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藝
術
の
終
焉
と
言
語

ー
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
に
お
け
る
歴
史
意
識
の
両
義
性
1

松

田

純

は
じ
め
に

　
へ
ー
ゲ
ル
が
近
代
に
お
け
る
藝
術
の
可
能
性
に
対
し
て
と
っ
た
態
度
は
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
つ
に
も
ま
し
て
藝
術
に
大
き
な

期
待
が
か
け
ら
れ
て
い
た
時
代
に
あ
っ
て
、
当
代
の
「
ロ
マ
ン
的
藝
術
形
式
の
終
焉
」
を
語
り
、
さ
ら
に
は
「
藝
術
そ
の
も
の
の
崩
壊
と
解
消
」

を
語
っ
た
か
ら
で
あ
在
。
当
時
の
藝
術
家
や
哲
学
者
た
ち
が
古
典
文
藝
と
張
り
合
う
こ
と
の
で
き
る
ポ
エ
ジ
ー
を
期
待
し
、
そ
の
希
望
を
近
代

文
藝
の
す
で
に
達
成
さ
れ
た
高
み
の
上
に
立
っ
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
の
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
彼
ら
の
考
え
方
に
厳
し
く
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

立
し
て
い
た
。
そ
の
姿
勢
は
「
ゲ
ー
テ
時
代
へ
の
挑
戦
」
（
ペ
ゲ
ラ
ー
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
藝
術
は
そ
の
最
高
の
使
命
と
い
う
面
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
過
去
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
が
も
っ

二
九



三
〇

と
も
鋭
く
問
わ
れ
る
場
面
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

　
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
こ
の
テ
ー
ゼ
は
一
八
二
九
年
の
最
後
の
「
美
学
講
義
」
に
至
る
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
が
今
日
手
に
し
う
る
テ

ク
ス
ト
よ
り
も
、
ず
っ
と
き
つ
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
と
き
ま
で
、
文
字
通
り
の
意
味
で
の
「
藝
術
の
崩
壊
と
終
焉
」
を
、

藝
術
の
全
般
的
な
展
開
の
必
然
的
結
果
と
し
て
主
張
し
た
。
個
々
の
聴
講
生
の
ノ
ー
ト
の
比
較
か
ら
そ
れ
は
わ
か
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
こ
れ
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
さ
ま
ざ
ま
な
年
度
の
聴
講
生
の
ノ
ー
ト
の
寄
せ
集
め
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
は
ホ
ト
ー
自
身
の
脚

色
も
加
わ
っ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
の
元
々
の
テ
ー
ゼ
は
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
こ
に
は
当
代
の
ロ
マ
ン
的
藝
術
の
将

来
性
に
つ
い
て
の
、
と
く
に
＝
已
日
碧
已
゜
。
と
い
う
新
し
い
聖
な
る
も
の
を
対
象
と
す
る
藝
術
の
現
代
性
に
つ
い
て
の
記
述
が
加
わ
る
。
そ
の
た

め
に
、
へ
ー
ゲ
ル
は
い
っ
た
い
藝
術
の
終
わ
り
を
語
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
藝
術
の
将
来
性
を
語
っ
た
の
か
、
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
く
な

り
、
そ
の
結
果
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
呼
び
起
こ
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
結
局
へ
ー
ゲ
ル
は
、
一
方
で
「
藝
術
の
終
焉
」
を
文
字
通
り
語
り
な

が
ら
、
他
方
で
こ
の
体
系
的
帰
結
を
徹
底
し
て
当
代
の
あ
ら
ゆ
る
藝
術
的
産
物
を
藝
術
そ
の
も
の
の
崩
壊
の
産
物
と
し
て
断
じ
切
る
だ
け
の
勇

気
を
も
ち
え
な
か
っ
た
の
だ
、
と
い
う
の
が
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
見
方
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
の
テ
ー
ゼ
は
藝
術
の
現
代
的
状
況
と
対
照
さ
れ
て
、
そ
の
妥
当
性
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
も
し
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ

て
未
来
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
藝
術
現
象
に
直
接
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
を
対
質
さ
せ
て
、
そ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
判
定
す
る
と
い
う
や
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
　

方
を
と
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
っ
と
も
陳
腐
な
解
釈
で
あ
り
、
生
産
的
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
ゲ
ー
ト
マ
ン
‖
ジ
ー
フ
ェ
ル
ト
）
。
「
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
の
泉
」
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
、
い
つ
で
も
未
来
に
つ
い
て
は
多
く
を
語
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
小
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
道
は
と
ら

ず
、
ま
ず
「
藝
術
の
過
去
性
」
の
テ
ー
ゼ
が
語
ら
れ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
確
認
し
て
み
た
い
と
思
う
。
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
二

点
で
あ
る
。

（
1
）
藝
術
史
の
構
成
、
す
な
わ
ち
へ
ー
ゲ
ル
が
藝
術
を
あ
つ
か
う
際
に
見
ら
れ
る
歴
史
意
識
は
、
も
っ
ぱ
ら
宗
教
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い



　
　
る
こ
と
。
い
わ
ば
、
藝
術
史
の
生
誕
の
秘
密
は
宗
教
史
に
あ
る
こ
と
〔
二
、
三
〕
。

（
2
）
ロ
マ
ン
的
藝
術
と
り
わ
け
近
代
の
文
藝
を
最
後
に
、
藝
術
は
藝
術
と
し
て
の
領
域
を
超
脱
し
て
、
宗
教
ま
た
は
哲
学
へ
と
移
行
す
る
。

　
　
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
藝
術
の
終
焉
」
論
に
お
い
て
、
文
藝
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
言
語
が
観
念
的
性
格
を
も
つ
と
い
う
言
語
理
解
が
深
く
か

　
　
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
言
語
観
が
「
藝
術
の
終
焉
」
論
の
必
然
性
を
理
由
づ
け
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
へ
ー
ゲ
ル
の
言
語
理

　
　
解
の
不
十
分
さ
が
さ
ら
け
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
〔
四
〕
。

二
　
藝
術
理
論
の
成
立

ま
ず
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
藝
術
理
論
の
生
成
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
り
、
藝
術
理
論
を
規
定
し
つ
づ
け
て
い
る
宗
教
的
動
機
を
明
ら
か
に
し

て
み
た
い
。

　
（
1
）
　
「
新
し
い
神
話
」
の
創
設
に
む
け
て

　
青
年
期
草
稿
に
は
す
で
に
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
時
代
か
ら
ギ
リ
シ
ア
の
祭
祀
宗
教
（
民
巳
言
・
。
『
Φ
一
一
巴
。
口
）
へ
の
憧
れ
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、

な
か
で
も
美
と
藝
術
へ
の
讃
歌
の
頂
点
を
示
し
て
い
る
の
は
、
『
ド
イ
ッ
観
念
論
最
古
の
体
系
プ
ロ
グ
ラ
ム
』
で
あ
る
。
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
と
も
に
、
「
美
的
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
立
場
に
立
つ
。
プ
ラ
ト
ン
の
場
合
の
序
列
と
は
違
っ
て
、
「
美
」
の
理
念
が

最
高
の
指
導
的
理
念
に
位
置
し
て
、
真
と
善
と
を
合
一
す
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
二
点
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、

①
詩
の
復
権
に
よ
る
哲
学
と
歴
史
の
終
焉
で
あ
る
。

　
　
「
最
後
に
、
す
べ
て
の
理
念
を
合
一
す
る
理
念
、
す
な
わ
ち
美
の
理
念
が
登
場
す
る
。
こ
の
コ
ト
バ
は
、
よ
り
高
次
の
プ
ラ
ト
ン
的
意
味

二
＝



三
二

　
　
で
解
さ
れ
る
。
・
…
・
．
理
性
の
最
高
の
行
為
は
美
的
行
為
で
あ
り
、
真
と
善
と
は
美
に
お
い
て
の
み
緊
密
に
結
ば
れ
て
い
る
。
…
…
詩

　
　
（
℃
o
。
m
一
Φ
）
が
最
後
に
再
び
人
類
の
教
師
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
に
は
も
は
や
、
い
か
な
る
哲
学
も
、
い
か
な
る
歴
史
も
存
在
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
な
い
か
ら
だ
。
詩
藝
術
（
O
一
合
完
旨
。
。
げ
文
藝
）
の
み
が
他
の
あ
ら
ゆ
る
学
問
藝
術
を
こ
え
て
生
き
の
び
る
の
で
あ
る
」
。

②
さ
ら
に
、
神
話
の
復
権
に
よ
る
国
家
の
終
焉
が
唱
え
ら
れ
る
。

　
　
哲
学
と
神
話
を
合
体
し
て
、
「
理
性
の
神
話
」
と
い
う
「
新
し
い
神
話
を
わ
れ
わ
れ
は
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
「
こ
の
新
し
い
宗
教

　
　
を
う
ち
立
て
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
神
話
が
哲
学
的
に
な
り
、
国
民
が
理
性
的
に
な
る
」
と
き
、
専
制
主
義
は
倒
壊
し
、
「
機
械
的
な
歯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

　
　
車
じ
か
け
と
し
て
の
」
「
国
家
は
終
焉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

　
詩
（
藝
術
）
の
あ
と
に
は
、
哲
学
も
歴
史
も
な
け
れ
ば
、
国
家
も
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
美
的
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
に
最
接
近
し
、

藝
術
に
最
高
の
も
の
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
藝
術
宗
教
を
媒
介
と
し
て
ポ
リ
ス
的
統
合
を
な
し
と
げ
、
国
家
そ

の
も
の
を
一
個
の
美
し
き
藝
術
作
品
に
ま
で
仕
上
げ
て
い
た
、
と
い
う
古
代
美
化
が
根
底
に
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
藝
術
宗
教
へ
の
憧
憬
と
そ
の

