankfurt am
 M

ain, 1970-1986

、
並
び
に
『
遺

稿
集
』 N

achgelassene Schriften, Frankfurt am
 M

ain, 1993- 

か
ら
行
う
。
前
者
の

場
合
は
巻
数
（
ロ
ー
マ
数
字
）、
頁
数
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
を
記
す
。
後
者
の
場
合
は 

文
献
表

本
稿
で
の
ア
ド
ル
ノ
の
文
章
か
ら
の
引
用
は
全
て
、『
全
著
作
集
』 Theodor W

. A
dorno, 
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る
と
思
わ
れ
る
。

（
3
） 

「
対
象
へ
の
自
由 Freiheit zum

 O
bjekt

」
は
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
の
借
用
概
念
で
、

ア
ド
ル
ノ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
自
由
と
は
「
事
柄
の
中
で
自
分
自
身
を
忘

却
し
、
自
分
自
身
を
変
化
さ
せ
る
と
い
う
考
え
へ
の
自
由
」（X

-2. 579

）
で
あ

る
。『
美
学
理
論
』
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。「
全
面
的
管
理
段
階
に
至

る
前
は
、
主
体
は
作
品
を
聴
い
た
り
読
ん
だ
り
し
な
が
ら
、
自
己
を
忘
れ
、
自

己
を
虚
し
く
し
て
、
作
品
の
中
に
自
分
を
消
滅
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
出
来
た
。

主
体
が
か
つ
て
遂
行
し
て
い
た
同
一
化
は
、
芸
術
作
品
を
自
分
に
合
わ
せ
る
の

で
は
な
く
、
自
分
を
芸
術
作
品
に
合
わ
せ
る
こ
と
を
そ
の
理
想
と
し
て
い
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
し
た
行
動
様
式
を
一
般
的
に
対
象
へ
の
自
由
と
呼
ん
だ
」

（V
II.33

）。
但
し
テ
ィ
ー
デ
マ
ン
は
、
こ
の
理
解
は
ヘ
ー
ゲ
ル
本
来
の
意
義
と

は
合
致
し
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。V

gl. N
aS IV

-16. 302. u. N
aS IV

-3. 410.

（
4
） 

『
自
然
美
学
』
に
お
い
て
「
美
的
自
然 ästhetische N

atur

」
は
、「
感
覚
的 

sinnlich

」
な
い
し
「
感
覚
的
に
知
覚
可
能
な sinnlich w

ahrnehm
bar

」
自
然

と
対
比
的
に
区
別
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
対
比
は
『
美
学
理
論
』
で
の
、
自
然
の

内
の
「
美
と
美
な
ら
ざ
る
も
の
」
と
い
う
区
別
と
、
さ
し
あ
た
り
対
応
し
て
い

る
と
考
え
て
よ
い
。『
自
然
美
学
』
の
緒
論
で
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
好
感
の
対
象

と
な
る
自
然
」
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
関
連
し
て
、
そ
う
し
た
「
美
的
な

自
然
知
覚
」
の
対
象
、
主
体
の
「
美
的
な
自
然
態
度
が
向
か
う
自
然
」
は
、「
感

覚
的
に
知
覚
可
能
な
領
域
」
と
し
て
の
自
然
の
中
の
「
特
定
の
所
与
物
」（Ä

N
. 

20

）
で
あ
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
5
） 

古
典
的
な
テ
オ
リ
ア
に
対
し
て
ゼ
ー
ル
が
掲
げ
る
（
彼
流
の
）「
観
照
」
は
、

こ
う
し
た
了
解
を
修
正
し
、
経
験
か
ら
意
味
自
体
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
美
的

態
度
で
あ
る
。
自
然
の
観
照
的
知
覚
の
焦
点
は
、自
然
対
象
を
可
能
な
限
り「
意

味
疎
遠
的
な
現
象
的
個
体
性
」（Ä

N
.39

）
と
し
て
観
察
し
、
自
然
の
多
様
な

現
象
自
体
に
集
中
し
、
自
己
を
「
無
関
心
な
感
性
的
知
覚
」（Ä

N
.51

）
状
態

へ
と
誘
お
う
と
す
る
。
反
面
、
他
の
（
そ
こ
に
優
劣
関
係
は
存
在
し
な
い
）
二

つ
の
モ
デ
ル
は
、
意
味
経
験
を
許
容
し
た
上
で
構
築
さ
れ
る
モ
デ
ル
で
あ
り
、

ア
ド
ル
ノ
へ
の
批
判
も
そ
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

（
6
） V

gl. Ä
N

. S. 90f.

