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遊
戯
衝
動
と
ハ
ビ
ト
ゥ
ス

│
シ
ラ
ー
の
美
学
論
に
よ
る
カ
ン
ト
的
義
務
の
克
服

香
田　

芳
樹

カ
ン
ト
倫
理
学
と
習
慣
論

　

黄
金
律
と
呼
ば
れ
る
「
あ
な
た
が
他
人
に
さ
れ
て
嫌
な
こ
と
を
、
他
人
に
し
て
は
な
ら
な
い
」
を
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の
言
葉
と
誤
解

し
て
い
る
ド
イ
ツ
人
は
多
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
端
的
な
言
い
切
り
が
カ
ン
ト
の
定
言
的
命
法
に
似
つ
か
わ
し
く
思
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
マ

タ
イ
福
音
書
（
七
：
一
二
）
に
も
現
れ
る
こ
の
言
葉
を
カ
ン
ト
自
身
は
ロ
ー
マ
皇
帝
セ
ル
ヴ
ェ
ル
ス
・
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
（
在
位
二
二
二
│

二
三
五
）
の
愛
用
句„quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris“
か
ら
学
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
句
を
彼
が
愛
唱
し
た
と
い
う
事

実
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
は
こ
れ
を｢

取
る
に
足
ら
ぬ
言
辞｣

と
し
、普
遍
的
法
則
た
り
得
る
も
の
で
は
な
い
と
一
蹴
す
る1

。
理
由
は
、

こ
こ
に
は｢

自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
の
根
拠
も
、
他
人
に
対
す
る
愛
の
義
務
の
根
拠
も
含
ま
れ
て
い
な
い｣

か
ら
で
あ
る
。
簡
単
に
い
え

ば
、
こ
れ
が
自
分
の
権
利
ば
か
り
に
気
を
と
ら
れ
、
社
会
的
義
務
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
利
己
的
な
無
関
心
主
義
の
標
榜
だ
か
ら
だ
。
共
同
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体
に
背
を
む
け
て
、
個
の
利
益
だ
け
を
追
求
す
る
こ
と
を
カ
ン
ト
は
著
し
く
嫌
っ
た
。
放
っ
て
お
け
ば
快
楽
追
求
に
傾
斜
す
る
個
を
、
理
性

的
存
在
と
し
て
普
遍
的
原
理
に
向
か
わ
せ
る
も
の
が
、｢

義
務｣

で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
義
務
は
、
個
を
絶
対
的
に
超
越
す
る
原
理
の
前
で
、

す
べ
て
の
理
性
的
存
在
が
示
す
べ
き
絶
対
的
恭
順
の
姿
勢
を
意
味
し
た
。
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
に
崇
高
と
威
厳
を
認
め
る
こ
と
は
カ
ン
ト

倫
理
学
の
根
幹
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
が
義
務
一
色
で
あ
る
こ
と
が
、
カ
ン
ト
研
究
者
を
当
惑
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
義
務
の
根
拠
と
な
る

普
遍
的
自
然
法
則
の
定
義
が
判
然
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
は
『
道
徳
形
而
上
学
原
論
』
の
中
で
、
定
言
的
命
法
と
仮
言
的
命
法
の
間
で
葛
藤
す
る
四
つ
の
タ
イ
プ
の
人
間
に
つ
い
て
考
察
し

て
い
る2

。
第
一
の
タ
イ
プ
は
、
絶
望
し
て
こ
れ
以
上
生
き
て
も
自
分
を
傷
つ
け
る
だ
け
な
ら
、
自
己
愛
の
た
め
に
自
殺
す
る
こ
と
は
普
遍
的

自
然
法
則
に
か
な
う
と
考
え
る
人
間
で
あ
る
。
第
二
の
タ
イ
プ
は
、
困
窮
し
て
借
金
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
返
せ
る
当
て
も
な
い
の

に
、
自
己
愛
の
た
め
に
返
せ
る
と
噓
を
つ
い
て
金
を
借
り
る
人
間
で
あ
る
。
第
三
の
タ
イ
プ
は
、
才
能
に
恵
ま
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

自
分
の
裕
福
な
環
境
に
甘
ん
じ
て
自
己
愛
か
ら
、
全
生
涯
を｢

怠
惰
と
歓
楽
と
生
殖｣

に
費
や
そ
う
と
す
る
人
間
で
あ
る
。
第
四
の
タ
イ
プ

は
、
多
く
の
困
窮
し
て
い
る
人
を
前
に
し
て
も
援
助
の
手
を
差
し
の
べ
る
こ
と
な
く
、
自
己
愛
か
ら
何
も
お
こ
な
わ
な
い
人
間
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
人
々
に
共
通
す
る
の
は
、
仮
言
的
命
法
を
使
う
こ
と
で
、
自
己
愛
を
義
務
と
自
然
法
則
に
矛
盾
し
な
い
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
第
一
の
自
殺
願
望
者
は
し
か
し
、
生
の
促
進
を
図
る
自
然
の
法
則
に
反
す
る
し
、
第
二
の
困
窮
者
は
、
契
約
が
誠
実
に
履
行
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
契
約
義
務
に
反
す
る
。
第
三
の
怠
惰
者
は
、
才
能
が
社
会
に
有
益
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
社
会
貢
献
の
義
務
に
反

す
る
。
第
四
の
利
己
主
義
者
は
、
社
会
か
ら
利
益
を
受
け
つ
つ
も
そ
れ
に
相
応
な
利
益
を
還
元
さ
せ
な
い
と
い
う
点
で
互
恵
的
義
務
に
反
し

て
い
る
。

　

カ
ン
ト
に
は
、
人
間
が
道
徳
的
に
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
行
為
の
格
率( M

axim
e)

、
す
な
わ
ち
信
条
が
普
遍
的
法
則
に
合
致
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し
て
い
る
こ
と
だ
と
い
う
根
本
的
信
念
が
あ
る3

。
そ
れ
ゆ
え
道
徳
哲
学
はethica

（
倫
理
学
）
とius

（
法
学
）
か
ら
な
る
義
務
論
で
あ
り
、

道
徳
と
は
徹
底
し
て
理
性
的
・
法
的
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た4

。
そ
れ
は
、
自
由
意
志
に
よ
る
選
択
と
強
要
と
が
一
致
し
て
、
自
己
強

制
と
な
る
こ
と
で
完
成
す
る
が
、
そ
の
最
も
手
強
い
敵
は｢

傾
向
性｣

で
あ
っ
た
。
人
間
は
し
ば
し
ば
自
分
の
傾
向
性
を
利
す
る
た
め
に
、

自
然
法
則
の
も
つ
普
遍
性
に
抗
し
て
、
勝
手
に
法
則
の
例
外
を
設
け
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
仮
言
的
命
法
が
最
も
珍
重
さ
れ
る
。
こ
れ

を
使
っ
て
い
か
に
説
得
的
に
、
自
然
衝
動
を
義
務
に
優
先
さ
せ
る
か
が
倫
理
学
の
課
題
と
な
り
さ
え
す
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、

義
務
は
幸
福
原
理
を
は
る
か
に
超
越
す
る
も
の
で
あ
り
、「
人
間
の
本
性
の
特
殊
な
性
質
か
ら
導
来
し
よ
う
な
ど
と
い
う
考
え
を
起
こ
し
て

は
な
ら
な
い
」
も
の
な
の
で
あ
る5

。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
「
人
間
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
感
覚
」
や
「
得
体
の
知
れ
な
い
後
見
者
と
し
て
の
自
然
に

よ
っ
て
吹
き
こ
ま
れ
た
法
則
」
な
ど
の
意
志
的
傾
向
性
を
、｢

自
然
法
則｣

か
ら
形
成
さ
れ
た
義
務
や
普
遍
的
法
則
か
ら
徹
底
的
に
排
除
し
よ

う
と
す
る6

。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
の
い
う
自
然
は
二
義
的
で
あ
る
。
一
つ
は
す
べ
て
の
現
象
が
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
理
的
・
形
式
的
な
自
然

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
人
間
の
特
殊
な
性
格
を
生
む
意
志
的
・
経
験
的
な
自
然
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
こ
れ
ら
を
架
橋
す
る
説
明
を
見
つ
け
よ

う
と
は
せ
ず
、あ
る
自
然
に
も
う
一
つ
の
自
然
へ
の
絶
対
服
従
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
倫
理
学
を
単
純
に
義
務
論
と
名
づ
け
る
哲
学
者
に
と
っ

て
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
は
二
つ
が
架
橋
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
統
合
可
能
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
問
題
意
識

