
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・ア
ー
ト
を
哲
学
す
る

一九
九
七
年
七
月
十
二
。十
三
日
に
わ
た
っ
て
、
神
奈
川

県
の
江
ノ
島
で
第
二
十
五
回
全
国
若
手
哲
学
研
究
者
ゼ
ミ

ナ
ー
ル
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
以
下
は
、
そ
の
さ
い
に
「ア
ー

ト
を
哲
学
す
る
」
と
題
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
報
告
で
あ
る
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
二
日
目
の
七
月
十
三
日
午
前
中
か
ら
、

ま
ず
大
阪
外
国
語
大
学
の
甲
田
純
生
氏
、
一橋
大
学
の
三
崎

和
志
氏
、資
生
堂
ビ
ュー
テ
イ
サ
イ
エ
ン
ス
研
究
所
の
石
田

か
お
り
氏
の
順
で
報
告
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
後
昼
食
を
は

さ
ん
で
、
午
後
か
ら
は
パ
ネ
リ
ス
ト
相
互
の
質
擬
応
答
、
フ

ロ
ア
を
ま
じ
え
た
討
議
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
七
月
の
江
ノ
島

と
い
う
こ
と
で
、
日
頃
の
都
会
の
喧
喋
に
う
ん
ざ
り
し
た
頭

司
会
者
　
小
柳
　
美
代
子

を
休
め
る
べ
く
、
夏
の
海
の
潮
の
香
を
楽
し
み
に
し
て
出
掛

け
た
司
会
者
で
あ
っ
た
が
、
当
日
は
前
日
か
ら
の
雨
模
様
が

続
く
、
あ
い
に
く
の
天
候
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
女
同
士
で
温

泉
に
入
り
、
一晩
い
ろ
い
ろ
な
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
や
は
り
宿
泊
つ
き
の
若
手
ゼ
ミ
な
ら
で
は
の
も
の
だ
ろ

ンつノ。シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
方
は
、
途
中
パ
ネ
リ
ス
ト
相
互
で
自
熱

し
た
議
論
が
戦
わ
さ
れ
る
な
ど
、
か
な
り
熱
の
入
っ
た
も
の

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
フ
ロ
ア
か
ら
も
さ
か
ん

に
質
問
が
浴
び
せ
ら
れ
、
か
な
り
の
盛
り
上
が
り
を
み
せ
た

と
思
う
。
ま
た
今
回
は
芸
術
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
も
あ
り
、
一二崎
氏
や
石
田
氏
は
ス
ラ
イ
ド
や
テ
ー
プ

な
ど
を
駆
使
し
て
、
視
聴
覚
的
に
も
刺
激
的
に
わ
れ
わ
れ
を

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
と
討
論
の
ま
と
め



楽
し
ま
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。
拙
い
司
会
で
恐
縮
で
し
た
が
、

報
告
者
や
フ
ロ
ア
の
質
問
者
、
世
話
人
の
か
た
が
た
な
ど
、

参
加
者
の
か
た
が
た
の
お
か
げ
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
方
は

意
義
深
い
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
場

を
借
り
て
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

報
告
の
方
は
、
ま
ず
甲
田
氏
が
「美
と
芸
術
の
形
而
上
学

の
系
譜
」
と
題
し
て
、
い
ま
や
「芸
術
の
形
而
上
学
」
に
お

い
て
「芸
術
そ
れ
自
身
が
問
い
と
化
し
て
い
る
」
と
い
う
状

況
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
口
火
を
切
っ
た
。

氏
は
、
ま
ず
ア
ド
ル
ノ
の
「芸
術
に
か
ん
す
る
こ
と
で
自
明

な
こ
と
は
も
は
や
何
ひ
と
つ
な
い
こ
と
が
自
明
に
な
っ
た
。

…
…
芸
術
の
生
存
権
す
ら
も
自
明
で
な
い
こ
と
が
」
と
い
う

言
葉
を
引
用
し
て
、
現
代
を
「西
洋
近
代
に
誕
生
し
た
芸
術

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
根
底
か
ら
崩
壊
す
る
時
代
」と
と
ら
え
る
。

そ
し
て
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
支
え
る
芸
術
の
自
明
性
の
四
つ