現
代
的
再
興
へ
の
要
求
、
す
な
わ
ち
藝
術
に
よ
る
近
代
革
命
、
こ
れ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
藝
術
と
の
か
か
わ
り
の
出
発
点
を
な
し
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
、
青
年
期
を
特
徴
づ
け
る
こ
の
理
想
は
、
の
ち
に
批
判
的
に
の
り
超
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
右
の
二
つ
の
特
徴
は
、
い
ず
れ
も
正

反
対
へ
と
転
じ
る
。
す
な
わ
ち
、

①
↓
藝
術
は
哲
学
へ
と
止
揚
さ
れ
、
超
歴
史
的
な
美
の
理
念
が
放
棄
さ
れ
、
藝
術
の
歴
史
性
の
把
握
へ
と
む
か
う
。

②
↓
藝
術
に
よ
る
媒
介
よ
り
も
、
市
民
社
会
や
国
家
組
織
に
よ
る
媒
介
の
方
が
よ
り
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
藝
術
が
和
合
の
媒
介
で
あ

　
　
り
え
た
の
は
古
代
に
お
い
て
の
み
で
あ
っ
て
、
近
代
は
藝
術
以
前
に
市
民
社
会
の
欲
求
の
体
系
や
法
体
系
・
行
政
組
織
に
よ
っ
て
媒
介
さ

　
　
れ
て
い
る
、
と
い
う
近
代
認
識
が
深
ま
る
。

　
こ
う
し
た
転
向
は
イ
エ
ナ
期
中
頃
に
生
じ
る
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
美
学
思
想
は
最
初
期
の
理
想
の
批
判
的
の
り
超
え
の
な
か
で
形
成
さ



れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
晩
年
の
「
美
学
講
義
」
に
い
た
る
ま
で
へ
ー
ゲ
ル
の
美
学
思
想
を
深
部
か
ら
規
定
し
続
け
て
い
る
も
の

が
、
批
判
的
に
の
り
超
え
ら
れ
た
か
つ
て
の
理
想
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
理
想
が
体
系
へ
と
む
か
う
と
き
、
藝
術
は
ま
ず
（
イ
エ
ナ
初
期
）
、
体
系
構
成
の
な
か
で
最
高
の
位
置
を
占
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
『
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
体
系
の
差
異
』
（
一
八
〇
一
年
七
月
以
前
）
で
は
、
絶
対
者
が
自
己
を
直
観
す
る
形
式
と
し
て
、
「
藝
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ

と
思
弁
」
が
あ
げ
ら
れ
、
両
者
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
「
祭
祀
（
（
〕
O
古
古
Φ
o
o
ユ
声
Φ
口
m
古
）
」
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
藝
術
を
哲
学
者
に

と
っ
て
の
最
高
の
模
範
と
す
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
強
い
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。

　
同
時
期
に
書
か
れ
た
『
断
片
　
，
～
』
（
一
八
〇
一
年
秋
）
に
は
へ
ー
ゲ
ル
独
自
の
体
系
構
想
の
萌
芽
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
藝
術
は
最
高

の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
構
想
は
、
論
理
学
（
L
）
↓
自
然
哲
学
（
N
）
↓
精
神
哲
学
（
G
）
の
三
部
構
成
を
基
本
に
し
な
が
ら
も
、

「
宗
教
お
よ
び
藝
術
の
哲
学
」
を
独
立
さ
せ
て
、
四
部
構
成
を
と
っ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
内
容
は
こ
う
で
あ
る
。

「
絶
対
的
実
在
（
一
）
①
o
o
　
P
一
）
o
◎
O
一
已
げ
Φ
　
老
く
Φ
切
Φ
口
）
」
は
理
念
に
お
い
て
自
己
の
像
（
四
匡
）
を
構
想
し
た
〔
L
〕
の
ち
、
自
然
に
お
い
て
自
己
を

実
在
化
し
〔
N
〕
、
最
後
に
、
精
神
と
し
て
自
己
を
総
括
し
、
自
己
内
に
還
帰
し
て
自
己
自
身
を
認
識
す
る
〔
G
〕
。
絶
対
的
実
在
は
こ
の

よ
う
な
運
動
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
絶
対
的
実
在
の
体
系
的
叙
述
と
し
て
の
哲
学
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。

　
L
　
理
念
が
展
開
し
た
学
そ
の
も
の
と
し
て
の
観
念
論
ま
た
は
論
理
学
。
次
に
学
は
理
念
の
実
在
性
の
学
〔
実
在
哲
学
〕
へ
と
移
行
し

　
　
　
て
、

　
ρ
　
理
念
の
実
在
的
な
身
体
〔
自
然
〕
を
叙
述
す
る
自
然
哲
学
と
な
る
。

　
○
次
に
、
理
念
は
自
然
か
ら
身
を
解
き
放
し
て
精
神
へ
と
昂
ま
り
、
絶
対
的
人
倫
と
し
て
自
己
組
織
化
す
る
。
自
然
哲
学
は
精
神
哲

　
　
　
学
へ
と
移
行
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
理
念
は
、

三
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四

4
．

表
象
作
用
と
欲
望
〔
主
観
的
精
神
〕
を
自
己
の
う
ち
に
総
括
し
、

欲
求
と
法
の
領
域
〔
市
民
社
会
〕
を
自
分
に
服
属
さ
せ
て
、

自
ら
は
、
自
由
な
国
民
〔
国
家
〕
と
し
て
実
在
的
と
な
る
。

自
由
な
国
民
は
最
終
的
に
は
、
「
宗
教
お
よ
び
藝
術
の
哲
学
（
象
Φ
勺
匡
。
。
。
。
巳
。
△
胃
国
Φ
匡
㎎
合
ロ
§
ユ
民
§
巴
）
と
い
う
第
四
の

部
分
」
に
お
い
て
純
粋
な
理
念
に
た
ち
か
え
り
、
精
神
の
〔
自
己
〕
直
観
を
組
織
化
す
る
。

　
こ
こ
に
は
す
で
に
、
後
期
の
哲
学
体
系
の
骨
子
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
宗
教
お
よ
び
藝
術
の
哲
学
」
と
い
う
の
は
、
名
称
か
ら
し

て
い
か
に
も
曖
昧
で
、
位
置
づ
け
の
上
で
も
お
さ
ま
り
が
悪
い
。
し
か
し
、
そ
の
分
だ
け
、
藝
術
宗
教
が
ど
の
よ
う
な
期
待
の
も
と
に
哲
学
体

系
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
か
が
、
よ
く
見
え
る
。
体
系
の
な
か
で
藝
術
↓
宗
教
↓
哲
学
と
定
式
化
さ
れ
る
「
絶
対
的
精
神
」
は
、
ま
だ
「
客

観
的
精
神
」
か
ら
自
立
し
て
い
な
い
。
「
宗
教
お
よ
び
藝
術
の
哲
学
」
は
国
家
（
客
観
的
精
神
）
の
な
か
で
、
「
自
由
な
国
民
」
が
自
己
認
識
を

達
成
す
る
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
の
役
目
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
（
2
）
神
話
の
終
焉

体
系
構
想
の
は
じ
め
の
段
階
で
は
、
藝
術
に
高
い
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
藝
術
の
位
置
は
大
き
く
後
退
す
る
。
こ

の
後
退
は
ギ
リ
シ
ア
的
な
藝
術
宗
教
の
再
興
が
断
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
断
念
の
跡
を
刻
ん
で
い
る
の
が
『
自
然
法
講
義
草
稿
』

（
一
八
〇
三
年
夏
）
で
あ
る
。
宗
教
史
と
し
て
描
か
れ
た
歴
史
構
成
を
簡
単
に
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
範
。

　
　
根
源
的
同
一
（
ギ
リ
シ
ア
の
美
的
神
話
1
1
自
然
宗
教
）
∪
分
裂
（
ユ
ダ
ヤ
教
）
∪
高
次
再
合
一
（
原
始
キ
リ
ス
ト
教
↓
カ
ト
リ
シ
ズ
ム

　
　
↓
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
↓
思
弁
的
宗
教
）
。



　
こ
こ
に
ギ
リ
シ
ア
の
藝
術
宗
教
1
1
自
然
宗
教
の
没
落
の
必
然
性
が
確
認
さ
れ
る
。
か
わ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
没
落
し
た
根
源
的
宥
和
を
恢

復
す
る
任
務
を
担
う
。
し
か
し
、
そ
の
任
務
を
果
た
し
う
る
の
は
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
で
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
で
も
な
く
、
「
キ
リ
ス
ト

教
か
ら
哲
学
を
媒
介
と
し
て
形
成
さ
れ
た
宗
教
の
第
三
の
形
式
」
す
な
わ
ち
思
弁
的
宗
教
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
こ
の
よ
う
に
し
て
再
建
さ
れ
る
宗
教
を
と
お
し
て
く
自
然
宗
教
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
こ
と
の
で
き
た
精
神
の
観
念
形
式
で
あ
る
藝

　
　
御
と
い
う
形
式
V
に
必
然
的
に
〈
思
惟
形
式
の
も
と
に
あ
る
精
神
の
観
念
性
〉
が
つ
け
加
わ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
の
国
民
宗
教
は
思

　
　
弁
の
最
高
の
理
念
を
保
持
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
ん
に
神
話
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
理
念
の
形
式
に
お
い
て
語
ら
れ
た
も
の

　
　
と
し
て
保
持
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
。

　
こ
こ
で
藝
術
は
そ
の
最
高
の
地
位
を
哲
学
に
譲
り
わ
た
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
、
美
的
神
話
の
没
落
の
あ
と
で
は
藝
術
は
も

