
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
ア
ー
ト
を
哲
学
す
る

哲
学
と
神
学
の
は
ざ
ま
で

美
と
芸
術
の
形
而
上
学
の
歴
史
を
展
望
す
る

一　
は
じ
め
に

人
間
の
手
に
な
る
産
物
は
、た
と
え
そ
れ
が
物
的
な
も
の

で
あ
れ
、
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
で
あ
れ
、
す

べ
て
そ
の
歴
史
的
制
約
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。哲
学

と
て
例
外
で
は
な
い
。
西
洋
的
思
惟
に
と
っ
て
は
、
神
学

的
・形
而
上
学
的
地
盤
は
、
哲
学
と
い
う
大
木
が
お
い
茂
っ

て
い
く
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
見

え
る
。し
か
し
そ
の
一方
で
エ
ア
カ
ル
ト
以
降
、哲
学
は
「厳

密
な
学
」
た
ら
ん
と
欲
し
て
き
た
。
ス
コ
ラ
的
な
「砂
上
の

楼
閣
」で
は
な
く
、数
学
的
秩
序
を
持
っ
た
学
が
目
指
さ
れ
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
カ
学
は
学
の
理
想
と
な
っ
た
。そ
の
よ
う
な
哲

学
に
と
っ
て
は
、
コ
ギ
ト
が
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
と
な
っ

た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
哲
学
で
す
ら
、
人
間
存
在
の
内
奥

甲
田
　
純
生

に
迫
ろ
う
と
す
る
と
き
、神
学
へと
接
近
し
て
い
く
こ
と
は

避
け
ら
れ
な
か
った
。
こ
の
よ
う
な
痕
跡
は
、
西
洋
の
哲
学

の
歴
史
に
お
い
て
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
は
事
物
の
本
質
で
あ
り
普
遍
者
で

あ
つ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
真
・善
・美
一体
と
な
った
イ

デ
ア
界
と
い
う
彼
岸
へと
祭
り
上
げ
ら
れ
た
。後
世
に
な
っ

て
「ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
」
の
名
を
語
る
異
端
児
が
、
プ
ラ
ト

ン
の
な
か
に
こ
の
よ
う
な
抹
香
臭
さ
を
嗅
ぎ
つ
け
、
コ
一ヒ

リ
ズ
ム
」
だ
と
し
て
告
発
し
た
が
、
こ
の
男
と
て
「意
志
の

形
而
上
学
」
の
名
の
も
と
に
、
西
洋
の
形
而
上
学
を
克
服
で

き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。近
代
に
お
い
て
は
シ
ェ
リ
ン
グ

が
、
美
的
直
観
に
よ
っ
て
真
理
に
辿
り
つ
け
る
と
し
た
が
、

そ
の
よ
う
な
哲
学
は
ビ
ス
ト
ル
か
ら
弾
が
飛
び
出
す
よ
う
な



も
の
で
学
問
で
は
な
い
、と
ヘ
ー
グ
ル
に
よ
つ
て
批
判
さ
れ

る
こ
と
に
な
った
。し
か
し
か
く
言
う
ヘ
ー
グ
ル
も
精
神
を

絶
対
者
へと
持
ち
上
げ
る
こ
と
で
、自
ら
が
批
判
し
た
の
と

同
じ
所
へ
、
す
な
わ
ち
神
学
へと
転
落
し
て
い
く
。厳
密
な

学
を
目
指
す
と
い
う
希
望
と
、神
を
頼
み
と
す
る
傾
向
、
こ

の
二
つ
は
カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て
も
顕
著
に
見
い
だ
さ
れ

ＺＯ。と
こ
ろ
で
、以
上
の
よ
う
な
西
洋
的
思
惟
の
脈
絡
に
お
い

て
、芸
術
は
一種
独
特
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。古
代
に

お
い
て
、真
理
の
ミ
メ
ー
シ
ス
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
哲
人
国

家
か
ら
追
放
さ
れ
た
芸
術
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
虐
待
に
も
耐

たヽ、真
理
を
開
示
す
る
場
と
し
て
、
理
論
的
に
も
実
践
的
に

も
、
近
代
ま
で
生
き
延
び
る
こ
と
に
な
る
。真
理
を
概
念
的

に
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
つた
と
し
て
も
、そ
の
よ
う

な
困
難
さ
を
か
か
え
た
哲
学
を
尻
目
に
、芸
術
と
美
は
、
真

理
を
わ
れ
わ
れ
の
感
性
へと
や
す
や
す
と
送
り
届
け
て
く
れ

る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
や
は

り
、
美
と
い
う
ヴ
エ
ー
ル
の
彼
方
に
見
え
る
も
の
は
「神
」

で
あ
った
。
我
々
に
は
こ
の
「迷
宮
」
か
ら
逃
れ
る
術
は
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。

