
芸
術

の
領
域
と
そ
の
構
造

伊

藤

康

圓

1

、
芸
術

に
つ
い
て

の

一
般

的
な
定
義

や
通
念

は
、

た
と
え
ば
次

の
よ
う
な
国
語

辞
典

の
記
述
と
、
ほ
ぼ

一
致
す
る
で
あ
ろ
う
。

O

あ
る
き
ま

っ
た
材
料

・
様

式

・
技

巧
な
ど

に
よ

っ
て
美

を
追
求

し
創
造

し
表
現
す
る
人
間

の
活
動
。
ま
た
、
そ
の
結

果

つ
く
り
出
さ
れ
た
も

の
。

文
学

・
音

楽

・
絵
画

・
彫
刻

・
演

劇

・
映
画
な
ど

の
総
称

(
『
国
語

大
辞

典
』
学
習
研
究
社
)

⇔

,
〔
美
〕
(
霞
け)
特

種
の
材
料
∵

技

巧

・
様

式
な
ど

に
よ
る
美

の
創
作

・

,表
現
。
造
形
芸
術

(
彫
刻

・
絵
画

・
建

築
な
ど
)

・
表
情
芸
術

(舞
踊

・

.
演
劇
な
ど
)
、音
響

芸
術

(音

楽
)

・
言
語
芸
術

(詩

・
小
説

・
戯
曲

な
ど
)

に
分
け
る

こ
と
も
あ
る
。
(
『
広
辞
苑
』
岩
波
書

店
)

,右

の
辞
書

の
記
述

に
は
、
あ
る
も

の
が
芸
術

で
あ

る
た
め
に
必
要

な
二

つ
の

条
件
が
示
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
第

山
は
芸
術

の
本
質

的
属

性
に
関
す

る
も

の
で

あ
り
、
第

二
は
そ
う
し
た
本
質
的
属
性
が
実

現
さ
れ
う
る
各
ジ

ャ
ソ
ル
の
範

囲

に
関
す

る
も

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
右

に
記

さ
れ
た
芸
術

の
本
質
的
属
性

と
各

ジ

ャ
ソ
ル
と

の
関
係
は
、
類
概
念
と
種
概
念
の
関
係

で
は
な
く
、

こ
れ
ら
の
ジ

ヤ
ン
ル
に
属
す

る
も

の
が
す
べ

て
芸
術
と
し

て
の
属
性
を
有

し
て

い
る
わ
け

で

は
な

い
。
同
じ
ジ

ャ
ソ

ル
に
属
す
る
も

の
で
も
、
芸
術

の
領
域

の
も

の
と
娯
楽

的
な
も

の
と
が
あ

る
か
ら

で
あ

る
。

ま
た
、
絵

の
中

に
は
写
真
と
同
様

に
、
特
定

の
人
物

の
肖
像
や
情
景

の
記
録

に
す
ぎ

な
い
も

の
も
あ

り
、
彫
刻

に
類
似
し

た
も

の
に
は
銅
像
な
ど

の
記
念
像

や
、
商
品
と
し

て
量
産
さ
れ
た
置
物
な
ど
も
あ
る
が
、
造
形
美
術
と
し
て

の
絵

画
や
彫
刻

は
芸
術

の
領
域

に
属
す
る
も

の
と

い
え
る
。
が
、
他

の

ジ

ャ

ン

ル

は
、
多

か
れ
少
な
か
れ
芸
術
部
門

の
も

の
と
娯
楽
部
門

の
も

の
を
含
ん
で

い
る

の
で
あ

る
。

・そ
れ
ら

の
中

で
、
芸
術
と
娯
楽

の
二
つ
の
部
門
が
最
も
明
瞭

に
峻
別
さ
れ
て

い
る
の
は
洋
楽
系

の
音
楽

で
あ

る
。
そ

こ
で
は

こ
の
二
つ
の
部
門

(
ク
ラ
シ

ッ

ク
と
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
)

は
、
楽
曲

の
様
式
や
構
造
の
面

で
も
、
.
演
奏

の
ス
タ
イ

ル

や
技
巧

の
面

で
も
、
ま

た
音
楽

に
関
す
る
価
値

観

の
面

で
も
、
は

っ
き
り
分
か

れ

て
い
る
の
で
あ

る
。

こ
れ

に
次
ぐ

の
が
舞
踊
や
演

劇
や
小
説

で
あ
り
、
劇

映

画

や
テ

レ
ビ
ド

ラ

マ
と
な

る
と

こ
の
両
部
門

の
区
別
は
あ
ま
り
明

瞭

で

は

な

い
。
そ

し
て
、

こ
う

し
た
娯
楽
部
門

の
も

の
を
含

め
て
、

こ
れ
ら

の
諸
ジ

ャ
ン

ル
に
共
通
す

る
の
は
、
そ
れ
ら

に
属
す
る
作
品

(
音
楽

の
演
奏

・
舞
踊

M
演
劇
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な
ど

の
よ
う

に
、
そ

の
実

現

((上
演
)V
と
享
受
と
が
同

一
時
間

に
行
な
わ
れ

る

も

の
も
、
作
品
と
呼
ぶ

こ
と

に
す
る
。
〉
が
、
す
べ
て
そ
れ

ぞ

れ

の
ジ

ャ
ソ
ル

に
固
有

の
享
受

の
対
象

(
味
わ

い
楽
し
む

た
め

の
対
象
)
と

し
て
の
形
態

の
構

成
を
、
そ
れ
ぞ
れ

の
ジ

ャ
ソ
ル
に
固
有

の
材
料

や
様
式

や
方
法

に
基
づ

い
て
創

作

・(
ま
た

は
実
現
)
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
形
成
さ
れ

る
点

で
あ

る
。

た

と
え

ば

、"音

楽

"