は
や
不
可
能
だ
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
神
話
の
終
焉
と
藝
術
の
終
焉
と
が
す
で
に
予
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
「
藝
術
の
過
去
性
」
を
は
じ
め
て
語
っ
て
い
る
の
は
、
『
断
片
六
』
（
一
八
〇
三
年
夏
以
降
）
で
あ
る
。

　
　
「
現
代
で
は
生
き
た
世
界
が
藝
術
作
品
を
自
分
の
中
で
つ
く
る
こ
と
は
な
い
と
す
れ
ば
、
藝
術
家
は
自
分
の
想
像
を
過
去
の
世
界
に
移
さ

　
　
ざ
る
を
え
な
い
。
彼
は
一
つ
の
世
界
を
夢
見
る
に
ち
が
い
な
い
が
、
同
時
に
彼
の
作
品
に
も
夢
想
も
し
く
は
生
き
て
い
な
い
状
態
、
つ
ま

　
　
り
過
去
と
い
う
性
格
が
そ
の
ま
ま
刻
印
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

　
こ
の
『
断
片
六
』
と
『
自
然
法
講
義
草
稿
』
と
の
間
に
は
、
神
話
の
放
棄
の
理
由
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。
『
自
然
法

講
義
草
稿
』
は
歴
史
の
始
原
に
根
源
的
同
一
性
を
設
定
し
、
そ
れ
を
美
的
神
話
に
も
と
つ
く
「
自
然
宗
教
」
と
名
づ
け
た
。
〈
根
源
〉
と
く
自

然
V
と
〈
藝
術
〉
と
が
等
置
さ
れ
て
い
る
。
美
的
神
話
は
断
念
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
断
念
を
理
由
づ
け
る
論
理
そ
れ
自
体
は
、
い
ぜ
ん
と
し

て
神
話
的
で
あ
る
。
虚
構
と
し
て
の
自
然
状
態
を
設
定
し
た
う
え
で
、
〈
本
源
的
調
和
↓
分
裂
↓
再
和
合
〉
と
い
う
図
式
を
立
て
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
根
源
的
同
一
を
歴
史
の
始
原
に
設
定
し
て
、
そ
れ
を
〈
自
然
〉
と
し
て
歴
史
に
対
置
す
る
か
ぎ
り
、
本
源
的
統
一
の
段
階
は
依
然
と

三
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三
六

し
て
規
範
力
を
も
っ
た
模
範
で
あ
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
草
稿
で
初
め
て
へ
ー
ゲ
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
を
承
認
す
る
が
、
そ
の
際
、
キ
リ
ス

ト
教
は
ギ
リ
シ
ア
的
な
も
の
を
理
念
的
に
「
再
建
（
図
Φ
犀
O
口
o
o
叶
『
二
犀
↑
」
O
口
）
」
す
る
も
の
と
し
て
承
認
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
歴

史
の
始
原
に
美
し
き
調
和
が
あ
っ
た
、
と
い
う
神
話
が
前
提
さ
れ
た
う
え
で
、
そ
の
高
次
の
再
興
を
め
ざ
す
と
い
う
構
え
で
あ
る
。
そ
れ
は
な

お
も
神
話
的
に
彩
ら
れ
た
思
考
法
で
あ
る
。
美
的
神
話
の
放
棄
は
、
そ
の
放
棄
を
理
由
づ
け
る
論
理
ま
で
が
神
話
性
を
脱
却
し
た
と
き
に
、
は

じ
め
て
本
物
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
神
話
的
に
設
定
さ
れ
た
〈
藝
術
〉
と
〈
自
然
〉
と
〈
本
源
的
調
和
〉
と
の
結
び
つ
き
は
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ロ

ぐ
あ
と
で
綻
び
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
3
）
神
話
の
終
焉
を
理
由
づ
け
る
神
話
的
論
理
の
終
焉

　
『
断
片
六
』
で
は
、
美
し
き
神
話
の
段
階
は
根
源
的
調
和
の
表
現
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
太
古
的
な
自
然
神
話
の
段
階
の
あ
と
に
つ
づ
く

歴
史
的
な
形
態
と
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
史
は
よ
り
古
い
方
向
に
拡
げ
ら
れ
、
藝
術
宗
教
に
先
立
つ
自
然
宗
教
の
段
階
が
設
定
さ
れ
る
。
こ
の

「
自
然
」
は
も
は
や
模
範
と
さ
れ
る
べ
き
原
像
（
d
『
庁
匡
匹
）
な
の
で
は
な
く
、
の
り
超
え
ら
れ
る
べ
き
段
階
な
の
で
あ
る
。
第
一
段
階
の
自
然

宗
教
に
対
し
て
、
第
二
段
階
の
人
倫
的
な
〔
藝
術
〕
宗
教
が
次
の
よ
う
に
対
置
さ
れ
る
。

　
　
第
一
段
階
に
お
い
て
自
然
は
「
持
続
的
な
生
へ
の
欲
求
か
ら
自
ら
を
形
態
化
し
、
ま
さ
に
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
意
識
す
る

　
　
も
の
と
な
る
」
。
そ
れ
に
よ
っ
て
…
自
然
の
う
ち
に
現
存
す
る
一
切
の
も
の
が
服
し
て
い
る
た
ん
に
外
面
的
な
必
然
性
が
克
服
さ
れ
る
。

　
　
し
か
し
、

　
　
第
二
段
階
で
は
、
「
よ
り
高
次
の
神
話
」
に
お
い
て
「
か
の
自
然
の
霊
た
ち
は
一
国
民
の
意
識
へ
と
」
高
め
ら
れ
、
「
一
国
民
の
人
倫
的
精

　
　
神
が
そ
こ
に
自
己
を
認
識
す
る
」
。
「
諸
国
民
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
き
た
精
神
」
を
歴
史
的
に
組
織
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
の
意
識
の
、

　
　
精
神
の
自
己
直
観
の
質
的
に
新
し
い
段
階
が
達
成
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
直
接
、
自
然
に
由
来
す
る
「
古
い
神
々
」
は
意
識
的
世
界
の
輝



　
　
き
の
前
に
退
き
、
無
明
の
没
意
識
的
な
エ
レ
メ
ン
ト
へ
と
退
却
す
る
。
「
天
上
界
も
地
上
と
同
じ
よ
う
に
、
自
然
的
な
諸
霊
と
人
倫
的
な

　
　
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

　
　
諸
霊
と
に
分
か
た
れ
る
」
。

　
こ
こ
で
は
、
藝
術
宗
教
は
も
は
や
自
然
宗
教
で
は
な
い
。
〈
自
然
〉
概
念
は
本
源
的
調
和
と
い
う
モ
デ
ル
と
し
て
の
規
範
性
を
失
う
。
歴
史

の
初
発
に
あ
る
自
然
的
段
階
は
本
源
的
調
和
と
い
う
完
成
さ
れ
た
理
想
状
態
な
の
で
は
な
く
て
、
欠
如
態
な
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な

諸
形
態
は
分
裂
の
諸
形
態
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
の
藝
術
宗
教
の
段
階
は
、
そ
の
分
裂
を
不
完
全
な
形
で
の
み
克
服
し
え
た
一
つ
の
特
殊
な
歴
史

的
段
階
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
イ
エ
ナ
期
『
精
神
哲
学
』
（
一
八
〇
五
／
〇
六
年
）
も
、
こ
の
立
場
か
ら
宗
教
史
を
自
然
宗
教
↓
藝
術
宗
教
↓
絶
対
宗
教
と
し
て
描
く
。

キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
「
あ
ら
ゆ
る
他
の
宗
教
は
不
完
全
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、

〔
1
〕
自
己
が
た
だ
虚
し
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
自
然
力
の
恐
ろ
し
さ
」
だ
け
を
知
る
宗
教
で
あ
り
、
次
に
、

〔
2
〕
「
美
的
・
神
話
的
宗
教
で
あ
る
。
こ
れ
は
根
本
性
と
深
み
を
欠
如
し
た
、
本
質
存
在
に
値
し
な
い
遊
戯
で
あ
る
。
た
と
え
あ
っ
て

　
　
　
も
、
そ
こ
で
の
深
み
と
は
知
ら
れ
ざ
る
運
命
の
こ
と
で
あ
る
」
。

〔
3
〕
「
こ
れ
に
対
し
て
、
絶
対
的
宗
教
〔
キ
リ
ス
ト
教
〕
は
明
る
み
に
も
た
ら
さ
れ
た
深
み
で
あ
る
。
こ
の
深
み
は
自
我
で
あ
り
、
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
　

　
　
　
念
で
あ
り
、
絶
対
的
で
純
粋
な
威
力
で
あ
る
」
。

　
第
二
段
階
の
藝
術
〔
宗
教
〕
は
「
自
然
と
外
的
必
然
性
の
も
つ
あ
ら
ゆ
る
欠
乏
性
を
、
そ
し
て
己
れ
の
知
と
そ
の
真
理
性
と
の
分
裂
〔
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

生
じ
る
〕
欠
乏
性
を
自
分
の
う
ち
に
ひ
き
と
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
る
。
も
は
や
、
歴
史
の
原
状
回
復
と
い
う
希
望
は
、
た
と
え
そ
れ
が
よ
り
高

次
の
現
代
的
再
興
と
い
う
形
で
あ
っ
て
も
、
目
標
を
欠
い
た
も
の
と
な
る
。
歴
史
の
始
原
に
回
復
す
べ
き
原
状
な
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
〈
ギ
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と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き

リ
シ
ア
を
時
の
中
心
と
す
る
回
帰
型
の
歴
史
意
識
〉
が
、
〈
キ
リ
ス
ト
教
的
現
在
に
時
の
中
心
を
移
し
た
進
化
論
的
な
発
展
図
式
〉
へ
と
転
換

