
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・ア
ー
ト
を
哲
学
す
る

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
アー
マ
「ア
ー
ト
を
哲
学
す
る
」に

従
って
、ア
ー
ト
内
部
の
状
況
に
も
少
し
触
れ
な
が
ら
、ア
ー
ト

を
取
り
巻
く
社
会
的
状
況
を
中
心
に
、そ
の
状
況
を
把
握
す
る

方
法
を
提
案
し
実
際
に
試
み
る
こ
と
で
、問
題
提
起
を
行
う
こ

と
に
す
る
。

一
「ア
ー
ト
」
の
意
味
を
歴
史
的
に
た
ど
る

「ア
ー
ト
穴
英
贄
）の
語
源
は
ラ
テ
ン
語
の
”『∽で
あ
る
。鶴
∽

は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
のおｏヨ
ｏ
（一Ｚ
ア
ン
文
字
表
記
）こ
の
翻
訳

で
あ
る
。一ｏ，
８
の
意
味
は
「技
術
」、殊
に
「生
産
技
術
」で
あ
る
。

「技
術
」を
表
現
す
る
語
の
中
で
も
５ｏヨ
ｏは
即
物
的
な
概
念
で

あ
って
、た
と
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『一百
マコス
倫
理
学
』２

石
田
　
香
里

に
は
「技
術
」を
意
味
す
る
五
種
類
の
語
の
位
置
づ
け
が
書
か
れ

て
い
る
。そ
れ
ら
は
位
置
づ
け
の
高
い
順
に
、●ｏ湧
「理
性
」、

８
〓
【ヽ
哲
学
的
営
み
」、８
一∽一Φヨ
ヽ
科
学
（＝
学
問
）的
知
識
」、

も８
８
∽一Ｌ
思
慮
」、一８
ョ
ム
技
術
」と
な
って
いて
、一８
ヨ
ｏは
最
も

低
い
位
置
づ
け
が
さ
れ
て
い
る
。一８
ヨ
ｏは
人
間
の
活
動
の
中
で

も
高
度
な
精
神
性
を
必
要
と
し
な
い、最
も
精
神
性
の
度
合
い

の
低
い
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

古
代
ギ
リ
シ
ャ時
代
に
は
こ
の
よ
う
な
意
味
の
一８
ョ
ので
ぁ
っ

た
が
、中
世
に
お
い
て
も
”〓
は
「目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手

段
。方
法
」と
い
つ
「術
」と
い
つ意
味
合
いが
強
か
った
。た
と
え

ば
「弁
論
術
穴
円
∽ｏ『営ｏユ器
）や
「記
憶
術
員
鵬
∽日の日
ｏ『一”ｅ

な
ど
の
用
法
で
あ
る
。

実
際
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
「ア
ー
ト
」を
見
て
み
る
と
、造
形
芸

「ア
ー
ト
」
の
概
念
を
問
い
な
お
す

―
―
現
在
の
流
行
現
象
を
中
心
と
し
て
―
―
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術
作
品
の
ほ
と
ん
ど
は
私
た
ち
に
は
作
者
名
が
知
ら
れ
て
い
な

い。そ
れ
に
対
し
て
戯
曲
は
劇
作
家
名
が
知
ら
れ
て
今
日
ま
で

伝
え
ら
れ
て
い
る
。今
日
で
は
こ
れ
ら
いず
れ
の
作
品
も
芸
術
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、ン）う
し
た
事
実
か
ら
造
形
芸
術
作

品
は
精
神
性
が
最
も
低
い一８
ヨ
①の
範
疇
で
、戯
曲
と
は
別
の
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。ゝ
」の
よ
う

に
、「ア
ー
ト
」は
精
神
性
の
低
い
「技
術
」の
概
念
で
あ
った
。

中
世
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
傾
向
は
変
わ
ら
な
い。

こ
の
事
態
に
変
化
が
出
始
め
る
の
は
ル
ネ
ッサ
ン
ス
で
、た
と

え
ば
絵
画
や
彫
刻
と
い
った
造
形
芸
術
作
品
に
、ダ
・ビ
ン
チ
や

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
エロと
いつた
作
者
名
が
対
応
し
て
登
場
す
る
。正
確

に
言
え
ば
、こ
の
時
代
の
作
品
は
多
く
の
場
合
が
ダ
・ビ
ン
チ
や

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
エロと
い
つた
作
者
が
一人
で
創
った
の
で
は
な
く
、

彼
ら
の
率
い
る
工
房
の
作
品
で
あ
る
が
、作
者
名
が
明
記
さ
れ

た
こ
と
は
、そ
れ
ま
で
の
時
代
と
一線
を
画
す
出
来
事
で
あ
つ

た
。そ
れ
は
次
の
時
代
への
移
行
期
の
現
象
と
解
釈
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

や
が
て
近
代
に
な
って
、た
と
え
ば
絵
画
が
建
築
に
組
み
込
ま

れ
た
壁
画
か
ら
抜
け
出
し
て
、持
ち
運
び
可
能
な
タ
ブ
ロー
ど

な
って
独
立
す
る
と
い
つた
事
実
と
並
行
し
て
、「芸
術
Ｌ
作
品
」

「芸
術
家
」と
い
つ概
念
が
確
立
す
る
。
さ
ら
に
、士バ術
を
対
象

に
学
的
反
省
を
加
え
る
「美
学
」と
い
つジ
ヤ
ン
ル
も
確
立
す
亀

この
よ
う
に
、「ア
ー
ト
」の
概
念
は
西
洋
近
代
と
い
う
特
徴

（制
約
）を
負
う
も
の
で
あ
り
、「ア
ー
ト
」の
哲
学
で
あ
る
美
学

も
ま
た
西
洋
近
代
と
い
つ特
徴
（制
約
）を
負
って
い
る
。

さ
ら
に
「ア
ー
ト
」と
い
つ概
念
は
、そ
の
語
源
で
あ
る
「技

術
」す
な
わ
ち
「人
間
が
自
然
に
働
き
か
け
て
何
か
を
生
産
す

る
」と
い
つ意
味
か
ら
、自
然
と
対
立
す
る
（＝
人
工
）概
念
で
も

あ
る
。

し
か
し
、当
初
は
自
然
の
対
立
概
念
と
し
て
始
ま
った
「ア
ー

ト
」も
、「技
術
」と
い
つ意
味
よ
り
も
コ
バ術
」と
い
つ意
味
が
強

ま
る
に
つれ
て
、
一回
限
り
の
も
の、す
な
わ
ち
大
量
生
産
や
再

生
産
の
で
き
な
いか
け
が
え
の
な
いも
の
と
い
つ意
味
合
いが
強

く
な
つて
く
る
。す
る
と
、人
工
物
で
は
あ
って
も
、工
業
生
産
品

と
は
区
別
さ
れ
た
手
作
り
の
も
の
の
意
味
が
生
じ
て
、単
純
に

自
然
の
対
立
概
念
と
は
言
い難
く
な
って
く
る
。や
が
て
今
日
の

日
本
社
会
の
よ
う
に
、「手
作
り
」が
素
朴
で
自
然
な
イ
メ
ー
ジ

と
結
び
つき
、そ
の
対
立
項
は
人
工
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つい
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た
画
一的
な
工
業
製
品
と
い
う
、錯
綜
と
し
た
状
況
を
生
み
出

す
に
ま
で
至
って
い
る
。

二
　
西
洋
近
代
の
「ア
ー
ト
」
の
枠
を
破
る
試
み

―
―
ア
ー
ト
最
前
線
事
情

現
代
ア
ー
ト
は
、西
洋
近
代
の
「ア
ー
ト
」の枠
を
打
ち
破
って

新
た
な
活
路
を
開
こ
う
と
し
た
試
み
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き

