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頁
ー
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頁

ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
芸
術
社
会
学

(上
)

『啓
蒙

の
弁
証
法
』
か
ら

『美
の
理
論
』

へ細

見

和

之



ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
芸
術
社
会
学

(上
)

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
か
ら

『
美
の
理
論
』
へ

は
じ
め
に

一

『啓
蒙

の
弁
証
法
』
と
芸
術

(1
)

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
明
と
暗

(2
)
芸
術
の

「原
史
」

(3
)
ミ
メ
ー
シ
ス
と
芸
術

(4
)
文
化
産
業
論

註は
じ
め

に
↑
)

若
き
日
に
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
や
ア
ル
バ
ン

・
ベ
ル
ク
の
も
と
で
学
び
へ
自

か
ら
い
く

つ
か
の
優
れ
允
現
代
音
楽
を
も
の
し
た
ア
ド
ル
ノ
に
と

っ
て
、
芸
術

と
り
わ
け
音
楽
は
、

つ
ね
に
そ
.の
主
要
な
関
心
で
あ
り

つ
づ
け
た
。
亡
命
地
ア

メ
リ
カ
か
ら
帰
国
し
て
の
ち
、
ア
ド

ル
ノ
の
著
作
活
動
は
、
哲
学
、
社
会
学
、

文
芸
批
評
、
、音
楽
学
と
、
実
に
多
方
面

に
エ
ネ
ル
ギ

ッ
シ
ュ
な
展
開
を
見
せ
る
。

だ
が
、
音
楽
な
い
し
芸
術
の
賜
題
は
、
そ
の
ア
ド
ル
ノ
の
広
範
な
知
的
関
心
の

強
固
な

一
区
画
を
形
つ
ぐ

っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ア
ド
ル
ノ
の
思

想
的
営
為
に
つ
ね
に
状
流
し
て
い
て
v
思
い
も
か
け
ぬ
亀
裂
か
ら
と
き
に
激
し

く
噴
き
だ
し
て
く
る
の
だ
。
た
と
え
ば

ア
ド
ノ
ル
は
、
・
『三

つ
の
へ
ー
ゲ
ル
研

究
』
の
な
か
で
、
よ
く
い
わ
れ
る
へ
ー
ゲ
ル
の
文
章
の
.
「難
解
さ
」
に
触
れ

て
、

こ

う
書

い

て

い
る

。

「た
し
か
に
へ
ー
ゲ
ル
の
文
体
に
は
、
通
常
の
哲
学
的
理
解
を
さ
か
な
で

す
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
七
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
の
欠
点
を

つ
う
じ
て
あ
る
別

の
理
解
の
し
か
た
を
準
備
し
て
い
る
。

つ
ま
り

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
精
神
の
運
動

曲
線
を
と
も
に
描
き
な
が
ら
、
思
想
が
譜
面
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
い
わ
ば

思
弁
の
耳
で
も

っ
て
思
想
を

一
緒
に
奏
で
て
い
く
、
そ
う
い
う
し
か
た
で
読

ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
」
(2
)

こ
う
い
っ
て
よ
け
れ
ば
、

ア
ド
ル
ノ
は
耳

の
人
だ

っ
た
。
ほ
か
な
ら
ぬ
聴
覚

に
は
、
,対
象

に
密
着
し
身
を
委
ね
て
し
ま
う
嗅
覚

の
も

つ
原
始
性
あ
る
い
は
受

.
動
性
と
宀
対
象
に
距
離
を
お
い
て
そ
れ
を
再
構
成
し
う
る
視
覚
の
合
理
性
あ
る

い
は
能
動
性
、
そ
の
二

つ
が
兼
ね
そ
な
わ

っ
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。

そ
の
よ
う
な
両
価
的
な
聴
覚
を
と
お
し
て
ア
ド
ル
ノ
は
、
音
楽
を
は
じ
め
と
す

る
諸
芸
術
の
う
ち
に
へ
あ
く
ま
で
真
理
と
虚
偽
を
聴
き
わ
け
よ
う
と
し
た
。
だ

が
ア
ド
ル
ノ
の
耳
は
、
現
代
音
楽
の
無
調
の
響
き
や
ジ

ャ
ズ
の
喧
噪
、
あ
る
い

は
哲
学
の
テ
ク
ス
ト
の
思
弁
の
デ

ュ
ナ
ミ
ー
ク
に
繊
細
に
反
応
す
る
だ
け
で
は

な
い
。
何
よ
り
も
、
あ
の
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
も
た
ら
し
た
苦
悩
が
、
.そ
の

沈
黙
の
声
の
う
ち
に
聴
取
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
ナ
チ
ズ
ム
の
席
巻
を
、

文
化
産
業
の
と
め
ど
な
い
増
殖
を
、
戦
後
に
お
け
る
管
理
社
会
の

一
層
の
進
展

を
、
ア
ド
ル
ノ
は
い
わ
ば
唯

一
耳
で
耐
え
よ
う
と
し
た
。
..

そ
こ
で
、
音
楽
に
し
ろ
芸
術

一
般
に
し
ろ
、
ーア
ド
ル
ノ
に
お
い
て
は
、
社
会

と

い
う

「対
抗
的
な
全
体

(9
器

ゆ
暮
9

σq
o
巳
。。
けδ
o
げ
Φ
Ω
9
嵩
Φ
)
」
の
た
だ

』
〒 ・17一



な
か
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
る
。
芸

術
作
品
億
、
交

換
関
係
に
全

面
的
に
支
配
さ
れ
た
社
会
の
な
か
で
、
不
可
避
的
に
商
品
と
し
て
の
性
格
を
ま

と
い
宀
ま
た
そ
の
仮
象
と
い
う
性
質
を

つ
う
じ
て
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
i
的
な
機
能

を
果
た
し
う
る
。
そ
の
意
味
で
ア
ド

ル
ノ
は
、
芸
術
作
品
を
あ
く
ま
で

「社
会

的
事
実

(h蝉
一e
ω
O
O一P
一)
」
と
見
な
す
。
自
己
固
有
の
法
則
に
の
み
従
お
う
と

す
る
真
正
な
自
律
的
作
品
は
、

「社
会
的
事
実
」
と
い
う
自
か
ら
の
他
律
的
な

あ
り
方
と
対
決
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
。
そ
の
結
果
、
芸
術
作
品
は
、
そ
れ
が

、作
品
外
的
な
要
求
を
ま
ぬ
が
れ
て
、
自
己
の
内
在
的
な
法
則
性
に
の
み
従
う
自

律
的
な
形
象
を
め
ざ
せ
ば
め
ざ
す
だ
・け
、
そ
れ
だ
け

一
層
純
粋
な
か
た
ち
で
社

会
的
な
問
題
を
結
晶
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
。
ア
ド
ル
ノ
の
音
楽
論
や
美
学
的
考