を
か
た
く
な
に
拒
否
し
た
。
な
る
ほ
ど
自
殺
願
望
も
、
債
務
不
履
行
も
、
怠
惰
も
、
無
関
心
も
、
カ
ン
ト
の
言
う
よ
う
に
、「
義
務
に
含
ま
れ

て
い
る
命
令
の
崇
高
さ
と
内
的
尊
厳
」
の
前
で
は
無
に
等
し
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、人
は｢

義
務｣

と｢

命
令
の
崇
高
さ｣

と｢

内
的
尊

厳｣

だ
け
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。｢

死
に
た
い｣

、「
し
た
く
な
い
」、｢
ど
う
で
も
い
い｣

と
い
っ
た
、
人
間
が
日
常
生
活
の
中
で
常

に
接
す
る
傾
向
性
を
徹
底
的
に
排
除
す
る
彼
の
倫
理
学
に
は
、｢

習
慣｣

と
い
う
当
た
り
前
の
経
験
的
様
態
へ
の
眼
差
し
が
欠
け
て
い
る
の
で



─ 4 ─ （297）

あ
る
。

　

哲
学
史
上
、
習
慣
論
者
た
ち
は
ま
ず
カ
ン
ト
の
倫
理
学
と
の
対
決
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
習
慣
論
の
先
駆
け
を
つ
く
っ
た
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ

ラ
ン
（
一
七
六
六
│

一
八
二
四
）
は
カ
ン
ト
を
ほ
と
ん
ど
無
視
し
て
い
る
し7

、 

彼
に
続
き
『
習
慣
論
』
を
著
し
た
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
（
一
八
一
三

│

一
九
〇
〇
）
は
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
に
多
く
を
負
い
つ
つ
も
、
最
終
的
に
ビ
ラ
ン
に
従
っ
て
、「
努
力
の
意
識
に
お
い
て
こ
そ
、
人
格
性
が
、

意
志
的
活
動
と
い
う
す
ぐ
れ
た
形
式
の
も
と
に
、必
然
的
に
、自
己
自
身
に
対
し
て
、顕
現
す
る
」
と
考
え
た8

。
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
を
高
く
評
価

し
て
い
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
カ
ン
ト
倫
理
学
の
批
判
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
晩
年
の
著
作
『
道
徳
と
宗
教
の
二
つ
の
源
泉
』
の
中
で
、
彼
は

カ
ン
ト
の
定
言
的
命
法
と
し
て
の
倫
理
の
不
自
然
さ
を
批
判
す
る
。カ
ン
ト
の
言
う
よ
う
な
絶
対
的
命
令
の
も
と
で
は
、義
務( l’obligation)

は
反
道
徳
的
な
行
為
に
対
す
る
抵
抗
、
す
な
わ
ち
、
異
常
な
事
態
を
前
に
し
た
「
緊
張
状
態
」( l’état de tention)

で
あ
り
、「
反
対
者
を
打

ち
砕
く
た
め
の
激
し
い
動
揺
」( l’ébranlem
ent)

に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
義
務
と
は
む
し
ろ
「
静

か
で
傾
向
性
に
類
し
た
状
態
」( l’état tranquille et apparenté à l’inclination)

で
あ
る
と
考
え
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
健
康
な
人
間

が
病
気
に
な
っ
た
と
き
に
感
じ
る
不
快
感
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
リ
ュ
ー
マ
チ
発
作
の
過
ぎ
た
あ
と
で
筋
肉
や
関
節
を
動
か
す
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
何
か
ぎ
こ
ち
な
い
感
じ
、
い
な
苦
痛
を
す
ら
覚
え
る

こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
身
体
の
器
官
と
い
う
器
官
が
こ
ぞ
っ
て
そ
れ
に
反
対
し
て
い
る
一
つ
の
抵
抗
の
全
体
感
覚
で
あ
る
。
こ
の
感

覚
は
徐
々
に
減
じ
て
ゆ
き
、つ
い
に
は
わ
れ
わ
れ
が
健
康
時
に
覚
え
る
全
身
運
動
の
意
識
と
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
う
。﹇
…
…
﹈
だ
が
も

し
だ
れ
か
が
、
手
足
を
動
か
す
と
き
の
何
の
変
哲
も
な
い
感
じ
を
単
に
疼
痛
の
軽
減
に
す
ぎ
ぬ
と
見
る
と
か
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
身

体
を
動
か
す
能
力
を
リ
ュ
ー
マ
チ
性
の
硬
直
に
対
す
る
抵
抗
の
努
力
と
定
義
す
る
と
か
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
何
と
言
う
だ
ろ
う
。
そ
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ん
な
こ
と
を
言
え
ば
、
運
動
習
慣
の
説
明
は
諦
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
習
慣
の
一
つ
一
つ
は
、
事
実
、
さ
ま
ざ
ま
な

運
動
か
ら
な
る
特
殊
な
結
合
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ま
た
こ
の
結
合
に
よ
っ
て
し
か
理
解
さ
れ
え
な
い
。
歩
い
た
り
走
っ
た
り
、
体
軀
を
動

か
し
た
り
す
る
一
般
的
能
力
と
は
、
こ
う
し
た
要
素
的
習
慣
の
総
和
に
す
ぎ
ず
、
そ
う
し
た
習
慣
は
、
一
つ
一
つ
が
そ
こ
に
含
ま
れ
る

特
殊
な
運
動
で
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
の
運
動
能
力
を
粗
っ
ぽ
く
一
括
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
あ
る
抵
抗
に
反

対
す
る
力
と
し
て
し
ま
っ
て
は
、
リ
ュ
ー
マ
チ
は
当
然
、
こ
の
運
動
能
力
と
並
ぶ
一
個
独
立
の
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
。
今
日
ま
で
義

務
に
つ
い
て
思
索
し
た
多
く
の
人
々
も
、
こ
れ
と
同
種
の
誤
謬
を
犯
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る9

。」 

こ
こ
に
は
義
務
を
理
解
す
る
た
め
の
多
く
の
示
唆
が
あ
る
。
つ
ま
り
、道
徳
と
は
、独
立
し
た
内
容
を
も
っ
た
実
体( Substanz)

で
は
な
く
、

全
体
と
し
て
社
会
に
浸
透
し
た
「
習
慣
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
部
分
的
に
切
り
出
し
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
洞
察
で
あ
る
。
そ

れ
は
習
慣
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
意
識
化
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
い
う
よ
う
に
理
性
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、総
体
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
総
体
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
社
会
生
活
上
の
無
数
と
い
う
べ
き
特
殊
な
要
求
に
応
じ
た
、

こ
れ
ま
た
無
数
の
特
殊
的
習
慣
の
濃
縮
エ
キ
ス
で
あ
り
、
精
髄
」
と
呼
ぶ10

。
人
間
が
本
能
を
離
れ
、
自
然
と
い
う
必
然
性
を
捨
て
た
と
き
に
、

社
会
を
形
成
す
る
の
が
習
慣
で
あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
の
隅
々
に
ま
で
行
き
渡
っ
た
「
習
慣
的
傾
向
性
」( l’inclination habituelle)

が
義

務
の
全
体
、
す
な
わ
ち
、
道
徳
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
カ
ン
ト
と
は
正
反
対
に
、
徹
底
し
て
理
性
を
道
徳
の
形
成
要
因
か
ら

排
除
し
、
そ
の
か
わ
り
傾
向
性
を
重
視
す
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
が
現
代
に
お
い
て
ブ
ル
デ
ュ
ー
が
提
示
し
た

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
構
造
形
成
力
を
先
取
り
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
習
慣
的
傾
向
性
と
は
、
こ
の
社
会
学
者
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
同
じ
階
級

=

集
合
の
メ
ン
バ
ー
に
統
計
的
に
共
通
す
る
経
験
の
統
一
的
な
統
合
を
、
一
次
的
経
験
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
つ
つ
実
現
す
る
」
も
の
に
他
な
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ら
な
い11

。
そ
れ
は
美
的
で
、
快
不
快
原
理
に
従
う｢

趣
味
・
嗜
好｣

な
の
で
あ
る
。

　

道
徳
が
義
務
で
は
な
く
、
趣
味
・
嗜
好
で
あ
る
と
い
え
ば
、
少
な
か
ら
ず
の
人
が
抵
抗
を
も
つ
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
に
同
意
し

な
か
っ
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
思
想
家
だ
け
で
は
な
い
。
彼
の
義
務
論
、
さ
ら
に
は
啓
蒙
主
義
的
道
徳
そ
の
も
の
に