亀
す
な
わ
ち
現
代
芸
術
の大
き
な
特
徴
の
一つに
、伝
統
的
な

形
式
に
対
す
る
破
壊
性
が
あ
る
。

た
と
え
ば
音
楽
の
分
野
で
は
、旋
律
や
リ
ズ
ム
と
いった
音
楽

の成
立
に
と
って
不
可
欠
の
要
素
を
破
壊
す
る
試
み
が
見
ら
れ

る
。造
形
芸
術
の
分
野
で
は
、ゝ
」の
現
象
が
形
あ
る
いは
様
式
の

破
壊
に
な
って
表
れ
て
いる
。ダ
ン
スに
お
いて
も
古
典
バ
レ
エに

対
す
る
形
の
破
壊
の
試
み
が
見
ら
れ
る
こ
。

こ
う
し
た
従
来
の
型
や
様
式
の
破
壊
の
段
階
を
超
え
て
、造

形
芸
術
の
新
た
な
あ
り
方
を
模
索
す
る
試
み
が
現
在
活
発
に

な
って
い
る
。ま
た
、「ア
ー
ト
」の概
念
は
語
源
か
ら
いつて
自
然

と
対
立
す
る
も
の
で
あ
った
が
、自
然
と
の
対
立
に
逆
行
す
る
よ

う
な
も
の
も
現
在
増
加
し
て
いる
。そ
う
し
た
例
を
こ
こで
幾
つ

か
見
て
み
よ
，２

ま
ず
始
め
に
、小
沢
剛
（お
ざ
わ
た
け
し
）氏
の
「相
談
ア
ー

ト
」で
あ
る
。，」れ
は
来
客
と
相
談
し
な
が
ら
作
品
を
創
って
行

く
も
の
で
、作
品
の
構
想
は
ア
ー
チ
ス
ト
の
独
占
で
あ
つた
従
来

の
作
品
概
念
か
ら
す
る
と
、ン」れ
は
誰
の
作
品
と
い
う
こ
と
が
き

る
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、ウ
イ
リ
ア
ム
・レ
イ
サ
ム
氏
の
コン
ピ
ュー
タ
ー
ア
ー
ト

の
作
品
は
、画
面
の
中
に
あ
た
か
も
生
き
物
が
い
る
よ
う
な
動

き
を
し
て
、人
体
や
動
物
の
体
内
の
器
官
の
動
き
や
増
殖
を
思

わ
せ
る
。「ア
ー
ト
」は
営
一「ｏ〓
（英
「人
工
的
な
し
の
語
源
と
し

て
自
然
に
対
立
す
る
概
念
で
あ
った
の
が
、，ヽ
」で
は
結
果
と
し

て
自
然
を
模
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

さ
ら
に
、岩
波
洋
造
氏
が
提
唱
し
て
い
る
「バ
イ
オ
ア
ー
ト
」

は
生
物
の
電
子
顕
微
鏡
写
真
に
着
色
し
た
も
の
で
あ
る
が
、こ

れ
は
着
色
に
よ
つて
強
調
さ
れ
た
自
然
の
造
形
美
を
鑑
賞
す
る

も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。，Ｖ
まヽ
で
来
る
と
も
は
や

「ア
ー
ト
」は
自
然
に
対
立
す
る
概
念
で
は
な
く
て
、自
然
そ
の

も
の
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
「ア
ー
ト
」の
意
図
に
な
って
い
る
。



〓一　
西
洋
近
代
「ア
ー
ト
」
以
外
の
ア
ー
ト

し
か
し
目
を
転
じ
て
み
れ
ば
、西
洋
近
代
の
「ア
ー
ト
」の
枠

外
に
、古
く
か
ら
「ア
ー
ト
」と
い
つべ
き
作
品
が
数
多
く
存
在

し
て
い
た
。

一二
・
一　
祈
り
の
芸
術

そ
の
典
型
的
な
も
の
は
、祈
り
の
芸
術
で
あ
る
。神
像
・神
画
・

神
殿
建
築
や
仏
像
・仏
画
・仏
教
建
築
と
い
った
も
の
は
本
来
は

祈
り
を
目
的
に
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、士ム術
作
品
と
し

て
社
会
的
な
認
知
を
得
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
し
、そ
の
作

者
も
ア
ー
チ
ス
ト
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い。さ
ら

に
、祈
り
の
過
程
に
制
作
さ
れ
儀
式
が
済
む
と
壊
さ
れ
る
チ
ベ
ッ

ト
密
教
の
砂
曼
陀
羅
や
、神
を
迎
え
る
た
め
に
毎
朝
主
婦
が
家

の
前
に
描
く
イ
ン
ド
の
砂
絵
な
ど
は
、作
者
の
意
図
と
は
別
に
、

コミ
ュ
一テ
イ
外
部
の
者
か
ら
は
「ア
ー
ト
」に
見
え
る
も
の
も
あ

ブ（υ。
〓一　・　一一　　〒上士〓口印

ま
た
、工
芸
品
に
も
実
用
を
目
的
に
創
ら
れ
て
いな
が
ら
も

「ア
ー
ト
」と
い
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
多
く
存
在
す
る
。「美

術
工
芸
品
」と
い
２
一一一口い方
も
あ
る
く
ら
いだ
。た
と
え
ば
「日
本

伝
統
工
芸
展
」に
出
品
す
る
よ
う
な
作
者
は
、実
用
性
は
最
低

限
の
条
件
と
し
て
備
え
て
お
い
た
上
で
、さ
ら
に
美
術
品
を
め

ざ
し
て
制
作
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

日
本
の
工
芸
品
で
体
系
立
って
生
活
全
体
２
アザ
イ
ン
を
意

図
し
た
最
初
は
琳
派
で
あ
る
が
、彼
ら
の
試
み
も
「ア
ー
ト
」と

一言
え
よ
う
。

〓Ｔ
〓一　
化
粧
。身
体
変
エ

さ
ら
に
、化
粧
や
身
体
変
工
を
見
る
と
、日
常
性
と
「ア
ー
ト
」

の
境
界
事
例
が
数
多
く
あ
る
。

ニジ
ェー
ル
の
ヌ
バ
族
な
ど
部
族
特
有
の
ボ
デ
ィペ
イ
ン
アィ
ン

グ
や
ヘア
スタ
イ
ル、そ
し
て
瘍
痕
・入
れ
墨
・ピ
ア
ス
な
ど
の
身

体
変
工
は
、コミ
ュニテ
ィ
の
規
則
以
上
の
豊
か
な
創
造
性
を
伴
っ

て
い
て
、「ア
ー
ト
」の
域
に
達
し
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。

ま
た
現
在
の
日
本
社
会
で
も
、若
者
を
中
心
と
す
る
ヘア
・

メ
ー
キ
ャ
ップ
な
ど
の
身
体
に
対
す
る
加
工
に
、日
常
と
「ア
ー

ト
」と
の
境
界
的
な
事
例
が
街
中
で
多
く
見
か
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
った
。
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た
と
え
ば
髪
の
色
の
変
化
（カ
ラ
ー
リ
ン
グ
あ
る
い
は
脱
色
）

や
ヘア
ス
タ
イ
ル
に
は
、か
つて
な
い多
様
な
も
の
が
見
受
け
ら

れ
る
。爪
も
た
だ
カ
ット
し
て
色
を
つけ
る
だ
け
で
な
く
、絵
を

描
い
た
リ
ラ
イ
ト
ス
ト
ー
ン
と
呼
ば
れ
る
装
飾
物
を
付
け
た
り

す
る
よ
う
に
な
った
。し
か
も
そ
れ
は
「ネ
ー
ル
ア
ー
ト
」と
呼
ば

れ
る
ズ
「年
に
な
って
、タ
ト
ゥ
ー
と
い
つ名
称
で
フ
アィ
ンョン
と

し
て
の
入
れ
墨
を
実
際
に
行
う
者
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
った