察
は
、
そ
う
い
う
逆
説
的
な
洞
察
に
貫

か
れ
て
い
る
。

十
二
回
の
講
義
を
収
め
た

『音
楽
社
会
学
序
説
』
を
除
け
ば
、
そ
の
表
題
か

ら
し
て

〈芸
術
社
会
学
〉
に
書
誌
的

に
分
類
さ
れ
る
べ
き
著
作
は
、
ア
ド
ル
ノ

の
作
品
に
は
存
在
し
な
い
。
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
連
字
符
社
会
学
の

一
つ
と
し
て

の
芸
術
社
会
学
の
位
置
づ
け
そ
の
も

の
に
ア
ド
ル
ノ
は
抵
抗
し
て
い
る
の
で

あ

っ
て
、.
む
し
ろ
、
右
に
述

べ
た
よ
う
な
芸
術
と
社
会
の
分
析
を
め
ざ
す
も
の

と
し
て
、
ア
ド
ル
ノ
の
全
著
作
が
独
自

の

〈
芸
術
社
会
学
〉
の
構
想
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
(3
)。

ア
ド
ル
ノ
は

『楽
音
の
か
た
ち
』

の
冒
頭
に

「音
楽
社
会
学
の
た
め
の
諸
理

念
」
と
題
し
た

エ
ッ
セ
イ
を
収
め
て
い
る
。
こ
こ
で

「理
念
」
と
は
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
が

『ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
の

「認
識
批
判
的
序
説
」
で
語

っ
て
い
る
、

「比
類
の
な
い
極
端
な
も
の
同
士
が
形
成
し
て
い
る
関
係
を
か
た
ど
る
も
の
」
齟

(4
)と
い
ヶ
意
味

で
、
厳
密
に
理
解
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
.音
楽
社
会

学
の
理
念
は
、
た
ん
に
学
問
的
分
類
秩
序
の
所
与
の

一
分
野
と
し
て
音
楽
社
会

学
を
受
け
容
れ
た
・γ
え
で
、
そ
の
存
在
意
義
や
努
力
目
標
を
語
る
と
こ
ろ
に
は

成
立
し
な
い
。
む
し
ろ
、
音
楽

(学
)
と
社
会

(学
)
と
い
う

「極
端
な
も
の

同
士
」
の
照
応
と
相
互
批
判
を

つ
う
じ
て
、
両
者
の
既
存
の
認
識

の
地
平
そ
の

も

の
を
解
体
し
、
そ
の
解
体
を

つ
う
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
う
ち
に
孕
ま
れ
て
い
る

批
判
的
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
救
出
す
る
、
そ
う
い
う
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
試
み

と
し
て
、
音
楽
社
会
学
の

〈理
念
〉
檍
告
知
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
ド
ル
ノ
の
芸
術
社
会
学

一・般
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
理
念
と
し
て
理
解
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
全
面
的
に
物
象
化
さ
れ
た
社
会
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
、
何

び
と
も
、ど
ん
な
営
み
も
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
野
蛮

の
彼
方
を
、
〈美
的
な
も
の
V

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

、と

〈社
会
的
な
も
の
〉
と
い
う
本
来
あ
い
容
れ
な
い
両
極
の
布
置
を

つ
う
じ
て

か
い
間
見
る
こ
と
、
そ
こ
に
ア
ド
ル
ノ
の
芸
術
社
会
学

の
核
心
は
お
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

本
稿

で
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
ド
ル
ノ
の
芸
術
社
会
学

の
輪
郭
を
、

『啓
蒙

の

弁
証
法
』

(
一
九
四
七
年
)
か
ら
未
完

の
遺
著
と
な

っ
た

『美
の
理
論
』

(
.一

九
七
〇
年
)
に
い
た
る
、
ア
ド
ル
ノ
の
後
期
思
想

の
流
れ
の
な
か
で
、
浮
か
び

あ
.が
ら
せ
る
こ
と
を
試
み
て
み
た
い
。

『
啓
蒙

の
弁
証
法
』
と
芸
術

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
(5
)は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派

の
領
袖
ホ
ル
ク

ハ
イ

.

マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
が
、
亡
命
地
ア
メ
リ
カ
で
緊
密
な
共
同
作
業
の
も
と
に
書
き

あ
げ
た
、
記
念
碑
的
な
著
作
で
あ
る
。

一
九

四
四
年
に
タ
イ
プ
印
刷
版
が
少
部

一18一



数
刊
行
さ
れ
、
若
干
の
改
訂
と
追
補
を

え
て
、
四
七
年

に
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で

上
梓
さ
れ
た
。
だ
が
こ
の
本
の
再
版
は
、
六
九
年
に
な
る
ま
で
見
合
わ
さ
れ
る
。

ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
が
拒
ん
だ
せ
,い
充

と
い
わ
れ
る
(6
)。
戦
後

の
ホ
ル
ク

ハ
不

マ
ー
の
思
想

に
と

っ
て
は

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
は
、
必
ず
し
も
そ
の
首
尾

一
貫

し
た
前
提
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。

一
方
ア
ド
ル
ノ
は
、
四
九

年
に
刊
行
さ
れ
た

『新
音
楽
の
哲
学
』

で
こ
の
著
作
が

『啓
蒙
の
弁
証
法
恒
の

「補
論
」
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
旨
を
記
し
て
以
来
、

一
貫
し
て

『啓
蒙
の
弁

証
法
』
の
延
長
線
上
で
自
ら
の
思
想
を
紡
ぎ
だ
し
て
い
く
。
そ
の

『啓
蒙
の
弁

証
法
臨
で
芸
術
が
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を

こ
こ
で

は
考
察
し
た
い
。
そ
の
前
提
と
し
て
、

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
全
体
的
な
テ
ー

マ
を
ま
ず
簡
単
に
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
だ
ろ
う
。

(1
)

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
明
と
暗

「な
ぜ
人
類
は
、
真
に
人
間
的
な
状
態
に
歩
み
い
く
代
わ
り
に
、

一
種
の
新

し
い
野
蛮
状
態

に
落
ち
こ
ん
で
い
く

の
か
」

(ω
●=
)、
い
う
ま
で
も
な
く
、

こ
れ
が

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
歴
史
哲
学
的
考
察
の
全
篇
を
貫
く
問
い
で
あ
る
。

亡
命
地
ア
メ
リ
カ
で
著
者
た
ち
が
見
す

え
て
い
た

「新
し
い
野
蛮
状
態
」
と
は
、

故
国
の
ナ
チ
ズ
ム
が
ヨ
」

ロ
ッ
パ
を
席
巻
し
て
い
っ
た
あ
り
さ
ま
で
あ
り
(
「社

会
主
義
」
圏
に
顕
著
な
コ
ン
.フ
ォ
ー
ミ
ズ
ム
で
あ
り
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
め
国
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る