対
し
て
多
く
の
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
作
家
や
、
シ
ュ
ト
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
思
想
家
が
反
旗
を
翻
し
、
美
的
倫
理
の
創
設
を
叫

ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
最
も
能
弁
な
論
客
が
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ラ
ー
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
カ
ン
ト
と
の
対
決
を
通
し
て
シ
ラ
ー

の
美
学
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す｢

優
美｣

、｢

自
由｣

、｢

遊
戯｣

と
い
っ
た
思
想
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
そ
れ

ら
が
、
現
代
の
習
慣
論
が
生
ん
だ
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
概
念
の
先
駆
け
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。

シ
ラ
ー
『
優
美
と
尊
厳
に
つ
い
て
』
と
ハ
ビ
ト
ゥ
ス

　

一
七
八
九
年
に
シ
ラ
ー
は
イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
歴
史
学
の
教
授
に
就
任
す
る
。
歴
史
学
者
と
し
て
『
三
十
年
戦
争
史
』
を
執
筆
す
る
か
た
わ

ら
、
カ
ン
ト
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
、
哲
学
的
思
索
を
深
め
、
こ
れ
は
や
が
て
彼
の
美
学
論
集
と
し
て
結
集
す
る
。
一
七
九
一
年
に
発
表

さ
れ
た
『
悲
劇
的
な
対
象
を
楽
し
む
原
因
に
つ
い
て
』
か
ら
一
七
九
六
年
に
発
表
さ
れ
た
『
崇
高
に
つ
い
て
』
ま
で
の
七
年
間
、
彼
は
戯
曲

制
作
を
中
断
し
て
、も
っ
ぱ
ら
美
学
の
思
索
に
打
ち
込
む
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
美
学
論
文
と
し
て
特
に
『
人
間
の
美
的
教
育
に
つ
い
て
』

と
題
さ
れ
た
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ン
ブ
ル
ク
公
宛
て
の
連
続
書
簡
が
有
名
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
シ
ラ
ー
が
カ
ン
ト
の
理
性
哲
学
に
大
き
な
影
響

を
受
け
つ
つ
も
、
劇
作
家
と
し
て
の
立
場
か
ら
理
性
と
感
性
を
統
合
す
る
「
総
合
的
美
学
」
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
努
力
が
見
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
自
然
に
支
配
さ
れ
た
粗
野
な
原
始
社
会
に
も
、
理
性
に
支
配
さ
れ
た
機
械
的
で
怜
悧
な
現
代
社
会
の
に
も
与
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
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ら
の
中
間
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
世
界
を
位
置
づ
け
、
そ
れ
が
残
し
た
芸
術
的
美
が
精
神
と
感
性
、
形
式
と
内
容
、
哲
学
と
生
命
を
調
和
統
一
し

た
生
の
全
体
性
を
表
現
す
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
精
神
と
感
性
、
理
性
と
自
然
の
対
立
図
式
で
美
を
論
じ
よ
う
と
す
る
シ
ラ
ー
の
目
論
見
は

あ
ま
り
に
単
純
す
ぎ
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
が
一
貫
し
て
模
索
し
た
の
は
こ
の
対
立
の
融
和
で
あ
り
、
彼
は
そ
こ

に
美
の
み
な
ら
ず
、
道
徳
の
根
源
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
人
間
観
を
支
配
し
て
き
た
二
元
論
的
対
立
に
つ
い
て
彼
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
人
間
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
素
質
を
発
達
さ
せ
る
と
は
、そ
れ
ら
を
互
い
に
対
立
さ
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
力
の
反
目
は

文
化
の
偉
大
な
道
具
で
あ
る
、
が
し
か
し
ま
た
、
た
だ
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
。
反
目
が
続
く
限
り
、
い
よ
い
よ
も
っ
て
文
化
の
途
上
に

い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
。
人
間
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
力
が
独
立
し
、
思
い
上
が
っ
て
排
他
的
な
法
則
を
た
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
は
事
物
の
真
理
と
衝
突
を
起
こ
す
。
普
段
は
外
的
な
現
象
に
怠
惰
に
満
足
し
て
い
る
常
識
に
、
対
象
の
深
み
へ
押
し
入
る
よ
う
に

強
い
る
。
純
粋
な
悟
性
が
感
覚
世
界
の
権
威
を
奪
い
、経
験
的
な
悟
性
が
純
粋
な
悟
性
を
経
験
の
制
約
に
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、

二
つ
の
素
質
は
能
う
限
り
の
成
熟
に
達
し
、
二
つ
の
領
域
の
全
域
を
網
羅
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
想
像
力
が
意
図
し
て
世
界
秩
序

を
解
体
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
他
方
で
理
性
に
認
識
の
最
高
の
源
泉
に
ま
で
登
り
つ
め
、
想
像
力
に
対
抗
す
る
必
然
法
則
に
助
け

を
求
め
さ
せ
る
の
で
あ
る12

。」 

悟
性
と
感
覚
が
対
立
し
つ
つ
も
、
相
補
的
で
あ
る
こ
と
を
シ
ラ
ー
は
天
文
学
の
例
を
あ
げ
て
説
明
す
る
。
木
星
の
一
衛
星
の
探
索
が
可
能
と

な
っ
た
の
は
知
性
に
よ
る
天
体
の
観
察
、
つ
ま
り
天
文
学
の
お
か
げ
で
あ
り
、
自
然
か
ら
与
え
ら
れ
た
視
力
を
ど
の
よ
う
に
駆
使
し
て
も
、
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望
遠
鏡
の
力
に
は
お
よ
ば
な
い
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
精
神
が
純
粋
な
知
性
に
支
配
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
、「
事
物
の
個
性
を
誠
実
で
純
潔

な
感
覚
で
と
ら
え
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
。
知
性
の
誤
謬
を
防
ぐ
の
は
「
詩
作
力
」( D

ichtungskraft)

で
あ
り
、こ
れ
に
よ
っ
て
い
か
な
る

人
間
の
能
力
に
よ
っ
て
も
本
来
到
達
不
可
能
な
自
然
の
真
理
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
精
神
│
自
然
、
知
性
│
詩
作
力

の
対
立
は
人
間
存
在
に
不
可
避
な
対
立
で
あ
り
、
人
間
に
大
き
な
緊
張
と
苦
し
み
を
強
い
る
。
そ
れ
は
、
強
い
肉
体
と
美
し
い
肉
体
の
間
の

緊
張
と
し
て
も
説
明
で
き
る
。

「
体
操
の
訓
練
に
よ
っ
て
筋
骨
の
た
く
ま
し
い
身
体
は
作
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、四
肢
の
自
由
で
均
等
な
遊
戯
に
よ
っ
て
の
み
美
は

形
成
さ
れ
る
の
だ
。
同
様
に
、
個
々
の
精
神
力
は
確
か
に
特
異
な
人
間
を
造
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
精
神
力
の
均
等
な
調
律
だ
け
が
幸

福
で
完
全
な
人
間
を
生
む
の
だ13

。」 

「
精
神
力
の
均
等
な
調
律
」( die gleichförm

ige Tem
peratur)

と
は
知
性
と
感
性
の
調
和
し
た
状
態
を
表
す
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、注
目
す

べ
き
は
、
シ
ラ
ー
が
肉
体
美
を
作
る
要
素
を
「
自
由
で
均
等
な
遊
戯
」
と
名
づ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
遊
戯
は
体
操
の
対
概
念

で
も
、
た
だ
の
筋
肉
美
を
作
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
「
素
材
的
な
対
象
に
向
け
ら
れ
て
い
る
遊
び
」
で
は
な
く
、
絶
対
的
な
形
式
性
と

絶
対
的
な
現
実
性
の
中
間
で
美
に
生
命
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
シ
ラ
ー
の
遊
戯
論
に
と
っ
て
と
り
わ
け
重
要
な
第
14
書
簡
で
彼
は
、
形
式

性
を
求
め
る
知
性
に
も
、
現
実
性
に
満
た
さ
れ
て
い
る
感
性
に
も
美
は
捉
え
ら
れ
ず
、
第
三
の
衝
動
で
あ
る
「
遊
戯
衝
動
」( Spieltrieb)

の

み
が
そ
れ
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
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「
彼
（
人
間
）
が
た
だ
感
じ
る
だ
け
で
は
、
自
分
の
人
格
や
絶
対
的
存
在
は
彼
に
は
秘
密
で
あ
り
、
彼
が
考
え
て
い
る
だ
け
で
は
、
時
間