は
l
j

電

子

音

楽

や

ミ

ュ
ー

ジ

ッ
ク

コ
ン

ク

レ
ー

ト
を

別
と
す
れ
ぽ
レ

演
奏
行
為

(歌
階
を
含
む
)
に
よ
っ
で
、
音
の
音
階
的
変
化

や
リ
ズ

ム
を
伴
う

"聴
覚
的
形
態

の
構
成
"
を
、
現
実

の
時
間

の
中

で
実
現

し

つ
つ
推
移
す

る

一
連

の
物
理
的
音
響
現
象

で
あ

り
、
伝
統
的

な
洋
楽

の
ク
ラ
シ

ッ
ク
様
式

の
音
楽

で
は
、
そ
れ
は
作
曲
家

が
創
作

し
楽

譜

に
記
載
し
た
楽
曲

を

演
奏

す
る

こ
と

に
よ

っ
て
実

現
さ
れ
る
。

こ
の
場
合

、
物

理
的
音
響

自
体

も
音

楽

の
享
受

の
対
象

と
し
て

の
機
能

の

一
部
を
担

っ
て

い
る
か
ら
、
音

楽

の
領
域

に
属
す
る
も

の
で
あ
る
。
が
こ
楽

器
や
そ
れ
を
演

奏
す
る
演
奏
家

の
手
や
指

の

動
き

は
ー
レ
音
楽
を
実
現
す
る

た
め

に
不
可
欠

の
も

の
で
あ
り
、
ま

た
そ

の
享

受
の
対
象
と
し
て
の
価
値
や
魅
力
を
左
右
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
i

音
楽
の

領
域

の
も

の
で
は
な

い
。

つ
い
で
に
言
え
ば
、
五
線
楽
譜

の
場
合
、
音

楽

の
ジ

ャ
ソ
ル
内

の
も

の
は
、
譜
面
に
記
さ
れ
た

"
楽
曲
"

(
強
弱
関
係
や
楽
器
な
ど

の
指
定
を
伴
う

"
立旦
咼
音
時
価
関
係

の
構
成

の
形
態
"
)
だ
け

で

あ

り
、
楽

譜

自
体

は
音
楽

で
は
な

い
。

同
じ

こ
と

は
文
字

に
よ

っ
て
記
さ
れ

た
あ
ら
ゆ

る
言
語
作
品

に
つ
い
て
も
言

え

る
の
で
、
そ
れ
を
記
載

(
ま

た
は
掲
載
)

し

た

物

(
本

・
雑

誌

・
新
聞
な

ど
)
も
、
そ

こ
に
印
さ
れ

て
い
る
文
字

の
排
列
も
、
そ
れ
自
体

は
言
語
作
品

で

は
な
い
。
そ
れ
ら

の
紙
面

に
記
さ
れ

た

"語

の
つ
な
が

り
"

と
そ
れ

に
よ

っ
て

表
示
さ
れ

た
内
容

・〈
表
示
内
容
)

の
総
体
だ
け
が

"
言
語
作
品
"

な

の

で

あ

る
。
同
様

に
、

口
頭

で
発
音
さ
れ

た
こ
と
ば
も
、
そ

の
物
理
的
な
音
声
自
体

は

言
語

の
領
域

の
も

の
で
は
な

い
。

上
記

の
諸

ジ

ャ
ソ

ル
の
中
、

"造
形
美
術
"

に
属
す

る
も

の
は
、
極
端

に
前

衛
的

な
も
の
を
別

に
す
れ
ば
、

"絵
画
"

は
三
次
元

の
対
象

(人
物

や
情
景

な

ど
)

の
視
覚
的
形
象

を
線

や
色
彩

の
構
成

に
よ

っ
て
画

い
た
、

二
次
元

の
画

面

の
視
覚
的
形
態

の
構
成

で
あ

り
、

"彫
刻
"

は
三
次
元

の
対
象

(人
物

や
動
物

な
ど
)

の
形
象

を
何

ら
か
の
物
体

(
木

・
石

・
金
属
な
ど
)

に
よ

っ
て
立
体
的

に
造
形

し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
ジ

ャ
ン

ル
の
場
合
、
絵
画

は
画

面
を
画

い
た
キ

ャ
ン
バ

ス
'や

紙

(壁

画
の
場
合

は
壁
)

な
ど

の
物
体

な
し
に
は
存
在

し
え
な

い
が

、
そ
れ
ら

の

物

体
自

体
は
絵

画
で
は
な

い
の
に
対

し
て
、
彫
刻

で
は
そ

の
三
次

元

の
形

態

の

造
形
さ
れ

た
物
体
自
体
が
彫
刻
な

の
で
あ
る
。
前
者

で
は
そ

の
二
次
元

の
画
面

の
形
態
は
、
あ
る
厚

み
を
も

っ
た

(
三
次
元

の
)
紙

や
画
布

自
体

の
形
態
と
は

無
関
係
だ
が
、
後

者

で
は
造
形
さ
れ
た
物

体

の
形

態
自
体
が
、
そ

の
ジ

ャ
ソ
ル

に
お
け
る

"
享
受

の
対
象

と
し
て

の
形
態

"
塵
だ
か
ら

で
あ

る
。
絵
画
が
現
実

に

存
在
す
る

た
め

に
不
可
欠
な
物

の
中

で
、
絵
画

の
ジ

ャ
ン
ル
に
属
す
る
も

の
と

考
え
ら
れ
る

の
は
、
絵
具
や
墨
蹟
ぐ
ら

い
の
も

の
で
あ
ろ
う
。
油
絵

で
は
画
面

に
あ

る
程
度
凹
凸
が

で
き
る
が
、

こ
の
場
合
も
、
そ

の
画
面

の
線

や
色
彩

の
集

ま
り

か
ら
な
る
視
覚
的
形
態
が

二
次
元

の
形
態

で
あ
る

こ
と

に
か

わ

り

は

な

い
。
画
面

の
凹
凸
は
、
そ

こ
に
画

か
れ

た
対
象

の
持

つ
凹
凸
と
は
別

の
も

の
だ

か
ら

で
あ

る
。
も
し

こ
の
両
者

に
対
応
関
係

の
認

め
ら
れ

る
作
品
が
あ
れ
ば
、

そ
れ

は
す

で
に
絵
画

の
ジ

ャ
ン
ル
の
も

の
で
は
な
く
、
彫
刻

の

一
種

で
あ

る
浮

彫

の
領
域

の
も

の
な

の
で
あ

る
。

"舞
踊
"