一一　
現
代
に
お
け
る
芸
術
の
状
況

ア
ド
ル
ノ
は
『美
の
理
論
』
を
次
の
よ
う
な
言
葉
で
始
め

て
い
る
。「芸
術
に
関
す
る
こ
と
で
自
明
な
こ
と
は
、も
は
や

な
に
ひ
と
つ
な
い
こ
と
が
自
明
と
な
っ
た
。芸
術
に
お
い
て

も
、芸
術
と
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、も
は
や
何
一つ

白
明
で
な
い
ば
か
り
か
、芸
術
の
生
存
権
す
ら
も
自
明
で
は

な
い
こ
と
が
。」→）「技
術
」
を
意
味
し
た
「ア
ー
ト
」
と
い

う
言
葉
が
、「芸
術
」と
い
う
独
自
の
領
域
を
意
味
す
る
よ
う

に
な
った
の
は
、「西
洋
近
代
」と
い
う
時
代
に
お
い
て
で
あ

る
。
言
い方
を
変
え
れ
ば
、
「西
洋
近
代
」
と
い
う
時
代
こ

そ
、「芸
術
の
自
明
性
」が
成
立
し
た
時
代
な
の
で
あ
る
。そ

の
意
味
で
、
「芸
術
」と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
、
一九来
「西

洋
＝
近
代
」
的
概
念
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
芸
術
に
つ
い

て
考
え
る
と
き
、
重
要
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
な
る
。と

い
う
の
も
、
現
代
で
は
「芸
術
」
と
いう
言
葉
は
、
「哲
学
」

と
い
う
言
葉
と
同
様
、あ
ま
り
に
も
広
く
多
義
的
に
用
い
ら

れ
す
ぎ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
、西
洋
近
代
に
お
い
て
誕
生
し
た
芸
術
の
パ
ラ
ダ
イ
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ム
が
根
底
か
ら
崩
壊
す
る
時
代
が
、芸
術
に
と
つ
て
の
「現

代
」
と
いう
時
代
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
芸
術
が
歴
史
的
に
生

成
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、近
代
と
い
う
時
代
の
枠

内
で
も
、士言術
の
内
実
は
変
化
し
て
き
た
。し
か
し
そ
れ
は
、

例
え
ば
バ
ロ
ッ
ク
←
古
典
←
ロ
マ
ン
、と
い
つ
た
よ
う
に
様

式
の
変
化
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
「近
代
」
か
ら
「現

代
」
へ
の
変
化
は
単
な
る
様
式
の
変
化
の
中
に
は
収
ま
り
き

ら
な
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
化
な
の
で
あ

Ｚ一。と
は
い
う
も
の
の
ご
」の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
化
の
な
か
で

芸
術
の
「近
代
性
」
が
ま
っ
た
く
失
わ
れ
て
し
ま
つた
わ
け

で
は
な
い
。創
作
と
い
う
芸
術
の
現
場
で
は
芸
術
の
「近
代

性
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
破
壊
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
一般
大
衆

に
よ
る
芸
術
享
受
と
いう
場
面
で
は
、複
製
技
術
の
進
歩
に

よ
っ
て
―
―
た
と
え
そ
れ
に
よ
っ
て
芸
術
作
品
の
ア
ウ
ラ
が

喪
失
し
よ
う
と
も
―
―
近
代
に
お
い
て
成
立
し
た
コ
ム術
の

自
明
性
」
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
よ
り
一層
一般
化
、大
衆

化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
芸
術
の
「近
代
性
」
と

「現
代
性
」と
が
併
存
し
て
い
る
、と
い
う
の
が
コ
ム術
の
現

在
的
状
況
」
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、芸
術
に
つ
い
て
考
え
る
と

き
、
我
々
は
何
を
手
が
か
り
に
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

現
代
芸
術
の
例
を
一
つ
挙
げ
て
、考
察
の
き
っ
か
け
と
し
よ

う
。
一九
五
二
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
郊
の
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ

ク
の
ホ
ー
ル
で
、
ジ
ョ
ン
Ｈ
ケ
ー
ジ
の
『４
分
３３
秒
』
が
初

演
さ
れ
た
。ビ
ア
ニ
ス
ト
は
舞
台
に
登
場
し
、
ビ
ア
ノ
椅
子

に
腰
掛
け
、ビ
ア
ノ
に
指
一本
触
れ
る
こ
と
な
く
４
分
３３
秒

が
経
過
す
る
と
退
場
し
た
。
こ
の
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
事
件

は
、現
代
に
お
け
る
芸
術
の
自
明
性
の
崩
壊
を
象
徴
す
る
出

来
事
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
翻
っ
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、

そ
れ
が
「シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
」
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
近

代
の
芸
術
バ
ラ
ダ
イ
ム
を
前
提
に
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。ピ
ア
ニ
ス
ト
は
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
ピ
ア
ノ
を

弾
く
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
自
明
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

我
々
は
こ
の
作
品
に
驚
き
、
当
惑
す
る
。
同
じ
こ
と
は
デ
ュ

シ
ャ
ン
の
オ
ブ
ジ
ェ
に
つ
い
て
も
言
え
る
。便
器
を
逆
さ
に

し
て
『泉
』
と
題
し
て
展
覧
会
場
に
展
示
す
る
と
い
う
、

デ
ュ
シ
ャ
ン
の
大
胆
極
ま
る
試
み
は
、近
代
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

に
支
え
ら
れ
た
、美
術
館
と
い
う
「制
度
」、場
の
力
学
を
浮

き
彫
り
に
す
る
。
芸
術
の
近
代
的
バ
ラ
ダ
イ
ム
の
破
壊
は
、
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そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
そ
の
も
の
を
前
提
と
し
て
こ
そ
は
じ
め
て

可
能
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
我
々
は
ま
ず
近
代
に
成
立
し
た

芸
術
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
目

を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
我
々
は
さ
し
あ
た

り
、
カ
ン
ト
美
学
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と

い
う
の
も
、カ
ン
ト
美
学
は
近
代
に
お
け
る
芸
術
の
自
明
性

の
成
立
を
、理
論
的
に
表
明
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。

一二
「美
的
な
も
の
」
と
い
う
次
元

近
代
に
お
い
て
成
立
し
た
芸
術
の
自
明
性
に
は
、次
の
よ

う
な
モ
メ
ン
ト
が
考
え
ら
れ
る
。（０
芸
術
が
美
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
②
芸
術
が
創
造
的
行
為
の
結
果
で
あ
る
こ
と
③
芸

術
が
表
現
で
あ
る
こ
と
④
芸
術
が
「作
品
」
と
いう
固
定
し

た
形
態
を
と
る
こ
と
、
で
あ
る
。

古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
は
美
と
芸
術
は
ま
った
く
別
の

領
域
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。美
は
究
極
的
に
は
イ
デ
ア
で
あ