が
、多
く
は
シ
ー
ル
状
に
な
った
も
の
が
使
用
さ
れ
て
い
る
（タ

ト
ゥー
シ
ー
ル
と
い
う
）。ピ
ア
ス
は
耳
柔
に
す
る
の
は
当
た
り
前

の
状
況
に
な
り
、身
体
の
他
の
部
分
に
ま
で
急
速
な
勢
い
で
広
ま

り
つつあ
る
。

こ
う
し
た
例
を
見
て
み
る
と
、現
在
の
流
行
に
新
た
な
「ア
ー

ト
」の
概
念
を
探
る
鍵
が
あ
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。次
章

以
降
で
は
実
際
に
、現
在
の
日
本
社
会
の
流
行
現
象
か
ら
「ア
ー

ト
」と
は
何
か
を
探
って
み
よ
う
。

四
　
流
行
か
ら
み
た
「ア
ー
ト
」
の
変
容

四
・
一　
流
行
現
象
①
顔
写
真
の
氾
濫

「プ
リ
ン
ト
倶
楽
部
」と
い
つ顔
写
真
の
シ
ー
ル
が
、高
校
生
の

流
行
か
ら
始
ま
って
い
ま
や
す
べて
の
年
代
に
広
ま
り
つつあ
亀

こ
の
特
徴
は
、
一般
の
人
が
自
分
た
ち
の
顔
写
真
シ
ー
ル
を
簡
単

に
作
って
仲
間
う
ち
で
流
通
さ
せ
る
点
だ
。

ま
た
、同
じ
く
女
子
高
校
生
を
中
心
に
ス
ナ
ツプ
写
真
を
撮

る
こ
と
も
流
行
現
象
と
し
て
見
ら
れ
る
。か
つて
写
真
は
特
別

な
日
の
記
念
の
た
め
に
撮
影
す
る
ハレ
の
も
の
だ
った
が
、今
日

の
流
行
を
み
て
い
る
と
そ
の
片
鱗
す
ら
な
い。こ
れ
は
親
が
子
の

成
長
を
記
録
す
る
の
と
も
違
って
、生
き
て
い
る
今
を
切
り
取
っ

て
自
分
自
身
で
あ
る
い
は
仲
間
う
ち
で
確
認
し
合
う
要
素
が
強

い
の
で
、コン。ハク
ト
カ
メ
ラ
（使
い捨
て
の
も
の
も
多
い
）を
持
ち

歩
い
て
、文
字
通
り
「い
つで
も
ど
，）で
も
」撮
影
す
る
。

ま
と
め
る
と
、
一般
の
人
の
顔
写
真
が
氾
濫
す
る
時
代
と
い

う
ン）と
が
で
き
る
。

四
・
一一　
流
行
現
象
②
変
身
願
望
と
変
身
事
業

だ
れ
に
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
変
身
願
望
を
、従
来
の
よ

う
に
隠
し
立
て
せ
ず
臆
面
も
な
く
表
に
出
し
て
、し
か
も
当
人

が
楽
し
ん
で
い
る
、そ
の
よ
う
な
風
潮
が
最
近
に
な
って
見
ら
れ

る
。そ
し
て
、そ
う
し
た
人
々
の
受
け
皿
と
し
て
の
変
身
事
業
と
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も
言
う
べ
き
ビ
ジ
ネ
ス
が
、産
業
と
し
て
成
立
す
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
の
も
ま
た
、最
近
の
こ
と
で
あ
る
こ
。

ま
た
、サ
ング
ラ
ス
・カ
ツ
ラ
・付
け
爪
・付
け
睫
毛
。タ
ト
ゥー

シ
ー
ル
な
ど
を
活
用
し
て
、日
常
の
な
か
で
も
小
さ
な
変
身
を

楽
し
ん
で
い
る
。

そ
の
場
合
の
意
識
は
、た
と
え
ば
カ
ツ
ラ
は
、本
人
が
気
に
し

て
い
る
頭
髪
に
関
す
る
点
を
隠
す
た
め
に
使
用
す
る
の
で
は
な

く
、カ
ツ
フを
つけ
て
い
る
こ
と
を
と
く
に
隠
す
意
識
は
な
い。鮮

や
か
な
黄
緑
や
オ
レ
ンジ
・ピ
ン
ク
な
ど
の
色
を
部
分
的
に
取
り

入
れ
て
み
た
り
、本
人
の
も
の
と
は
違
った
ヘア
ス
タ
イ
ル
で
イ

メ
ー
ジ
の
変
化
を
図
る
な
ど
、楽
し
む
意
識
で
使
用
し
て
い
る
。

付
け
睫
は
、か
つて
２
九
六
〇
年
代
）の
よ
う
に
コー
カ
ソ
イ
ド

の
顔
に
近
づ
く
た
め
に
使
用
す
る
の
で
は
な
く
、つけ
る
こ
と
自

体
や
さ
ま
ざ
ま
な
色
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
って
表
情
の
違
い

を
楽
し
む
意
識
に
な
って
い
る
。

四
・〓一　
流
行
現
象
③
ダ
ン
ス
ブ
ー
ム

近
頃
ダ
ン
ス
の
話
題
が
目
に
つく
よ
う
に
な
った
。

た
と
え
ば
、最
近
の
話
題
映
画
に
、ダ
ン
スや
舞
踊
を
モ
チ
ー

フ
に
し
た
も
の
が
見
ら
れ
る
こ
。ダ
ン
スや
ダ
ンサ
ー
が
登
場
す

る
広
告
も
増
加
し
て
き
た
。さ
ら
に
ア
イ
ド
ル
タ
レ
ン
ト
を
見
て

も
、か
つて
の
よ
う
に
「か
わ
い
さ
」だ
け
を
売
り
物
に
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、プ
ロポ
ー
シ
ョン
ま
で
も
含
め
て
フ
ア
ツ
シ
ョン
の

手
本
で
あ
る
と
同
時
に
、そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、ダ
ン
ス
の
巧
さ

も
重
要
な
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
に
な
って
い
る
。

「ア
ー
ト
」の
分
野
で
も
造
形
芸
術
の
停
滞
感
・閉
塞
感
に
比

較
し
て
、ダ
ン
ス
分
野
で
の
活
気
が
目
立
２
２
。

そ
し
て
、現
在
の
ダ
ン
ス
ブ
ー
ム
の
最
大
の
特
徴
は
、女
性
を

中
心
と
す
る
ア
マチ
ュア
の
あ
い
だ
で
社
交
ダ
ン
ス
が
盛
ん
に

な
った
り
、Ｏ
Ｌ
や
主
婦
の
あ
い
だ
で
の
バ
レ
エや
Ｚ
フメ
ン
デ
イ

ン
ド
舞
踊
な
ど
を
習
う
人
が
急
増
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、従
来
の

子
供
の
お
稽
古
事
や
プ
ロに
な
る
目
的
と
は
別
の
、大
人
が
自

分
で
楽
し
む
た
め
に
ダ
ン
ス
を
習
う
現
象
が
見
ら
れ
る
点
だ

（７）。
四
・四
　
流
行
現
象
④
体
験
ブ
ー
ム

た
と
え
ば
パ
ック
旅
行
に
体
験
を
目
玉
に
し
た
も
の
が
目
に

つく
よ
う
に
な
った
こ
よ
う
に
、旅
行
・観
光
。学
習
の
場
を
中
心

に
体
験
を
企
画
す
る
と
人
気
を
博
し
、ま
た
体
験
を
求
め
て
い

る
人
が
増
加
し
て
い
る
。
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四
・五
　
流
行
現
象
⑤
「育
て
も
の
」

「た
ま
ご
っち
」と
い
つ名
称
の
電
子
ペ
ット
を
育
て
る
ゲ
ー
ム

が
今
年
に
な
って
か
ら
爆
発
的
な
人
気
を
博
し
て
い
る
。そ
れ
に

似
た
電
子
ペ
ット
を
育
て
る
ゲ
ー
ム
が
雨
後
の
筍
の
ご
と
く
登

場
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
バ
ー
チ
ャ
ル
な
生
物
だ
け
で
な
く
、生
活
に
ペ
ット