の
モ
メ
ン
ト
、す
な
わ
ち
①
美
、②
創
造
的
行
為
、③
表
現
、

④
作
品
の
う
ち
、
と
く
に
「美
」
の
モ
メ
ン
ト
を
と
り
あ
げ
、

そ
れ
を
カ
ン
ト
、
フ
ロ
イ
ト
、
バ‐タ
イ
ユ
、　
ハ
イ
デ
ガ
ー
、

ヘ
ー
ゲ
ル
ら
の
芸
術
論
と
つ
き
あ
わ
せ
て
論
じ
、
美
学
的
・

哲
学
的
問
題
点
を
浮
き
ば
り
に
し
た
。
そ
し
て
氏
は
、
こ
こ

で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
が
「自
然
と
人
間
と
の
あ
い
だ
の

親
和
性
」
と
、
そ
の
「根
拠
」
と
し
て
の
「絶
対
者
」
と
い

う
「西
洋
美
学
の
根
本
モ
チ
ー
フ
」だ
と
し
、
こ
こ
か
ら
コ
ム

術
の
時
代
の
終
わ
り
」を
説
く
ヘ
ー
グ
ル
の
ご
バ術
終
焉
論
」

へと
至
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
氏
は
「ひ
ょ
っ

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
Ｌ
は
た
し
て
芸
術
は

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

い
う
、
非
常
に
啓
発
的
か
つ
根
源
的
な
問
い
を
提
起
し
た
。

甲
田
氏
の
こ
の
根
源
的
な
問
い
を
受
け
る
か
た
ち
で
、
引

き
続
い
て
三
崎
氏
が
「老
い
と
美
―
―
ア
ド
ル
ノ
、
ド
ヴ
ォ

ル
ジ
ャ
ッ
ク
の
『晩
年
様
式
』
論
」
と
題
す
る
報
告
を
お
こ

な
っ
た
。，コ
」で
氏
は
ア
ド
ル
ノ
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
解
釈
、

ド
ヴ
オ
ル
ジ
ャ
ッ
ク
の
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
エ
ロ解
釈
を
と
り
あ
げ
、

ア
ド
ル
ノ
と
ド
ヴ
ォ
ル
ジ
ャ
ッ
ク
と
の
両
者
が
「晩
年
様
式
」

と
い
う
新
た
な
概
念
を
提
起
し
て
い
る
、と
す
る
。こ
の
「晩

年
様
式
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
天
才
的
芸
術
家
の
盛
期
の
作

品
と
比
べ
て
晩
年
の
作
品
が
「主
観
的
要
素
の
退
い
た
、
断

片
的
・非
完
結
的
性
格
を
帯
び
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ

れ
は
例
え
ば
「主
体
が
現
象
を
放
任
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
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れ
に
よ
っ
て
現
象
が
は
じ
め
て
語
る
よ
う
に
な
る
ス
ア
ド
ル

ノ
）
と
い
う
よ
う
な
、
新
た
な
芸
術
の
可
能
性
を
含
む
概
念

で
あ
り
、
三
崎
氏
は
こ
の
「晩
年
様
式
論
」
が
「古
典
主
義

的
芸
術
理
想
と
対
極
に
位
置
す
る
美
の
イ
メ
ー
ジ
を
確
立
し

よ
う
と
す
る
も
の
だ
」
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「晩

年
様
式
論
」
が
ひ
ろ
く
「老
い
」
に
か
ん
す
る
価
値
観
の
転

換
に
も
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
、さ
ら
に
現
代
芸
術
の

特
性
を
論
じ
る
う
え
で
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
、
と

す
る
。
こ
の
三
崎
氏
の
論
述
に
よ
り
、
甲
田
氏
の
説
い
た
よ

う
な
「近
代
芸
術
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
根
底
的
崩
壊
」が
、た

ん
に
歴
史
的
流
れ
で
あ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
じ
つ
は

ひ
と
り
の
芸
術
家
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
お
い
て
も
生
じ
う
る

よ
う
な
「そ
れ
ま
で
の
様
式
の
崩
壊
」
と
い
う
事
態
で
あ
り

う
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
提
起
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て

は
、古
典
的
で
形
式
的
に
完
結
し
た
一切
の
様
式
が
崩
壊
す

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
様
式
性
に
の
っ

と
った
従
来
の
芸
術
基
本術
論
自
身
の
崩
壊
を
も
意
味
す
る
。

で
は
は
た
し
て
、
歴
史
的
に
も
、
ま
た
個
人
の
う
ち
に
お
い

て
さ
え
も
生
じ
て
き
う
る
、
こ
の
コ
バ術
お
よ
び
芸
術
論
そ

れ
自
身
の
崩
壊
」
の
時
代
に
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
新
た

な
コ
バ術
ニ
ム術
論
の
可
能
性
」
が
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
問
い
に
一
つ
の
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ

た
の
が
、続
く
石
田
氏
の
「
ア
ー
ト
』を
哲
学
す
る
一『ア
ー

ト
』
と
は
何
か
？
『ア
ー
ト
』
が
も
と
め
る
美
的
価
値
と
は

何
か
？
」
と
題
す
る
報
告
で
あ
る
。
こ
こ
で
氏
は
「そ
も
そ

も
ア
ー
ト
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て
る
。
氏
が
「芸

術
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
、
あ
え
て
「ア
ー
ト
」
と
言
う

の
は
、
こ
の
問
い
に
お
い
て
す
で
に
、
こ
れ
ま
で
の
コ
バ術
・

芸
術
論
」に
と
ど
ま
ら
な
い
あ
る
新
た
な
コ
バ術
の
可
能
性
」

自
身
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
氏
は
ま
ず
ア
ー

ト
と
い
う
語
の
エ
チ
ュ
モ
ロ
ギ
ー
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
元
来
ギ
リ
シ
ア
語
の
テ
ク
ネ
ー
、
ラ
テ
ン
語
の
ア
ル
ス

は
「自
然
に
人
手
を
加
え
る
技
術
」を
意
味
し
た
の
で
あ
り
、

「芸
術
。作
品
ニ
バ術
家
」
と
い
う
概
念
自
身
が
西
洋
近
代
に

な
っ
て
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
西
洋
近
代
の
芸
術
概
念
の
枠
を
超
え
る
も
の

を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「ア
ー
ト
と
は
何
か
」と
い
う

根
源
的
問
い
に
解
答
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
氏
は
こ
の
よ
う

な
枠
を
超
え
る
も
の
の
例
と
し
て
①
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー

ア
ー
ト
②
寺
院
。工
芸
品
等
を
含
む
非
西
洋
の
ア
ー
ト
③
化
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粧
。フ
ア
ッ
シ
ヨ
ン
④
流
行
を
分
析
し
、
こ
こ
か
ら
「自
分

が
ア
ー
チ
ス
ト
で
あ
っ
て
、
同
時
に
観
客
で
あ
る
」
と
い
う

「プ
ロ
シ
ュー
マ
ー
・ヒ
ロ
イ
ン
現
象
」と
い
う
構
造
を
取
り

出
す
。
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
氏
は
「み
た
て
」
「し
た
て
」
「や

つ
し
」
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
時
代
が
こ

れ
ま
で
の
「し
た
て
」
か
ら
「や
つ
し
」
へと
変
化
し
て
お

り
、ン」れ
は
「ア
ー
チ
ス
ト
と
鑑
賞
者
と
の
ホ
ー
ダ
レ
ス
化
」

を
意
味
す
る
、
と
す
る
。
こ
れ
は
多
様
な
美
的
価
値
の
共
存

じ
う
る
時
代
で
あ
り
、氏
は
こ
こ
に
「従
来
の
で
バ術
』
ア
ー

ト
』
の
概
念
の
変
更
」
の
可
能
性
を
見
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
三
氏
の
報
告
を
受
け
て
、
つ
い
で
フ
ロ
ア
を
ま
じ

え
て
さ
か
ん
な
質
疑
応
答
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
名
古
屋
大
学

の
久
保
田
進
一氏
か
ら
は
、石
田
氏
の
「す
べ
て
が
芸
術
家
」

と
い
う
概
念
に
対
し
て
、
石
田
氏
が
所
属
す
る
資
生
堂
の
商

業
戦
略
と
の
連
関
を
問
う
質
疑
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
石
田
氏
か
ら
は
、
「サ
ク
セ
ス
フ
ル
・エ
イ
ジ
ン
グ
」
と
い

う
テ
ー
マ
が
「若
さ
」
と
い
う
よ
う
な
一元
的
美
的
感
覚
ヘ

の
逆
転
を
提
起
し
て
い
る
と
い
う
、
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ

れ
た
。
ま
た
法
政
大
学
の
知
野
ゆ
り
氏
か
ら
は
、
ヘ
ー
グ
ル

美
学
に
お
け
る
「自
然
美
の
対
象
に
自
己
を
対
象
化
す
る
」

こ
と
と
し
て
の
「芸
術
美
の
可
能
性
」
に
か
ん
し
て
質
疑
が

な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
早
稲
田
大
学
の
森
禎
徳
氏
か
ら
は
、
石

田
氏
に
対
し
て
、
流
行
現
象
と
の
か
か
わ
り
で
「ア
ー
ト
と

モ
ー
ド
と
の
区
別
」
を
問
う
質
問
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
埼