の
中
に
あ
る
彼
の
存
在
、
あ
る
い
は
彼
の
状
態
は
秘
密
の
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
が
こ
の
二
重
の
経
験
を
同
時
に
す
る
場
合
、

自
分
の
自
由
を
意
識
す
る
と
同
時
に
、
自
分
の
存
在
を
感
じ
、
自
分
を
素
材
と
し
て
感
じ
る
と
同
時
に

0

0

0

、
精
神
と
し
て
知
覚
す
る
よ
う

な
場
合
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
そ
し
て
ま
っ
た
く
こ
の
よ
う
な
場
合
に
の
み
、
自
分
の
人
間
性
の
完
全
な
直
観
を

も
つ
こ
と
だ
ろ
う
。
…
…
こ
の
よ
う
な
場
合
が
経
験
の
中
に
現
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
人
間
の
中
に
新
し
い
衝

動
を
目
ざ
め
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
人
間
の
中
に
二
つ
の
別
の
衝
動
が
働
き
合
っ
て
い
る
た
め
に
、
別
々
に
み
れ
ば
、
こ
の
衝
動
は
二
つ
の

衝
動
の
ど
れ
と
も
対
立
し
て
お
り
、
当
然
新
し
い
衝
動
と
み
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
感
性
的
な
衝
動
は
変
化
を
望
み
、
時
間
が
内
容
を
も

つ
こ
と
を
欲
す
る
。
形
式
衝
動
は
時
間
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
、
変
化
が
な
い
こ
と
を
欲
す
る
。
二
つ
の
衝
動
が
結
び
あ
っ
て
働

い
て
い
る
か
の
衝
動
は
そ
れ
ゆ
え
、（
こ
の
名
称
が
正
当
化
で
き
る
ま
で
、
し
ば
ら
く
は
こ
れ
を
遊
戯
衝
動
と
呼
ぶ
の
を
お
許
し
い
た
だ

き
た
い
が
）、
こ
の
遊
戯
衝
動
は
時
間
を
時
間
の
中
で
止
揚
し
、
生
成
を
絶
対
的
存
在
と
、
変
化
を
同
一
と
一
つ
に
す
る
こ
と
に
向
け

ら
れ
る
。
感
性
的
衝
動
は
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
、
客
体
を
受
け
容
れ
る
こ
と
を
望
む
。
形
式
衝
動
は
自
分
が
規
定
す
る
こ
と
を
望

み
、
客
体
を
作
り
だ
す
こ
と
を
望
む
。
遊
戯
衝
動
は
そ
れ
ゆ
え
、
自
分
が
作
り
だ
し
た
か
の
よ
う
に
受
け
容
れ
、
感
覚
が
受
け
容
れ
よ

う
と
す
る
よ
う
に
作
り
だ
そ
う
と
す
る
。
…
…
も
し
我
々
が
軽
蔑
に
値
す
る
者
を
情
熱
的
に
抱
き
し
め
る
と
す
れ
ば
、
自
然
の
強
制
を

感
じ
て
辛
く
な
る
。
も
し
尊
敬
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
人
に
敵
意
を
抱
く
と
す
れ
ば
、
理
性
の
強
制
を
感
じ
て
辛
く
な
る
。
し
か
し
、
そ

の
人
が
我
々
の
愛
着
を
呼
び
覚
ま
し
、
我
々
の
尊
敬
を
得
る
や
い
な
や
、
感
性
の
強
制
も
理
性
の
強
制
も
消
え
て
、
我
々
は
彼
を
愛
し

始
め
る
。
つ
ま
り
、
愛
着
と
尊
敬
と
我
々
は
遊
び
は
じ
め
る
の
で
あ
る14

。」 
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形
式
衝
動
（
認
識
）
と
感
性
的
衝
動
（
知
覚
）
と
並
ぶ
第
三
の
遊
戯
衝
動
は
、
感
情
の
昂
ぶ
り
に
呑
ま
れ
る
こ
と
も
、
道
徳
の
強
制
に
屈
す

る
こ
と
も
な
い
自
由
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
中
間
性
ゆ
え
に
、
遊
戯
衝
動
は
美
を
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
シ
ラ
ー
に
よ

れ
ば
美
と
は
生
命
と
形
態
の
中
間
に
あ
る
「
生
き
た
形
態
」( lebende G

estalt)

だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
現
前
に
広
が
る
生
命
の
総
体
は
そ

れ
自
体
で
美
で
は
な
い
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
生
命
を
概
念
に
よ
っ
て
捉
え
よ
う
と
す
る
と
そ
れ
も
ま
た
美
で
は
な
い
。
生
命
に
も

形
態
に
も
囚
わ
れ
な
い
自
由
な
衝
動
だ
け
が
美
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
遊
戯
衝
動
で
あ
る
。
人
間
に
は
美
と
遊
戯
す
る
こ
と
だ

け
が
許
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
遊
戯
的
自
由
の
中
で
、
自
然
の
形
式
的
法
則
か
ら
も
、
精
神
の
道
徳
的
法
則
か
ら
も
解
き
放
た
れ
、
人
間
は
全

人( ganz M
ensch)

と
な
る
の
で
あ
る15

。 

優
美
と
ハ
ビ
ト
ゥ
ス

　

シ
ラ
ー
が
美
学
論
で
美
の
顕
現
と
し
て
特
に
力
を
入
れ
て
論
じ
る
の
が
「
崇
高
」
と
「
優
美
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
と
の
関

連
か
ら
特
に
「
優
美
」(A

nm
ut)

を
中
心
に
考
察
す
る
。
人
が
あ
る
所
作
を
「
優
美
で
あ
る
」
と
感
じ
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う

問
題
に
取
り
組
ん
だ
論
考
『
優
美
と
威
厳
に
つ
い
て
』
を
シ
ラ
ー
は
、
美
の
女
神
ア
フ
ロ
デ
ィ
ー
テ
が
ベ
ル
ト
を
身
に
着
け
る
と
優
美
が
備

わ
っ
た
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
神
話
で
始
め
る
。
侍
女
グ
ラ
ツ
ィ
ア
た
ち
に
付
き
添
わ
れ
た
ア
フ
ロ
デ
ィ
ー
テ
は
優
美
で
、
愛
さ
れ
る
存
在
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
美
と
優
美
が
そ
れ
ぞ
れ
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
る
。
女
神
ア
フ
ロ
デ
ィ
ー
テ
に
は
生
得
の
自
然
美
が
備
わ
っ
て
お
り
、
ベ

ル
ト
を
取
っ
て
も
そ
れ
は
不
変
だ
が
、
ベ
ル
ト
と
と
も
に
優
美
さ
は
消
え
る
。
そ
れ
は
喩
え
れ
ば
、
大
自
然
を
前
に
し
て
人
間
が
感
じ
る
直

截
的
な
美
で
あ
る
。
優
美
は
そ
れ
に
対
し
て
、
知
的
で
反
省
的
な
特
質
を
備
え
て
い
る
。
女
神
は
自
ら
の
美
し
さ
と
は
別
に
、
後
天
的
に
こ
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の
特
性
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
優
美
さ
は
人
工
的
な
属
性
で
は
な
い
。
女
神
か
ら
ベ
ル
ト
を

取
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
を
人
間
が
身
に
着
け
て
も
そ
の
ま
ま
女
神
の
優
美
さ
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
優
美
で
あ
る
た
め

に
は
、
自
然
に
、
生
ま
れ
つ
き
備
え
て
い
る
特
性
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
優
美
は
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
で
無
自
覚
的

な
基
質
と
、
人
工
的
で
自
覚
的
な
運
動
と
が
絶
妙
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
融
合
し
た
と
き
に
現
れ
る
美
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
を
観
念
論

的
に
言
い
換
え
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

「
美
は
そ
れ
ゆ
え
二
つ
の
世
界
で
生
き
る
市
民
と
い
え
る
。
美
は
出
生
に
よ
っ
て
一
方
に
属
し
、も
う
片
方
に
は
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
属

す
。
美
は
感
性
的
自
然
の
な
か
で
存
在
を
得
る
が
、
理
性
世
界
の
中
で
市
民
権
を
獲
得
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
美
し
い
も
の
の
判
断
能
力

で
あ
る
嗜
好(G

eschm
ack, als ein B

eurteilungsverm
ögen des Schönen)

が
、
精
神
と
感
性
の
真
ん
中
に
歩
み
で
て
、
こ
れ
ら
二

つ
の
互
い
に
反
目
し
合
う
本
性
を
幸
福
な
調
和
に(zu einer glücklichen Eintracht)