を
取
り
入
れ
る
人
は
従
来
以
上
に
増
加
し
、ガ
ー
デ
一ラ
グ
ブ
ー

ム
な
ど
植
物
を
育
て
る
人
も
増
え
て
い
る
。

ま
た
、室
内
に
置
く
こ
と
で
水
晶
に
見
え
る
も
の
が
育
つキ
ツ

ト
や
、真
珠
の
飼
育
セ
ツト
な
ど
、「育
て
も
の
」が
次
に々
登
場

し
て
い
る
。

さ
ら
に
、従
来
の
芸
術
家
の
パ
ト
ロン
と
は
違
って
、
一般
の
人

が
無
名
の
音
楽
家
や
コム
アイ
ア
ン
を
育
て
る
こ
と
に
参
加
す
る

動
き
が
見
ら
れ
る
。

四
上
ハ
「わ
た
し
が
主
役
」
現
象

こ
れ
ら
①
〜
⑤
の
流
行
現
象
に
共
通
し
た
傾
向
は
、「わ
た
し

が
主
役
」と
い
つも
の
で
あ
る
。そ
れ
は
、有
名
人
で
も
な
く
、特

別
な
才
能
を
持
？
」と
を
世
間
に
認
め
ら
れ
た
「ア
ー
チ
ス
ト
」

で
も
な
い
一般
の
人
の々
あ
いだ
で
、〈自
分
が
ア
ー
チ
スト
で
、

自
分
が
主
役
で、自
分
た
ち
が
観
客
）と
い
つ形
を
取
る
現
象
で

あ
る
。

こ
の
「わ
た
し
が
主
役
」現
象
を
ど
う
捉
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ

う
か
。ま
た
、，】う
し
た
現
象
は
「ア
ー
ト
」の
行
方
に
ど
う
影
響

し
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

五
　
人
間
の
行
為
を
と
ら
え
る
観
点
―
―
「み
た
て
Ｌ
し
た

て
」
「や
つ
し
」

前
記
の
よ
う
な
現
象
を
さ
ら
に
深
く
考
察
す
る
た
め
に
、切
　
　
４３

り
口
を
一つ呈
示
し
て
、そ
れ
に
従
って
解
釈
を
試
み
た
い。

人
間
の
行
為
を
と
ら
え
る
と
き
の
一つの
観
点
を
提
示
し
た

い。そ
れ
は
「み
た
て
Ｌ
し
た
て
Ｌ
や
つし
」と
い
う
三
つ
一組
の

概
念
で
あ
る
。

五
・
一
「み
た
て
」

「み
た
て
」に
は
一般
に
、「医
者
が
患
者
の
容
体
を
見
立
て

る
」と
か
「店
員
が
お
客
さ
ん
の
ス
ー
ツ
に
合
った
ネ
ク
タ
イ
を

見
立
て
る
」と
い
つ用
法
が
あ
る
。，）れ
ら
は
、「正
し
い
状
態
や



適
切
な
物
な
ど
を
見
極
め
る
」と
い
つ意
味
で
あ
る
。

そ
の
一方
で
、落
語
「長
屋
の
花
見
」で
「沢
庵
を
王
子
焼
き
に

見
立
て
る
」ほ
か
、俳
句
・庭
作
り
。茶
の
湯
で
の
「見
立
て
」が

あ
る
。ゝ
）れ
は
、「あ
る
も
の
を
そ
れ
と
は
別
の
も
の
に
み
な
す
」

と
い
つ意
味
で
あ
る
。，ア
」で
は
主
と
し
て
こ
の
の
意
味
か
ら
ヒ

ン
ト
を
得
て
「み
た
て
」を
定
義
す
る
。

「み
た
て
」の
基
本
構
造
は
、「あ
る
物
を
別
の
物
で
あ
る
か

の
よ
う
に
み
な
す
〓
」と
で
あ
る
が
、あ
る
物
を
別
の
物
に
実
際

に
作
り
変
え
た
り
は
し
な
い。す
な
わ
ち
想
像
上
の
作
業
に
限

る
。無
論
、「み
た
て
代
」を
「み
た
て
先
」に
似
せ
て
作
る
こ
と
は

あ
る
が
、「み
た
て
先
」に
似
せ
て
作
ら
れ
た
も
の
（＝
「み
た
て

代
し
を
見
て
「み
た
て
先
」を
思
い
浮
か
べ
る
作
業
は
「み
た
て
」

で
あ
って
も
、「み
た
て
代
」を
「み
た
て
先
」に
似
せ
て
作
る
作
業

自
体
は
「み
た
て
」で
は
な
い。

こ
ン）で
は
、「み
た
て
代
」と
「み
た
て
先
」の
ギ
ャ
ップ
を
想
像

力
で
埋
め
る
こ
と
が
、「み
た
て
」の
本
質
で
あ
る
と
考
え
る
。

五
・
二
　
「し
た
て
」

こ
れ
に
対
し
て
、「あ
る
も
の
を
別
の
も
の
に
実
際
に
変
え
て

し
ま
う
ｔ
）と
を
「し
た
て
」と
い
って
、想
像
上
の
作
業
で
あ
る

「み
た
て
」と
区
別
す
る
。

「し
た
て
」は
、洋
服
を
「仕
立
て
る
」と
か
下
町
娘
を
貴
婦
人

に
「仕
立
て
上
げ
る
」と
い
った
日
常
の
用
法
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得

て
、「あ
る
も
の
を
別
の
も
の
に
実
際
に
変
え
て
し
ま
う
」と
い
っ

意
味
に
定
義
す
る
。

〔定
義
２
〕
「し
た
て
」と
は
、「自
分
以
外
の
人
や
物
が

実
際
に
変
化
し
た
状
態
と
、場
合
に
よ
って
は
変
化

す
る
過
程
も
含
め
て
の
変
化
し
た
状
態
に
、接
す
る

ン」Ｌｃ（１０）。

こ
の
よ
う
に
「み
た
て
」と
「し
た
て
」を
区
別
し
た
と
き
に
、

「朝
鮮
の
李
王
朝
で
の
米
を
盛
る
器
を
茶
の
湯
の
茶
碗
に
み
た

て
て
、実
際
に
茶
の
湯
の
茶
碗
と
し
て
使
う
」と
い
っの
は
、実
際

に
茶
の
湯
の
茶
碗
と
し
て
使
って
い
る
の
で
、「し
た
て
」と
い
っ

こ
と
に
な
る
ピ
）の
場
合
「し
た
て
元
」が
飯
茶
碗
で
「し
た
て
先
」
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が
抹
茶
茶
碗
で
あ
る
。

五
・〓一　
「や
つ
し
」

折
口
信
夫
氏
の
説
３
に
よ
る
と
、「や
つし
」と
い
２
言葉
は
、

も
と
も
と
は
祭
り
や
寺
の
法
会
の
際
に
参
加
者
が
身
を
清
め

る
こ
と
か
ら
始
ま
った
。精
進
潔
斎
す
る
こ
と
を
「や
つる
」と
い

い、強
制
さ
れ
て
「や
つる
マ
」と
を
「や
つす
」と
言
った
Э
。

精
進
潔
斎
の
禁
欲
生
活
に
よ
って
げ
っそ
り
と
痩
せ
衰
え
る
。

そ
の
痩
せ
衰
え
、す
な
わ
ち
「や
つれ
」を
強
調
す
る
た
め
の
演

出
に
、±泉笠
を
ま
と
う
こ
と
も
し
た
。

や
が
て
蓑
笠
を
ま
と
う
こ
と
自
体
が
「や
つし
」の
意
味
に

取
って
代
わ
り
、士展笠
が
時
代
を
下
る
と
派
手
な
衣
裳
や
冠
物

に
変
化
し
て
行
く
。シ）う
し
て
衣
裳
に
よ
る
仮
装
を
「や
つし
」と

い
う
よ
う
に
な
った
。

仮
装
の
「や
つし
」は
、江
戸
時
代
に
は
、「身
分
の
高
い
人
物
や

大
金
持
ち
が
故
あ
って
卑
賎
で
貧
し
い者
の
姿
を
と
る
〓
」と
を

意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。そ
の
代
表
的
な
例
が
歌
舞
伎
の
「や
つ