り
、存
在
全
体
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
芸
術
の
特
権
物
で

は
な
か
っ
た
。そ
し
て
イ
デ
ア
の
現
象
と
し
て
の
美
の
典
型

は
人
間
美
で
あ
っ
た
。
芸
術
の
本
質
は
ミ
メ
ー
シ
ス
で
あ

り
、美
と
の
関
係
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
った
。
中
世

に
お
い
て
は
プ
ラ
ト
ン
的
な
美
の
イ
デ
ア
に
キ
リ
ス
ト
教
が

結
び
付
き
、美
は
神
の
光
り
の
輝
き
と
考
え
ら
れ
た
。
ル
ネ

サ
ン
ス
に
な
っ
て
個
人
の
人
格
が
尊
重
さ
れ
る
と
と
も
に
、

人
間
の
感
情
の
価
値
が
認
め
ら
れ
、そ
れ
に
と
も
な
っ
て
美

が
世
俗
化
。主
題
化
さ
れ
る
。他
方
個
我
の
確
立
に
よ
っ
て
、

人
間
の
主
体
的
で
能
動
的
な
働
き
が
重
視
さ
れ
、そ
れ
に
応

じ
て
制
作
の
源
泉
も
神
か
ら
人
間
へと
移
行
す
る
。ゝ
」の
過

程
で
、
制
作
能
力
の
源
と
し
て
の
「天
才
」
概
念
が
確
立
す

る
。
か
く
し
て
人
間
を
介
し
て
美
と
芸
術
が
結
び
つ
く
。
こ

う
し
て
成
立
し
た
芸
術
は
、も
は
や
単
な
る
ミ
メ
ー
シ
ス
Ｈ

再
現
で
は
な
く
、
人
間
の
主
体
的
行
為
の
結
果
で
あ
り
、
人

間
性
の
表
出
す
な
わ
ち
「表
現
」
な
の
で
あ
る
。

以
上
芸
術
の
自
明
性
を
概
観
し
た
が
、我
々
は
こ
こ
で
さ

し
あ
た
リ
コ
〓術
が
美
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
いう
自
明
性

を
出
発
点
と
し
た
い
。
と
い
う
の
も
「美
学
」
が
＞‥∽”，３
ズ

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、い」の
自
明
性
こ
そ
が
近
代
の
芸
術
パ

ラ
ダ
イ
ム
の
本
質
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

９
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四
　
美
の
生
成
の
謎

ま
ず
は
「美
的
な
も
の
」
の
本
質
で
あ
る
「美
」
と
は
何

か
、と
問
う
こ
と
に
し
よ
う
。カ
ン
ト
は
『判
断
力
批
判
』に

お
い
て
美
の
分
析
を
行
っ
て
お
り
、そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は

美
の
古
典
的
定
義
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。カ
ン
ト
に
よ
れ

ば
、美
的
判
断
と
は
快
・不
快
の
感
情
に
関
わ
る
主
観
的
判

断
で
あ
り
な
が
ら
、あ
る
種
の
普
遍
性
を
要
求
す
る
も
の
で

あ
る
。「美
と
は
快
で
あ
る
〓
」れ
が
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
表
明

さ
れ
た
美
の
自
明
性
な
の
で
あ
る
。
問
題
は
、美
に
お
け
る

快
の
感
情
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、と
い
う
こ
と
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
ま
ず
、美
的
判
断
に
お
け

る
快
の
感
情
を
、快
適
な
も
の
ａ開
＞認
①〓３
日）と
区
別
す

る
と
いう
や
り
方
で
規
定
す
る
。快
適
な
も
の
に
お
け
る
快

と
は
、
対
象
の
表
象
に
直
接
に
結
び
つ
い
た
「直
接
的
快
」

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
美
的
判
断
に
お
け
る
快
は
「反

省
的
快
」
と
呼
ば
れ
る
。
反
省
的
快
に
お
い
て
は
、
快
の
感

情
は
対
象
の
表
象
に
直
接
結
び
つ
か
ず
、表
象
と
快
の
間
に

「構
想
力
と
悟
性
の
調
和
状
態
」が
介
在
す
る
の
で
あ
る
。い」

の
場
合
快
の
源
泉
は
対
象
の
表
象
で
は
な
く
（そ
れ
は
き
つ

か
け
に
す
ぎ
な
い
）、構
想
力
な
の
で
あ
る
。構
想
力
の
活
動

は
快
そ
の
も
の
で
あ
り
、そ
れ
こ
そ
が
美
的
判
断
の
根
拠
で

あ
る
（と
カ
ン
ト
が
明
言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
）。こ

の
テ
ー
ゼ
こ
そ
が
『判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
根
本
前
提
で

あ
り
、
ま
た
同
時
に
カ
ン
ト
美
学
の
限
界
点
で
も
あ
る
。美

的
現
象
を
我
々
の
主
観
の
認
識
能
力
に
還
元
し
よ
う
と
す
る

カ
ン
ト
の
立
場
か
ら
は
、
こ
れ
以
上
に
は
進
め
な
い
。と
こ

ろ
が
カ
ン
ト
は
『判
断
力
批
判
』
の
あ
る
箇
所
で
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。「快
…
…
は
、た
と
え
想
像
か
ら

出
発
す
る
に
せ
よ
、悟
性
の
表
象
か
ら
出
発
す
る
と
し
て
す

ら
、結
局
は
す
べ
て
肉
体
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
さ
え
言
い

う
る
」２
。
こ
の
言
葉
は
、
美
的
現
象
が
単
な
る
認
識
能
力

の
調
和
へと
還
元
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
、と
い
う
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。で
は
美
的
現
象
に
お
い
て
身
体
性
は
い
か

な
る
意
味
を
持
つ
の
か
。
フ
ロ
イ
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「美
と
いう
概
念
は
性
的
な
興
奮
と
い
う
土
地
に
根
を
下
ろ