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
、
こ
こ
に
あ
る
。

　
神
話
の
終
焉
を
神
話
的
に
理
由
づ
け
て
い
た
論
理
の
不
適
切
さ
が
こ
う
し
て
明
ら
か
に
な
る
と
、
神
話
と
藝
術
の
終
焉
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な

歴
史
区
分
で
説
明
す
る
こ
と
で
は
不
十
分
と
な
る
。
そ
こ
で
、
『
精
神
哲
学
』
（
一
八
〇
五
／
〇
六
年
）
は
藝
術
の
構
造
的
欠
陥
と
し
て
、
藝
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

家
の
た
ん
に
特
殊
的
な
個
別
的
な
自
己
と
、
享
受
〔
者
〕
の
没
自
己
性
、
そ
し
て
藝
術
作
品
の
個
別
性
と
の
分
裂
を
あ
げ
て
い
る
。
要
す
る
に
、

作
者
と
作
品
と
鑑
賞
者
と
の
分
裂
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
も
こ
の
よ
う
な
形
で
藝
術
の
構
造
的
欠
陥
が
指
摘
さ
れ
、
「
美
は
真
理
の
叙
述
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
真
理
を
覆
う
ヴ
ェ
ー
ル
で
あ
る
」
と
言
い
き
っ
て
し
ま
う
と
、
ギ
リ
シ
ア
藝
術
が
古
典
時
代
に
も
ち
え
た
意
義
す
ら
も

台
無
し
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
眼
か
ら
見
て
、
ギ
リ
シ
ア
お
い
て
は
、
藝
術
こ
そ
が
精
神
の
最
高
の
要
求
を
充
た
す
に
ふ
さ
わ
し
か
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
避
け
が
た
い
構
造
的
欠
陥
に
よ
っ
て
藝
術
が
一
律
的
に
否
定
さ
れ
て
は
都
合
が
悪
い
。
神
話
と
藝
術
の
終
焉
を
理
由

づ
け
る
議
論
に
、
さ
ら
に
修
正
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
欠
陥
は
藝
術
が
直
観
を
エ
レ
メ
ン
ト
と
す
る
直
接
性
を
も
つ
こ
と
か
ら
来
る
か
ら
、

（
イ
）
藝
術
の
も
つ
こ
の
直
接
性
が
か
え
っ
て
ふ
さ
わ
し
く
て
、
先
の
よ
う
な
欠
陥
を
露
呈
し
な
い
時
代
〔
古
典
ギ
リ
シ
ア
〕
と
、
（
ロ
）
こ
の

直
接
性
が
ふ
さ
わ
し
く
な
く
、
先
の
よ
う
な
欠
陥
を
露
呈
す
る
時
代
〔
キ
リ
ス
ト
教
的
近
代
〕
が
あ
る
と
い
う
認
識
が
う
ま
れ
る
。
か
く
し
て
、

藝
術
の
不
十
分
性
は
、
藝
術
の
構
造
的
欠
陥
に
つ
い
て
の
洞
察
と
、
藝
術
の
各
時
代
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て
の
歴
史
的
な
洞
察
と
が
結
合
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

と
こ
ろ
で
、
は
じ
め
て
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

（
イ
）
時
代
全
体
が
ま
だ
十
分
に
自
然
性
の
契
機
を
脱
却
し
て
い
な
い
た
め
に
、
形
式
と
内
容
と
が
不
適
合
に
陥
ら
ず
に
、
両
者
が
合
致
し
て
、

　
　
　
藝
術
の
最
高
の
表
現
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
時
代
。
こ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
時
代
で
あ
る
。

（
ロ
）
内
容
が
一
歩
進
ん
で
、
個
別
的
主
観
性
が
孤
立
的
に
自
立
化
し
て
、
内
容
と
形
式
と
の
不
適
合
と
い
う
構
造
的
欠
陥
が
妥
当
し
て
し
ま

　
　
　
う
時
代
。
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
以
降
と
り
わ
け
近
代
で
あ
る
。
主
観
性
の
深
化
の
は
て
に
、
神
の
人
間
化
（
神
人
一
体
の
理
念
）
が
完



　
　
　
成
す
る
と
、
藝
術
は
も
は
や
精
神
の
最
高
の
要
求
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
藝
術
は
過
去
の
も
の
と
な
る
。

　
こ
こ
に
初
め
て
、
「
藝
術
の
過
去
性
」
の
テ
ー
ゼ
が
基
礎
づ
け
ら
れ
、
同
時
に
藝
術
を
歴
史
的
に
構
成
す
る
原
理
が
成
立
す
る
。
『
断
片
六
』

が
藝
術
の
過
去
性
を
は
じ
め
て
語
り
え
た
の
も
、
こ
の
断
片
が
、
藝
術
と
国
民
精
神
と
の
関
係
の
ギ
リ
シ
ア
的
あ
り
よ
う
と
、
近
代
的
あ
り
よ

う
と
を
比
較
考
察
し
た
帰
結
と
し
て
で
あ
っ
た
。

　
　
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
は
、
「
ミ
ュ
ー
ズ
（
藝
術
）
は
そ
れ
自
身
が
国
民
の
普
遍
的
に
語
り
か
け
る
意
識
で
あ
る
。
…
…
天
才
た
ち
は
国
民

　
　
の
普
遍
的
な
諸
形
姿
を
自
ら
の
作
品
と
な
す
。
彼
ら
の
所
産
は
、
彼
ら
の
〔
個
人
的
な
〕
発
明
（
印
臣
昆
已
晴
）
で
は
な
く
、
全
国
民
の
発

　
　
明
で
あ
っ
て
、
国
民
が
己
れ
の
本
質
を
見
出
し
た
と
い
う
発
見
（
田
巳
Φ
ロ
）
で
あ
る
」
。
　
〔
つ
ま
り
藝
術
と
い
う
形
式
が
国
民
の
親
和
を

　
　
支
え
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
最
適
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
作
者
と
作
品
と
享
受
者
と
の
分
裂
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

　
　
て
、
〕
「
現
代
で
は
生
き
た
世
界
が
藝
術
作
品
を
自
分
の
中
で
つ
く
る
こ
と
は
な
い
と
す
れ
ば
、
藝
術
家
は
自
分
の
想
像
を
過
去
の
世
界
に

　
　
移
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
麺
」
。
〔
そ
こ
に
作
者
と
作
品
と
享
受
者
と
の
不
幸
な
分
裂
も
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
〕

　
し
た
が
っ
て
、
い
ま
や
へ
ー
ゲ
ル
は
、
〈
ギ
リ
シ
ア
的
な
も
の
の
再
建
が
不
可
能
と
な
っ
た
か
ら
、
藝
術
が
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
〉
と
い

う
消
極
論
か
ら
、
〈
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
新
し
い
内
容
（
「
神
が
自
己
意
識
で
あ
る
」
と
い
う
神
人
一
体
の
理
念
‖
内
面
的
主
観
性
の
原
理
）

が
世
界
史
に
登
場
し
、
そ
れ
を
表
現
す
る
に
藝
術
で
は
不
十
分
と
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
藝
術
は
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
〉
と
い
う
積
極
論
へ
と
、

立
論
を
変
更
し
た
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
事
実
は
そ
れ
ほ
ど
明
快
で
は
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
へ
の
挽
歌
と
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
讃
歌
と
が
、
不
協

和
音
を
か
も
し
な
が
ら
、
と
も
に
最
後
ま
で
鳴
り
や
む
こ
と
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
実
態
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

「
藝
術
の
終
焉
」
論
と
藝
術
の
史
的
構
成
を
根
底
か
ら
規
定
し
て
い
る
の
は
、
藝
術
と
宗
教
と
の
関
係
の
視
点
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

理
由
づ
け
は
へ
ー
ゲ
ル
に
は
妥
当
し
な
い
の
で
あ
る
。

三
九



四
〇

三
　
ロ
マ
ン
的
藝
術
の
宗
教
史
的
意
義

　
歴
史
の
始
原
に
恢
復
さ
れ
る
べ
き
根
源
的
同
一
性
を
自
然
と
し
て
設
定
す
る
神
話
的
構
想
。
こ
れ
が
放
棄
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

ま
な
ざ
し
は
藝
術
の
稔
り
豊
か
な
歴
史
的
展
開
へ
と
向
け
ら
れ
た
。
こ
と
ば
を
変
え
て
言
え
ば
、
藝
術
へ
の
熱
き
期
待
が
冷
め
た
と
こ
ろ
で
、

は
じ
め
て
藝
術
の
歴
史
的
な
本
質
連
関
へ
の
冷
静
な
学
問
的
探
究
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
イ
エ
ナ
時
代
に
は
、
藝
術
史
を
展
開
し
う
る
論
理
は
獲
得
さ
れ
た
が
、
そ
の
た
め
の
材
料
を
欠
い
て
い
た
。
『
精
神
哲
学
』
（
一
八
〇
五
／
〇

六
年
）
に
は
、
藝
術
史
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
『
精
神
現
象
学
』
で
は
、
藝
術
は
宗
教
史
と
の
連
関
の
な
か
で
、
「
藝
術
宗
教

（
次
§
切
障
Φ
一
」
σ
q
ざ
5
）
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
「
宗
教
」
章
の
自
然
宗
教
↓
藝
術
宗
教
↓
啓
示
宗
教
と
い
う
展

開
は
時
代
区
分
と
し
て
は
、
「
美
学
講
義
」
の
象
徴
的
（
東
洋
）
↓
古
典
的
（
ギ
リ
シ
ア
）
↓
ロ
マ
ン
的
（
キ
リ
ス
ト
教
ゲ
ル
マ
ン
）
と
い
う