し
物
」で
あ
る
Э
。
さ
ら
に
後
に
は
「や
つす
」は
「お
し
ゃ
れ
を

す
る
」と
い
つ意
味
で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
った
。化
粧
を
し

た
り
衣
装
を
着
た
り
す
る
「お
し
ゃ
れ
」や
「お
め
か
し
」の
意
味

の
「や
つし
」は
、今
日
で
も
使
わ
れ
て
いる
３
。
以
上
の
「や
つ

し
」の
意
味
を
ま
と
め
る
と
、次
の
よ
う
に
な
る
。

ア
　
精
進
潔
斎

イ
　
や
つれ
の
強
調
で
あ
る
扮
装

ウ
　
仮
の
姿
〔や
つし
物
〕

工　
お
し
や
れ

こ
れ
ら
に
共
通
な
要
素
は
「や
つす
人
自
体
の
状
態
が
変
化

す
る
」と
い
つこと
で
あ
る
。そ
こ
で
，」の
点
に
着
日
し
て、「や
つ

し
」を
定
義
し
た
。

五
・四
　
「み
た
て
」
「し
た
て
」
「ゃ
つ
し
」
の
関
係

ま
ず
、「み
た
て
Ｌ
し
た
て
Ｌ
や
つし
」は
次
の
三
つの
観
点
に

よ
つて
区
別
さ
れ
る
。

ア
　
「み
た
て
」は
想
像
上
の
作
業
だ
が
、「し
た
て
」と
「や
つ

〔定
義
３
〕
「や
つし
」と
は
、自
分
自
身
の
身
体
的
・

空
間
的
。社
会
的
状
態
を
、実
際
に
変
化
さ
せ
る
こ

」Ｃ（‐５）（‐６）。
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し
」は
現
実
の
行
為
で
あ
る
。

イ
　
「し
た
て
」は
必
ず
し
も
本
人
が
行
う
必
要
は
な
い
が

（多
く
の
場
合
は
他
者
が
行
う
）、「み
た
て
」と
「や
つし
」は
本

人
が
行
わ
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い。

ウ
　
「や
つし
」は
本
人
の
状
態
が
現
実
に
変
化
す
る
が
、「し

た
て
」と
「み
た
て
」は
本
人
の
状
態
は
現
実
に
は
変
化
し
な
い。

こ
こ
で
ア
〜
ウ
の
観
点
か
ら
「み
た
て
Ｌ
し
た
て
Ｌ
や
つし
」を

ま
と
め
て
表
に
し
た
も
の
も
示
し
て
お
く
（表１
）０
。ま
た
、「み

た
て
Ｌ
し
た
て
Ｌ
や
つし
」を
図
式
化
し
た
も
の
も
記
し
て
お
こ

(したて元)

※他者とは他人と物の総称

み た て    し た て

エハ
「わ
た
し
が
主
役
」
の
時
代
は
「や
つ
し
」
の
時
代

こ
こ
で
、「み
た
て
ヽ
し
た
て
Ｌ
や
つし
」と
い
つ観
点
を
用
い

て
「私
が
主
役
」の
時
代
を
見
て
み
よ
う
。

一ハ
・
一
「や
つ
し
」
の
特
徴

「み
た
て
」と
「し
た
て
」は
本
人
の
状
態
の
現
実
的
な
変
化
が

は
な
く
、「や
つし
」は
本
人
の
状
態
が
現
実
に
変
化
す
る
と
い
つ

も
の
で
あ
った
。，）れ
に
対
し
て
「や
つし
」は
、自
分
自
身
を
「や

つし
代
」に
す
る
こ
と
に
よ
り
新
し
い体
験
と
し
て
の
「み
つけ
」

３
が
得
ら
れ
る
と
い
つ構
造
に
な
って
い
る
。「や
つし
」は
や
つ

す
本
人
に
と
っ
て
の
み
成
立
す
る
と
い
つ点
が
、いヽ
」で
は
重
要

で
あ
る
。

た
と
え
ば
演
劇
を
例
に
と
る
と
、観
客
に
と
って
演
劇
は
、俳

優
と
い
つ他
者
の
身
体
の
状
態
が
変
化
す
る
の
を
見
る
「し
た

て
」で
あ
る
。そ
し
て
作
品
に
感
動
し
た
と
き
に
観
客
は
「た
た

え
」を
得
る
。し
か
し
一方
、演
じ
て
い
る
俳
優
に
と
って
、演
劇

は
自
分
自
身
の
身
体
的
な
状
態
を
実
際
に
変
化
さ
せ
る
「や
つ

し
」で
あ
る
。俳
優
に
と
って
は
「み
つけ
」を
得
る
可
能
性
も
あ

作 業
t 想像 現実

自 分 みたて やつし

也 者 みたて したて
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る
。し
か
し
俳
優
の
「み
つけ
」は
当
人
に
と
って
は
直
接
的
な
体

験
で
あ
る
が
、そ
れ
を
他
者
と
直
接
的
に
共
有
す
る
こ
と
は
で

き
な
い。他
者
と
の
共
有
は
言
語
な
ど
を
介
さ
な
く
て
は
不
可

能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「や
つし
」で
は
「わ
が
身
を
も
つて
す
る
」点
が

重
要
で
あ
る
。

六
上
一
「わ
た
し
が
主
役
」
の
時
代
は
「や
つ
し
」
の
時
代

「わ
た
し
が
主
役
」
す
な
わ
ち
〈自
分
が
ア
ー
チ
ス
ト

で
、自
分
が
主
役
で
、自
分
た
ち
が
観
客
）
と
い
う
構
造
は
、

「ア
ー
ト
」や
文
化
的
状
況
に
お
い
て
、特
別
な
才
能
を
持
つ

こ
と
が
世
間
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
「ア
ー
チ
ス
ト
」
や
有

名
人
の
し
た
て
た
も
の
に
一般
の
人
々
が
接
す
る
「し
た
て
」

中
心
の
状
態
か
ら
、　
一般
の
人
々
が
「や
つ
し
」
を
積
極
的

に
す
る
よ
う
に
な
り
、し
か
も
一般
の
人
々
の
「や
つ
し
」が

あ
る
程
度
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
「し
た
て
」
か
ら
「や
つ
し
」
へと
時
代

の
変
化
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
・〓一　
美
的
基
準
の
個
人
へ
の
内
在
化

ま
た
、「わ
が
身
を
も
つて
す
る
や
つし
」を
有
意
義
に
す
る
た

め
に
は
、自
分
自
身
の
価
値
観
を
持
？
」と
と
自
分
が
楽
し
む

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、「や
つし
」を
通
し
て
自
分
た
ち
が

楽
し
む
と
い
つ今
日
の
流
行
現
象
か
ら
ご
」の
こ
と
に
人
が々
気

づ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

流
行
の
歴
史
を
見
る
と
、美
し
さ
の
基
準
は
人
間
の
個
性
に

対
し
て
外
在
的
で
、流
行
に
乗
った
状
態
に
な
る
こ
と
や
美
し
く

見
せ
る
た
め
に
は
、か
な
り
無
理
を
し
て
そ
れ
に
合
わ
せ
な
く

て
は
な
ら
な
い
場
合
が
多
か
った
。た
と
え
ば
ウ
エス
ト
の
く
び

れ
た
女
性
が
美
し
い
と
さ
れ
、し
か
も
細
け
れ
ば
細
い
ほ
ど
評

価
が
高
い時
代
に
は
、コル
セ
ツト
で
縛
り
上
げ
、中
に
は
肋
骨

を
抜
い
て
ま
で
し
て
細
く
し
た
た
め
に
、健
康
上
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
が
生
じ
た
時
代
が
あ
る
。纏
足
も
」ヽう
し
た
美
的
価
値
観

に
個
人
が
合
わ
せ
た
典
型
的
な
例
だ
。現
在
で
は
男
女
と
も

ほ
っそ
り
し
た
体
型
が
美
的
に
好
ま
れ
る
の
で
、や
せ
る
た
め
の

ダ
イ
エット
に
励
む
人
も
多
い。そ
れ
が
原
因
で
貧
血
や
骨
粗
豚

症
に
な
る
人
も
少
な
く
な
い
が
、心
理
的
な
圧
力
の
た
め
に
拒

食
症
や
過
食
症
に
陥
る
人
も
い
る
）「い
き
」は
や
せ
我
慢
と
い
つ

Э
、流
行
に
乗
った
状
態
で
い
る
た
め
に
は
、あ

る
い
は
一定
水
準
以
上
に
美
し
い
と
世
間
的
に
認
め
ら
れ
る
た
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め
に
は
、や
せ
我
慢
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の