し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、本
来
性
的
に
刺
激
す
る
も
の
を
意

味
し
て
い
る
。
…
…
我
々
が
、性
器
そ
の
も
の
は
眺
め
て
み

れ
ば
最
も
激
し
い
性
的
興
奮
を
引
き
起
こ
す
に
も
か
か
わ
ら

ず
、決
し
て
こ
れ
を
美
し
い
と
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
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言
う
こ
と
も
、
こ
れ
と
関
連
が
あ
る
。」→）美
は
性
的
領
域

に
由
来
す
る
―
―
こ
れ
が
カ
ン
ト
に
よ
る
美
の
規
定
と
表
裏

を
な
す
フ
ロ
イ
ト
の
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
美

の
生
成
の
場
面
を
示
唆
し
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、

欲
望
の
あ
る
種
の
抑
圧
こ
そ
が
美
的
快
感
の
源
泉
な
の
で
あ

る
。同
様
に
芸
術
作
品
と
は
抑
圧
さ
れ
た
も
の
の
派
生
物
の

一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
芸
術
と
は
、神
経
症
の
核
で

あ
り
、
宗
教
の
基
盤
で
も
あ
る
エ
デ
ィ
プ
ス
・コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
ヘ
の
反
動
形
成
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
夢
、

ヒ
ス
テ
リ
ー
、
言
い
間
違
い
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
心

的
産
物
と
同
様
、
過
去
の
記
憶
痕
跡
か
ら
出
発
し
て
、
コ
ン

プ
レ
ツ
ク
ス
を
歪
曲
し
つ
つ
そ
れ
を
再
演
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
芸
術
家
と
は
、精
神
病
患
者
と
同
じ
く
強
度
の
コ
ン

プ
レ
ッ
ク
ス
を
持
ち
な
が
ら
も
、す
ん
で
の
と
こ
ろ
で
神
経

症
と
な
る
こ
と
を
免
れ
た
人
間
な
の
で
あ
る
。芸
術
鑑
賞
も

同
じ
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。す
な
わ
ち
芸
術
家
に
よ
っ
て
抑

圧
さ
れ
て
い
る
が
、彼
の
作
品
の
中
に
刻
印
さ
れ
た
コ
ン
プ

レ
ツ
ク
ス
が
、鑑
賞
者
に
強
力
で
謎
め
い
た
情
動
効
果
を
も

た
ら
す
の
で
あ
る
。古
典
的
美
学
に
お
い
て
は
陰
に
隠
れ
て

い
た
領
域
を
自
日
の
も
と
に
さ
ら
し
た
こ
と
こ
そ
フ
ロ
イ
ト

美
学
の
功
績
で
あ
る
が
、同
時
に
フ
ロ
イ
ト
美
学
と
は
基
本

的
に
リ
ビ
ド
ー
の
経
済
学
で
あ
り
、そ
こ
に
フ
ロ
イ
ト
美
学

の
難
点
も
あ
る
。す
な
わ
ち
フ
ロ
イ
ト
は
美
や
芸
術
の
質
を

リ
ビ
ド
ー
の
量
的
差
異
に
還
元
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（例

え
ば
フ
ロ
イ
ト
に
と
っ
て
芸
術
に
お
け
る
美
と
は
「前
戯
」

に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
前
戯
に
導
か
れ
て
、
我
々
は
芸
術
が

も
た
ら
す
よ
り
深
い
快
楽
を
体
験
す
る
、
と
い
う
の
で
あ

る
）。
こ
の
よ
う
な
立
場
で
は
芸
術
そ
の
も
の
が
も
つ
独
自

性
は
明
ら
か
に
さ
れ
え
な
い
し
、そ
の
歴
史
性
も
視
野
に
は

入
っ
て
こ
な
い
。フ
ロ
イ
ト
と
同
じ
よ
う
な
立
場
に
立
ち
な

が
ら
、バ
タ
イ
ユ
は
美
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。「美

は
械
さ
れ
る
た
め
に
望
ま
れ
る
。美
そ
の
も
の
の
た
め
で
は

な
く
、美
を
冒
涜
す
る
確
信
の
中
で
味
わ
わ
れ
る
喜
び
の
た

め
に
。」
Ｔ
）
フ
ロ
イ
ト
に
と
っ
て
と
同
様
、
バ
タ
イ
ユ
に

と
っ
て
も
美
は
性
的
領
域
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。バ
タ

イ
ユ
は
美
を
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
中
に
位
置
づ
け
る
。バ
タ