融
合
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
素
材
に
理

性
の
観
察
を
加
え
、
理
知
に
感
覚
の
傾
向
性
を
付
与
し
、
観
察
を
理
念
に
高
め
、
感
覚
世
界
を
あ
る
程
度
自
由
の
王
国
へ
と
変
容
す
る

の
で
あ
る16

。」 

嗜
好
は
先
ほ
ど
の
遊
戯
衝
動
と
同
じ
く
、
知
性
と
感
性
の
対
立
的
緊
張
を
融
和
し
、
美
へ
と
も
た
ら
す
。
そ
の
変
化
の
過
程
を
追
っ
て
み
よ

う
。

　

美
の
第
一
形
態
と
し
て
、
先
に
大
自
然
の
美
を
あ
げ
た
が
、
シ
ラ
ー
は
こ
れ
を
「
構
築
物
の
美
」( architektonische Schönheit)

と
呼

ぶ
。
こ
れ
は
自
然
が
自
己
の
目
的
に
添
っ
て
造
り
あ
げ
た
無
意
志
的
な
美
で
あ
る
。
美
し
い
体
軀
、
美
顔
、
美
肌
、
美
声
と
い
っ
た
も
の
は



─ 12 ─ （289）

そ
れ
自
体
構
築
物
的
に
美
し
い
。
こ
れ
に
対
し
て
「
技
術
の
美
」( techinische Schönheit)

と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
構
築
美
の

所
有
者
で
あ
る
人
間
が
自
己
目
的
を
設
定
し
、
そ
れ
に
向
け
て
形
姿
を
美
し
く
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
技
術
美
で
働
く
の
は
意
志
的

で
、
知
性
的
な
力
で
あ
る
。

「
私
は
美
を
現
象
の
義
務

0

0

と
名
づ
け
る
。
主
体
の
中
で
芽
生
え
る
美
へ
の
欲
求
が
理
性
の
な
か
で
成
立
し
、
一
般
的
に
な
り
、
必
然
的

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
美
を
よ
り
早
い

0

0

0

0

義
務
と
名
づ
け
る
。
悟
性
が
働
く
前
に
、
感
覚
が
す
で
に
判
断
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
今
や
自
由
が
美
を
統
轄
す
る
。
自
然
は
構
築
の
美(die Schönheit des B

aues)

を
与
え
、
魂
は
遊
戯
の
美(die Schönheit des 

Spiels)

を
与
え
る
。
優
美
や
気
品
と
い
う
言
葉
で
我
々
が
何
を
理
解
す
べ
き
な
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
。
優
美
と
は
自
由
の
影
響
を
う

け
た
形
態
の
美
で
あ
る
。
人
が
定
め
た
現
象
の
美
で
あ
る
。
建
築
美
は
自
然
の
創
造
主
の
名
誉
に
な
り
、
優
美
と
気
品
は
そ
の
所
有
者

の
名
誉
に
な
る
。
前
者
は
素
質

0

0(Talent)
で
あ
り
、
後
者
は
個
人
的
な
獲
得
物

0

0

0

0

0

0

0(ein persönliches Verdienst)

で
あ
る
。
優
美
は
動0

き0

に
だ
け
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
こ
ろ
の
変
化
は
感
覚
世
界
の
動
き
と
し
て
の
み
姿
を
現
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
し
っ
か
り
と
落
ち
着

い
た
物
腰
が
優
美
を
示
さ
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
し
っ
か
り
と
し
た
物
腰
は
も
と
も
と
は
動
き
で
あ
り
、
何
度
も
更

新
さ
れ
る
う
ち
に
最
後
に
は
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
に
な
り
、
恒
常
的
な
航
跡
を
刻
み
込
ん
だ
も
の(die endlich bei oftm

aliger Erneuerung 

habituell w
urden, und bleibende Spuren eindrückten)
だ
か
ら
で
あ
る17

。」 

優
美
は
天
性
の
資
質
を
前
提
に
し
て
、
そ
れ
か
ら
自
由
に
、
つ
ま
り
遊
戯
的
に
獲
得
さ
れ
た
美
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

獲
得
さ
れ
た
の
ち
成
長
を
や
め
る
固
定
値
で
は
な
く
、
絶
え
ざ
る
運
動
性
の
中
で
更
新
さ
れ
て
い
く
航
跡
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
運
動
を
や
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め
る
と
き
、
優
美
は
構
築
美
と
な
り
優
美
で
は
な
く
な
る18

。 
　

こ
う
し
た
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
美
的
性
格
は
、
同
時
に
倫
理
的
で
も
あ
る
。
完
全
な
徳
は
美
し
い
魂
の
な
せ
る
業
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
徳
と
美

は
本
質
的
に
同
様
の
構
造
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
美
と
徳
の
関
係
に
つ
い
て
シ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
美
し
い
魂
と
い
う
の
は
、
倫
理
的
感
情
が
最
終
的
に
、
意
志
の
行
使
を
物
お
じ
せ
ず
情
動
に
任
せ
て
、
そ
れ
で
い
て
意
志
の
決
定
と
矛

盾
す
る
よ
う
な
危
険
を
決
し
て
犯
さ
な
い
と
い
う
段
階
に
ま
で
人
間
の
感
性
を
確
保
し
た
と
き
に
、
い
え
る
も
の
な
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え

美
し
い
魂
に
お
い
て
は
、
個
々
の
行
為
は
倫
理
的
で
は
な
く
、
そ
れ
一
つ
で
完
全
な
性
格
な
の
だ
。﹇
…
…
﹈　

そ
れ
ゆ
え
そ
れ
（
美
し

い
魂
）
は
自
分
の
し
て
い
る
こ
と
の
美
し
さ
に
つ
い
て
は
自
分
で
も
何
も
知
ら
な
い
し
、
そ
れ
以
外
に
何
が
で
き
何
を
感
じ
え
た
か
に

つ
い
て
考
え
る
こ
と
も
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
規
則
ず
く
め
に
倫
理
則
を
習
う
生
徒
は
、
教
師
の
言
葉
が
要
求
す
る
と
お
り
に
彼
の

一
挙
手
一
投
足
が
法
に
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
を
厳
密
に
説
明
す
る
用
意
が
い
つ
も
で
き
て
い
る
。
後
者
の
生
き
方
は
、
せ
い
ぜ
い

徒
弟
が
技
術
の
原
理
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
、
規
則
が
は
っ
き
り
線
引
き
し
て
示
し
て
あ
る
ス
ケ
ッ
チ
の
よ
う
な
も
の
な
の

だ
。
し
か
し
、
美
し
い
生
活
で
は
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ン
の
絵
の
よ
う
に
、
は
っ
き
り
し
た
輪
郭
線
は
す
べ
て
消
え
て
い
て
、
そ
れ
で
い
て

す
べ
て
の
形
姿
が
も
っ
と
真
実
味
を
帯
び
て
、
生
き
生
き
と
、
調
和
し
て
現
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る19

。」 

テ
ィ
ツ
ィ
ア
ン
の
絵
画
の
例
は
、
習
慣
を
論
じ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
文
法
と
音
楽
の
例
に
そ
の
ま
ま
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ

こ
で
哲
学
者
は
、
技
術
と
徳
あ
る
行
為
の
差
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。



─ 14 ─ （287）

「
だ
か
ら
、
技
術
作
品
は
一
定
の
性
格
を
も
つ
よ
う
に
つ
く
り
出
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
十
分
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
徳
に
基
づ
い
て
行
わ

れ
る
行
為
は
、
た
と
え
そ
れ
が
特
定
の
あ
り
方
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
正
し
く
行
わ
れ
た
り
、
節
制
あ
る
仕
方
で
行
わ
れ
た
こ
と

に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
行
為
者
自
身
が
あ
る
一
定
の
状
態
で
行
為
す
る
こ
と
も
ま
た
、
ま
さ
に
正
し
い
行
為
や
節
制
あ
る
行
為

の
条
件
な
の
で
あ
る20 (1105a25-30)

。」 

　

こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
言
う
「
一
定
の
状
態
」（
ヘ
ク
シ
ス
）
と
は
、
知
識
と
選
択
と
確
固
と
し
た
ゆ
る
ぎ
な
い
状
態
で
あ
り
、
こ
の

条
件
の
下
で
真
に
正
し
い
行
為
は
行
わ
れ
る
。
文
法
家
も
音
楽
家
も
自
分
の
う
ち
に
あ
る
技
術
を
単
に
繰
り
返
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
雄
弁