が
、過
去
も
現
在
も
変
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
だ
。

し
か
し
現
在
の
流
行
現
象
を
見
る
と
、若
者
の
ル
ー
ズ
ソ
ック

ス
Э
の
よ
う
に
流
行
に
乗
ら
な
いと
仲
間
外
れ
に
な
る
か
ら
仕

方
な
く
流
行
に
従
って
い
る
と
い
つ意
識
が
あ
る
一方
で
、高
齢

者
の
社
交
ダ
ン
ス
の
よ
う
に
自
分
が
楽
し
む
こ
と
を
最
優
先
に

行
動
し
た
結
果
が
流
行
に
な
って
し
ま
った
た
と
い
っも
の
も
、

今
日
流
行
の
「や
つし
」の
な
か
に
着
実
に
増
え
て
き
て
い
る
。こ

う
し
た
面
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、現
在
そ
し
て
今
後
の
「や
つ

し
」は
、外
見
も
重
要
だ
が
、自
分
自
身
の
身
体
を
通
し
て
、自

分
が
い
か
に
楽
し
み
気
持
ち
よ
く
な
る
か
が
重
視
さ
れ
る
も
の

な
の
で
、美
的
な
基
準
は
内
在
的
な
も
の
に
移
行
し
つつあ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、「や
つし
」の
目
的
も
ま
た
、身
体
を
通
し
て
自
分
自

身
の
人
生
や
経
験
、そ
し
て
周
囲
と
の
関
係
を
創
造
し
て
行
く

こ
と
に
移
行
し
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
の
「ア
ー
ト
」
と
哲
学
の
課
題

一　
ボ
ー
ダ
レ
ス

「ア
ー
ト
」で
「作
者
」と
し
て
の
個
人
の
重
要
性
が
増
し
て
、

絵
画
・彫
刻
・建
築
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
、「作
品
」と
い

う
概
念
が
成
立
し
た
の
は
近
代
で
あ
った
。す
な
わ
ち
、特
別
な

才
能
と
技
術
を
持
った
芸
術
家
が
し
た
て
た
作
品
を
不
特
定
多

数
の
鑑
賞
者
に
呈
示
す
る
、と
い
っ
「し
た
て
」の
パ
タ
ー
ン
が

近
代
に
成
立
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
「わ
た
し
が
主
役
」す
な
わ
ち
「や
つし
」の
時

代
は
「し
た
て
人
」と
鑑
賞
者
の
一体
化
、あ
る
い
は
ア
ー
チ
ス

ト
と
ア
マチ
ュア
の
ボ
ー
ダ
レ
ス
化
の
時
代
で
あ
る
。だ
れ
も
が

ア
ー
チ
ス
ト
と
鑑
賞
者
の
立
場
を
場
合
に
応
じ
て
入
れ
替
わ
る

可
能
性
が
開
か
れ
た
状
況
で
あ
る
。こ
う
し
た
社
会
で
は
「ア
ー

ト
」と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
境
界
が
曖
味
に
な
り
、消
滅
す
る

方
向
性
を
持
って
い
る
。従
って
、西
洋
近
代
の
「ア
ー
ト
」だ
け
が

「ア
ー
ト
」で
あ
る
と
す
る
厳
密
な
立
場
を
と
る
な
ら
ば
、「ア
ー

ト
」は
終
焉
を
迎
え
て
い
る
。現
在
の
わ
れ
わ
れ
は
、従
来
の
「芸

術
」あ
る
い
は
「ア
ー
ト
」の
概
念
の
変
更
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
来
て
い
る
。

七
・
二
　
「や
っ
し
」
の
重
要
性
の
増
加

現
在
、マ不
▲
アィ
ア
・マル
チ
メ
デ
ィ
ア
・イ
ン
タ
ー
ネ
ット
な

七 七
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ど
情
報
環
境
の
発
達
に
よ
り
、大
量
の
情
報
が
我
々
の
周
り
に

あ
ふ
れ
て
い
る
。実
際
、イ
ン
タ
ー
ネ
ット
や
パ
ソ
コン
通
信
な
ど

の
普
及
に
よ
り
、そ
の
場
に
行
か
な
く
て
も
気
軽
に
人
と
話
し

を
し
、買
い
物
を
し
、絵
画
の
鑑
賞
が
で
き
る
。こ
う
し
た
社
会

は
鑑
賞
者
を
大
量
に
生
産
し
、
「み
た
て
」や
「し
た
て
」の
機
会

を
増
加
さ
せ
は
す
る
が
、そ
れ
と
同
時
に
、一暴
返
し
の
現
象
と
し

て
「や
つし
」の
機
会
は
減
って
行
く
と
考
え
ら
れ
る
。ゝ
」う
し

た
こ
と
か
ら
、我
々
の
意
識
が
現
実
に
生
き
て
い
る
日
常
の
世
界

（生
活
世
界
）に
根
ざ
さ
な
い
も
の
に
な
って
し
ま
って
も
、そ
の

こ
と
に
気
づ
き
に
く
く
な
って
い
る
が
、，）の
傾
向
は
今
後
ま
す

ま
す
強
く
な
る
と
予
想
さ
れ
る
三
一口い換
え
れ
ば
、我
が々
現
実

に
生
き
て
い
る
世
界
に
根
ざ
し
た
意
識
を
持
つた
め
に
は
、敢
え

て
意
識
的
に
「や
つし
」を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
社
会
に
な
つ

た
と
い
つ
こ
と
も
で
き
る
。

た
と
え
ば
劇
場
に
行
って
気
晴
ら
し
を
す
る
人
は
「し
た
て
」

に
よ
つて
気
晴
ら
し
を
し
て
い
る
が
、そ
れ
だ
け
で
は
な
い。劇
場

に
行
く
と
き
に
服
を
着
替
え
た
り
髪
を
整
え
た
り
化
粧
を
し

た
り
、乗
物
に
乗
った
り
歩
い
た
り
、ン」う
し
た
行
く
ま
で
の
プ

ロセ
ス
に
よ
つて
気
分
が
高
揚
し
て
く
る
が
、こ
う
し
た
プ
ロセ
ス

も
「や
つし
」と
い
つ
こ
と
が
で
き
る
。同
じ
観
劇
で
も
、家
庭
の

ビ
デ
オ
で
の
観
劇
で
は
こ
う
し
た
効
果
「
み
つけ
し
は
得
ら
れ

な
い。こ

う
し
た
経
験
か
ら
、我
々
は
「実
際
に
行
って
み
る
Ｌ
実
際

に
し
て
み
る
Ｌ
実
際
に
会
って
み
る
」と
い
った
「や
つし
」の
重
要

性
を
実
感
し
、「自
分
の
身
体
」で
「や
つし
」を
し
て
「み
つけ
」３

を
得
て
、心
理
的
充
足
や
癒
し
感
、そ
し
て
人
と
の
つな
が
り
を

得
る
こ
と
が
、今
後
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

七
・三
　
学
に
お
け
る
「し
た
て
」
か
ら
「や
つ
し
」
へ
の

課
題近

代
に
お
い
て
「し
た
て
」と
し
て
「ア
ー
ト
」が
成
立
し
た
こ

と
と
並
行
し
て
、美
学
や
美
術
評
論
も
成
立
し
た
。そ
し
て
、そ

れ
ら
も
ま
た
「し
た
て
」の
観
点
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
。

近
代
以
降
の
「ア
ー
ト
」で
は
、作
者
が
呈
示
す
る
の
は
完
成

し
た
「作
品
」で
あ
り
、自
分
自
身
の
生
々
し
い姿
で
は
な
い。仮

に
そ
れ
が
呈
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
って
も
そ
れ
は
「作
品
」と
し