は
身
体

や
手
足

の
動
き

の
も

つ
視
覚
的
形
態

の
構
成

で
あ

σ
ふ
音
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楽
を
伴

っ
て
実
現
さ
れ
る
が
、
享
受

の
対
象

と
し
て
上
演

さ
れ
る
舞

台
舞
踊

の

場
合
は
、
普
通
演
劇
的
要
素
が
加
味
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
多

い
。
そ

の
最

た
る

も

の
は

"舞

踊
劇
"
(
.ハ
レ
ー
な
ど
)

で
あ
る
。

ま

た

"演
劇
"

は
、
上
記

の
ジ

ャ
ソ

ル
の

一
つ

で

あ

る

"戯
曲
"

の
世
界

(
"
せ
り
ふ
"
と

"
ト
書
"

に
よ

っ
て
構
成

さ
れ
た

"意
味
的
表
象
内
容

の
形

態
"
)
を
、
俳
優

の
容
姿
や
演
技

(
"
せ
り
ふ
"

を
含
む
)
、
舞
台
装
置

な

ど

の

生

み
だ
す

"視
覚

的

・
聴
覚
的

・
時
間

的

・
空

間
的
形
態

"
に
よ

っ
て
具
現

す

る
も

の
と

い
え

る
。

し

た
が

っ
て
こ
れ
ら

の
ジ

ャ
ソ

ル
で
は
、
役
者

や
踊

り
手

の
容
姿

や
身
体

の

動
き

や
、

せ
り
ふ
を
発
音
す

る
役
者

の
音
声
な
ど

は
も

と
よ
り
、
舞
台
装
置

や

舞
台
道
具

や
衣
裳

や
照
明
な
ど

の
あ
ら
ゆ

る
物
的
存
在

や
現
象

も
、

そ
れ
ら

に

よ

っ
て
具
現
さ
れ

る
形
態

の
総
体
が
そ

れ
ぞ
れ

の
ジ

ャ
ソ

ル
の
も

の
と
認

め
う

る
も

の
で
あ

る
か
ぎ

り
、
す

べ
て
こ
れ
ら

の
ジ

ャ
ソ

ル
に
属
す

る
も

の
と
い
え

る
の
で
あ

る
。

ま
た
、

"劇
映
画
"

や

"
テ

レ
ビ
ド
ラ

マ
"

は
シ
ナ
リ
オ
に
基

づ
い
て
、
右

に
述

べ
た
演
劇

に
お
け

る
二
重

の
形
態

を
素
材

と
し
て
構
成
さ
れ

た
、

せ
り
ふ

や
音

を
伴
う

"映
像

の
時
間
的
構
成
"

で
あ

る
が
、

こ
の
場
合

こ
れ
ら

の
ジ

ャ

ソ

ル
に
属
す

る
の
は
、

カ

メ
ラ
に
収

め
ら
れ

た
出
演
者
や
現
実

の
事
物

で
は
な

く
、

せ
り
ふ
の
音
声

や
音
楽

を
伴

っ
て
画
面

に
映

し
だ
さ
れ
た
、

そ
れ
ら

の
人

間

や
事
物

の
視
覚
的
形
態

の
構
成

と
、

そ
れ
ら

に
よ

っ
て
具
象
化

さ
れ

た
ド

ラ

マ
の
内
容

だ
け

で
あ

る
。

(
こ
れ
ら

の
作
品

に
伴
う
音
楽

は
、
作
品

の
構
成
要

素

で
は
あ

る
が
、

せ
り

ふ
や
効
果
音
と
異
な

っ
て
、

こ
れ
ら

の
ジ

ャ
ソ
ル
自
体

に
属
す

る
も

の
で
は
な

い
)
。

ま

た
、
音
楽

の
演
奏
や
造
形
美
術
や
舞
踊
な
ど

は
、
専
門
的
な
技
巧
を
要
す

る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
享
受

の
対
象

と
し
て
の
価
値

や
魅
力

の
中

に

は
、

こ
う
し
た
技

巧
の
持

つ
価
値

や
魅
力

も
含

ま
れ
て
い
る
。
特

に
難
曲

の
演

奏

や
、

写
実
的
絵
画

や
、

ア
ク

ロ
バ

テ

ィ
ッ
ク
な
舞
踊

な
ど

で
は
、

こ
う

し
た

要
素

の
持

つ
比
率
が
高

い
の
で
あ

る
。

一
方

、
言
語
作

品

の
場
合

は
、
そ
こ
に
語

ら
れ
る
内
容

(表
示
内
容
)

は

一

般

に
抽
象
的

な
も
の
で
あ

り
、

"形
態

の
構
成

"
と
呼

べ
る
よ
う

な
も

の
で
は

な

い
。
ま
た
そ
れ
は
、

ふ

つ
う

、
何

ら
か
の
情
報

や
意
見
や
思
考
な
ど
を
伝
達

(
ま
た
は
記
録

)
す
る
た
め

の
手
段
と
し
て

の
機
能
を
目
的

と
し

て

い

る

か

ら
、
も
と
も
と

"
享
受

の
対
象

"
で
は
な
く

"
理
解

の
対
象

"
な
の
で
あ

る
。

た
だ
し
、
小
説

や
戯

曲

の
よ
う
に
、
作

中
人
物

の
行
動

に
お
け
る
外
形

や
内

面
、
事
件

の
情
況

な
ど

を
、
そ
の
場

に
居
合

わ
せ
た
よ
う

な
イ
リ

ュ
ー
ジ

ョ
ソ

を
読
者

に
与

え
る
よ
う
に
、
具
象
的

に
描

い
た
作

品
の
場
合

は
、

そ
の
表
示
内

容

の
構

成
は

一
種

の
形
態

(意

味
的
表
象

内
容

の
形
態

)
と
し
て
享
受
す

る
こ

と
が

で
き
る
し
、

ま
た
、
詩
作

品
の
場
合

は
、
表

示
内
容

よ
り
も

そ
れ

を
表
示

す

る

"語

の

つ
な
が

り
"
自
体

に
、

"享
受

の
対
象

と
し
て
の
形
態
"