三
段
階
か
ら
な
る
藝
術
史
に
ぴ
っ
た
り
対
応
す
る
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
時
代
に
は
、
藝
術
は
「
古
代
的
様
式
」
と
「
近
代
的
様
式
」
と
に
二
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　

さ
れ
、
前
者
は
「
彫
塑
的
で
客
観
的
」
、
後
者
は
「
ロ
マ
ン
的
で
主
観
的
」
と
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ベ
ル
リ
ン
時
代
の
「
美
学
講
義
」
の

よ
う
な
三
段
階
の
藝
術
史
を
描
き
き
る
ま
で
に
は
、
東
洋
に
つ
い
て
の
知
見
と
藝
術
全
般
に
つ
い
て
の
経
験
を
拡
げ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
へ
ー

ゲ
ル
は
二
度
目
の
「
宗
教
哲
学
」
の
講
義
（
一
八
二
四
年
）
以
降
、
中
国
、
イ
ン
ド
文
化
の
研
究
に
集
中
的
に
と
り
く
ん
だ
。
ま
た
、
日
常
的

に
音
楽
会
や
劇
場
や
展
覧
会
を
訪
れ
、
さ
ら
に
は
、
プ
ラ
ハ
、
ド
レ
ス
デ
ン
、
オ
ラ
ン
ダ
、
パ
リ
へ
も
出
か
け
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
藝
術
作
品
を

実
際
に
見
聞
す
る
機
会
を
え
た
。
そ
れ
ら
の
研
究
と
経
験
の
成
果
は
講
義
の
な
か
に
ど
ん
ど
ん
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
各
時
代
へ
の
藝
術
の
適
合
性
と
い
う
イ
エ
ナ
期
に
獲
得
さ
れ
た
視
点
は
、
「
美
学
講
義
」
に
お
い
て
は
、
藝
術
の
理
念
内
容
（
宮
庁
巴
↑
）
と
形

態
（
Ω
o
o
。
富
＃
）
、
ま
た
は
意
味
（
u
。
Φ
ユ
巴
言
晴
）
と
表
現
（
』
5
ω
Φ
巨
這
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
は

〈
意
味
す
る
も
の
〉
と
〈
意
味
さ
れ
る
も
の
〉
と
の
関
係
か
ら
、
藝
術
様
式
を
分
類
す
る
視
点
で
あ
り
、
「
記
号
論
的
視
点
」
と
呼
ん
で
い
い



で
あ
ろ
う
。
こ
の
視
点
は
、
藝
術
の
歴
史
的
展
開
（
「
美
学
講
義
」
第
二
部
の
藝
術
史
）
に
も
藝
術
の
体
系
的
展
開
（
第
三
部
の
ジ
ャ
ン
ル
論
）

に
も
貫
い
て
い
る
。
こ
の
へ
ー
ゲ
ル
独
特
の
記
号
論
が
、
後
者
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
「
美
学
講
義
」
の
末
尾
を
飾
る
詩
論
（
勺
o
Φ
o
。
｛
Φ
）
に
お

い
て
、
い
か
な
る
結
末
に
至
る
か
は
、
次
節
〔
四
〕
で
見
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
ず
、
歴
史
的
展
開
と
し
て
は
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
の
三
様
の
関
係
か
ら
、
三
つ
の
藝
術
様
式
が
区
別
さ
れ
る
。

　
　
1
　
象
徴
的
…
…
理
念
内
容
が
ま
だ
未
規
定
で
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
形
態
を
見
出
す
に
は
至
ら
な
い
段
階
。

　
　
皿
　
古
典
的
…
…
理
念
内
容
と
表
現
形
態
と
が
完
全
に
合
致
し
て
、
藝
術
と
し
て
最
高
の
境
地
が
達
成
さ
れ
た
段
階
。

　
　
皿
　
ロ
マ
ン
的
…
理
念
内
容
と
表
現
形
態
と
の
統
一
が
再
び
解
体
し
、
内
面
的
主
観
性
と
外
面
的
な
表
現
媒
体
と
が
分
裂
し
、
互
い
に
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
化
す
る
段
階
。

　
し
た
が
っ
て
、
藝
術
の
歴
史
は
「
内
的
意
味
と
外
的
形
態
と
の
完
全
な
統
一
」
を

　
　
ー
　
ま
ず
探
究
し
（
功
已
合
Φ
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藝
術
以
前
　
く
o
甲
民
§
。
。
げ
）

　
　
n
　
つ
ぎ
に
発
見
し
（
『
日
巳
Φ
ロ
）
　
　
　
　
　
　
　
（
藝
術
の
頂
点
　
　
民
旨
・
。
↑
）

　
　
皿
　
そ
し
て
超
え
出
て
い
く
（
巨
Φ
窃
o
宮
o
ぱ
Φ
p
）
　
（
藝
術
以
後
Z
①
9
－
民
旨
。
。
↑
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
趣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

　
そ
の
よ
う
な
歴
史
と
し
て
記
述
さ
れ
る
。

　
1
で
は
、
宗
教
的
理
念
の
未
発
達
が
形
態
の
欠
陥
を
ま
ね
い
た
。
1
で
は
、
宗
教
的
理
念
の
到
達
段
階
が
実
体
性
と
主
観
性
と
が
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ
た
「
美
し
い
中
庸
」
を
保
っ
て
い
る
た
め
、
藝
術
的
形
態
化
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
内
容
を
も
っ
て
い
た
。
皿
で
は
、
い
っ
そ
う
高

次
の
理
念
が
達
成
さ
れ
た
た
め
に
、
も
は
や
形
態
が
追
い
つ
か
な
く
な
り
、
理
念
は
藝
術
を
お
き
去
り
に
し
て
、
宗
教
、
哲
学
へ
と
超
脱
し
て

い
く
。

　
こ
の
ロ
マ
ン
的
藝
術
の
規
定
は
キ
リ
ス
ト
教
と
り
わ
け
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
真
理
の
積
極
的
な
正
当
化
を
意
味
す
る
。
啓
示
宗
教
は

四
一



四
二

「
絶
対
的
な
も
の
は
自
己
意
識
で
あ
る
」
と
い
う
真
理
を
啓
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
の
は
「
絶
対
的
な
主
観
性
の
深
み
」
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
最
初
は
内
な
る
信
仰
心
で
あ
り
、
天
上
へ
と
ま
な
ざ
し
を
む
け
た
敬
度
な
宗
教
的
心
情
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の

主
観
性
が
ひ
と
た
び
地
上
へ
と
眼
を
転
じ
る
と
き
、
徹
底
し
た
世
俗
化
の
道
を
突
き
進
む
こ
と
に
な
る
。
宗
教
的
自
由
が
世
俗
的
自
由
へ
と
展

開
し
、
個
別
性
が
徹
底
的
に
尊
重
さ
れ
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
間
く
さ
い
現
世
的
価
値
（
口
已
日
彗
已
゜
。
）
が
肯
定
さ
れ
る
に
至
る
。
＝
己
ヨ
9
己
。
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
そ
、
古
代
の
神
々
に
か
わ
っ
て
、
近
代
藝
術
に
と
っ
て
「
新
し
い
聖
な
る
も
の
」
と
な
る
。
ロ
マ
ン
的
藝
術
は
日
常
的
な
「
世
界
の
散
文
」

へ
と
入
り
込
ん
で
、
個
々
人
の
人
間
く
さ
い
喜
怒
哀
楽
な
ど
を
好
ん
で
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ロ
マ
ン
的
藝
術
は
「
宗
教
的
領
域
」
か
ら
「
騎
士
道
」
を
へ
て
、
「
個
体
的
特
殊
性
の
形
式
的
独
立
」
に
お
い
て
そ
の
世
俗
化
を
き
わ
め
、

つ
い
に
ロ
マ
ン
的
藝
術
そ
の
も
の
の
解
体
へ
と
突
き
進
む
（
「
美
学
講
義
」
第
二
部
第
三
篇
の
章
編
成
）
。
こ
の
世
俗
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
へ
ー

ゲ
ル
は
反
キ
リ
ス
ト
教
的
な
動
向
と
見
る
の
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
そ
の
も
の
の
具
体
化
と
見
る
。
ロ
マ
ン
的
藝
術
の
こ
の
最
終
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

階
（
す
な
わ
ち
近
代
藝
術
）
は
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
を
キ
リ
ス
ト
教
以
上
に
、
よ
り
明
白
に
直
観
に
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
世

俗
化
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
内
面
性
の
反
転
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
宗
教
の
外
に
出
る
こ
と
〔
脱
宗
教
化
〕
は
、

実
に
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
真
理
の
最
内
奥
へ
と
達
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
が
こ
こ
に
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
表
現

す
る
こ
と
に
こ
そ
ロ
マ
ン
的
藝
術
の
核
心
が
あ
る
。
世
俗
化
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
の
嫡
出
子
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
藝
術
が
宗
教
的
領

域
を
離
れ
て
、
世
俗
世
界
の
人
間
く
さ
さ
を
テ
ー
マ
と
す
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
の
理
念
に
も
っ
と
も
適
合
的
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
へ
ー
ゲ
ル
は
同
時
代
の
藝
術
を
歴
史
的
に
捉
え
直
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
近
代
の
藝
術
が
宗
教
的
内
容
を
喪
失
し

て
い
く
の
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
当
代
の
一
時
的
な
傾
向
と
見
た
の
で
は
な
い
。
人
類
史
を
貫
く
宗
教
そ
の
も
の
の
根
本
動
向
と
見
た
の
で
あ
る
。

藝
術
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
近
代
的
な
宗
教
と
一
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
藝
術
は
宗
教
的
内
容
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
ハ
　