イ
ユ
に
よ
れ
ば
エ
ロ
テ
イ
シ
ズ
ム
の
領
域
は
本
質
的
に
暴
力

の
領
域
で
あ
り
、
侵
犯
の
領
域
で
あ
る
。
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム

の
本
質
は
械
す
こ
と
だ
と
い
う
意
味
で
、美
は
こ
の
上
も
な

く
重
要
で
あ
る
。機
さ
れ
る
対
象
が
美
し
い
か
ら
こ
そ
、
械
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す
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。フ
ロ
イ
ト
と
バ
タ
イ
ユ

の
思
想
が
我
々
に
示
し
て
い
る
の
は
、
エ
ロ
ス
的
美
こ
そ
美

の
原
型
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。自
然
の
美
で
も
な

く
、芸
術
の
美
で
も
な
く
、
人
間
の
美
こ
そ
が
美
の
根
源
な

の
で
あ
る
。エ
ロ
ス
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
美
、「関
心
な
き
満

足
」
（カ
ン
ト
）と
し
て
分
析
さ
れ
る
よ
う
な
美
は
、
い
わ
ば

感
性
化
さ
れ
た
美
で
あ
り
、美
の
原
体
験
の
痕
跡
に
す
ぎ
な

い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
こ
そ
が
、
プ
ラ
ト
ン
が
ミ
ュ
ト
ス
の

形
で
語
ろ
う
と
し
た
こ
と
な
の
で
あ
る
→
）。

五
　
絶
対
者
の
美
学
―
―
真
理
と
芸
術

我
々
は
こ
こ
で
も
う
一度
カ
ン
ト
に
戻
る
こ
と
に
し
よ

う
。カ
ン
ト
は
な
ぜ
、
『判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
美
を
取
り

上
げ
、
そ
の
分
析
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
〓
一一口で
い
う

な
ら
ば
、
カ
ン
ト
哲
学
に
と
つ
て
美
が
問
題
と
な
っ
た
の

は
、美
が
自
然
と
人
間
性
と
の
調
和
を
約
束
し
て
く
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
我
々
は
世
界
を
認
識
す

る
。認
識
さ
れ
る
世
界
は
我
々
と
は
独
立
に
存
在
す
る
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
認
識
が
成
立
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
世

界
と
我
々
の
間
に
何
ら
か
の
基
本
的
調
和
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
、自
由
な
人
間
主
体
と
自
然
と
の

間
の
親
和
性
を
保
証
し
て
く
れ
る
の
が
美
と
い
う
現
象
な
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
理
論
的
認
識
に
お
い
て
は
―
―
カ
ン
ト
の

認
識
論
に
し
た
が
え
ば
―
―
対
象
は
主
観
に
従
う
。し
か
し

美
的
判
断
に
お
い
て
は
対
象
は
超
越
論
的
主
観
の
支
配
を
受

け
な
い
が
ゆ
え
に
、対
象
は
主
観
に
従
う
必
要
は
な
い
。
に

も
か
か
ら
ず
、そ
し
て
ま
た
自
然
は
人
間
を
喜
ば
せ
る
た
め

に
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、我
々
は
自
然

を
享
受
す
る
に
際
し
て
そ
れ
を
美
し
い
と
見
な
し
、快
を
感

じ
る
。ゝ
」の
こ
と
は
自
然
が
そ
の
根
底
に
お
い
て
我
々
と
親

和
し
て
い
な
け
れ
ば
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
も
ま
た
、「了
解
」
の
概
念
で
も
つ
て
、世
界
が
一般
的

に
理
解
可
能
で
あ
り
認
識
可
能
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
、カ

ン
ト
的
な
驚
き
を
共
有
し
て
い
る
。
こ
の
驚
き
は
我
々
を
、

「自
然
と
人
間
の
間
の
親
和
性
」
の
根
拠
へ
の
問
い
へと
向

か
わ
せ
る
。
こ
の
根
拠
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
、
我
々
に
は
理

解
し
え
な
い
「超
感
性
的
な
も
の
」
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ

以
上
の
言
及
を
避
け
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
は

こ
の
根
拠
と
は
「存
在
」
に
他
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ツ
ガ
ー
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は
カ
ン
ト
の
美
学
的
主
張
を
存
在
論
化
す
る
。
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
は
冒
本術
作
品
の
起
源
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
「美
と
は
真
理
が
隠
れ
な
さ
と
し
て
現
成
す
る
様