(
語
意

味

と
語
音

か
ら
な

る
形
態
)
と

し
て
の
構
成
を
与

え
る
こ
と
が

で
き

る
。

一
般

に
行

わ
れ

て
い
る

"純
文
学

と
大
衆
文
学
"

と
い
う
分

け

方

は
、

こ

れ

ま
で
述

べ
て
き

た
同

一
ジ

ャ
ソ

ル
の
"
芸
術
部
門

と
娯
楽
部
門
"
の
そ
れ

に
ほ

ぼ
該
当
す

る
も

の
で
、
お
も

に
小
説

に

つ
い
て
用

い
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し

一
方

"文
学

"
と
い
う
名
称

は
通
俗
的

(娯
楽
的
)
作

品

(
お
も

に
小
説
)

と
対
立

す

る
概
念

を
示
す

も
の
と
し
て
用

い
ら
れ

る
こ
と
も
多

い
。

こ

の

場

合

"文

学
"

と
は
、
文
学
的
価
値

を
有
す

る
言
語
作
品

の
こ
と
で
あ

る
が
、
そ

の
範
囲

は
上
記

の
三

つ
の
ジ

ャ
ソ

ル

(
小
説

・
詩

・
戯
曲
)

の
よ
う

な

"享
受

の
対
象

と
し
て
の
形
態

の
構
成
"

を
目
的

と
す

る
言
語
作

品
の
う
ち
の
芸
術
部
門

の
も

の
だ
け

で
は
な
く
、
評
論

や
随
筆
な
ど

で
も
、
文
学
的
価
値

を
認

め
う

る
作
品

:.



な
ら
ば
、
す

べ
て
文
学

と
呼
ぼ

れ
る
こ
と
に
な

る
。

し
た
が

っ
て
こ
の
場
合

の

"文

学
的
価
値

"
と
は
、
必
ず

し
も
言
語
作
品

の
持

つ
芸
術

的
価
値

で
は
な
く
、

言
語
作
品

の

"
表
示
内
容
"
や
文
章

(
表
示

の
仕
方
)

か
ら
感
得
さ
れ
る
、
あ

る
内
的
な
も

の
の
価
値
な

の
で
あ

る
。

以
上

、
芸
術

部
門

の
も
の
を
含

む
各

ジ

ャ
ソ
ル
の
構

造
と
そ

の
領
域

や
範
疇

に
つ
い
て
、
あ
る
意

味
で
は
分

か
り
切

っ
た

こ
と
を

こ
ま
ご
ま
と

述

べ

て

き

た
。
し
か
し
、
な
ぜ
そ

ん
な
分
り
切

っ
た
こ
と
を
書

い
た
か
と

い
え
ぽ
、
近
代

か
ら
現
代

に
か
け

て
の
芸
術

の
歴
史

は
、

こ
の
分

か
り
切

っ
た
常
識
が
次
第

に

分
ら
な
く
な

っ
て
く

る
、

と
い
う

ふ
う

に
進

ん
で
き

た
か
ら
で
あ

る
。
が
、

こ

の

こ
と
は
後

ま
わ
し
に
し
て
、

こ
こ
で
は
、

こ
れ
ら

の
ジ

ャ
ソ
ル
の
作
品
で
芸

術

部
門

の
も

の
が
持

た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
本
質
的
要
素

に
つ
い
て
、
娯
楽
部

門

の
作
品
と
対
比
し
な
が
ら
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

む

ろ
ん
こ
の
こ
と

は
、
す

で
に
本
稿

の
冒
頭

で
引
用

し
た
辞
書

の
記
述

で
、

一
応

は
明
ら

か
で
あ

ろ
う
。
そ

の
定
義

を
援
用
す

れ
ば
、
芸
術

と
は
、

こ
れ
ま

で
述

べ
て
き
た
各
ジ

ャ
ソ
ル
に
属
す

る
作

品
の
中

で
、

「美

を
創
造

し
表
現

す

る
」

こ
と
を
目
的

と
す
る
も
の
だ
、

と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
"
美
"

と
は
何

か
。

"
美

の
創
造
"
と
は
何
か
。

2

"美
"

に
関

す
る
理
論

や
考
察

は

"美
学
"

の
分

野
の
も

の
で
あ

る
が
、
今

は
そ

の
美
学

の
ジ

ャ
ソ
グ

ル
を
、

さ
ま
よ
う
余
裕

も
興
味

も
な

い
。

こ

こ

で

は
、

こ
れ
も
ま
た
国
語
辞
典

の

「知
覚

・
感

覚

・
情

感
を
刺
激

し
て
、

内
的

快

感

を
ひ
き

お
こ
す
も

の
」

(
広
辞
苑
)

と
い
う
程
度

の
定
義

で
間
に
合

わ
せ
て

お
こ
う
。

と

こ
ろ

で
、

こ
の

「
内
的
快
感
を

ひ
き

お
こ
す
」
可
能
性

の
あ

る

も

の

に

は
、
ど

ん
な
も

の
が
あ

る
か
。
普
通

の
意
味

で
は
、

"物

の
形
や
色
"
と

"音
"

ぐ

ら
い
の
も

の
で
あ

ろ
う
。
人
間

の
倫

理
的
行
為

を
語

っ
た
、

い
わ
ゆ

る

"美

談

"
は
、

わ
れ
わ
れ
を
感
動
さ
せ
て
も
、

こ

の
種

の
感

動
を

「
内
的
快
感
」

と

呼
ぶ

の
は
無
理
が
あ
る

か
ら
だ
。

し
か
し
、
現
実

の
事
物

の
外
形

や
色
は
、
ど
ん
な

に
美

し

く

見
え

て

も
、

そ

の
事
物

は
視
覚
的
形
態
だ
け

の
た
め
に
存
在
す

る
の
で
は
な

い
。
ま

た
そ

の

形
態
自
体
も

「
内
的
快
感

を
ひ
き

お
こ
す
」
だ
け

の
も

の
で
は
な

い
。
わ
れ
わ

れ

は
そ
の
形

や
色

を
美

し
い
と
感

じ
る
ま
え
に
、

そ
の
形

や
色

の

知

覚

を

通

.