玉
大
学
の
渋
谷
治
美
氏
か
ら
は
三
崎
氏
に
対
し
て
、
フ
ロ
イ

ト
、
バ
タ
イ
ユ
ら
の
「芸
術
は
リ
ビ
ド
ー
で
あ
る
」
と
い
う

説
と
三
崎
氏
の
「晩
年
様
式
に
よ
る
芸
術
の
破
壊
」
と
い
う

説
と
の
連
関
を
問
う
質
問
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
三
崎

氏
は
ョ哀
退
の
う
ち
に
美
を
見
る
」
と
い
う
こ
と
と
の
連
関

で
応
じ
た
。
さ
ら
に
一橋
大
学
の
干
場
薫
氏
か
ら
は
、
ま
ず

甲
田
氏
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
以
来
の
芸
術
論
の
流
れ
と
甲
田

氏
の
取
り
上
げ
た
フ
ロ
イ
ト
の
芸
術
論
と
が
は
た
し
て
結
び

付
き
う
る
の
か
、
と
い
う
問
い
が
提
出
さ
れ
、
ま
た
石
田
氏

に
対
し
て
は
、
ヘ
ー
グ
ル
以
後
絶
対
者
と
芸
術
と
の
連
関
と

い
う
流
れ
が
終
息
し
、
美
が
商
業
資
本
と
結
び
付
く
よ
う
に

な
っ
た
の
が
現
代
で
は
な
い
か
と
い
う
、
興
味
深
い
指
摘
が

な
さ
れ
た
。さ
ら
に
東
京
農
工
大
学
の
亀
山
純
生
氏
か
ら
は
、

石
田
氏
に
対
し
て
、
「み
た
て
。や
つ
し
」
と
い
う
石
田
氏
の

論
と
和
辻
哲
郎
の
庭
園
技
術
論
と
の
つ
な
が
り
が
問
わ
れ
、

さ
ら
に
「み
た
て
。や
つ
し
」
と
い
う
こ
と
が
古
来
神
的
な
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も
の
と
連
関
し
て
い
た
は
ず
だ
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
、
そ
れ

と
の
連
関
が
問
わ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
石
田
氏
か
ら
は
、
こ

の
「み
た
て
。や
つ
し
」
と
い
う
概
念
は
石
田
氏
独
自
の
意

味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
連
関
は

な
い
と
の
応
答
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
亀
山
氏
が
「も
と
も
と

あ
っ
た
も
の
を
変
化
さ
せ
る
『く
ず
し
旨
と
い
う
概
念
と
の

連
関
を
問
い
、
石
田
氏
は
、そ
れ
は
氏
自
身
の
「そ
ぼ
み
」と

い
う
概
念
に
該
当
す
る
と
答
え
た
。
最
後
に
東
海
大
学
の
松

本
俊
吉
氏
か
ら
甲
田
氏
に
対
し
て
、古
代
ギ
リ
シ
ア
で
美
は

テ
オ
ー
リ
ア
と
関
連
し
て
お
り
、
ま
た
ガ
リ
レ
オ
で
は
「自

然
は
神
の
言
葉
」
と
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
、
美
と
自
然
認
識

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
興
味
深
い
質
疑
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ

ら
フ
ロ
ア
と
の
質
疑
応
答
、さ
ら
に
報
告
者
同
士
の
質
疑
応

答
に
よ
り
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
芸
術
の
本
質
に
つ
い
て
Ｅ
（

に
問
う
場
」
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
が
Ｆ
バ術
を
哲
学
す
る
」

で
は
な
く
「ア
ー
ト
を
哲
学
す
る
」
だ
つ
た
の
は
、
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
、
現
代
が
こ
れ
ま
で
の
「芸
術
ニ
バ術
論
の

崩
壊
」
を
意
味
す
る
時
代
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
新
た
な

「芸
術
の
可
能
性
」が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
、
そ
し
て
そ
の
手
掛
か
り
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
芸
術
概
念

に
と
ら
わ
れ
な
い
広
い
意
味
で
の
「ア
ー
ト
」
が
追
究
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
、と
い
う
認
識
か
ら
で
あ
つ
た
。甲
田
氏
、一二

崎
氏
、
石
田
氏
の
各
報
告
は
、
こ
の
よ
う
な
現
代
芸
術
の
状

況
を
浮
き
ば
り
に
し
、な
お
か
つ
新
た
な
Ｆ
バ術
の
可
能
性
」

を
問
う
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
た
、
非
常
に
有
益
な
報
告

だ
っ
た
と
思
う
。
し
か
も
ご
」の
「ア
ー
ト
を
哲
学
す
る
」と

い
う
テ
ー
マ
に
お
い
て
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
た
ん
に
芸
術