N
aS 

と
略
記
し
、
そ
の
後
に
部
数
と
巻
数
（
ロ
ー
マ
数
字
│

ア
ラ
ビ
ア
数
字
）、
頁
数
（
ア

ラ
ビ
ア
数
字
）
を
記
す
。
ま
た
引
用
内
で
の
筆
者
に
よ
る
補
足
は
、
原
語
併
記
を
除
き

全
て
〔 
〕
で
括
り
挿
入
す
る
。『
全
著
作
集
』
か
ら
引
用
し
た
書
名
、
作
品
名
は
、G

S 
V

II: Ä
sthetische T

heorie, G
S IV

: M
inim

a M
oralia, G

S X
-1: A

us Sils M
aria, G

S 
X

-2: M
einung W

ahn G
esellschaft, 

で
あ
り
、『
遺
稿
集
』
か
ら
は N

aS IV
-3: Ä

sthetik 

（1958/59

）
で
あ
る
。
ゼ
ー
ル
『
自
然
美
学
』 M

artin Seel, E
ine Ä

sthetik der N
atur, 

Frankfurt am
 M

ain, 1996. 

か
ら
の
引
用
は
、Ä

N

と
略
記
し
（ 

）
で
括
り
、
頁
数
を

ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
す
。
字
数
の
通
合
上
記
載
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
に
は
全
て
優
れ

た
訳
業
が
存
在
す
る
。
但
し
本
稿
内
で
は
単
語
の
統
一
等
の
必
要
か
ら
拙
訳
を
用
い
て

い
る
。

註（
1
） 

こ
こ
に
お
け
る
、
芸
術
経
験
と
同
じ
と
さ
れ
る
「
形
象
」
が
、
現
象
で
あ
り
な

が
ら
そ
れ
以
上
の
何
か
が
現
出
す
る
も
の
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
記

述
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
。「
芸
術
作
品
は
、
模
像
と
し
て
の
形
象
で
は
な
く
、

現
象
と
し
て
の
形
象
で
あ
り
、
現
出
と
し
て
の
形
象
で
あ
る
」（V

II.130

）。

（
2
） V

gl. V
II.407-410. bzw

. 33-34. 

ア
ド
ル
ノ
は
戦
後
、
こ
れ
を
含
め
計
六
回
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
に
て
美
学
の
講
義
を
開
講
し
て
お
り
、
最
初
の
講
義
は

一
九
五
〇
年
夏
学
期
、
最
後
の
講
義
は
六
七
年
の
夏
学
期
と
六
七
〜
六
八
年
冬

学
期
に
渡
っ
て
行
わ
れ
た
（V

gl. Stefan M
üller=D

oohm
, A

dorno E
ine 

B
iographie, Frankfurt am

 M
ain, 2003, S. 944-950.

）。『
美
学
講
義 1958/ 

59

』
の
編
者
で
あ
る
エ
バ
ー
ハ
ル
ト
・
オ
ル
ト
ラ
ン
ト
は
、
ア
ド
ル
ノ
は
こ
の

著
作
の
為
の
「
メ
モ
や
構
想
を
少
な
く
と
も
一
九
五
六
年
か
ら
書
き
留
め
て
」

（N
aS IV

-3.505.