じ
て
、

そ
の
事
物

の
存
在

を
認

知
し
て

い
る

の
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
の
場
合

の

"
美
し
さ
"
と
は
形
態
自
体

の
美
し
さ

で
は
な
く
、
あ
る

カ
テ
ゴ
リ
ー

に
属
す

る
事
物

の

"
外
形

"
と
し
て

の
美
し
さ
な

の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
同
じ
形
態

で
も
、
そ
れ
が
ど
う

い
う
種
類

の
事
物

の
形
態

で
あ

る

か
に
よ

っ
て
、
そ

の
美
醜

は
違

っ
て
く

る
。

い
く
ら
美

し
い
バ
、ラ
の
花

で
も
、

そ
の
形
が
人
間

の
顔

の
形
だ

と
す

れ
ば

(そ

の
逆

の
場
合
も
)
美
し

い
ど

こ
ろ

で
は
な
か
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
造
形
美
術

の
場
合
、

"絵

画
"
は
形
態

と
し
て
し
か
存
在

し

な

い
し
、

"
彫
刻
"
は
そ

の
形
態
だ
け

の
た
め

に
し
か
存
在
し

な

い
。

つ

ま

り
、
絵
画
や
彫
刻

の
美

は
、
そ

こ
に
画

か
れ

た
り
刻
ま
れ

た
り
し

て
い
る
事
物

の
形
体

の
美

で
は
な
く
、
そ
れ
ら

の
作
品
と
し

て
の
形
態
自
体

の
美
な

の
で
あ

る
。
美
女

の
顔

を
ど

ん
な
に
忠
実

に
画

い
て
も
、

そ
れ

だ
け

で
美

し
い
絵
が

で

き

る
わ
け
で
は
な

い
し
、
醜

い
物

を
画

い
た
か
ら
と

い
っ
て
、
醜

い
絵

に
な
る

わ
け
で
も
な

い
。
彫
刻

に
彩
色
が

ほ
ど

こ
さ
れ
な

い
の
も
、
そ

の
三
次
元

の
形

態

に
、
実
物

の
も

つ
印
象

や
美
醜

と
は
無

縁

の
、

自
律
的
な
構
成
を
与

え
る
た

め

で
あ

る
。
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.
し
た
が

っ
て
、
絵

画
や
彫
刻

の

"美
"

ま
た
は

"芸
術
作

品
と

し

て

の

価

値

"
は
、
他

の
ジ

ャ
ソ
ル
の
そ
れ
と
同
様
、
作
者

の
創
造

へ
の
意
志

や
内
面

の

姿

の
浸
透
し
た
、

そ
れ
ぞ

れ
の
技
法

や
様
式

に
基

づ
く

"鑑
賞

の
対
象

と
し
て

の
価
値

"
な
の
で
あ
る
。

'

、,

"音
楽
"

は
す

で
に
述

べ
た
と
お
り
、
単
な

る
音

の
推
移

で
は
な
く
、
そ
れ

に
よ

っ
て
実
現

さ
れ

る
、
音
階
的
変
化

や
リ
ズ

ム
を
伴
う
聴
覚
的
形
態

の
構
成

で
あ

る
が
、
芸
術
音
楽

(
ク
ラ
シ

ッ
ク
音
楽
)
の
特
徴

の

一
つ
は
、
娯
楽
部
門

の

音
楽

に
く
ら
べ

て
、
そ

の
聴
覚
的
形
態

の
構
成
が
、
旋
律

的

に
も
和
声
的

に
も
、

ま

た
楽
式

の
上

で
も
、
は

る
か

に
高
度

で
複
雑

で
洗
練
さ
れ
た
構
造
を
持

っ
て

い
る
こ
と

で
あ
る

。
し
た
が

っ
て
、
そ
れ
を
聴
き
取
り
鑑
賞

す
る
に
は
、
あ

る

程
度

の
聴
覚
上

の
識
別
力
と
精
神

の
集
注

が
必
要

で
あ
る
つ

つ
ま
り
こ
の
部
門

の
音

楽

の
魅
力
は
、
楽

曲
に
お
け
る

"作
曲
者

の
内

面
や
創
造

へ
の
意
志
"

の

浸
透
し
た

r"構

成
的
な
聴
覚
的
形
態

"
の
構
造

と
、

そ
れ
を
実
音

で
再
現

す
る

演
奏
者

た
ち
の
音
楽
性

や
演
奏
力

に
あ

り
、

ま
た
、
そ
れ
が
聴
き
手

に
ひ
き

お

こ
す
感
動

(内
的
快
感
)

は
、
聴
き
手

の
精
神

の
深
部
が
充

た
さ
れ

る
喜
び

で

あ

る
と
い
え
よ
う
。

こ
う

し
た
芸
術
音
楽

と
は
異
な
り
、
気
楽

に
聴
髫
な
が
し

て
も
楽
し
あ

る
よ

ヶ
な
構
造

と
形
式
を
持

っ
た
音
楽
が
、
娯
楽
部
門

の
音

楽

で
あ
る
。

こ
の
種

の

音
楽
が

"美

の
表
現
"