て
「し
た
て
」ら
れ
た
作
者
の
姿
で
あ
る
。ま
た
鑑
賞
者
に
し
て

も
、す
で
に
完
成
さ
れ
た
「作
品
」を
鑑
賞
す
る
こ
と
を
当
然
視

し
て
、鑑
賞
行
為
が
作
者
の
創
作
行
為
に
積
極
的
な
影
響
を
与

え
る
こ
と
は
始
め
か
ら
想
定
さ
れ
て
い
な
い。作
者
も
鑑
賞
者
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も
と
も
に
、創
作
活
動
と
し
て
自
分
自
身
の
生
々
し
い姿
を
呈

示
し
合
う
場
に
「や
つし
」て
は
お
ら
ず
、互
いに
「し
た
て
」の
作

業
を
し
て
い
る
と
い
つ形
が
中
心
的
で
あ
る
。

無
論
、近
代
に
お
いて
も
、演
劇
や
即
興
演
奏
な
ど
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、「や
つし
」の
芸
術
活
動
が
行
わ
れ
な
か
った
わ
け
で

も
評
価
さ
れ
な
か
った
わ
け
で
も
な
い
が
、メ
デ
ィ
ア
に
よ
つて

情
報
化
さ
れ
た
り
学
問
の
対
象
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、生
の
「や

つし
」の
側
面
は
挿
話
的
な
扱
い
を
受
け
る
に
過
ぎ
ず
、世バ術
の

本
質
的
な
議
論
か
ら
は
抜
け
落
ち
て
き
た
。ン）の
よ
う
に
、近
代

の
芸
術
に
お
いて
は
「し
た
て
」が
中
心
的
な
作
業
で
あ
った
し
、

殊
に
、学
と
し
て
の
議
論
は
「し
た
て
」で
あ
った
。

と
ころ
で
、学
問
的
な
考
察
に
は
対
象
化
・抽
象
化
が
必
要
で

あ
る
。そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「や
つし
」と
し
て
の
学
は
可
能
だ

ろ
う
か
。

学
問
と
は
そ
も
そ
も
、対
象
を
客
観
化
。抽
象
化
し
た
り
、思

考
的
シ
ミ
ュレ
ー
シ
ョンや
実
験
を
行
った
り
す
る
「し
た
て
」。

「み
た
て
」の
作
業
で
あ
る
。

ル
ネ
ッサ
ン
スや
初
期
近
代
ま
で
の
大
思
想
家
と
言
わ
れ
る

人
々
は
、ン）う
し
た
方
法
を
用
いて
新
し
く
考
え
る
作
業
に
「や

つし
」を
す
る
こ
と
は
し
て
い
た
。

し
か
し
、現
在
の
研
究
者
は
、殊
に
人
文
科
学
の
分
野
で
は
、

過
去
の
大
思
想
家
の
「し
た
て
」の
作
業
の
結
果
で
あ
る
テ
キ
ス

ト
の
解
釈
作
業
と
い
つ、「し
た
て
」の
「し
た
て
ス
ニ
重
の
「し
た

て
し
が
研
究
作
業
の
う
ち
の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
の
が

現
状
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、学
問
に
も
「や
つし
」の
観
点
を
取
り
入
れ
て
み
て
も

よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。殊
に
、哲
学
や
倫
理
学
と
い
った
価

値
基
準
に
根
本
的
に
関
わ
る
分
野
で
は
、ン）れ
ま
で
に
見
て
き

た
よ
う
な
社
会
状
況
か
ら
も
、「や
つし
」の
観
点
を
取
り
入
れ

る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

七
・四
　
サ
ク
セ
ス
フ
ル
　
エ
イ
ジ
ン
グ

エ→
三
で
見
た
よ
う
に
、美
的
基
準
が
内
在
化
す
る
こ
と
と
、

「わ
た
し
主
役
」と
い
つ
こ
と
か
ら
、現
在
そ
し
て
今
後
の
「ア
ー

ト
」や
日
常
生
活
に
お
い
て
プ
ロ／
ア
マチ
ュア
を
問
わ
ず
求
め

る
美
的
価
値
を
考
え
る
と
、））れ
ま
で
の
よ
う
に
一元
的
な
美

を
追
求
す
る
方
向
か
ら
、多
元
的
な
美
を
追
求
す
る
方
向
に
変

化
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。「や
つし
の
ア
ー
ト
」の
時
代
は
多

様
な
美
的
価
値
が
共
存
す
る
社
会
で
あ
り
、従
来
あ
る
い
は
現
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在
も
き
わ
め
て
強
力
な
若
さ
（お
よ
び
そ
れ
と
相
関
性
の
高
い

外
見
的
な
造
形
美
）を
至
上
と
す
る
一元
的
価
値
観
に
対
抗
す

る
形
で
の
「サ
ク
セ
ス
フ
ル
エイ
ジ
ング
昴
）的
な
美
し
さ
」の
発

見
。確
立
・承
認
そ
し
て
歴
史
的
・社
会
的
。哲
学
的
な
裏
付
け

が
、わ
れ
わ
れ
の
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
って
く
る
。

こ
こ
に
「ア
ー
ト
」と
哲
学
の
新
し
い
課
題
が
あ
る
こ
と
を
最

後
に
指
摘
し
た
い。

註（１
）本
論
で
は
す
べ
て
Ｚ
ア
ン
文
字
表
記
に
し
た
。

（２
）ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス『一百
マコス倫
理
学
』高
田
三
郎
訳
、岩
波

書
店
、
一九
七
一年
、第
六
巻
参
照
。

（３
）音
楽
で
は
た
と
ば
シ
ユト
ック
ハウ
ゼ
ンや
シ
エフ
エー
ル、

ジ
ヨン
・ケ
ー
ジ
（典
型
的
な
も
の
は
「四
分
三
二
秒
し
以

降
の
世
代
の
作
品
、絵
画
で
は
ミ
ロや
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・ポ
ロツ

ク
の
ア
ク
シ
ョンペ
イ
ン
ア
イ
ン
グ
の
作
品
、ま
た
造
形
芸

術
で
は
ヨー
ゼ
フ
。ボ
イ
ス
に
代
表
さ
れ
る
パ
フ
オー
マン
ス

と
い
つ新
た
な
分
野
、ダ
ン
ス
で
は
マー
ス
・力
一ラ
グ
ハム

の
作
品
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（４
）た
と
え
ば
、京
都
で
は
舞
子
に
変
装
す
る
事
業
は
す
で
に

確
立
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
に
な
り
、業
者
も
数
多
く
あ
る
。
映

画
撮
影
所
や
写
真
館
で
も
、様
々
な
時
代
の
装
束
で
写
真

撮
影
が
で
き
る
と
こ
ろ
が
増
え
て
い
る
。ま
た
、商
店
街
や

祭
り
な
ど
の
地
域
振
興
イ
ベ
ン
ト
に
も
変
身
ビ
ジ
ネ
ス
が

取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
った
。

さ
ら
に
雑
誌
で
も
し
ば
し
ば
変
身
の
仕
方
の
特
集
が
見

ら
れ
る
。そ
れ
は
、従
来
の
ヘア
スタ
イ
ルや
メ
ー
キ
ャ
ップ

を
変
え
た
り
す
る
よ
う
な
「イ
メ
ー
ジ
チ
ェン
ジ
」の
域
を

超
え
て
、部
屋
の
模
様
替
え
や
引
っ越
し
、資
格
取
得
と
い

った
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
ま
で
も
視
野
に
入
れ
た
も
の
に
な
っ

て
い
る
。

（５
）た
と
え
ば
♂
ヨ
〓
く
Φ
ダ
ン
ス
？
穴
監
督
周
防
正
行
）、

「バく〇バ〇
ス
監
督
村
上
龍
）、「書
か
れ
た
顔
穴
監
督
ダ
ニ

エル
・シ
子
シ
ト
）な
ど
。

（６
）バ
レ
エの
公
演
も
多
いが
、と
く
に
目
を
引
く
の
は
コン
アン

ポ
ラ
リ
ー
ダ
ン
ス
で
あ
る
。た
と
え
ば
現
在
の
絵
画
。彫

刻
。建
築
の
状
況
と
比
較
さ
れ
た
い。

（７
）社
交
ダ
ン
スパ
ー
テ
イー
を
入
れ
た
パ
ツク
旅
行
や
、ダ
ン
ス

ホ
ー
ル
が
あ
る
こ
と
を
売
り
物
に
す
る
ホ
テ
ル
も
増
加
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中
。