「文
化
産
業
」
の
猖
獗
を
き
わ
め
る
肥
大
ぶ
り
だ

っ
た
。
そ

れ
は
著
者
た
ち
に
と

っ
て
、

「啓
蒙

」
あ
る
い
は

「脱
魔
術
化
」
の
過
程
と
し

て
の
文
明
の
歩
み
そ
の
も
.の
を
疑
わ
し

め
る
に
足
る
、
文
学
ど
お
り
に

く
出
口

な
し
〉
の
状
況
だ

っ
た
。
こ
の

「野
蛮
」
は
、
啓
蒙
と
い
う
人
間
の
企
図
か
ら

の
偶
然
的
な
逸
脱
で
は
な
く
、
啓
蒙
睦
文
明
化
と
い
う

「概
念
」
そ
の
も
の
の

ヶ
ち
に
、
む
し
ろ
当
初
か
ら
胚
胎
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
根
底

的
な
問
い
を
携
え
て
著
者
た
ち
は
、

「西
.欧
文
明
の
基
本
テ
ク
ス
ト
」
で
あ
る

ホ
メ
ロ
ス
の
、
『オ
デ

ュ
ッ
セ
イ
ア
』
に
ま
で
さ
か
の
ぼ

っ
て
検
証
す
る
。

「す

で
に
神
話
が
啓
蒙
で
あ
る
」
、

「啓
蒙
は
神
話
に
退
化
す
る
」
、
こ
の
二

つ
の

テ
ー
ゼ
を
ラ
イ
ト

・
モ
チ
ー
フ
に
し
て
、
オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
帰
郷
譚
の
神
話

と
叙
事
詩
の
接
ぎ
目
の
う
ち
に
沈
澱
し
た
、
神
話
と
啓
蒙
の
絡
り
あ

っ
た
歴
史

過
程
が
発
掘
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
こ
で
目
撃
さ
れ
る
の
は
、
神
話
か
ら

・啓
蒙

へ
の
単
線
的
な
発
展
史
で
は
な
く
、
神
話
と
啓
蒙
を
貫
く
文
字
ど
お
0
に

ヘ

ヘ

へ

啓
蒙
の
弁
証
法
な
の
で
あ
る
。

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
が
扱

っ
て
い
る
テ
ー

マ
は
、

サ
ド
論
、
反

ユ
ダ
ヤ
主
義
等
、
多
肢
に
わ
た
る
が
、
こ
こ
で
は

『オ
デ

ュ
ッ
セ

イ
ア
』
論
に
焦
点
を
あ
て
た
い
。

放
浪
す
る
オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
、
、と
り
ど
り
の
自
然
神
の
投
げ
か
け
る
罠
を
、

巧
み
な

「詭
計
」
に
よ

っ
て
ま
ぬ
が
.れ
る
。
か
れ
は
自
然
神
を
欺
く
こ
と
で
自

然
の
圧
倒
的
な
魔
力
を
解
き
、
初
め
て
人
間
に
よ
る
自
然
支
配
を
可
能
に
す
る
。

か
れ
は
そ
の
と
き
、
誘
惑
に
打
ち
克

つ
修
練
を

つ
う
じ
て
、
不
屈
の

.「自
己
」

を
獲
得
す
る
。
オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
放
浪
が
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
に
示
し
て
・い
る
の

は
、
自
然
の
猛
威
に
な
す
す
べ
も
な
く
玩
弄
さ
れ
て
い
る
段
階
か
ら
の
、
啓
蒙

的
主
体
の
離
脱
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
か
れ
オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ
ス

は
同
時
に

「諦
念
」
の
人
で
あ
る
。
外
的
自
然
の
支
配
は
、・
快
楽
に
傾
き
が
ち

な
自
ら
の
内
的
自
然
の
抑
圧
を
代
償
と
し
て
貫
徹
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で

あ
る
。
著
者
た
ち
に
よ
れ
ば
へ自
然
支
配
と
い
う
文
明
の
歴
史

(啓
蒙
の
過
程
)
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と
は
、

「諦
念
の
歴
史
」

(ω
●①。。
Y

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
刻
苦

の
果
て
に
待
ち
受
け
て
い
る
の
は
、

「自
己
保
存
」
と
い
ヶ
目
的

の
た
め
に
行

わ
れ
た
自
然
支
配
が
、
保
存
す
る
は
ず

の
当
の

「自
己
」
そ
の
も
の
を
失
う
、

と
い
う
不
合
理
で
あ
る
。
理
.性
の
人

で
あ
る
は
ず
の
オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
、
帰

郷
と
と
も
に
際
限
の
な
い
暴
力
を
発
揮
す
る
。

著
者
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
物
語
の
ヶ
ち
に
、
近
代
的

.

な

「主
体
性
の
原
史

(d
憎σq
Φ
ω。三
9

8

恥
Φ同
GQ
二
9
Φ犀
け才
評
警
)
」

、(Φ
・認
〉

.

を
読
み
こ
み
、
そ
こ
に
す
で
に
現
在

の

「新
し
い
野
蛮
」
が
告
知
さ
れ
て
い
る

と
い
う
。

「主
体
性
の
原
史
」
が
記
述
す
る
よ
う
に
、
自
然
支
配
が
自
然
の
暴

力
の
内
面
化
に
す
ぎ
ず
、
主
体
の
定
立
が
同
時
に
主
体
の
廃
棄
で
あ
る
な
ら
ば
、

「新
し
い
野
蛮
」
を
克
服
し
う
る
ど
ん
な
モ
メ
ン
ト
も

「啓
蒙
」
の
う
ち
に
は

存
在
し
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
が
与
え
る
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン

は
暗
澹
た
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
著
者
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
啓
蒙

へ
の

仮
借
の
な
い
批
判
を

つ
う
じ
て
、

「啓
蒙
に
つ
い
て
の
あ
る
積
極
的
な
概
念
を

.準
備
す
る
」

(ω
」
①)
と
い
い
、

「肝
心
な
の
は
、
過
去
の
保
存
で
は
な
く
、

過
ぎ
去

っ
た
希
望
を
請
け
戻
す
こ
と
な
の
だ
」

(GQ
」
㎝
)
と
記
し
て
い
る
。

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
否
定
的
な
叙
述
の
う
ち
に
は
、
目
立
た
な
い
形
で
で

は
あ
る
が
、
啓
蒙
と
神
話
の
錯
綜
を
越
え
で
る
モ
メ
ン
ト
が
い
く

つ
か
記
さ
れ
.