）
お
り
、
そ
れ
以
降
の
講
義
は
推
敲
に
お
い
て
決
定
的
な
役

割
を
担
っ
た
と
捉
え
て
い
る
。
無
論
そ
の
事
実
が
、
著
作
と
講
義
の
内
容
の
一

致
を
保
証
す
る
完
全
な
根
拠
に
は
な
り
得
な
い
が
、
補
遺
と
は
い
え
こ
の
箇
所

を
含
め
、
一
九
五
八
〜
五
九
年
の
講
義
に
お
け
る
内
容
が
『
美
学
理
論
』
に
そ

の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
多
く
存
在
し
、『
美
学
講
義 1958/59

』は『
美

学
理
論
』
に
対
す
る
著
者
自
身
に
よ
る
口
語
調
解
説
と
、
あ
る
程
度
見
做
し
得
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（
7
） Josef Früchtl, N

atur als Projektion und A
dornos M

odell von W
ahrheit, 

in: Philosophisches Jahrbuch, jg.96, 1989, S. 378.
（
8
） Josef Früchtl, a.a.O

., S. 375.

（
9
） Josef Früchtl, a.a.O

., S. 379.

（
10
） 
ア
ド
ル
ノ
は
『
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ
ア
』
第
四
八
番
に
お
い
て
、
生
と
苦
痛
は
相

即
不
離
で
あ
る
と
い
う
確
信
か
ら
、
素
朴
な
生
命
礼
賛
者
を
痛
烈
に
批
判
し
て

い
る
。
ア
ド
ル
ノ
か
ら
見
れ
ば
、「
た
だ
生
き
て
い
る
故
に
美
し
い
と
い
わ
れ

る
も
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
理
由
故
に
す
で
に
醜
い
の
で
あ
る
」（IV.86

）。
彼

ら
の
誤
っ
た
見
方
に
対
す
る
「
啓
蒙
的
」
な
見
解
と
し
て
、彼
は
ア
ナ
ト
ー
ル
・

フ
ラ
ン
ス
の
次
の
一
文
を
紹
介
す
る
。「
私
は
む
し
ろ
、
有
機
的
生
命
と
は
、

地
球
と
い
う
我
々
の
厭
わ
し
い
天
体
特
有
の
病
気
で
あ
る
と
思
い
た
い
の
で
す
。

無
限
の
宇
宙
の
ど
こ
で
も
か
し
こ
で
も
、
常
に
喰
っ
た
り
喰
わ
れ
た
り
が
行
わ

れ
て
い
る
な
ん
て
、
想
像
す
る
に
耐
え
ま
せ
ん
か
ら
」（IV.87

）。
そ
し
て
こ

の
生
命
に
対
す
る
「
虚
無
的
な
反
感
」
こ
そ
が
、
実
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
関
わ
る

「
実
質
的
条
件
」
な
の
だ
、
と
も
書
き
記
し
て
い
る
。
本
稿
本
文
の
通
り
、
こ

の
生
と
苦
痛
の
必
然
的
結
び
つ
き
が
自
然
全
体
に
存
在
す
る
と
い
う
見
方
が
、

自
然
美
章
の
二
つ
目
の
位
相
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
11
） 

自
然
の
言
語
と
こ
の
関
心
と
の
結
び
き
は
、『
美
学
講
義1958/59

』
の
次
の

箇
所
で
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
。「
と
い
う
の
も
芸
術
は
〔（
中
略
）〕
経
験
的
世

界
の
あ
ら
ゆ
る
営
み
に
対
峙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
仕
方
で
自
然
の
関
心 

das Interesse der N
atur 

を
引
き
受
け
る
か
ら
で
す
」（N

aS IV
-3.46

）。

（
12
） G

erhard Schw
eppenhäuser, D

er E
igen-Sinn des N

aturschönen, in: 
ders, D

ie Fluchtbahn des Subjekts, M
ünster, 2001., S. 58.

（
13
） G

erhard Schw
eppenhäuser, a.a.O

., S. 57.

（
14
） G

erhard Schw
eppenhäuser, a.a.O

., S. 59.

（
15
） G

erhard Schw
eppenhäuser, a.a.O

., S. 56.

（
16
） G

erhard Schw
eppenhäuser, a.a.O

., S. 59.