と
呼

べ
る
か
ど
う
か
ー

そ
れ
が
聴

き
手

に
ひ
き
お

こ

す

「
快
感
」
が
、
辞
書

の
い
う

「
内
的
快

感
」

の
う
ち
に
は
い
る
も
の
か
ど

う

か
ー

は
、

こ
こ
で
問
う
必
要
は
な

い
。
.そ
れ
は
音
楽

や
美

に
対

す
る
個
人
的

な
意
識

の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

も
し

こ
め
種

の
音
楽

を
美

の
表
現

と
考
え
る
な
ら
、

「美

の
表
現
」

と
か

「
美

の
創
造
」

と
い
う
芸
術

の
定
義
自

体
が
、
無
意
味

な
も

の
に
な
る
こ
と
だ
け

は
た
し
か
で
あ

る
。

"小
説

"
は
、
・
そ
れ
が
言
語
作

品
で
あ

る
以
上
、

そ
こ
に
描

か
れ

て
い
る
情

景
や
物
音

は
、
こ
と
ば

で
ど
れ

ほ
ど
細

か
く
説
明
さ
れ

て
い
て
も
、
見
え
も
聞

こ

え
も

し
な

い
。

し
か
し
、
実
際

に
そ

の
現
場

で
、
そ
れ
ら
を
見
聞
き

レ
て
い
る

よ
う
な

イ
リ

ュ
ー
ジ

ョ
ン
を
読
者

に
与
え

る
よ
う

に
書
ぐ
と

こ
ろ
に
、
小
説
と

い
う
ジ

ャ
ソ
ル
の
特
徴
が
あ
る
。
小
説
が
言
語
作
品

で
あ
り
な
が
ら
、
そ

の
表

示
内
容

に

"
享
受

(
ま
た
は
鑑
賞
)

の
対
象

"
と
し
て

の
形
態
を
実
現

し
う
る

の
は

こ
め

た
め

で
あ
る
喝
小
説
が

フ
ィ
ク
シ

ョ
ソ
で
あ
る

こ
と
を
前
提

と
し
て

い
る

の
は
、
rた
と
え
事
実

に
基
づ
く
話

で
も
、
そ

こ
に

こ
う
し
た
具
象

性
を
与

え
よ

う
と
す
れ
ば

、
そ
の
表

示
内
容

の
細
部

は
す

べ
て
作
者

の
想
像

に
よ

っ
て

作

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。

こ
う

し
た

フ
ィ
ク
シ

ョ
ソ
に
よ
る
具

象

性
を
払
拭

し
て
事
実

に
該
当

す
る
こ
と
だ
け
を
書
け
ぽ
、
新
聞

の
報
道
記
事

に
類

す
る
も
の
に
な
る
で
あ

ろ
う
。

.

・

、

ご
方

、
読
者
が

こ
う

し
た
文
章

に
よ
る
表
示
内
容

か
ら
、

め
い

め

い

勝

手

に
、
視
覚
的

な
事
物
や
情
景
、

た
と
え
ぽ
作
中
人
物

の
容
姿

な
ど

を
想

い
描
い

た
と

し
て
も
、
そ
れ

は
そ
れ
ぞ
れ

の
読
者

の
好

み
の
映
像
を
想
起

し
て
い
る
だ

け

で
、
そ

の
表
示
内
容

の
形
態
自
体

に
属
す

る
も

の
で
は
な

い
。

し
か
し
、
読

老

に
そ
う

い
う
勝
手
な
映
像
を
喚
起
さ

せ
る
と
こ
ろ
に
、

こ
う

し
た
表
示
内
容

の
形
態

の
魅
力
が
あ
る

の
で
あ

る
。

(
こ
う
し
た
映
像
を

現
実

に
作
品

の
領
域

の
も

の
と
し

て
実
現
し
た
も

の
は
映
画
な
ど

の
類

で
あ

る
)
。

-

ま
た
、
小
説

の
そ
う
い
う
表
示
内
容

の
総
体

か
ら
作
中
人
物
だ
け
を
取
り
だ

し
て
、
そ
れ
を
読
者

の
想
像

で
肉
付
け
し
て
、
あ
た
か
も
実
在

の
人
物

で
も
あ

る
か
の
よ

う
に
、
好

き
嫌

い
を
言

っ
て
み
た
り
、
論
評
を
試

み
た
り
し
て
も
(

そ
れ
は
そ
の
作

品
と
は
関

係

の
な

い
こ
と
で

あ
る
。
7作
中
人
物

に
関
す
る
作

品

の
世
界

に
内
在

す
る
問
題

は
、
そ
れ

ら
の
人
物
が
作

品
の
中

で
、
ど

の
よ
う
に
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描

か
れ
、
ど

の
よ
う
に
生
か
さ
れ
、
そ
れ
ら
が

そ
の
作

品
に
ど

の
よ
う
な
内
曲

構
造

を
与

え
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。

一
方
、
実
生
活

で
は
、
人

は
誰

し
も
社
会

の
虚
偽

や
ま
わ
り
の
人

の

(
と
き

に
は
自
分

の
)