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『オ
デ

ュ
ッ
セ
イ
ア
』
.に
関
し
て
い
え
ば
、
実
は
、

「主

体
性
の
原
史
」
は
オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
際
限
の
な
い
暴
力
に
極
ま
る
の
で
は
な

い
。
こ
の
叙
事
詩

の
存
在
は
、
そ
う
い
う
オ
デ

ュ
、ッ
セ
ウ
ズ
の
凶
行
を
冷
徹
に

語
り
継
ぐ
主
体
を
も
暗
示
し
て
い
る
。

「神
話
的
な
歌
唱

(Ω
①ω
雪

σq
)
に
対

立
す
る
言
語
、
す
な
わ
ち
過
去

の
禍

い
を
し

っ
か
り
と
記
憶
に
留
め
て
お
く
可

能
性
で
あ
る
語
る
こ
と
そ
の
も
の
こ
そ
は
、
ホ
メ

ロ
ス
の
脱
出
の
法
則
で
あ
る
」

(ω
.⑩
c。
)、
そ
う
著
者
た
ち
は
考
え
る
。
こ
の
語
り
は
、
神
話
と
啓
蒙
を
貫
く

噛

暴
力
を
、
い
わ
ば
踵
を
接
す
る
よ
う
に
追
跡
し
報
告
す
る
。
著
者
た
ち
は
、

こ

の
語
る
主
体
の
う
ち
に
、

「物
語
を
語
る
瞬
間
に
暴
力
を
停
止
さ
せ
る
自
己
省

察
」

(Φぴ
画
・)
の
能
力
を
見
と
ど
け
よ
う
と
す
る
。
し
か
も

こ
こ
で
重
要
な

の
は
、
そ
う
い
う
省
察
の
瞬
間
が
、
た
ん
に

『オ
デ

ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
な
か
だ

け
で
な
く
、
サ
ド
や
ニ
ー
チ

ェ
の
著
作
の
う
ち
に
、
さ
ら
に
は
そ
う
い
う
著
作

に
即
し
て
啓
蒙
の
弁
証
法
を
報
告
す
る

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
本
文
そ
れ
自
体

の
う
ち
に
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
著
者
た
ち
億

『オ

デ

ュ
ッ
セ
イ
ア
』論

の
末
尾
で
、
「昔
々
の
こ
と
で
し
た
(闇
いω
♂く
P
円
Φ一昌
ヨ
P
一)
」

と
い
う
メ
ル
ヒ

ェ
ン
の
語
り
口
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

.「
し

か

し
、

凶
行

の
報

告

に

お

、

て
希

望

の

か

げ

ら
れ

る
点

は

、

そ

れ

が

も

う

は

る

か

以
前

の

こ
と

だ

と

い
う

と

こ

ろ

に

あ

る

。

原

始

と

野
蛮

と
文

化

の
絡

ま

り

あ

い

に
対

し

て

ホ

メ

ロ
ス

の
さ

し
伸

べ
る

慰

め

の
手

は

、

『
昔

々
・

の

こ

と

で
し

た
』

と

い

う

回

想

(
国
一
⇒
σq
Φ
Ω
Φ
コ
犀
雪

)

の
う

ち

に
あ

る

。

」

(
ω
b
⑩
)

神
話
と
啓
蒙
を
貫
く
暴
力

の
悲
惨
を
、
こ
の
語
り
口
は
、
現

在
と
は
か
か
わ

り
の
な
い
過
去
の
出
来
事
と
し
て
忘
却

に
引
き
渡
す
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
語

り
手
は
、
過
去
の
出
来
事
を
こ
の
現
在

の
う
ち
に
も
反
復
す
る
ア
ク
チ

ュ
ア
ル
「

な
事
象
と
し
て
呼
び
だ
し

つ
つ
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
現
在
の

悲
惨
が
い
つ
か
移
ろ
い
い
く
か
な
た
を
、
遠

い
追
憶
の
よ
う
に
喚
起
す
る
の
で

一20一



あ
る
(7
)。

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
と
い
う
暗
い
書
物
は
、
何
に
も
ま
し
て
そ
う
」

い
う
メ
ル
ヒ

ェ
ン
と
し
て
読
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

し
か
も
著
者
た
ち
は
、
語
る
主
体

の

「自
己
省
察
」
の
能
力
に
、
自
然

へ
の

「追
想

(国
ぎ
σq
Φ
9
Φ艮

Φ昌
)
、」
の
可
能
性
を
重
ね
る
。
そ
の
際
の
自
然
と
は
、

著
者
た
ち
に
よ
れ
ば
、
か

つ
て
の
よ
う
な
圧
倒
的
な
猛
威
を
揮
う
も
の
で
は
な

く
、
傷

つ
け
ら
れ
不
具
に
さ
れ
た
も

の
と
し
て
の
自
然
で
あ
る
。

「主
体

・に
お

け
る
自
然

へ
の
追
想
、
そ
の
遂
行
に
あ
ら
ゆ
.る
文
化
の
正
し
く
認
識
さ
れ
た
こ

と
の
な
い
真
理
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
だ
.が
、
そ
う
い
う
追
想
に
よ

っ
て
啓
蒙
は

支
配

一
般
に
対
立
す
る
。
」

(9
㎝c。
)
著
者
た
ち
は
、
人
間
に
よ
る
自
然
支
配

が
行
わ
れ
る
以
前
の
原
初
的
な
自
然

に
想
い
を
い
た
せ
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。

著
者
た
ち
に
と

っ
て
、
啓
蒙
以
前
の
自
然
と
は
、
あ
く
ま
で
盲
目
的
な
自
然
連

関

-

野
蛮

ー

に
す
ぎ
な
い
ゆ
あ

る
い
は
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
を
批
判

し
て
マ
ル
ク
ス
目
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
述

べ
た
よ
う
に
、
歴
史
以
前
の
自
然
な
ど
も

は
や
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
、
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
(8
v。
だ
が
、
啓
蒙
に
よ

る
自
然
の
合
理
的
支
配
は
、
人
間
が
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
ぶ
つ
か
る
自
然
性
そ

の
も
の
を
無
化
し
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
等
価
交
換
と
い
う
合
理
性
に
よ

っ
て

全
面
的
に
浸
透
き
れ
た
市
民
社
会
は
、
発
展
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
盲
目
的
な
経
済

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

の
自
然
法
則
性
に
支
配
さ
れ
る
。
合
理
的
道
徳
的
な
生
活
規
範
に
よ

っ
て
規
律

ヘ

ヘ

ヘ

ヤ

さ
れ
た
市
民
は
、
自
ら
の
抑
圧
さ
れ
た
欲
望

(内
的
自
然
)
ど
の
葛
藤
の
な
か

で
、
と
き
に
病
的
な
退
行
現
象
を
生
じ
な
が
ら
疲
弊
し
て
い
く
。
著
者
た
ち
が

「追
想
」
し
よ
う
と
す
る
自
然
と
は
、
歴
史
以
前
の
そ
れ
で
は
な
ぐ
、
歴
史

の

た
だ
な
か
で
、
し
か
も
自
然
支
配
の
最
前
線

・
最
先
端
で
つ
ね
に
現
れ

て
こ
ざ

　