も
名
演
奏
も
実
現
で
き
な
い
。
固
定
さ
れ
た
形
式
が
優
美
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
と
同
様
に
、
規
則
ず
く
め
倫
理
則
に
な
ら
っ
た
だ
け
の
善
行
は

道
徳
的
で
は
な
い
。
美
し
い
遊
戯
的
魂
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
の
定
言
的
命
法
を
シ
ラ
ー
は
暗
い
修
道
士
に
喩
え
る
。

「
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
に
お
い
て
は
、義
務
の
理
念
が
ど
ん
な
気
品
の
女
神
も
畏
れ
を
な
す
ほ
ど
の
峻
厳
さ
で
語
ら
れ
る
。
弱
い
悟
性
な

ど
、
暗
い
修
道
士
的
な
苦
行
道
に
倫
理
的
完
全
性
を
求
め
る
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
と
勘
違
い
し
か
ね
な
い
ほ
ど
だ
。
こ
の
偉
大
な
こ

の
世
の
賢
者
が
い
か
に
こ
の
種
の
誤
解
か
ら
身
を
守
ろ
う
と
し
て
も
、（
誤
解
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
こ
の
明
晰
で
自
由
な
精
神
に
と
っ
て
は

最
も
腹
立
た
し
い
こ
と
に
違
い
な
い
が
）、
人
間
の
意
志
に
働
く
二
つ
の
原
理
を
鋭
く
厳
し
く
対
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
自
身
が

誤
解
さ
れ
る
き
っ
か
け
を
、（
彼
の
意
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
避
け
ら
れ
な
い
）
き
っ
か
け
を
与
え
て
し
ま
っ
た
の
だ21

。」 

こ
の
カ
ン
ト
批
判
の
当
否
は
ひ
と
ま
ず
お
い
て
、
遊
戯
的
倫
理
や
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
的
善
行
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
『
カ
リ
ア
ス
書
簡
』
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（
一
七
九
三
年
二
月
一
八
日
）
で
シ
ラ
ー
自
身
が
あ
げ
た
「
身
ぐ
る
み
は
が
さ
れ
厳
寒
に
路
上
に
投
げ
だ
さ
れ
た
旅
人
」
の
逸
話
を
手
が
か

り
に
読
み
解
こ
う22

。
彼
は
こ
こ
で
五
人
の
「
道
徳
的
な
援
助
者
」
を
登
場
さ
せ
、
本
物
の
モ
ラ
ル
は
何
な
の
か
を
問
う
た
。
第
一
の
援
助
者

は
、
哀
れ
な
被
害
者
に
援
助
を
申
し
出
る
が
、
物
質
的
な
提
供
物
以
外
は
期
待
し
な
い
で
ほ
し
い
と
つ
け
加
え
た
。
シ
ラ
ー
は
こ
れ
を
功
利

的
で
も
な
く
、
道
徳
的
で
も
な
く
、
寛
大
で
も
な
く
、
美
的
で
も
な
く
、
た
だ
情
動
が
動
か
さ
れ
た
だ
け
の
行
為
だ
と
す
る
。
第
二
の
援
助

者
は
、「
一
グ
ル
デ
ン
を
く
れ
る
な
ら
背
負
っ
て
僧
院
ま
で
連
れ
て
い
っ
て
や
ろ
う
」
と
申
し
出
る
。
こ
れ
を
シ
ラ
ー
は
、
善
意
で
も
な
く
、

義
務
で
も
な
く
、
寛
大
で
も
な
く
、
美
的
で
も
な
く
、
た
だ
功
利
的
な
も
の
だ
と
す
る
。
第
三
の
援
助
者
は
、「
自
分
は
病
弱
な
の
で
、
馬

と
マ
ン
ト
を
提
供
す
る
こ
と
は
辛
い
が
、
義
務
感
か
ら
そ
れ
ら
を
差
し
上
げ
よ
う
」
と
言
う
。
シ
ラ
ー
は
こ
れ
を
、
純
粋
に
道
徳
的
で
、
理

性
を
尊
重
し
た
言
葉
だ
が
、
感
情
の
利
害
に
反
し
た
も
の
だ
と
す
る
。
第
四
の
援
助
者
は
実
は
こ
の
被
害
者
に
恨
み
を
も
っ
た
者
た
ち
だ
っ

た
。
彼
ら
は
同
情
か
ら
こ
の
仇
敵
を
助
け
よ
う
と
す
る
が
、
男
は
こ
の
申
し
出
を
断
る
。
第
五
の
援
助
者
は
重
い
荷
を
背
負
っ
た
旅
人
だ
っ

た
。
彼
は
、
即
座
に
荷
を
降
ろ
し
、
男
を
背
負
っ
て
隣
村
ま
で
運
ぼ
う
と
言
う
。
旅
人
は
、
こ
ん
な
人
通
り
の
多
い
路
傍
に
荷
を
置
い
て
い

け
ば
盗
ま
れ
る
と
言
っ
て
、
辞
退
し
よ
う
と
す
る
が
、
旅
人
は
、「
そ
れ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
す
。
私
に
わ
か
る
の

は
、
あ
な
た
が
助
け
を
必
要
と
し
て
い
て
、
私
が
あ
な
た
を
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
す
」
と
い
っ
て
聞
か
な
い
。
シ

ラ
ー
は
こ
の
第
五
番
目
の
旅
人
の
示
し
た
道
徳
こ
そ
が
美
的
で
あ
り
、
完
全
で
あ
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
に
は
道
徳
も
義
務
も
入
り
込

ま
ず
、
感
性
に
強
制
を
加
え
る
わ
け
で
も
な
く
、
た
だ
自
然
だ
け
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
由
な
行
為
が
美
的
な
行
為
と
な
る
の
は
、「
心
の

自
律
と
現
象
の
自
律
と
が
一
致
す
る
場
合
」
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
も
カ
ン
ト
の
定
式
、｢

道
徳
的
行
為
と
は
、
行
為
の
格
率
と
普
遍
的
法

則
が
一
致
し
て
い
る
こ
と｣

は
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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カ
ン
ト
の
倫
理
学
に
お
け
る
ハ
ビ
ト
ゥ
ス

　

こ
の
よ
う
に
徹
底
し
て
カ
ン
ト
の
義
務
倫
理
を
美
的
で
は
な
い
と
批
判
し
た
シ
ラ
ー
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
正
し
い
カ
ン
ト
批
判
だ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
シ
ラ
ー
の
批
判
を
カ
ン
ト
自
身
も
気
に
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
の
晩
年
の
宗
教
論
『
た
ん
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
』

の
第
二
版
へ
の
註
で
、「
シ
ラ
ー
教
授
と
い
う
巨
匠
の
手
で
書
か
れ
た
『
優
美
と
威
厳
に
つ
い
て
』
の
論
文
」
と
自
説
は
「
も
っ
と
も
重
要
な

原
理
に
関
し
て
」
矛
盾
し
な
い
、
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る23

。『
人
倫
の
形
而
上
学
』
の
次
の
一
節
も
、
先
の
「
暗
い
修
道
士

の
禁
欲
」
と
い
う
批
判
に
対
し
て
カ
ン
ト
が
お
こ
な
っ
た
自
己
弁
護
と
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
彼
は
自
己
の
義
務
論
を
禁
欲
か
ら

明
確
に
区
別
す
る
。

「
僧
侶
の
修
行
法
は
、
迷
信
の
恐
怖
や
偽
り
の
自
己
嫌
悪
に
よ
り
、
自
己
を
呵
責
し
、
肉
欲
を
磔
刑
に
処
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
実
際
こ

れ
は
、
徳
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
自
己
自
身
に
刑
罰
を
課
し
、
道
徳
的
に
（
す
な
わ
ち
、
改
善
を
意
図
し
て
）
悔
い
改
め

0

0

0

0

る0

こ
と
な
く
、
罪
を
償
お
う
と
欲
す
る
狂
信
的
な
贖
罪
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
（
こ
れ
は
）、
喜
び
の
な
い
、
陰
気
で
不
機

嫌
な
も
の
で
あ
っ
て
、
徳
そ
の
も
の
を
憎
し
み
の
対
象
と
し
、
徳
の
信
者
を
追
い
払
っ
て
し
ま
う24

。」 

カ
ン
ト
は
晩
年
義
務
に
お
け
る
自
由
に
つ
い
て
思
い
を
は
せ
て
い
た
。
そ
れ
は
彼
の
哲
学
が
義
務
論
か
ら
は
な
れ
、
人
間
の
習
慣
性
、
傾
向