い
の
だ
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
藝
術
史
上
は
じ
め
て
宗
教
的
内
容
か
ら
解
放
さ
れ
た
藝
術
の
こ
の
最
終
段
階
に
お
い
て
も
、
〈
宗
教
の
外
に



真
の
藝
術
は
あ
り
え
な
い
〉
と
い
う
内
包
美
学
の
立
場
が
み
ご
と
に
貫
い
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
宗
教
の
歴
史
構
成
が
藝
術
の
そ

れ
を
最
後
ま
で
規
定
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
藝
術
を
宗
教
と
の
密
接
な
関
係
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
内
包
美
学
の
立
場
は
、
そ
れ
自
体
け
っ
し
て
不
当
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
藝
術
を
あ
つ
か
う
ま
っ
と
う
な
方
法
だ
と
言
え
る
。
へ
ー
ゲ
ル
を
離
れ
て
み
て
も
、
藝
術
は
そ
の
起
源
に
お
い
て
、
宗
教
の
一
環
で
あ
っ

た
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
、
彫
刻
家
は
文
字
通
り
神
の
像
を
刻
ん
で
、
そ
れ
を
神
殿
に
祀
っ
た
。
悲
劇
作
家
は
祝
祭
の
た
め
に
上
演
さ
れ

る
作
品
を
奉
納
し
、
役
者
は
仮
面
を
つ
け
て
神
々
を
演
じ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
時
代
に
な
っ
て
も
、
画
家
や
彫
刻
家
は
キ
リ
ス
ト
や
マ
リ
ア
や

殉
教
者
た
ち
を
描
き
あ
る
い
は
刻
ん
で
、
聖
堂
の
祭
壇
を
飾
っ
た
。
音
楽
家
は
讃
美
歌
や
受
難
曲
を
作
曲
し
、
そ
れ
ら
を
教
会
堂
の
な
か
で
演

奏
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
今
日
の
藝
術
で
は
、
宗
教
的
活
動
と
し
て
の
意
味
を
直
接
も
た
な
い
創
作
や
鑑
賞
の
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
藝
術

が
、
藝
術
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
宗
教
的
基
盤
を
失
う
こ
と
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
へ
ー
ゲ
ル
の
眼
の
前
で
進
行
し
て
い
た
事
態
で
あ
っ
た
。
十

九
世
紀
は
「
美
術
（
博
物
）
館
の
世
紀
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
幕
開
け
に
へ
ー
ゲ
ル
は
立
ち
会
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
古
代
の
神
殿
に
祀
ら
れ
て
い

た
神
像
や
聖
堂
の
祭
壇
画
が
宗
教
的
ア
ウ
ラ
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
美
術
（
博
物
）
館
の
な
か
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
配
列
さ
れ
る
。
受
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
　

曲
は
聖
堂
の
な
か
の
典
礼
と
し
て
で
は
な
く
、
コ
ン
サ
ー
ト
と
し
て
聴
か
れ
る
。
作
品
の
鑑
賞
は
も
は
や
宗
教
的
営
み
と
は
言
い
が
た
い
。
作

品
の
礼
拝
的
価
値
が
展
示
的
価
値
に
よ
っ
て
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
だ
。
藝
術
作
品
が
そ
の
本
来
の
連
関
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
、
美
術
（
博
物
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

館
の
な
か
で
窓
一
一
Φ
『
鼠
肩
。
鴨
Φ
。
。
。
。
一
毒
（
年
代
順
に
よ
る
展
示
）
と
し
て
配
列
さ
れ
る
時
代
。
そ
れ
を
へ
ー
ゲ
ル
は
、
現
代
は
「
藝
術
の
時
代
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

で
は
な
く
「
藝
術
の
学
」
の
時
代
だ
、
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
宗
教
の
世
俗
化
と
と
も
に
藝
術
も
世
俗
化
し
、
日
常
卑
俗
の
人
間
的
な
も
の

が
近
代
以
降
の
藝
術
の
テ
ー
マ
と
な
る
。
宗
教
と
不
可
分
で
あ
っ
た
過
去
の
藝
術
作
品
も
、
そ
れ
固
有
の
宗
教
的
空
間
か
ら
世
俗
的
空
間
へ
移

さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
藝
術
の
学
的
研
究
も
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
ベ
ル
リ
ン
時
代
の
へ
ー
ゲ
ル
は
も
は
や
藝
術
を
最
高
の
地
位
に
置
く

の
で
は
な
い
。
思
弁
哲
学
に
よ
っ
て
自
ら
の
体
系
を
完
結
し
、
こ
の
立
場
か
ら
、
藝
術
の
本
質
規
定
と
藝
術
の
歴
史
的
考
察
と
諸
藝
術
の
体
系

四
三



四
四

的
構
成
（
ジ
ャ
ン
ル
）
を
試
み
た
（
「
美
学
講
義
」
の
三
部
構
成
）
。
そ
れ
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
藝
術
が
宗
教
的
基
盤
か
ら
離
れ
本
格
的

に
学
の
対
象
と
な
る
時
代
が
へ
ー
ゲ
ル
の
時
代
に
は
じ
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
も
そ
の
よ
う
な
自
覚
を
も
っ
て
、
「
美
学
講
義
」

を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
『
美
学
講
義
』
に
お
け
る
歴
史
意
識
の
両
義
性
と
言
語

　
藝
術
形
式
を
三
段
階
に
区
切
る
歴
史
図
式
に
は
、
奇
妙
な
両
義
性
が
つ
き
ま
と
う
。
藝
術
は
藝
術
と
し
て
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
頂
点
を
極

め
た
（
藝
術
内
在
的
視
点
）
が
、
理
念
と
し
て
は
ロ
マ
ン
的
藝
術
が
最
高
だ
（
藝
術
外
在
的
視
点
）
と
い
う
の
だ
。
い
っ
た
い
ど
ち
ら
が
最
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
の
か
あ
い
ま
い
で
あ
る
。

　
前
者
は
、
青
年
期
か
ら
イ
エ
ナ
期
前
半
ま
で
支
配
的
で
あ
っ
た
〈
ギ
リ
シ
ア
を
時
の
中
心
と
す
る
回
帰
型
の
歴
史
意
識
〉
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
こ
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
以
前
に
東
洋
が
お
か
れ
、
し
か
も
ギ
リ
シ
ア
以
降
は
一
路
没
落
と
い
う
点
で
、
青
年
期
の
も
の
と
は
異
な
る
。
し
か
し
、

「
も
は
や
回
帰
し
え
な
い
」
と
い
う
意
識
が
根
底
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
や
は
り
回
帰
型
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と
い
え
る
。
後
者
は
、
〈
歴
史

は
キ
リ
ス
ト
教
的
ゲ
ル
マ
ン
へ
と
の
ぼ
り
つ
め
て
い
く
と
い
う
体
系
期
特
有
の
進
歩
史
観
〉
で
あ
る
。
「
美
学
講
義
」
そ
れ
自
体
の
な
か
に
、

ギ
リ
シ
ア
へ
の
挽
歌
と
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
讃
歌
と
い
う
あ
い
異
な
る
歴
史
意
識
が
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
形
で

し
か
、
自
身
の
青
年
時
代
の
理
想
に
決
着
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
後
者
の
藝
術
外
在
的
視
点
は
、
藝
術
を
哲
学
体
系
に
目
的
論
的
に
組
み
込
む
視
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
藝
術
は
直
観
に
、
宗
教
は
表
象
に
、

哲
学
は
概
念
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
と
い
う
絶
対
精
神
の
能
力
論
的
編
成
（
体
系
的
視
点
）
に
、
そ
の
ま
ま
接
合
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
正

当
化
す
る
理
由
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
言
語
藝
術
（
勺
o
Φ
o
カ
一
Φ
）
の
観
念
性
で
あ
る
。
建
築
（
建
材
）
↓
彫
刻
（
大
理
石
）
↓
絵
画
（
絵
具
）



↓
音
楽
（
音
）
↓
文
藝
（
コ
ト
バ
）
へ
と
、
精
神
は
し
だ
い
に
物
質
性
を
脱
却
し
て
、
表
現
素
材
か
ら
は
自
立
し
た
内
容
を
獲
得
し
、
つ
い
に
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表
現
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
言
語
を
「
伝
達
の
た
め
の
単
な
る
恣
意
的
な
記
号
」
と
し
て
操
作
す
る
に
到
っ
た
。
そ
こ
に
精
神
が
藝
術
に
お
い
て
到

達
し
た
最
高
の
境
地
が
あ
る
。
ロ
マ
ン
的
藝
術
の
主
た
る
活
動
舞
台
が
言
語
に
あ
る
の
は
、
藝
術
の
世
俗
化
．
個
体
化
．
内
面
化
と
い
う
事
態

に
応
じ
て
、
言
語
こ
そ
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
自
在
に
表
現
し
う
る
能
力
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
に
言
語
藝
術
を
位

置
づ
け
る
。
『
美
学
講
義
』
の
進
歩
主
義
的
な
歴
史
図
式
と
「
藝
術
の
終
焉
」
論
を
最
終
的
に
正
当
化
す
る
も
の
、
そ
れ
は
言
語
の
観
念
性
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
方
で
、
詩
的
言
語
の
響
き
が
も
つ
イ
メ
ー
ジ
喚
起
力
に
注
目
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
、
次
の
よ
う
な
「
驚
く
べ
き
発
言
」

（
ガ
ダ
マ
ー
）
も
し
て
い
る
。

　
　
「
文
藝
作
品
が
読
ま
れ
る
か
聴
か
れ
る
か
は
、
詩
に
と
っ
て
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い
こ
と
だ
。
他
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
た
り
、
韻
文
か
ら
散
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文
に
移
さ
れ
て
も
、
作
品
の
価
値
が
本
質
的
に
落
ち
る
わ
け
で
は
な
い
」
。