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

る
を
え
な
い
、
そ
の
よ
う
な
自
然
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
逆
に
い

う
と
、
保
護
林
に
指
定
さ
れ
た
原
生
林
や
探
検
隊
の
メ

ッ
カ
と
な

齟っ
た
秘
境
で

は
な
く
、
歴
史
の
最
前
線
に
お
け
る
そ
う
い
う
自
然
的
な
も

の
の
う
ち
に
こ
そ

太
古
的
自
然

の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
ーの
で
あ
る
。

・し
た
が

つ
て
、

『啓
蒙
の
弁
証
怯
七
で
著
者
た
ち
が

「請
け
戻
そ
う
」
と
す

る

「希
望
」
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
こ
と
に
な
る
。

一
つ
は
、
哲
学
が

つ
ね
に
そ
の
原
動
力
と
し
て
き
だ
自
己
省
察
の
能
力
で
あ
り
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「概

念
」
に
は
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
な
お
そ
の
よ
う
な
自
己
批
判
、
倡
己
省
察
の
力

が
そ
な
わ

っ
て
い
る
と
著
者
た
ち
は
考
え
て
.い
る
。
も
う

一
つ
は
、
抑
圧
さ
れ

不
具
に
さ
れ
た
自
然
と
と
も
に
語
ろ
う
と
い
う
衝
動
で
あ
る
。
こ
の
衝
動
は
、

ど
れ
ほ
ど
自
然
支
配
が
貫
か
れ
よ
う
と
、
そ
も
そ
も
何
の
た
め
.の
支
配
か
と
い

う
問
い
か
け
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
支
配
に
影
の
よ
う
に
寄
り
そ

っ
て
い
て
、

決
し
て
根
絶
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
そ
う
著
者
た
ち
は
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
こ
の
二

つ
の
そ
メ
ン
ト
を
切
り
離
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
自

然
支
配
を
停
止
さ
せ
る
省
察
が
可
能
な

の
は
、
主
体

の
う
ち

に
な
お
自
然
の
受

苦
を
語
ろ
う
と
い
う
衝
動
が
息
づ

い
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
、
省
察

に
よ
ゐ
停
止

の
も
た
ら
す
沈
黙
の
う
ち
に
こ
そ
、
自
然

の
受
苦
が
聴
き
と
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

.
省
察
の
こ
と
ば
で
あ
る

「概
念
」
を
伝
統
的
に
哲
学
が
保
持
し
て
き
た
の
に

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

対
し
て
、
自
然
の
受
苦
を
口
に
出
そ
う
と
い
う
、
.広
い
意
味
で
の
表
現
の
こ
と

・

へば
は
、
も

っ
ぱ
ら
芸
術
が
担

っ
て
き
た
。
哲
学
の
省
察
の
こ
と
ば
と
芸
術
の
表

現
の
こ
と
ば
、
こ
の
両
契
機
と
そ
の
関
係
を
、
社
会
と
い
う
全
体
の
な
か
で
ど

の
よ
う
に
認
識
じ
救
出
し
う
る
か
。
こ
う
見
取
図
を
描
け
ば
わ
れ
わ
れ
は
、
ア

ド
ル
ノ
の
後
期
思
想

の
圏
内
の
中
心

に
す
で
に
歩
み
い

っ
.だ
こ
と
に
な
る
。
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省
察
の
こ
と
ば
が
そ
の
沈
黙
の
エ
コ
ー
の
う
ち
に
表
現
の
こ
と
ば
を
深
々
と
迎

え
い
れ
る
と
き
、
あ
る
い
は
、
表
現

の
こ
と
ば
が
そ
の
・四
囲
に
省
察
の
こ
と
ば

を
磁
石
の
よ
う
に
引
き
寄
せ
る
と
き
、
自
然
と
文
明
と
の
宥
和
と
い
う
ユ
」
ト

ピ
ア
は
、
か
す
か
な
予
感
と
し
て
目
撃
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
主
体
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
芸
術
も
ぎ
た
.
「啓
蒙

の
弁
証
法
」
の

う
ち
に
固
有
の
出
自
を
そ
な
え
て
い
る
。

『オ
デ

ュ
ッ
セ
イ
ヨ
』
の
エ
ピ

ソ
ー

ド
の

一
つ
、
セ
イ
レ
ー
ン
の
歌
は
、
著

者
た
ち
に
よ

っ
て
い
わ
ば

「芸
術
の
原

史
」
(9
)と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
芸
術
が
そ
も
そ
も
自
然

の
受
苦
を
語
る

ヘ

へ

表
現
と
し
て
成
立
し
た
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
か
。

(
2
)

芸

術

の

「
原
史

」

『オ
デ

ュ
ッ
セ
イ
ア
』
全
篇
の
な
か
で
セ
イ
レ
ー
ン
の
歌
の
物
語
は
、
ご
く

短
い
エ

「ピ
ソ
ー
ド
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
文
学
者
は
、
こ
の
物
語

に
決
定
的
な
関
心
を
払

っ
て
き
た
。
カ
フ
カ
に
は

「セ
イ
レ
ー
ン
の
沈
黙
」
と

題
し
た
作
品
が
あ
る
し
、
リ
ル
ケ
は

「セ
イ
レ
ー
ン
の
島
」
と
い
う
詩
を
書
い

て
い
る
。
ま

た
ブ
ラ
ン
シ

ョ
は
、

『来

る
べ
き
書
物
㌧
の
冒
頭
に

「想
像
的
な

.