性
、
日
常
性
を
認
め
る
方
向
に
進
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
彼
が
、
理
性
中
心
主
義
を
修
正
し
、
感
性
に
も
一
定
の
道
徳
的
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価
値
を
認
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
読
み
取
れ
る
。『
人
倫
の
形
而
上
学
』
第
一
部
17
節
に
お
い
て
、彼
は
、｢

鉱
物
の
美
し
い
結
晶｣

や｢

植

物
界
の
名
状
し
が
た
い
美
し
さ｣

は
生
命
が
な
く
と
も
、｢

道
徳
性
を
大
い
に
促
進
し
、
少
な
く
と
も
道
徳
性
へ
の
準
備
を
す
る
感
性
的
な
情

感｣

で
あ
る
と
し
て
い
る25

。
ま
た
理
性
を
も
た
な
い
と
は
い
え
、
動
物
を
虐
待
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
内
な
る
共
感
を
鈍
く
し
、「
他
の
人
間

と
の
関
係
に
お
け
る
道
徳
性
に
非
常
に
役
立
つ
自
然
的
素
質
が
弱
め
ら
れ
」
て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
、
義
務
に
背
い
て
い
る
。
義
務
の
形
成
に

理
性
の
み
で
は
な
く
、
感
性
が
あ
る
程
度
寄
与
す
る
と
認
め
た
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
大
き
な
前
進
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
彼
が
、
単

な
る
義
務
の
遵
守
が
徳
と
は
い
え
な
い
と
言
う
と
き
、
彼
の
倫
理
学
は
習
慣
論
に
大
き
く
接
近
す
る
。

　
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
本
論
の
最
後
の
第
53
節｢

倫
理
学
的
修
行
法｣

で
、
カ
ン
ト
は
、
徳
を
訓
練
す
る
際
、
二
つ
の
情
調
、
勇
敢
と
陽

気
を
目
指
す
べ
き
だ
と
す
る
。
勇
敢
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
人
生
の
偶
発
的
な
厄
災
に
堪
え
、
余
計
な
悦
楽
を
な
し
で
す
ま
せ
る
、
ス
ト

ア
的
な
節
制
心
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
は
こ
れ
だ
け
で
は
徳
あ
る
人
に
は
な
れ
な
い
と
す
る
。
た
だ
忍
耐
し
、
節
制
す
る
だ
け
で
は
、｢

快
適

な
生
の
享
受｣

が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は｢

健
康｣

が｢

消
極
的
な
無
事
息
災｣

し
か
意
味
し
て
い
な
け
れ
ば
、
か
え
っ
て

健
康
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
も
有
難
味
が
な
く
な
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
、
病
気
と
い
う
抵
抗
が
あ
っ
て
こ
そ
健
康
の
有
り
難

さ
が
わ
か
る
と
い
う
と
、
議
論
は
ふ
た
た
び
義
務
論
に
逆
戻
り
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
本
論
の
冒
頭
で
見
た
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
カ
ン
ト
批
判

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
真
に
道
徳
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
的
な｢

い
か
な
る
時
も
陽
気
な
心｣

( das jederzeit 

fröhliche H
erz)

が
こ
れ
に
加
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

｢

な
ぜ
な
ら
、
故
意
に
義
務
違
反
し
た
意
識
も
な
く
、
ま
た
こ
う
し
た
違
反
に
陥
る
危
険
も
な
い
ひ
と
こ
そ
、
快
活
な
気
分
で
い
る
の
が
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当
然
で
あ
り
、
陽
気
な
情
調
に
身
を
お
き
、
そ
う
し
た
情
調
を
習
慣
に
す
る
と
い
う
義
務( eine Pflicht [...], sich in eine fröhliche 

G
em

ütsstim
m

ung zu versetzen und sie sich habituell zu m
achen)

さ
え
も
見
い
だ
す
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る26

。｣ 

す
な
わ
ち
、
真
に
義
務
と
一
体
化
し
た
人
は
、
義
務
の
拘
束
力
が
な
く
と
も
、｢

い
か
な
る
時
も
陽
気
な
心｣

で
も
っ
て
習
慣
化
し
た
徳
が
実

現
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
義
務
論
が
、
習
慣
論
と
シ
ラ
ー
の｢

遊
戯
衝
動｣

と
交
差
す
る
の
を
見

る
。
カ
ン
ト
は
、「
人
間
に
遊
び
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
大
い
に
不
幸
な
こ
と
」
で
あ
る
と
し
、
限
定
的
で
あ
り
な
が
ら
、「
遊
び
が

仕
事
を
促
進
す
る
た
め
の
勇
気
を
与
え
、
そ
れ
を
強
め
る
」
こ
と
を
認
め
て
い
る27

。
陽
気
な
心
も
遊
戯
も
と
も
に
内
的
自
由
の
原
理
に
動
か

さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
こ
の
情
調
（
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
論
で
は
嗜
好
）
に
道
徳
的
な
意
味
を
認
め
た
こ
と
は
、
ニ
ッ
ク
ル
も
指
摘
す
る
よ
う
に

注
目
に
値
す
る28

。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
立
て
、
ス
コ
ラ
哲
学
が
踏
襲
し
た
徳
の
公
式｢

習
慣
は
徳
の
完
成
で
あ
る｣

か

ら
大
き
く
一
歩
踏
み
だ
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
の
別
の
箇
所
で
、
熟
練( Fertigkeit)

は
行
為
す
る

こ
と
の
容
易
さ
、
す
な
わ
ち
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
定
式
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
が

単
に｢

何
度
も
繰
り
返
さ
れ
た
行
為
の
一
律
性｣

で
あ
る
な
ら
、
道
徳
的
習
慣
で
は
な
い
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
に
自
由
選
択
の
意
志
が

欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る29

。 

カ
ン
ト
が
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
に
つ
い
て
の
考
察
を
註
解
と
し
て
付
箋
紙
を
張
る
よ
う
に
付
け
く
わ
え
て
い
っ
た
と
い

う
こ
と
に
は
、
こ
れ
が
自
著
に
対
す
る
再
考
と
修
正
の
結
果
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
に
そ
れ
を
促
し
た
の
は
、
倫
理
の
教

授
法
的
使
命
で
あ
る
。
実
践
的
修
徳
の
具
体
的
手
段
と
し
て
、
普
遍
的
立
法
の
体
得
に
い
た
る
前
段
階
に
彼
が
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
を
す
え
た
の
は
、

徳
が
「
教
え
ら
れ
う
る
し
、
教
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
カ
ン
ト
は
善
き
実
例
を
「
模
倣
」
す
る

こ
と
を
彼
の
教
授
法
で
強
調
す
る
が
、
習
慣
は
、
格
率
を
ま
だ
も
た
な
い
人
が
意
志
を
規
定
す
る
た
め
の
重
要
な
訓
練
と
み
な
さ
れ
て
い
る30

。
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シ
ラ
ー
が
イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
講
義
の
中
で
遊
戯
的
自
由
を
講
じ
、
書
簡
の
中
で
美
し
い
魂
を
論
じ
、
優
美
と
威
厳
を
戯
曲
の
中
で
具
象
化
し

よ
う
と
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
も
ま
た
観
念
論
を
越
え
る
契
機
を
教
育
に
見
て
い
た
。
学
生
と
の
「
道
徳
的
問
答
法
」
を
推
奨
し
、
宗
教
的

な
「
恐
怖
か
ら
義
務
を
信
奉
す
る
」
の
で
は
な
く
、「
快
活
な
気
分
が
伴
う
こ
と
で
」
徳
の
訓
練
が
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
彼
の
義
務

論
の
終
章
は
、
倫
理
の
課
題
が
形
而
上
学
の
確
立
で
は
な
く
、
い
ま
だ
倫
理
的
で
な
い
世
界
へ
の
主
体
的
挑
戦
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

註1 

カ
ン
ト
『
道
徳
形
而
上
学
原
論
』（
篠
田
英
雄
訳
）、
岩
波
書
店　

二
〇
〇
二
年
、
一
〇
五
頁
以
下
。

2 

同
書
、
八
七
│

九
一
頁
。

3 

同
書
、
九
二
頁
。

4 

カ
ン
ト
『
人
倫
の
形
而
上
学
』（
樽
井
正
義
・
池
尾
恭
一
訳
）
カ
ン
ト
全
集　

第
11
巻　

岩
波
書
店　

二
〇
〇
二
年
、
二
四
一
頁
以
下
。

5 

カ
ン
ト
『
道
徳
形
而
上
学
原
論
』、
九
六
頁
。

6 

同
書
、
九
五
頁
。

7 

ビ
ラ
ン
の
習
慣
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
：『
革
命
と
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
│
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
の
『
習
慣
論
』
と
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