　
詩
が
翻
訳
さ
れ
て
も
詩
の
価
信
は
変
わ
ら
な
い
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
誰
が
信
じ
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
こ
の
発
言
の
立
場
に
立
て
ば
、

藝
術
に
お
い
て
は
表
現
形
態
（
○
Φ
゜
。
↑
巴
・
）
そ
の
も
の
は
ど
う
で
も
よ
く
、
表
現
さ
れ
る
理
念
内
容
（
Ω
筈
巴
古
）
す
な
わ
ち
真
理
だ
け
が
問
題

だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
内
包
美
学
の
立
場
が
一
貫
し
、
藝
術
は
感
性
的
形
態
に
と
ら
わ
れ
た
表
現
手
段
を
捨
て
て
、
つ
い
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
表
象
の
詩
か
ら
思
考
の
散
文
〔
哲
学
〕
へ
移
行
す
る
」
の
は
必
定
で
あ
る
。

　
美
的
神
話
を
克
服
し
て
哲
学
を
藝
術
よ
り
高
次
の
も
の
と
す
る
イ
エ
ナ
後
期
以
来
の
立
場
が
、
詩
的
表
象
の
価
値
を
徹
底
し
て
認
め
る
の
を

妨
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
語
の
観
念
性
と
い
う
把
握
が
、
藝
術
を
観
念
論
哲
学
の
な
か
へ
目
的
論
的
に
組
み
込
ん
で
、
体
系
の
な
か
に
藝
術

を
終
焉
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
を
基
礎
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
の
言
語
観
に
は
「
精
神
の
定
在
と
し
て
の
言
語
」
と
い
う
現
代
言
語
論
の
立
場
か
ら
も
注
目
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
。
と
り
わ
け

四
五



四
六

『
精
神
現
象
学
』
に
は
オ
ー
ス
チ
ン
の
い
う
行
為
遂
行
的
発
言
や
発
語
内
行
為
を
髪
覧
と
さ
せ
る
記
述
が
あ
り
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
や
メ
ル
ロ
ー
ー
ポ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　

ン
テ
ィ
の
言
語
論
に
も
通
じ
る
豊
か
な
言
語
理
解
も
見
ら
れ
る
。
他
方
で
し
か
し
、
デ
リ
ダ
が
厳
し
く
批
判
の
姐
上
に
の
せ
た
よ
う
な
「
言
語

は
思
惟
の
た
ん
な
る
伝
達
手
段
」
と
い
う
伝
統
的
な
言
語
観
が
あ
り
、
そ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
目
的
論
的
体
系
を
支
え
て
い
る
。
「
美
学
講
義
」

の
終
焉
に
登
場
し
「
藝
術
の
終
焉
」
を
正
当
化
す
る
言
語
観
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
言
語
観
で
あ
っ
た
。

五
　
結
語

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
に
お
い
て
、
藝
術
が
果
た
し
て
い
た
役
割
を
モ
デ
ル
に
し
て
藝
術
の
本
質
を
規
定
し
よ
う
と
し
た
。
藝
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
孤
立
的
現
象
と
し
て
で
は
な
く
、
国
民
教
育
の
観
点
か
ら
、
「
藝
術
の
文
化
的
機
能
」
を
捉
え
よ
う
と
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
い
う
新

し
い
歴
史
的
現
実
が
出
現
す
る
に
至
っ
て
、
こ
の
機
能
は
啓
示
宗
教
の
表
象
と
哲
学
の
概
念
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
「
藝

術
の
最
高
の
使
命
が
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
意
味
で
あ
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
は
藝
術
の
文
化
的
機
能
と
そ
れ
の
歴
史
的
変
貌
を
洞
察
し
た
。
と
り
わ
け
、
古
代
と
近
代
と
の
対
比
に
お
い
て
、
古
典
藝
術
と
近

代
ロ
マ
ン
主
義
藝
術
が
そ
れ
ぞ
れ
果
た
す
文
化
的
機
能
の
構
造
的
差
異
を
説
得
的
に
示
し
た
。
こ
の
歴
史
的
洞
察
の
な
か
か
ら
「
藝
術
の
自
律
」

と
い
う
近
代
的
特
徴
も
正
当
化
さ
れ
る
。
「
藝
術
は
宗
教
的
領
域
を
脱
し
て
、
神
々
の
か
わ
り
に
穿
日
0
2
°
。
を
新
し
い
聖
な
る
も
の
と
す
る
」

と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
藝
術
の
過
去
性
」
の
テ
ー
ゼ
と
、
じ
つ
は
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
。
「
藝
術
の
終
焉
」
論
は
「
藝
術
の
解
放
」

論
に
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
藝
術
が
宗
教
性
を
脱
却
し
て
、
絶
対
者
を
媒
介
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
重
い
任
務
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
、

そ
れ
は
同
時
に
、
藝
術
が
藝
術
と
し
て
自
立
し
、
自
由
に
花
開
く
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
藝
術
を
藝
術
以
外
の
実
体
的
目
的
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
へ
ー
ゲ
ル
の
立
場
は
、
「
他
律
的
な
」
内
包
美
学
と
批
判
さ
れ
る
（
ブ
プ
ナ
ー
）
。



と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
他
律
的
な
」
美
学
が
「
藝
術
の
自
律
」
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
奇
妙
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
パ
ラ
ド
ク

シ
カ
ル
な
関
係
は
ち
ょ
う
ど
、
世
俗
化
を
宗
教
的
真
理
の
実
現
と
と
ら
え
た
関
係
に
対
応
し
て
い
る
。
世
俗
化
を
外
見
ど
お
り
脱
宗
教
化
．
反

宗
教
化
と
み
れ
ば
、
フ
マ
ー
ヌ
ス
を
あ
つ
か
う
ロ
マ
ン
的
藝
術
は
、
藝
術
の
本
来
性
か
ら
の
逸
脱
と
非
難
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ

ル
は
む
し
ろ
、
世
俗
化
を
神
人
一
体
の
理
念
す
な
わ
ち
主
観
性
の
原
理
の
展
開
と
し
て
捉
え
、
歴
史
的
な
根
本
動
向
の
必
然
的
帰
結
と
み
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
ロ
マ
ン
的
藝
術
は
藝
術
の
逸
脱
ど
こ
ろ
か
、
藝
術
史
の
本
質
的
動
向
か
ら
生
ま
れ
た
嫡
出
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
藝
術
の
過
去
性
」
の
テ
ー
ゼ
を
、
藝
術
の
歴
史
的
機
能
と
い
う
内
包
美
学
の
立
場
と
と
も
に
、
捨
て
去
っ
て
、
よ
り
不
確
か
な
根
拠
の
う

え
に
藝
術
の
未
来
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
も
、
う
ま
く
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
藝
術
の
過
去
性
と
国
ロ
ヨ
p
自
m
論
と
を
不
可
分
の
も
の
と
し

て
受
け
入
れ
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
藝
術
の
自
律
と
い
う
近
代
的
な
あ
り
方
を
正
当
化
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
は
「
藝
術
の
終
焉
」
論
で
藝
術
の
未
来
に
つ
い
て
の
予
断
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
藝
術
の
未
釆
が
ど
う
な
る
か
は
、

「
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
ふ
く
ろ
う
」
の
主
要
な
関
心
事
で
は
あ
り
え
な
い
。
「
ロ
マ
ン
的
藝
術
形
式
の
終
焉
」
と
い
う
節
（
第
二
部
第
三
篇
第
三
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
り

の
最
後
）
は
、
け
っ
し
て
強
調
さ
れ
た
位
置
に
は
な
い
。
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
ふ
く
ろ
う
は
未
来
志
向
的
で
は
な
く
、
眼
を
た
そ
が
れ
ゆ
く
過
去
へ

と
む
け
て
い
る
。
過
ぎ
去
っ
た
精
神
の
歴
史
の
な
か
に
、
自
ら
の
哲
学
を
時
代
の
正
嫡
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
。
藝
術
に
対
し
て
は
、
藝
術

の
本
質
と
歴
史
を
学
的
に
把
握
し
た
哲
学
的
美
学
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
。
こ
こ
に
、
哲
学
の
任
務
が
あ
る
と
考
え
た
。
「
藝
術
の
終
焉
」
を

め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
は
、
藝
術
の
未
来
に
つ
い
て
の
予
断
と
い
う
面
に
あ
ま
り
に
も
囚
わ
れ
す
ぎ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
藝
術
の
過
去
性
」
の
テ
ー
ゼ
を
理
由
に
、
へ
ー
ゲ
ル
美
学
全
体
を
捨
て
去
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
こ
の
テ
ー
ゼ
を
単
純
に
引
き
継
ぐ
こ

と
も
で
き
な
㎎
。
な
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
テ
ー
ゼ
の
な
か
か
ら
、
藝
術
が
社
会
・
文
化
の
な
か
で
果
た
し
て
き
た
役
割
の
構
造
的
変
化
へ
の

洞
察
を
読
み
と
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
こ
の
テ
ー
ゼ
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
フ
マ
ー
ヌ
ス
論
の
な
か
に
、
新
し
い
藝
術
の
あ
り
方
を
確
認

す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
は
じ
め
に
」
あ
げ
た
第
一
の
ポ
イ
ン
ト
、
へ
ー
ゲ
ル
美
学
の
宗
教
的
動
機
（
そ
れ
は
結
局
、
藝
術
の
社
会
的
－
歴
史
的

四
七
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機
能
の
重
視
で
あ
る
）
が
も
つ
積
極
的
意
義
を
深
め
る
こ
と
で
あ
遜
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
こ
の
立
場
が
必
然
的
に
、
す
べ
て