（８
）旅
行
会
社
に
行
って
体
験
ツ
ア
ー
の
パ
ン
フ
レ
ツト
を
集
め

て
み
る
と
、す
ぐ
に
十
種
類
は
手
に
入
る
。ま
た
、
「バ
リ

舞
踊
体
験
旅
行
」や
「冬
の
金
沢
体
験
紀
行
」と
いった
よ
う

な
、観
光
に
地
方
独
特
の
伝
統
産
業
や
伝
統
芸
能
を
体
験

す
る
（バ
リ
の
舞
踊
は
見
に
い
く
の
で
は
な
く
レ
ツス
ン
を

受
け
て
民
族
衣
裳
を
着
て
成
果
を
披
露
す
る
Ｙ
」と
が
売

り
物
の
旅
行
や
地
域
振
興
策
も
見
ら
れ
る
。さ
ら
に
、体

験
旅
行
の
ガ
イ
ド
ブ
ック
ま
で
発
売
さ
れ
て
い
る
。

（９
Ｙ
）の
際
「あ
る
も
の
」を
「み
た
て
代
（し
ろ
と
、「別
の
も
の
」

を
「み
た
て
先
」と
い
つ
こ
と
に
す
る
。

た
と
え
ば
自
分
が
ピ
ア
一ス
ト
に
な
って
演
奏
し
て
い
る

ろ
こ
と
を
想
像
し
て
、「こ
の
曲
の
こ
こ
は
こ
う
い
つ
風
な

タ
ツチ
で
な
く
ち
や
」と
自
分
で
弾
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
思

い描
く
の
は
「み
た
て
」で
あ
る
。

（１０
）こ
の
際
の
変
化
す
る
前
の
も
の
を
「し
た
て
元
」、変
化
し
た

後
の
も
の
を
「し
た
て
先
」、変
化
さ
せ
る
人
を
「し
た
て

人
（に
ん
ご
と
い
つ
こ
と
に
す
る
。ま
た
「し
た
て
先
」に
対

し
て
（す
ば
ら
し
い芸
術
作
品
を
見
た
と
き
な
ど
）感
嘆
の

念
が
生
じ
た
場
合
に
、そ
れ
を
「た
た
え
」と
い
つ
こ
と
に

す
る
。

た
と
え
ば
ピ
ア
ノ
の
リ
サ
イ
タ
ル
に
出
掛
け
て
行
って
ピ

ア
ニス
ト
の
演
奏
に
耳
を
傾
け
て
い
る
と
き
、そ
れ
は
「し

た
て
」で
あ
る
。

（Ｈ
）折
口
信
夫
『折
口
信
夫
全
集
ノ
ー
ト
篇
第
五
巻
三
十
六

風
流
踊
り
と
祇
園
囃
子
と
咲
中
央
公
論
社
、昭
和
四
六

年
。

（‐２
）因
み
に
「や
つれ
る
」と
い
つ語
は
、現
在
は
使
わ
れ
て
いな

い
「や
つる
」と
い
つ動
詞
の
自
発
型
「
自
然
に
そ
の
状
態

に
な
る
」と
い
２
思味
の
形
）。た
と
え
ば
「折
る
」の
自
発

型
は
「折
れ
る
」に
な
る
。

こ
れ
を
参
考
に
し
て
「や
つれ
る
」の
意
味
か
ら
「や
つる
」

の
意
味
を
推
測
す
る
と
、「自
分
の
意
志
で
や
つれ
た
状
態

に
な
る
」と
い
つ
こ
と
に
な
り
、歴
史
的
に
も
そ
の
よ
う
な

意
で
使
わ
れ
て
き
た
。す
な
わ
ち
、祭
り
や
法
会
に
参
加

す
る
た
め
、体
が
や
せ
細
る
ま
で
の
断
食
等
の
禁
欲
を
行

う
こ
と
を
「や
つる
」と
い
った
。

，あ
「や
つる
」と
い
つ動
詞
の
使
役
型
（強
制
的
に
そ
う

さ
せ
る
と
い
つ意
味
の
形
、た
と
え
ば
「帰
る
」の
使
役
型

は
「帰
す
し
が
「や
つす
」で
あ
る
。「や
つす
」は
Ｅ
（同
体
の
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規
範
に
よ
り
強
制
的
に
や
つれ
さ
せ
る
」と
い
う
意
味
だ
っ

た
。

（‐３
）テ
レ
ビ
番
組
の
時
代
劇
「水
戸
黄
門
」も
，あ
意
味
で
の
「や

つし
物
」の
典
型
。

（‐４
）関
西
言
葉
の
圏
内
で
は
現
在
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
の
を

見
か
け
る
。

（‐５
）こ
の
際
の
自
分
が
変
化
す
る
前
の
状
態
を
「や
つし
元
」、変

化
し
た
後
の
状
態
を
「や
つし
先
」と
い
つ
こ
と
に
す
奄
ま

た
「や
つし
」の
結
果
新
た
な
発
見
が
あ
った
場
合
に
、そ
れ

を
「み
つけ
」と
い
っ
こ
と
に
す
る
。

た
と
え
ば
ピ
ア
ノ
の
発
表
会
に
出
て
自
分
が
弾
く
の
が

「や
つし
」で
あ
る
。

（‐６
）石
田
か
お
り
「
現
象
学
的
化
粧
論
〕お
し
ゃ
れ
の
哲
学
』、

理
想
社
、
一九
九
五
年
２
一三
頁
）で
は
「や
つし
」の
定

義
に
「自
分
の
意
志
で
自
分
自
身
の
身
体
的
。空
間
的
。社

会
的
状
態
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
」と
い
つよ
う
に
、「自
分

の
意
志
で
」と
い
っ
二
百が
入
って
い
る
。ゝ
」れ
は
、同
書
で

は
「か
？
」よ
さ
」の
追
求
と
し
て
の
「や
つし
」を
論
じ
て
い

る
た
め
で
あ
つて
、本
論
で
は
「か
？
」よ
さ
」の
追
求
に
限

定
し
な
い
一般
論
と
し
て
の
「や
つ
し
」を
論
じ
て
い
る
こ

と
と
の
相
違
に
起
因
す
る
。

（‐７
）本
文
中
の
表
は
読
み
や
す
さ
を
優
先
し
た
の
で
、か
な
り

粗
雑
で
不
正
確
に
な
って
い
る
。詳
細
で
精
密
な
表
は
以
、

石
田
か
お
り
「
現
象
学
的
化
粧
論
〕お
し
ゃ
れ
の
哲
学
』、

理
想
社
、
一九
九
五
年
、
三
二七
頁
を
参
照
。

（‐８
）九
鬼
周
造
「
い
き
」の
構
造
旨
石波
書
店
、昭
和
五
年
。

（‐９
）高
校
生
か
ら
始
ま
って
今
や
全
国
の
少
女
と
子
供
（女
性
）

の
あ
いだ
に
広
ま
った
靴
下
。多
く
は
学
生
服
を
着
用
し
た

と
き
に
使
用
す
る
。白
い無
地
で
、普
通
の
靴
下
で
は
足
に

フ
イ
ツト
す
る
た
め
に
編
み
込
ん
で
あ
る
ゴム
を
外
し
て

あ
る
製
品
。そ
の
た
め
に
太
く
て
履
く
と
た
る
む
。そ
の
た

る
ま
せ
具
合
で
「か
わ
い
く
」見
せ
る
工
夫
を
す
る
。

（２０
）筆
者
の
所
属
す
る
い
資
生
堂
の
社
会
運
動
で
あ
り
、日
下

の
研
究
開
発
の
最
優
先
課
題
で
あ
る
。

（い
し
だ
　
か
お
り
　
資
生
堂
ビ
ュー
テ
イ
ー
サ
イ
エン
ス
研
究

所
）

53