で
あ
る
。」→
）
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
つ
て
美
と
は
存
在
の
真

理
の
輝
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
芸
術
作
品
は
、
作
品
が
作

品
と
し
て
「あ
る
」
と
い
う
衝
撃
と
と
も
に
、
存
在
者
が
存

在
者
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
有
様
を
、
い
わ
ば
増
幅
し
具

象
化
し
て
見
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。存
在
の
真
理
が
我
々

に
あ
ら
わ
に
な
る
と
き
、
我
々
は
美
を
感
得
す
る
。と
す
れ

ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
実
存
は
そ
の
根
本
的
構
造
に

お
い
て
「美
的
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
ラ

デ
イ
カ
ル
な
洞
察
に
カ
ン
ト
は
あ
と
一歩
と
いう
と
こ
ろ
ま

で
達
し
な
が
ら
尻
込
み
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、と
い
う
の
が

『カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
批
判
な

の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、感
性
と
悟
性
を
媒
介
す
る

の
は
先
験
的
構
想
力
で
あ
り
、そ
れ
は
先
験
的
図
式
を
形
成

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
構
想
力
こ
そ
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

カ
ン
ト
解
釈
に
よ
れ
ば
、存
在
者
が
出
会
わ
れ
る
地
平
を
形

成
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
設
定
と
議
論
の
な
か
に
、我
々
は
西

洋
美
学
に
お
け
る
二
つ
の
根
本
モ
チ
ー
フ
を
見
て
取
る
こ
と

が
で
き
る
。
一
つ
は
「和
解
」
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
和
解
の
根
拠
を
問
う
モ
チ
ー
フ
、
す
な
わ
ち
「絶
対

者
」
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
「精
神
」
に
結
び

つ
け
、西
洋
美
学
史
上
稀
に
見
る
ダ
イ
ナ
ミ
ツ
ク
な
ス
ケ
ー

ル
で
、美
と
芸
術
の
形
而
上
学
を
展
開
し
た
の
が
ヘ
ー
グ
ル

で
あ
る
。
「差
異
論
文
』
に
お
い
て
ヘ
ー
グ
ル
が
「分
裂
と
い

う
も
の
が
、哲
学
の
要
求
さ
れ
る
源
泉
で
あ
る
贅
こ
と
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
、
人
間
存
在

の
根
底
に
根
源
的
な
分
裂
・矛
盾
を
見
出
し
、
そ
れ
を
乗
り

越
え
ん
と
す
る
動
機
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。そ
し
て

個
々
の
主
体
と
共
同
体
と
が
、本
来
別
々
の
も
の
で
は
な
い

と
いう
こ
と
、一言
い
換
え
れ
ば
人
間
の
存
在
が
そ
の
根
源
に

お
い
て
歴
史
的
。社
会
的
で
あ
る
こ
と
、を
保
証
す
る
エ
ー

テ
ル
の
よ
う
な
も
の
が
「精
神
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
な
の
で

あ
る
。だ
か
ら
こ
そ
分
裂
し
た
精
神
は
自
己
へと
帰
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
自
己
還
帰
し
た
精
神
の
境
地
が

「絶
対
精
神
」
の
領
域
で
あ
り
、そ
れ
は
具
体
的
に
は
芸
術
。

宗
教
・哲
学
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
の
な

か
で
は
、芸
術
は
絶
対
精
神
の
領
域
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
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れ
る
。と
同
時
に
、芸
術
は
理
合
に
感
性
的
呈
示
に
と
ど
ま

る
が
ゆ
え
に
、絶
対
精
神
の
領
域
の
な
か
で
最
下
位
に
位
置

づ
け
ら
れ
、
か
く
て
コ
ム術
の
時
代
は
終
わ
つ
た
」
と
官
一言

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

芸
術
の
終
焉
と
い
う
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
テ
ー
ゼ
を
考
察