も
の
と
の
出
会
い
」
と
題
し
た
セ
イ
レ
ー
ン
論
を
お
い
て
い
る
(-o
)つ
だ
が
、

ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク

ハ
イ

マ
ー
の
セ
イ
レ
ー
ン
論
は
、
外
的
な
自
然
支
配
と
内

的
な
自
然
支
配
、
さ
ら
に
は
社
会
的
支

配

(身
分
制
と
分
業
)
の
絡
ま
り
あ
い

の
う
ち
に
、
芸
術
の
自
律
化
を
見
と
ど
け
る
と
い
う
点
で
、
無
双
の
も
の
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。

オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
故
郷
イ
タ
ケ

、
1
の
島

へ
と
向
か
う
途
中
に
、
み
る
島
の

わ
き
を
通
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
島
に
は
女
神
セ
イ
レ
ー
ン
た
ち
が
住
ん
で

い
て
、
と
お
紅
す
が
り
の
舟
人
に
甘
い
歌
声
で
誘
い
か
け
る
。
か
の
女
た
ち
の

歌
声
に
魅
せ
ら
れ
た
も
の
た
ち
は
、
帰
る
べ
き
故
郷
、
妻
や
子
ど
も
の
こ
と
も

忘
れ
て
没
落
し
て
い
く
。
セ
イ
レ
ー
ン
た
ち
の
回
り
に
は
、
白
骨
が
う
ず
高
く

積
も

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ

ス
は
、
仲
間
の
耳
に
は
蜜
の
蝦
を

詰
め
て
栓
を
し
、
自
分
の
躰
は

マ
ス
ト
に
縛
り

つ
け
さ
せ
、
危
険
な
歌
の
誘
惑

・

.に
駈
ら
れ
た
と
き
に
は
自
分
を
い
っ
そ
う
固
く
緊
縛
す
る
よ
う
言
い
含
め
て
お

く
。
件
の
島
に
近
づ
き
、
セ
イ
レ
ー
ン
が
呼
び
か
け
る
と
、
オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ

ス

は
縛
め
を
解
く
よ
う
に
懸
命
に
目
く
ば
せ
を
す
る
。
だ
が
仲
間
た
ち
は
危
険
な

歌
か
ら
の
が
れ
よ
う
と

一
身
に
櫂
を
こ
ぐ
。
あ
衷

つ
さ
え
、
オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ

ス

は
さ
ら
に
い
く
重

に
も
縛
り
な
お
さ
れ
る
。

著
者
た
ち
が
注
目
す
る
の
は
、
と
り
わ
け
セ
イ
レ
ー
ン
の
歌
が
過
去

へ
の
自

失
を
誘
う
も
の
だ
と
U
う
点

で
あ
る
。
セ
イ
レ
ー
ン
允
ち
は
、
過
去
の
出
来
事

を
す
べ
て
知

っ
て
い
る
、
と
い
ヶ
。
そ
れ
は
、
刻
苦
を

へ
て
到
達
さ
れ
る
帰
郷

と
妻
子
と
の
再
会
と
い
う
未
来
を
放
棄
す
る
よ
う
誘
う
だ
け
で
な
く
、
不
断
の

文
明
の
歩
み
そ
の
も
の
を
停
止
さ
せ
、
退
行
さ
せ
、
や
が
て
破
滅

へ
と
ひ
き
ず

ゆ
こ
む
、
文
明
に
対
す
る
タ
ナ
ト
ス
の
呼
び
声
な

の
だ
。
オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
、

す
な
わ
ち
西
欧
文
明
は
、
策
略
を

つ
う
b
て
.こ
の
危
険
を
乗
り
き

っ
た
。
だ
が

こ
の
航
海
は
、
西
欧
の
文
明
の
展
開
を
先
取
り
し
、
そ
の
本
質
を
浮
き
ぼ
り
に

し
て
い
る
。

「オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
歌
声
を
聴
く
。
だ
が
か
れ
は
力
な
く

マ
ス
ト
に
縛
り

つ
け
ら
れ
た
ま
ま
だ
。
誘
惑
が
強
ま
れ
ば
強
ま
る
ほ
ど
、
か
れ
は
い

っ
そ
う
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固
く
縛
ら
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
の
ち
の
市
民
た
ち
自
か
ら
が
、
か
れ
ら
自
身
の

力

の
増
大
と
と
も
に
幸
福
が
身
近

な
も
の
に
な
れ
ば
な
る
だ
け
、
そ
れ
を

い
っ
そ
う
頑
な
に
拒
ん
だ
よ
う
に
。

〔…
…
〕
官
か
ら
は
歌
を
聴
く

こ
と
の

な
い
仲
間
た
ち
は
、
歌

の
危
険
を

知
る
だ
け
で
そ
の
美
を
知
ら
な
い
。
オ

デ

ュ
ッ
セ
ウ
ス
と
自
分
た
ち
を
救
う
た
め
に
、
か
れ
ら
は
オ
デ

ュ
.ッ
セ
ウ
ス

を

マ
ス
ト
に
縛

っ
た
ま
ま
に
し
て
お
く
。
か
れ
ら
は
抑
圧
者

の
生
命
を
自
分

た
ち
の
生
命
と

一
つ
の
も
の
と
し
て
再
生
産
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
抑
圧

者
は
も
は
や
そ
の
社
会
的
役
割
か
ら
脱
け
で
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
れ
を

取
り
消
し
よ
う
の
な
、
形
で
実
践
に
縛
り

つ
け
て
い
る
縄
は
、
同
時
に
セ
イ

レ
ー
ン
た
ち
を
実
践
か
ら
遠
ざ
け
て

い
る
。

つ
ま
り
、
か

の
女
た
ち
の
誘
惑

は
中
和
化
さ
れ
て
、
た
ん
な
る
瞑
想

の
対
象
に
、
芸
術
に
な
る
の
だ
。
縛
ら

れ
て
い
る
者
は
い
わ
ば
コ
ン
サ
ー
ト
会
場

に
い
る
。

の
ち
の
聴
衆
の
よ
う
に
、

身
じ
ろ
ぎ
も
せ
ず
耳
を
澄
ま
し
て
。
.そ
し

て
、
解
放
を
求
め
る
か
れ
の
熱
狂

し
た
叫
び
は
、
拍
手
喝
采

の
響
き
と

同
様
、
た
ち
ま
ち
空
う
に
消
え
去

っ
て

い
く
。
こ
う
し
て
、
先
史
世
界
と
の
離
別
に
さ
い
し
て
、
芸
術
の
享
受
と
肉

体
労
働
と
は
別
々
の
道
を
歩
む

の
だ
。
」

(ω
●㎝
跼
。)

先
史
世
界
に
お
い
て
、
芸
術
は
生
活
と
実
践
的
な
結
び

つ
き
を
そ
な
え
て
い

た
。
祭
祀
や
儀
礼
の
な
か
で
、
歌
は
な
お
呪
術
的
な
力
を
発
揮
し
て
い
た
。・
そ

れ
は
神
々
の
怒
り
を
宥
め
た
り
、
部
族
を
守
護
し
だ
り
、
豊
穣
を
祈
願
し
た
り

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

す
る
実
蹼
的
な
営
み
と
融
合
し
て
い
た
。

.歌
億
聴
く
者
に
何
ら
か
の
形
で
働
き

か
け
る
力
を
も

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

セ
イ
レ
ー
ン
の
歌
の
危
険
な
魅
力
は
、

そ
う
い
う
先
史
世
界
に
お
け
る
芸
術
の
記
憶
を
も
伝
え
て
い
る
。
歌
の
美
に
触

れ
た
者
は
、
そ
の
魔
圏
の
外
に
脱
れ
で
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
美
の
魅
力
に
取