ニ
ゴ
イ
ズ

ム
な
ど

に
傷

つ
き
、
そ
れ
ぞ

れ
の
孤
独

な
夢

の
中

に

生
き

て
い
る
。
そ
う

い
う
読
者

の
心
や
批
評
精
神

ま
で
を
陶

酔
さ
せ
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
読

老

の
精
神

の
深
部

に

「
内
的
快
感
」

を
与

え
う
る
小
説

こ
そ
、
・
芸

術

の
領
域

の
も

の
で
あ

り
、
、
真

の
意
味

で
の

「
美
的
創
造
」

と

い
う
こ
と
が

で

き

る
。
そ

し
て
、

こ
う

し
た
仕
事

に
何

よ
り
も

必
要

な
の
は
、
作
者

の
孤
独

に

根
差

し
た
人
生

へ
の
深

い
洞
察
力

と
、
作
者

の
内
面

の
浸
透

し
た
文
体
な

の
で

あ

る
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ

は

一
方

で
気
楽
な
気
晴

七
を
望

ん
で
い
る
。
,
そ

の
よ
う

な
と
き

に
は
、
話

の
筋
や
風
俗
描
写

の
面
白
さ
だ
け
を
ね
ら

っ
た
、
気
軽

に
読

め
る
小
説
も

必
要

で
あ

る
。

こ
う

し
た
要
求

に
応
え

る
小
説
が
、
娯
楽
部
門

の

小
説

(
い
わ
ゆ

る
通
俗
小
説
)
な

の
で
あ

る
。

3

芸
術

と

い
う
概
念

が

い
つ
頃

西
欧

に
定
着

し
た
か
は

つ
ま
び
ら

か

で

な

い

が
、
芸
術

の
創

作
は
独
創

的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、

と

い
う
考

え
が
芸
術
家

た
ち
に

一
般
化

し
た
の
は
、
そ
う
古

い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

そ
し
て
、

こ
う

し
た
意
識
が
過
熱

し
た
の
は
十

九
世
紀

の

ロ
マ
ソ
派

の
時
代

だ
と

言

っ

て

い

い
。

し
か
し
独
創
性

な
ど

と
い
う
も

の
は
、
意
識
的

に
追
求

し
て
得
ら
れ

る
も

の
で
は
な

い
。
意
識
的

に
求

め
る
こ
と
が

で
き

る
の
は
、
新

し
い
手
法
や
技
法

を
企
図
す

る
こ
と
だ
け

で
あ
る
。
独
創
性
な
ど
と

い
う
訳

の
分

か
ら
な

い
も

の

を
当
て

に
し
て

い
る
よ
り
、
こ
の
方
が
手

っ
取
り
ぼ
や

い
。
十
九
世
紀
末
以
後
、

新
技
法

へ
の
試
み
が
次

第

に
加
速
し
て

い

っ
た

の
は
、
芸
術
家

の
内
的
要
求
よ

り
も
企
図

の
方
が
先
行

し
だ

し
た

か
ら

で
あ
る
。
特

に
そ
れ
は
音

楽
と
造
形
美

術

で
著
し

い
。

例
を
音
楽

に
取
れ
ば
、
十
九
世
紀

の
前
半
か
ら
後
半

に
か
け
て
の

い
わ
ゆ
る

ロ

マ
ソ
主
義
音
楽

は
、
転

調
と
不
協

和
音

の
使
用
を
次
第

に
複
雑

に
し
て

い

っ

た
。

こ
う
し
た
和
声

構
造
は
、
音
楽

の
世
界

を
豊
か
に
す
る
た
め
に
は
絶
大
な

効

果
が
あ

っ
た
が

、
そ
れ
が
爛
熟
期

に
達

し
た
と
き
、
音
楽

の
調

性
を
曖
昧

に

す
る
結

果
を
ま
ね
い
た
。

こ
う

し
た

ロ
マ
ン
派
音
楽

の
行
き

づ
ま

り

に

対

し

て
、
十

九
世
紀
末
頃

か
ら
様

無
な
新
技
法
が
試

み
ら
れ

た
が
馬
そ

の
中

で
最
も

革
命
的

な
も
の
は
、

シ
等
i
ソ
ベ

ル
ク
ら

に
よ

っ
て
確

立
さ
れ

た
十

二
音
技
法

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

こ
の
新
技
法

で
音
楽

(楽
曲
)

を
作

る
と
い
う
ζ
乏
は
、
そ

の
音

楽

の
構
造

を
数
理
的

に
秩
序

づ
け
る
こ
と
が

で
き

る
半
面
、
バ

ッ

ハ
以
来
数

々

の
傑
作

を
生

み
だ

し
て
き

た
調
性
音
楽

の
技
法

を
捨

て
て
、
.旋
律
ら

し
い
旋
律

も
転
調
も
な

い
音
楽

を
作

る
こ
と
を
意
味

し
た
。
と

い
、5

よ
り
、
、平
均
律

に
よ

る
十

二
音
を

一
つ
ず

つ
含
む

セ
リ

ー

(
音
列
)
を
、
ほ
と

ん
ど
数
理
的
方
法

で

組

み
合
わ

せ
る
こ
と

に
よ

っ
て
楽
曲
を
構
成
す
る

こ
の
技
法

は
、
そ
れ
ま

で
音

楽
と
呼
ば
れ

て
き

た
も

の
と
は
異
な
る
ジ

ャ
ン
ル
の
作
品
を
作
る

ζ
乏
を
意
味

し
た
。
し
た
が

っ
て
、

こ
の
技
法
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
作
品

は
、
当
時

の
音

楽

観
か
ら
は
到
底

受
け
入
れ
ら
れ
る
は
ず

の
も

の
で
は
な
か

っ
た
。

こ

の
技

法
が

そ

の
後

長

い
間

、

シ

ェ
ー

ン
ベ

ル
ク
自
身

と
そ
の
弟
子

た
ち
だ
け
に
し
か
用

い
`

ら
れ
な
か

っ
た
の
も
、
そ

の
た
め
で
あ

る
。

こ
の
技
法
が
当
時

の
音
楽
界

に
衝
撃

を
与

え
、
そ
の
創

始
者

を
有
名

に
し
た

の
は
、
彼
ら

の
実
作
品

の
価
値

や
魅
力

の
た
め
で
は
な
ぐ

、
・む
し

ろ
そ
の
企
図

や
理
論

の
革
命
性

の
た
め
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
技
法

に
よ
る
作
曲
が

一
般
化

し
た
の
は
、

一そ
れ
か
ら
数
十
年

た

?
た
第
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二
次
大
戦
後

の
こ
と

で
あ

る
。
が
、
そ

の
頃

に
は
さ
ら

に
前
衛
的

な
企
図

に
よ

る
作

品
が
現

れ
は
じ
め
て

い
た
。
電

子
音
楽

と

ミ

ュ
ー
ジ

ッ
ク

.
コ
ソ
ク
レ
ー

ト
で
あ

る
。

こ

の
種

の
も

の
が
世
間
で
取
り
沙
汰
さ
れ
た

の
も
、
や

は
り
、
そ
れ
ら

の
作

品
自
体

の
た
め
で
は
な
く
、

"
電
子
的
合
成
音
"
や

"
現
実
音

(
人

の
話
し
声

や
街

の
騒
音
な
ど
)
を

テ
ー
プ

で
合
成

し
た
も

の
"
を
音
楽
と
銘
打

っ
て
発
表

し
た
、
そ

の
奇
想
天
外
な
企
図

の
た
め
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、

こ
れ
ら

の
音
程

も
何
も
な

い
単
な

る
合
成
音

で
も
、
そ
れ

は
少
な
く
と
も
人
間
が
意
識
的

に
合

成

し
た
も

の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
そ

の
後
試

み
ら
れ

た

"偶
然
性
音
楽
"