す
る
上
で
ま
ず
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「絶
対
者
」

の
モ
チ
ー
フ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ

て
い
る
の
か
、
と
いう
こ
と
で
あ
る
。あ
る
意
味
で
ヘ
ー
ゲ

ル
の
いう
「精
神
」
と
は
、
先
に
見
た
カ
ン
ト
の
「超
感
性

的
な
も
の
」、あ
る
い
は
ハ
イ
デ
ツ
ガ
ー
の
「存
在
」と
同
一

線
上
に
あ
る
。そ
れ
は
人
間
が
人
間
た
る
こ
と
の
根
拠
で
あ

り
、ま
た
同
時
に
一切
の
存
在
者
の
根
拠
で
も
あ
る
。
カ
ン

ト
や
ハイ
デ
ツ
ガ
ー
と
の
違
い
は
、
ヘ
ー
グ
ル
が
そ
の
根
拠

そ
の
も
の
に
、
一言
い
換
え
れ
ば
存
在
の
内
奥
に
、自
己
分
裂

し
つ
つ
自
己
還
帰
す
る
と
い
う
「得
体
の
知
れ
な
い
運
動
」

を
見
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。そ
し
て
芸
術
も
宗
教
も
哲
学

も
、
こ
の
精
神
の
運
動
が
要
求
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
ア
ド
ル
ノ
が
批
判
し
た
よ
う
に
、理
念
に
芸
術
の
真

理
を
同
一化
さ
せ
よ
う
と
す
る
悪
し
き
同
一性
の
原
理
が
働

い
て
い
る
。し
か
し
こ
の
批
判
は
ヘ
ー
グ
ル
美
学
の
み
な
ら

ず
、　
一切
の
「美
と
形
而
上
学
」
に
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ひ
ょ
つと
す
る
と
こ
れ
ま
で
の
す

べ
て
の
芸
術
理
論
は
芸
術
を
と
ら
え
そ
こ
な
っ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
イ
ー
グ
ル
ト
ン
の
言
う
よ
う
に
、

美
学
理
論
と
は
、美
基
本術
の
理
論
的
価
値
を
提
唱
し
な
が

ら
、そ
の
最
も
重
要
な
特
徴
で
あ
る
個
別
性
を
失
わ
せ
る
危

険
を
冒
し
て
い
る
と
いう
意
味
で
、矛
盾
を
は
ら
ん
だ
自
己

破
壊
的
な
行
為
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
「は
た
し
て
芸
術
は

哲
学
的
考
察
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
∵
」

の
問
い
は
、「哲
学
」と
い
う
西
洋
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
な
か
で

芸
術
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
限
り
、我
々
に
常
に
つ
き

ま
と
っ
て
離
れ
な
い
。
芸
術
へ
の
問
い
、
こ
の
問
い
は
、
芸

術
そ
れ
自
身
が
我
々
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
の
と
同
様
、

我
々
の
哲
学
的
思
索
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、そ
れ
は

ひ
ょ
っと
し
た
ら
哲
学
・神
学
■
本術
の
三
者
を
巻
き
込
ん

だ
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
的
問
い
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

註
（１
）
＞
Ｑｏ『●ｏ
弓
レて
‥・
ヽ
いヽ
きヽ
おヽ
もヽ
ヽ
日
おヽ
οミ
♪
∽
〓〓『″”日
も
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目ζらのす０●σＣＯｒ
く́①ュ””・”Юヾ
〇・∽・。

（２
）
バ彗
”〓
琴
詳ヽ
ゃ
寧ヽ
ミ
５
ミ
〕澤
更
〓
ｏ一●ｏ「ざ
ユ””

一ついヽ
・∽・いい０

（３
）
フ
ロ
イ
ト
著
『性
欲
論
三
篇
』
（フ
ロ
イ
ト
著
作
集
第

５
巻
、
人
文
書
院
）、
い０
ペ
ー
ジ

（４
）
バ
タ
イ
ュ著
（澁
澤
龍
彦
訳
）
『エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
』

（二
見
書
房
）、
いｏＯ
ペ
ー
ジ

（５
）
プ
ラ
ト
ン
『パ
イ
ド
ロ
ス
』
参
照

（６
）
〓①一計
∞零
『〓
‥・ＵＲ
ｏヤむ
こ
”ヽ
３ヽ
ヨヽ
降ヽ
ｏキ
ｐ

〓
一ぼ０”ｏｏご口
『“Ｐ
∽あ
い

（７
）
工８
２
ρ
く
「
‥・ｕミ
町
８
おヽ
∽コ
摯
いｏ∽３
Ｓ
Ｅ
籠

∽ｏいｏ」」」口”∽いいｏ』
∽ヽ
∽一ωヨ
∽　ヽ
の、
「い」一ｏ∽ｏもい」ｏ「

∽“庁『澪”日
ｏ
↓
”∽ｏｒｏ口σ」ｏコ
ン、の『一”∞「ＨＯ「〇・∽・い〇

（こ
う
だ
　
す
み
お
　
大
阪
大
学
）
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