を
概
念
の
コ
ト
バ
に
還
元
し
て
思
弁
哲
学
の
目
的
論
的
体
系
の
な
か
に
包
摂
し
て
し
ま
う
こ
と
に
通
じ
て
し
ま
う
。
こ
の
点
で
は
、
第
二
の
ポ

イ
ン
ト
に
あ
げ
た
へ
ー
ゲ
ル
の
言
語
理
解
の
こ
こ
で
の
不
十
分
さ
を
指
摘
し
た
い
。
藝
術
の
学
へ
の
解
消
を
阻
止
し
て
、
「
藝
術
の
終
焉
」
論

を
超
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
宗
教
や
哲
学
に
と
っ
て
代
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
藝
術
固
有
の
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
宗
教
や
哲
学
の
コ
ト
バ
に
還
元
し
え
な
い
藝
術
固
有
の
言
語
の
価
値
、
と
り
わ
け
詩
的
言
語
の
意
義
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ

．
璽
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ど
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°

（
1
6
）
〉
°
P
9
。
。
°
ト
。
c
。
O
h
°
こ
れ
は
後
の
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
に
も
少
し
修
正
さ
れ
た
形
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。
「
藝
術
に
お
い
て
は
絶
対
的
理
念
の
知
の
形

　
　
態
は
直
接
的
で
あ
る
た
め
、
…
外
面
的
な
凡
俗
な
定
在
か
ら
な
る
作
品
と
、
こ
の
よ
う
な
作
品
を
産
出
す
る
主
観
、
そ
し
て
そ
の
作
品
を
直
観
し
敬
う
主

　
　
観
へ
と
分
散
す
る
（
N
Φ
吋
｛
P
一
一
〇
コ
）
」
（
⑳
口
毯
）
。

（
1
7
）
〉
°
P
O
°
o
力
』
↓
㊤
゜

（
1
8
）
輪
P
Φ
o
力
6
庁
オ
9
＞
°
P
O
°
o
◎
］
o
o
べ
゜

（
1
9
）
印
o
。
。
。
巳
隅
9
ぷ
》
°
P
o
．
。
・
］
°
。
O
［
°
中
埜
肇
訳
一
六
七
ー
六
八
頁
。

（
2
0
）
O
P
O
m
O
庁
汁
ρ
〉
°
P
C
o
力
」
o
◎
∈

（
2
1
）
H
＜
°
①
口
゜
（
⑳
営
昏
）

‘

四
九



五
〇

（
2
2
）
Ω
゜
乞
◆
呵
゜
出
Φ
σ
q
Φ
一
w
Q
カ
ロ
日
法
合
Φ
≦
Φ
完
o
ロ
匹
゜
×
釦
w
国
房
σ
q
°
＜
o
づ
□
Φ
切
m
o
見
P
Φ
一
ひ
N
赫
一
㊤
O
吉
ω
゜
一
一
や
嵩
ω
゜
一
五
三
ー
六
六
頁
（
一
上
）
。

（
2
3
）
×
口
［
ω
㊤
N
　
八
三
三
頁
（
二
上
）
。
・

（
2
4
）
×
］
＜
°
N
ω
S
一
四
二
一
二
頁
（
二
下
）
。

（
2
5
）
q
Φ
Φ
m
o
古
犀
夕
〉
°
餌
゜
o
°
°
。
°
一
c
。
O
°

（
2
6
）
＞
6
°
9
ω
］
q
⊃
一
゜

（
2
7
）
教
会
音
楽
の
宗
教
性
の
喪
失
の
例
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
F
・
メ
ン
デ
レ
ス
ゾ
ー
ン
に
よ
る
バ
ッ
ハ
の
「
マ
タ
イ
受
難
曲
」
の
演
奏
が
も
は
や
実
際

　
　
の
祭
式
と
関
わ
り
を
も
た
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
×
＜
』
一
一
」
N
二
〇
〇
四
頁
（
三
中
）
。
○
審
o
勺
o
σ
q
σ
q
巴
Φ
♪
ω
竃
汀
§

　
　
⊆
a
Ω
Φ
・
。
。
三
合
g
巳
零
因
言
・
。
’
Φ
ぴ
Φ
」
出
Φ
σ
q
Φ
吉
日
顛
磁
手
留
艮
礼
§
リ
b
。
Φ
芦
Φ
津
N
ベ
ニ
o
°
。
Φ
“
。
。
°
ω
゜
音
Φ
。
。
。
冥
豆
〉
°
p
°
°
。
。
°
お
ω
◆

（
2
8
）
三
島
憲
一
「
芸
術
の
制
度
化
ー
美
術
館
を
あ
ぐ
っ
て
」
（
『
講
座
　
2
0
世
紀
の
芸
術
2
』
岩
波
書
店
　
一
九
八
九
年
）
。
同
「
芸
術
に
よ
る
救
済
の
思
想
」

　
　
（
同
『
講
座
1
』
）
。
㊥
o
σ
q
σ
Q
Φ
一
Φ
烈
〉
°
P
9
。
。
ふ
ド

（
2
9
）
×
自
】
°
留
－
N
Φ
゜

（
3
0
）
竹
内
敏
雄
訳
『
美
學
』
訳
註
二
七
九
ー
二
八
〇
頁
（
二
上
）
、
一
四
三
二
頁
（
二
下
）
に
、
こ
の
点
の
指
摘
が
あ
る
。

（
3
1
）
×
＜
』
O
O
°
二
一
七
〇
頁
（
三
下
）
。

（
3
2
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
た
。
拙
論
「
世
界
の
散
文
ー
へ
ー
ゲ
ル
と
メ
ル
ロ
H
ポ
ン
テ
ィ
」
（
静
岡
大
学
哲
学
会
刊
『
文
化
と
哲
学
』
第
六
号

　
　
一
九
八
七
年
）
参
照
。

（
3
3
）
出
9
ψ
○
Φ
。
お
Ω
邑
①
ヨ
Φ
5
0
｛
Φ
。
力
↑
Φ
＝
巨
σ
q
ユ
2
勺
。
Φ
。
。
8
ぎ
乙
力
∨
。
・
8
日
ユ
。
『
出
Φ
西
書
9
Φ
問
■
。
・
［
庁
Φ
崇
§
ユ
合
Φ
印
轟
Φ
ユ
Φ
。
。

　
　
＜
Φ
肩
知
o
σ
q
Φ
5
冨
＝
o
り
9
0
日
宮
Φ
房
ユ
2
民
已
ロ
ロ
。
〔
日
菅
Q
㌣
鱒
g
匙
↑
§
》
ロ
Φ
臣
o
津
凶
．
お
◎
。
Φ
“
o
。
°
N
一
べ
゜

（
3
4
）
×
＜
°
》
。
N
㊤
゜
二
一
〇
四
頁
（
三
下
）
。

（
3
5
）
×
日
」
N
°
。
°
一
八
一
ー
九
〇
頁
（
一
上
）
。

（
3
6
）
メ
ル
ロ
‖
ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
（
3
2
）
の
拙
論
参
照
。

（
3
7
）
S
O
Φ
苔
一
△
P
冒
Φ
U
巨
冨
Φ
’
O
∨
『
p
目
己
9
巨
ミ
9
毒
窃
合
ぎ
b
＞
↑
～
o
句
o
∀
註
♪
ζ
芦
巳
酔
一
Φ
品
“
高
橋
允
昭
訳
「
竪
坑
と
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
ー
ヘ
ー

　
　
ゲ
ル
記
号
論
へ
の
序
論
」
（
『
現
代
思
想
』
一
九
七
三
年
一
・
二
月
号
）
。
拙
論
「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
現
代
思
想
ー
コ
ギ
ト
と
く
他
者
∨
」
（
加
藤
尚
武
ほ
か
編

　
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
現
在
』
世
界
思
想
社
　
一
九
八
八
年
）
参
照
。

（
3
8
）
Ω
Φ
音
日
き
苧
o
。
庄
§
・
国
Φ
σ
q
巴
・
。
弓
『
m
。
9
日
穿
ユ
。
匹
2
民
9
。
。
｛
§
△
昔
三
栖
冨
。
・
。
。
巨
。
・
日
已
。
。
・
ユ
2
》
。
。
芸
Φ
舜
∨
旨
竃
。
N
㊤
ぱ
良
↑
§
“



　
　
口
Φ
一
庁
Φ
『
酔
］
°
ρ
　
一
Φ
o
o
♪
　
o
o
』
一
　
°

（
3
9
）
R
・
ブ
プ
ナ
ー
『
現
代
哲
学
の
戦
略
』
第
七
章
「
現
代
美
学
の
成
立
条
件
」
加
藤
尚
武
．
竹
田
純
郎
訳
（
勤
草
書
房
　
一
九
八
六
年
）
。

（
0
4
）
Ω
P
ユ
P
日
Φ
5
》
°
P
O
°
c
o
°
N
N
N
°

（
4
1
）
Ω
Φ
↑
庁
日
ロ
目
ロ
ー
o
o
戸
O
吟
Φ
詳
w
》
°
P
O
°
o
o
ふ
」
⇔

（
4
2
）
こ
の
意
義
を
深
め
た
も
の
と
し
て
は
、
Ω
Φ
合
ヨ
9
口
あ
ざ
｛
Φ
『
〔
b
芯
㌔
§
●
織
§
昏
、
昏
さ
巴
礼
さ
良
ミ
O
o
句
6
言
6
ミ
〔
」
q
⊃
忠
が
あ
る
。

（
4
3
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
四
日
谷
敬
子
『
歴
史
に
お
け
る
詩
の
機
能
ー
へ
ー
ゲ
ル
美
学
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
』
（
理
想
社
　
一
九
八
九
年
）
参
照
。

五
一