り

つ
か
れ
た
者
は
、

「自
己
保
存
」
を
不
可
欠
と
す
る
社
会
の
発
展
か
ら
と
り

残
さ
れ
、
没
落
の
浮
き
目
に
あ
う
。
だ
が
、
舟
人
が
故
郷
や
妻
子
の
こ
と
を
忘

ヘ

へ

れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
セ
イ
レ
ー
ン
の
歌
を
聴
い
た
結
果
で
は
な
い
。
そ
も

そ
も
歌
に
魅
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
故
郷
や
妻
子
、
未
来
の

一
切
、
よ
う

や
く
獲
得
し
た

「自
己
」
す
ら
殺
げ
捨
て
て
、
そ
こ
に
没
入
す
る
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
の
だ
。
歌
を
聴
き

つ
つ
.櫂
を
こ
ぐ
こ
と
な
ど
、
最
初
か
ら
不
可
能
な

.
の
で
あ
り
、
セ
イ
レ
ー
ン
の
歌
は
そ
の
よ
う
に
し
て
聴
く
こ
と
を
有
無
を

い
わ

さ
ず
求
め
る
の
で
あ
る
。
美
に
触
れ
て
没
落
す
る
か
、
美

に
つ
い
て
は
何

一
つ

知
る
こ
と
な
く
生
き
延
び
る
か
、
だ
が
セ
イ
レ
ー
ン
の
歌
声
は
そ
の
よ
う
な
二

」
者
択

一
の
余
地
す
ら
与
え
な
い
。
そ
も
そ
も
、
セ
イ
レ
ー
ン
の
歌
を

.「甘
美
」

な
も
の
と
し
て
享
受
す
る
よ
う
な
余
裕
す
ら
、
聴
く
者
は
も
た
な
い
は
ず
な
の

だ
。だ

が
、
精
神
労
働
と
肉
体
労
働

へ
の
巧
妙
な
分
割
に
依
拠
し
て
、
歌
を
聴
き

つ
つ
生
き
延
び
て
い
く
オ
デ

層ユ
ッ
セ
ウ
ス
の
登
場
に
よ

っ
て
、
セ
イ
レ
ー
ン
の

・支
配
す
る
世
界
秩
序
は
崩
壊
す
る
。
オ
イ
デ

ィ
プ

ス
の
謎
解
き
に
よ

っ
て
ス

ウ
ィ
ン
ク
ス
が
谷
に
身
を
投
じ
た
よ
う
に
、
オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
策
略
に
よ
っ

て
セ
イ
レ
ー
ン
た
ち
は
破
滅
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
歌
の
意
味
.は
決
定
的

に
反
転
す
る
。
か

つ
て

一.切
を
要
求
し
た
歌
声
は
、
も
は
や
現
実

へ
の
ど
ん
な

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

働
き
か
け
も
も
た
な
い
、
と
い
う
意
味
で
絶
対
的
な
も
の
と
な

る
。
歌

(美
)

は
、
現
実
の
生
活
の
ど
ん
な
目
的
に
も
仕
え
な
い
も
の
と
し
て
、

「自
律
性
」
、

を
獲
得
す
る
。
そ
れ
は
、
歌
が
芸
術

へ
と
純
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
無
力
化
し

て
い
く
プ

ロ
セ
ス
で
あ
る
。
も
は
や
労
働
に
い
そ
し
む
者
は
、
耳
に
栓
を
し
な
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く
ど
も
歌
に
心
を
奪
わ
れ
た
り
は
し
な
い
。
た
と
え
歌
が
流
さ
れ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
耐
え
が
た
い
労
働
を
い
く
ら
か
効
率
よ
く
進
行
さ
せ
る
た
め
の
B

・
G

・
M
に
す
ぎ
な
い
。

一
方
、
歌
を
享
受
す
る
者
た
ち
は
、
し
ょ
せ
ん
美
が
生
活

と
は
別
物
だ
と
わ
き
ま
え
て
、
も
は
や
縛
ら
れ
て
い
ず
と
も
、
身
じ
ろ
ぎ
も
せ

ず
持
ち
場
を
離
れ
な
い
だ
け
の
分
別
を
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
す
べ
て
の
根
底
に

は
、
分
業
の
固
定
化
と
い
う
社
会
支
配
が
横
た
わ

っ
て
い
る
。
だ
が
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
オ
デ

ュ
ッ
セ
ゥ
ス
が
セ
イ

レ
ー
.ン
の
歌
を
聴
.い
た
ど
い
う
事
実
に

よ

っ
て
、
先
史
的

・
神
話
的
世
界
か
ら
あ
る
決
定
的
な
要
素
が
文
明
の
世
界
に

持
ち
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ
ス
と
セ
イ
レ
ー

ン
た
ち
と
の
幸
福
に
し
て
不
幸
な
出
逢
い

以
来
、
あ
ら
ゆ
る
歌

(い
一Φ9
)
は
病
ん
で
し
ま

っ
た
。
そ
し

て
、
西
欧
の

音
楽
は
す
べ
て
、
文
明
に
お
け
る
歌
声

(Ω
①
$
ロ
σq
)
の
不
条
理
に
手
を
焼

い
て
い
る
。
だ
が
こ
の
不
条
理
こ
そ
は
同
時
に
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
音
楽
芸
術

に
原
動
力
を
与
え
て
い
る
当
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
」

(の
.刈
c。)

セ
イ
レ
ー
ン
た
ち
と
オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
出
逢
い
以
来
、
歌
声
は
か

つ
て
の

よ
う
な
有
無
を
い
わ
さ
ぬ
力
を
失

っ
た
。
だ
が
歌
は
、
そ
の
よ
う
に
傷

つ
き
不

具
に
さ
れ
な
が
ら
、
な
お
文
明
の
な

か
に
も
ち
こ
ま
れ
た
の
だ
。
ア
ド
ル
ノ
は
、

音
楽
や
芸
術

一
般
を
、
合
理
的
構
成
的
契
機
と
非
合
理
的
表
現
的
契
機
の
二
律

排
反
に
貫
か
れ
た
も
の
と
し
て
考
察
す

る
。
.歌
声
が

「不
条
理

(≦
凱
①
磊
ヨ
ロ
)」

な
の
は
、
そ
れ
が
文
字
ど
お
り
合
理
的
構
成
的
底
意
味

(ω
ぎ
⇒
)
に
抵
抗
す

る

(≦
巳
母
)
モ
メ
ン
ト
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

「不
条
理
」
こ
そ

・

は
、
そ
れ
な
く
し
て
は
、
そ
も
そ
も
合
理
的
構
成
的
契
機
そ
れ
自
体
が
発
展
的

な
力
を
失
い
、
た
ん
な
る
ト
ー
ト

ロ
ジ
ー
へ
と
帰
着
し
て
し
ま
う
、
決
定
的
な

要
素
な
の
で
あ
る
。

だ
が
、

「自
己
保
存
」
の
た
め
に
合
理
的
な
自
然
支
配
を
不
可
欠
と
す
る
文

、明
の
な
か
で
、

「不
条
理
」
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
た
ん
に
音
楽
に
お
け
る
歌