論
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
根
源
的
問
い
を
含
む
。
す
な

わ
ち
こ
こ
で
は
、士バ術
と
哲
学
と
の
そ
れ
ぞ
れ
に
か
ん
し
て
、

そ
の
本
質
が
問
い
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
、
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ

ル
と
続
く
流
れ
の
う
ち
で
、
哲
学
と
芸
術
と
の
連
関
は
そ
の

両
者
の
本
質
的
部
分
で
問
題
に
さ
れ
て
き
た
問
い
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
哲
学
と
芸
術
と
は
そ
の
両
者
の
連
関
と
い

う
し
か
た
で
問
う
こ
と
に
よ
り
、
か
え
っ
て
お
の
お
の
の
本

質
が
明
ら
か
に
な
り
う
る
領
域
だ
と
言
っ
て
い
い
。
し
た

が
っ
て
今
回
の
報
告
者
の
三
氏
に
よ
っ
て
浮
き
ぼ
り
に
さ
れ

た
「従
来
の
芸
術
。芸
術
論
の
崩
壊
」
と
い
う
事
態
は
、
逆

に
、
芸
術
に
と
ど
ま
ら
な
い
「従
来
の
哲
学
そ
れ
自
身
の
崩
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壊
」
と
い
う
事
態
を
明
ら
か
に
し
う
る
。
例
え
ば
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
問
い
た
だ
し
た
よ
う
な
「従
来
の
形
而
上
学
・哲
学

の
終
焉
」
と
い
う
事
態
が
現
代
の
哲
学
状
況
に
お
い
て
真
に

生
じ
て
き
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
問
い
に
さ

ら
さ
れ
て
い
る
の
は
「哲
学
そ
れ
自
身
」の
本
質
で
あ
る
。そ

し
て
現
代
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
ま
た
例
え

ば
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、ア
ド
ル
ノ
、西
田
幾
多
郎
ら
に
お
い
て
も
、

「哲
学
そ
れ
自
身
の
本
質
」を
問
う
こ
と
に
お
い
て
芸
術
に
高

い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
。
こ
こ

で
は
新
た
な
「哲
学
の
可
能
性
」
が
「芸
術
の
可
能
性
」
と

い
わ
ば
パ
ラ
レ
ル
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
「哲
学
の
方
法
と
し
て
の
言
葉
」
へ
の

問
い
を
尖
鋭
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「言
葉
と
の
本
来
的
関

わ
り
」
と
し
て
の
「詩
」
か
ら
「従
来
の
形
而
上
学
。哲
学

の
終
焉
」
の
後
の
新
た
な
「思
索
の
使
命
」
の
可
能
性
が
読

み
取
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
形
而
上
学
の
言
葉
や

概
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
「詩
人
」
に
お
い
て
、
ヨ
ロ葉
そ
れ
自

身
が
語
る
」
と
い
う
事
態
を
人
間
が
「聴
き
取
る
」
と
い
う

根
源
的
事
態
が
生
起
し
え
、
こ
こ
に
お
い
て
「伝
統
的
形
而

上
学
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
事
柄
が
と
ら
え
ら
れ
う
る
」
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
芸
術
の
本
質
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が

重
視
し
た
「詩
」
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
芸
術
に
お

い
て
は
、
そ
れ
自
身
「身
体
」
と
い
う
「根
源
的
物
性
」
を

た
ず
さ
え
た
人
間
的
自
己
と
物
と
の
根
源
的
関
わ
り
が
可
能

に
な
り
う
る
。も
し
わ
れ
わ
れ
が
「哲
学
そ
れ
自
身
の
本
質
」

を
「自
己
と
世
界
と
の
関
わ
り
」
と
い
う
原
初
的
か
つ
根
源

的
次
元
に
ま
で
立
ち
返
っ
て
間
う
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
お
い

て
生
じ
て
き
う
る
の
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
従
来
の
様
式
で
は

哲
学
と
も
芸
術
と
も
区
別
し
き
れ
な
い
「自
己
と
世
界
と
の

根
源
的
な
関
わ
り
」か
も
し
れ
な
い
。そ
し
て
そ
こ
に
こ
そ
、

お
そ
ら
く
は
「哲
学
と
芸
術
と
の
新
た
な
可
能
性
」
が
生
じ

う
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。

（こ
や
な
ぎ
　
み
よ
こ
　
早
稲
田
大
学
）
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