リ
ズ
ム
の
伝
統
』、『
19
世
紀
学
研
究
』
第
一
号
（
二
〇
〇
八
）、
六
四
│

七
六
頁
、
及
び
、
北
明
子
『
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
の
世
界　

経
験

す
る
〈
私
〉
の
哲
学
』　

勁
草
書
房　

一
九
九
七
年
参
照
。
ま
た
、
ビ
ラ
ン
の
習
慣
論
を
読
ん
だ
最
初
期
の
日
本
人
で
あ
る
西
田
幾
多
郎
も
、

「
普
通
は
、
哲
学
的
に
重
要
な
役
目
を
有
つ
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
」
習
慣
が
、
フ
ラ
ン
ス
哲
学
と
ド
イ
ツ
観
念
論
と
を
別
け
る
分
岐
点
に
な
っ

て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
西
田
幾
多
郎
全
集　

岩
波
書
店　

二
〇
〇
三
年　

第
7
巻
、
三
一
二
│

三
一
五
頁
。）
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
出
の

拙
稿
六
四
頁
を
参
照
。

8 

ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
『
習
慣
論
』（
野
田
又
夫
訳
）　

岩
波
書
店　

二
〇
〇
一
年
、
三
〇
頁
。（
引
用
に
際
し
、
新
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。）
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9 

ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
道
徳
と
宗
教
の
二
つ
の
源
泉
』（
森
口
美
都
男
訳
）
中
央
公
論
社　

一
九
六
九
年
、
二
三
二
頁
。

10 

同
書
、
二
三
四
頁
。

11 
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
『
実
践
感
覚
1
』（
今
村
仁
司
・
港
道
隆
訳
）
み
す
ず
書
房　

一
九
八
八
年
、
九
七
頁
。

12 
第
6
書
簡
。Ü

ber die Ä
sthetische Erziehung des M

enschen in einer R
eihe von B

riefen, Schiller W
erke B

d. 20 (Philosophische 
Schriften I), W

eim
ar 1962, S. 326-327.

13 
Schiller 

同
書
、S. 327.

14 

第
14
書
簡
。Schiller 

同
書
、S. 353-354.　

強
調
は
原
著
者
に
よ
る
。

15 

第
15
書
簡
。„[...] der M

ensch soll m
it der Schönheit nur spielen, und er soll nur m

it der Schönheit spielen, [...] der M
ensch 

spielt nur, w
o er in voller B

edeutung des W
ortes M

ensch ist, und er ist nur da ganz M
ensch, w

o er spielt.“ (Schiller 

同
書
、S. 

359)

16 
Ü

ber A
nm

ut und W
ürde, Schiller

同
書
、S. 260.

17 
Schiller 

同
書
、S. 264.　

強
調
は
原
著
者
に
よ
る
。

18 
 「

し
か
し
、
す
べ
て
の
人
の
動
き
が
気
品
を
つ
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
気
品
は
自
由
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
形
姿
の
美
で
あ
る
。
単
純
に
自
然

に
属
し
て
い
る
動
き
は
こ
の
名
を
決
し
て
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
闊
達
な
精
神
が
最
後
に
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
身
体
の
動
き
を
支
配

す
る
こ
と
は
、
人
間
の
場
合
に
は
確
か
に
あ
る
。
し
か
し
、
美
し
い
物
腰
を
道
徳
的
感
性
に
つ
な
げ
て
い
る
鎖
が
と
て
も
長
く
な
れ
ば
、
こ

の
物
腰
は
構
築
物
の
特
性
と
な
り
、
気
品
に
は
も
う
数
え
ら
れ
な
く
な
る
。
精
神
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
最
後
に
肉
体
を
ま
と
い
、
構
築
物
自
身

遊
戯
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
優
美
は
最
後
に
は
た
い
て
い
構
築
物
の
美
へ
と
変
わ
る
。」(Ü

ber A
nm

ut und W
ürde, Schiller 

同
書
、S. 265) 

19 
Schiller

同
書
、S. 287.

20 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』（
朴
一
功
訳
）
京
都
大
学
学
術
出
版
会　

二
〇
〇
二
年
。

21 
 Ü

ber A
nm

ut und W
ürde, Schiller 

同
書
、S. 284.

22 

『
カ
リ
ア
ス
書
簡
』、
シ
ラ
ー
『
美
学
芸
術
論
集
』（
石
原
達
二
訳
）
冨
山
房　

一
九
九
三
年
、
三
七
頁
以
下
参
照
。
参
考
：Peter N

ickl: 
O

rdnung der G
efühle. Studien zum

 B
egriff des habitus, H

am
burg 2001, S. 153.
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23 

カ
ン
ト
『
た
ん
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
』（
北
岡
武
司
訳
）　

カ
ン
ト
全
集
第
10
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
一
頁
。
こ
の
二
つ

の
著
作
は
イ
ェ
ー
ナ
で
偶
然
同
時
期
に
出
版
さ
れ
て
お
り
、
シ
ラ
ー
は
カ
ン
ト
の
著
作
の
内
容
を
知
っ
て
い
た
。
カ
ン
ト
は
、
シ
ラ
ー
の
優

美
と
義
務
が
相
容
れ
な
い
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
上
で
、
厳
命
が
呼
び
さ
ま
す
崇
高
な
感
情
こ
そ
美
に
も
ま
し
て
わ
れ
わ
れ
を
感
動
さ
せ

る
と
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、N

ickl (2001), S. 175

を
参
照
。

24 

カ
ン
ト
『
人
倫
の
形
而
上
学
』（
註
4
参
照
）、
三
八
一
頁
。
強
調
は
原
著
者
に
よ
る
。

25 

同
書
、
三
二
二
頁
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
は
動
物
の
安
楽
死
を
認
め
、
ま
た
生
体
実
験
を
忌
避
す
べ
き
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

26 

同
書
、
三
八
〇
頁
以
下
。

27 

同
書
『
第
一
編
の
た
め
の
準
備
原
稿
』、
三
〇
七
頁
以
下
。

28 
N

ickl (2001), S. 177.

29 
｢

熟
練
（
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
）
は
行
為
す
る
こ
と
の
容
易
さ
で
あ
り
、
む
ら
気
を
主
体
的
に
完
全
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
│
し
か
し
、
そ
の
よ
う

な
容
易
さ
が
す
べ
て
、
自
由
な
熟
練
（
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
・
リ
ベ
ル
タ
テ
ィ
ス
）
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
慣
れ(assuetudo)

、
す

な
わ
ち
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
た
行
為
に
よ
っ
て
必
然
的
と
な
っ
た
一
律
性
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
自
由
か
ら
生
じ
た
熟
練
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ

え
道
徳
的
熟
練
と
も
呼
べ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
徳
と
は
、
自
由
な
規
則
的
な
行
為
に
お
け
る
熟
練
と
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、

｢

規
則
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
行
為
す
る
こ
と
で
自
己
規
定
す
る
こ
と｣

と
補
足
す
れ
ば
、
こ
の
熟
練
は
む
ら
気
で
は
な
く
、
意
志
の
も
の

と
な
る
。
こ
の
意
志
と
は
、
自
分
の
も
つ
規
則
と
、
普
遍
立
法
的
な
欲
求
能
力
が
一
つ
と
な
っ
た
意
志
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
熟
練
だ
け
が

徳
と
い
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
。｣

（『
人
倫
の
形
而
上
学
』、
二
七
六
頁
。
た
だ
し
、
筆
者
自
身
に
よ
る
ア
カ
デ
ミ
ー
版
（S. 407

）
か
ら
の
訳
。）

30 

「
習
慣
を
つ
け
た
り
、
と
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
格
率
を
も
た
な
い
頑
固
な
傾
向
性
を
、
何
度
も
何
度
も
満
足
さ
せ
る
こ
と
で
基
礎
づ
け
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
思
考
法
で
は
な
く
感
受
性
の
原
理
に
従
っ
て
い
る
。（
だ
か
ら
間
違
っ
て
覚
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
学
ぶ
こ
と
よ
り
も

重
大
な
結
果
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。）」（
同
書
、
三
七
三
頁
。
た
だ
し
、
筆
者
自
身
に
よ
る
ア
カ
デ
ミ
ー
版
（S. 479

）
か
ら
の
訳
。）