（
17
） 

そ
れ
ゆ
え
に
、
ア
ド
ル
ノ
の
自
然
美
学
は
、
自
然
中
心
主
義
の
立
場
か
ら
、
環

境
破
壊
の
危
機
的
状
況
の
打
開
の
為
に
「
自
然
主
体
」
概
念
を
戦
略
的
に
導
入

し
よ
う
と
す
る
ゲ
ル
ノ
ー
ト
・
ベ
ー
メ
の
姿
勢
に
接
続
点
を
見
い
だ
せ
る
可
能

性
が
あ
る
。
ベ
ー
メ
は
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。
自
然
主
体
は
マ
ル
ク
ー
ゼ
や

ブ
ロ
ッ
ホ
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
自
然
と
人
間
の
関
係
に

関
す
る
近
代
の
主
流
と
明
確
に
対
立
す
る
。〔（
中
略
）〕
自
然
が
主
体
と
し
て

語
る
こ
と
は
、
古
典
的
自
然
美
学
に
お
い
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
美
的
経

験
に
対
応
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
然
は
人
間
に
語
り
か
け
る
よ
う
な
何
か
と

し
て
、
そ
れ
が
人
の
心
を
奪
お
う
と
、
一
定
の
気
分
に
さ
せ
よ
う
と
、
あ
る
い

は
、
人
に
何
か
を
言
い
た
げ
で
あ
ろ
う
と
、
経
験
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」

（G
ernot B

öhm
e, F

ür eine ökologische N
aturästhetik, Frankfurut am

 
M

ain, 1989, S. 29

）。
彼
は
や
は
り
ヤ
ー
コ
ッ
プ
・
ベ
ー
メ
や
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
、

自
然
の
書
物
と
い
っ
た
考
え
を
引
き
合
い
に
出
し
、
こ
う
し
た
考
え
は
「
現
代

人
に
と
っ
て
は
理
解
し
難
い
」（ebd.

）
と
認
め
た
上
で
、
自
然
に
主
体
を
認

め
よ
う
と
す
る
。
彼
は
こ
の
概
念
の
導
入
に
よ
っ
て
「
我
々
が
啓
蒙
以
前
に
戻

る
こ
と
は
〔（
中
略
）〕
あ
り
え
な
い
」（ebd.

）
と
、
真
実
概
念
と
し
て
は
こ

れ
を
否
定
す
る
。
し
か
し
自
然
を
支
配
し
、
無
計
画
に
搾
取
を
続
け
る
今
日
の

人
間
の
態
度
を
軟
化
さ
せ
る
「
潜
在
力
」（ebd.

）
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
、

実
践
概
念
と
し
て
の
必
要
性
を
説
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
解
は
、
ア
ド
ル

ノ
美
学
へ
の
間
接
的
な
擁
護
と
し
て
機
能
す
る
が
、
本
稿
は
戦
略
的
次
元
と
し

て
で
は
な
く
、
自
己
と
他
者
に
自
由
に
関
わ
る
、
開
か
れ
た
形
而
上
学
の
一
つ

の
形
態
と
し
て
積
極
的
に
捉
え
る
立
場
で
あ
る
。

（
18
） V

gl. V
II. S. 101. 102. 107. 111. u. 112.

（
19
） Jürgen H

aberm
as, E

rkenntnis und Interesse, Frankfurt am
 M

ain, 1973, 
S. 45. s. a. ders, T

heorie des kom
m

unikativen H
andelns 1, Frankfurt 

am
 M

ain, 1999, S. 518-525.

（
20
） 

シ
ル
ス
・
マ
リ
ア
の
旅
行
記
に
は
、
こ
の
実
現
の
一
つ
の
姿
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
牛
の
群
れ
が
い
か
に
も
楽
し
そ
う
な
様
子
で
、
人
間
た
ち
が
敷
設
し
た
広
い

山
道
を
、
当
の
人
間
の
こ
と
な
ど
構
う
こ
と
な
く
行
進
し
て
い
る
。
自
然
を
抑

圧
し
た
文
明
が
、
い
か
に
抑
圧
し
た
自
然
の
助
け
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
の
モ

デ
ル
が
あ
る
」 （X

-1.326.

）。