に
属

す
る
、
そ

の
主
唱
者

ジ

ョ
ソ

・
ケ
1
ジ
の
発
表

し
た

「
四
分

三
十

三
秒
」

と
い
う
作
品

(
?
)

は
、

ピ

ア

ニ
ス
ト

(
?
)
が

ス
テ
ー
ジ

の
ピ

ア
ノ
の
前

に
腰
掛
け

た
ま
ま
、

四
分

三

十

三
秒
間
何
も
弾

か
ず

に
い
て
、

そ
の
ま
ま
戻

っ
て
ゆ
く

こ
と
を
指
示

し
た
だ

け
の
も
の
で
あ

る
。
む

ろ
ん
こ
の
イ
ソ
ス
ト
ラ
ク

シ
ョ
ソ
も
、

そ
れ
に
従

っ
て

舞
台

で
行

わ
れ
る
行
動

も
、
絶
対

に
音
楽

の
ジ

ャ
ソ
ル
の
も
の
で
は
な
い
。
彼

は
こ
の
四
分

三
十
三
秒

の
間
に
そ
の
会
場

で
聞

こ
え
る
あ

ら
ゆ

る
騒
音
が
音
楽

だ
、

と

い
う
の
で
あ
る
。
が

、
そ
れ
は
彼

が
作

り
だ
し
た
も
の
で
は
な
い
。

こ

こ
で
彼

の
手

に
な

る
も

の
と
い
え
ば
、
右
記

の
よ
う
な
思

い
付

き
を
指

示
す
る

イ

ソ
ス
ト
ラ
ク
シ

ョ
ソ
と
そ
の
題
名

だ
け
で
あ

る
。

こ
れ
と
よ
く
似

た

"
ジ

ャ
ソ
ル
の
崩
壊

現
象

"

に
は
、
造
形
美

術

の
世
界

で

は
、
す
で
に
第

一
次
大
戦
後

の
ダ
ダ
イ
ズ

ム
運
動

に
お

い
て
、
あ
る
彫

刻
家

が

美
術

サ

ロ
ソ
に
本
物

の
便
器

を
出
品
し
た
事
例
が
あ
る
。

し
か
し
、
彼

ら
は
ふ
ざ

け
て
い
る
の
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ

ど

こ

ろ

か
、

"偶
然
性
音
楽
"

を
提
唱

す
る
ケ
ー
ジ
の
意
図

は
、
従
来

の
人
為

的
な
体
系

と

秩
序

の
中

に
閉

じ
こ
め
ら
れ

て
い
た
音
楽

を
、
宇
宙

の
秩
序

に
絢

け
て
開
放

し

よ
う
と

い
う
、
大

ま
じ
め
な

も
の
で
あ

っ
た
し
、
ま

た
、
ダ
ダ

イ
ズ

ム
の
例

の

方
も
、
造

形
美
術

に
ま

つ
わ
る
因
習
的

な
技
法

や
通
念

を
徹
底

的

に
否
定
す

る

こ
と
を
企
図
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
実

際
は
、
音

楽
や
彫
刻

の
名

に
お

い
て
そ
れ
ら

の
ジ

ャ
ソ
ル
と

は
全
く
別

の
も

の
が
、
演
じ
ら
れ
た
り
陳
列
さ
れ

た
り
し
た
だ
け

の
こ
と

で
あ

る
。

そ
れ
な
ら
、
な
ぜ

こ
れ
ら

の
ジ
ャ
ソ
ル
で
、

こ
う

し
た

"
ジ

ャ

ソ

ル

の

崩

壊
"
が
起

っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ

の
主
要
な
原
因

は
、
今
世
紀
以
来

の
芸
術

の
受
容

の
さ
れ
方

に
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
。

今
世
紀

に
な

っ
て
か
ら
、
こ
れ
ら
の
芸
術

ジ

ャ
ソ

ル
の
新
作

品
は
、
次

々
に

企
図

さ
れ
る
新

し
い
技
法

や
手

法
の
た
め
に
、

と
き
に
は
人

々
の
鑑
賞
力

を
越

え
た
も

の
も
出
て
き
た

の
で
、
受

容
者

の
側
で
は
、
鑑
賞

の
対
象

と
し
て
は
、

薪
作

品
よ
り
も
、
す
で
に
そ
の
価
値

や
魅
力

の
保

証
済

み
の
作

品

の

ほ

う

を

(特

に
音
楽

の
場
合

は
)
好
む
傾
向
が
現

わ
れ

て
き

た
。
時
代

を
越

え
て
心
に

触

れ
る
作

品
が
、
過
去

に
豊
富

に
蓄
積

さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が

っ

て
新
作

品
は
、
鑑
賞

の
対
象

と
し
て
よ
り
も
、
そ
の
企
図

の
目
新

し
さ
に
対
す

る
知
的

興
味

で
受

け
取
ら
れ
た
の
で
あ

る
。

特

に
現
代

で
は
作
者

の
企
図
や
主
張
は
、
作
者

の
コ
メ
ソ
ト
や

マ
ス
コ
、、、
の

解
説

で
提
供
さ
れ
る
か
ら
、
受

容
者

は
そ
の
作

品
に
接

し
た
と
き
、
こ
れ
ら

の

知
識

に
該
当

す
る
も

の
を
そ

の
中
か
ら
発
見
し
て
、
そ
の
作

品
を
理
解

し
た
気

分

に
な
る

こ
と
が

で
き

る
。

こ
う
し
た
風
潮
が

昂
じ
れ
ば
、
作
者

の
側

も
、
苦

心
し
て
作

品
を
作

り
、
そ
の
出
来
映
え

に
腐

心
す
る
よ
り
も
、
斬

新
で
奇

抜
な

企
図
を
思

い
付
く

こ
と
に
精

を
出
し
た
方

が
、
成
功
す
る
に
は
手

っ
取
り
ぼ
や

い
。
前
衛
作
品

の

一
部
に
、
上
述

の
よ
う
な

"
ジ

ャ
ソ
ル
の
崩
壊

現
象

"
を
示

す
企
図
や
主
張
だ
け

の
も

の
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る

の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
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