声
だ
け
で
は
な
い
。

・「自
己
を
失
う
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
そ
の
自
己
と
と
も
に
自
分
と
他

の

・
生
命
を
隔
て
る
境
界
そ
の
も
の
が
廃
棄
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
、

あ
る
い
は
死
と
破
壊
に
対
す
る
怖
れ
、
そ
れ
ら
は
、
文
明
を
不
断
に
脅
か
し

て
き
た
幸
福
の
約
束
と
親
密
な
関
係
が
あ
る
。
」

(ω
.鰹
)

「自
己
保
存
」
の
原
理
に
と

っ
て
、
本
質
的
な
意
味
で
の

「幸
福
」
と
は

一

つ
の
余
剰
で
あ
る
。
自
己
目
的
化
し
た

「自
己
保
存
」
に
と

っ
て
、
そ
れ
は
む

し
ろ
不
必
要
な
も
の
な
の
だ
。
著
者
た
ち
は
、

ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
が
ポ
グ

ロ
ー
ム

の
対
象
と
さ
れ
た
理
由
の

一
つ
に
、
反

ユ
ダ
ヤ
主
.義
者
に
と

っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
が

「力
な
ーき
幸
福

((}『μO
}ハ
O}一H尸①
]1臼㎞四〇
】Pけ)
」

(ω
」
Φ①
)
の
イ
メ
ー
ジ
を
体

現
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
る
。
も
し
も

「力
な
き
幸
福
」
が
可
能
な

ら
ば
、
落
ち
こ
ぼ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
を
ば
ね
に
、
苛
酷
な
競
争

社
会
の
な
か
で
日
々
刻
苦
し
て
い
る
、
中
間
階
層
の
日
常
そ
の
も
の
が
無
意
味

と
化
す
の
だ
。
セ
イ
レ
ー
ン
た
ち
の
歌
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
文
明
を
脅
か
す

「幸
福
の
約
束
」.だ

っ
た
。
だ
が
、
セ
イ
レ
ー
ン
た
ち
の
約
束
が
文
明
そ
の
も

の
の
廃
棄
を
そ
の
代
償
に
要
求
す
る
、
文
明
の

「他
者
」
で
あ

っ
た
の
に
対
し
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ヘ

へ

て
、
芸
術
は
自
己
自
身
の
無
力
化
を
代
償
に
、
同
じ

「幸
福
の
約
束
」
を
文
明

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
た
だ
な
か
に
も
ち
こ
む
。
文
明
が

・「自
己
保
存
」
の
原
理
と
全
面
的
に

一
つ

で
あ
る
か
ぎ
り
、
芸
術
は
、
し
た
が

っ
て

ゴ幸
福
」
は
、
文
明
の
他
者
で
あ
り

つ
づ
け
る
。
だ
が
芸
術
は
、
そ
の
無
力
化
の
瞬
間
に
、
文
明
と

「自
己
保
存
」

の
原
理
の
あ
い
だ
に

「幸
福
の
約
束
」
を
く
さ
び
の
よ
う
に
打
ち
こ
ん
だ
の
で

あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ
ス
と
セ
イ
レ
ー
ン
た
ち
と
の

「幸
福
に

し
て
不
幸
な
出
逢
い
」
.以
来
、
西
欧

の
文
明
は
、
単
純
に

「自
己
保
存
」
の
た

め
の
合
理
的
自
然
支
配
の
道
を

一
直
線
に
歩
ん
で
き
た
の
で
は
な
塾
。
む
し
ろ

「自
己
保
存
」
と

「幸
福
の
約
束
」
と
い
う
両
極
に
牽
か
れ
な
が
ら
、
・ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
い
う
あ
の

「自
然
と
意
味
と

の
あ
い
だ

の
鋸
歯
状
の
境
界
線
」
(n
)を

じ
ぐ
ざ
ぐ
に
な
ぞ

っ
て
き
た
の
で
あ

る
。

・

こ
の
よ
う
に
し
て
、
芸
術
は
そ
の

「原
史
」
か
ら
し
て
、
そ
の
無
力
化
を
代

償
に
し
て
幸
福
の
約
束
を
文
明
の
世
界
に
も
ち
こ
み
、

「自
己
保
存
」
を
越
え

た
モ
メ
ン
ト
と
し
て
文
明
の
う
ち
に
保
存
さ
れ
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
芸
術

の

根
本
に
あ
る
の
は
、

「ミ
メ
、
シ
ス
」
の
モ
メ
ン
ト
だ
、
と
著
者
た
ち
は
考
え

る
。
芸
術
を

つ
う
じ
て
、
幸
福
の
約
束
と
と
も
に
先
史
的

・
神
話
的
世
界
か
ら

文
明

(啓
蒙
)
の
世
界
に
も
ち
こ
さ
れ
た
も
の
ハ
そ
れ
が
ミ
メ
ー
シ
ス
の
能
力

な
の
で
あ
る
9

(
3
)

ミ

メ

ー

シ

ス
と

芸

術

著
者
た
ち
に
よ
れ
ば
、
啓
蒙
の
目
ざ
す

「世
界
の
脱
魔
術
化
と
は
、
ア
ニ
ミ

ズ
ム
の
根
絶
で
あ
る
」.

(GQ
●鎗
)。

『啓
蒙

の
弁
証
法
』
の
歴
史
哲
学
的
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
よ
れ
ば
、
自
然
支
配
の
行
わ
れ
る
以
前
の
世
界
で
は
、
主
体

と
客
体
、
あ
る
い
は
実
体
と
そ
の
偶
有
性
と
い
っ
た
区
別
は
衷
だ
存
在
し
な
い
。

だ
が
そ
れ
は
、
た
ん
な
る
混
沌
の
世
界
で
は
な
い
。
そ
の
段
階
で
は
、
存
在
す

る
も
の
の
あ
い
だ
に
は
多
様
な

「親
和
性

(〉
窪
巳
莓
8
5
)
」
や

「類
似
性

(〉
ゴ
巳
ざ
蒔

Φ5

」
が
成
立
し
て
い
た
。
そ
う
い
う
親
和
関
係
、
類
似
関
係

に
あ
る
存
在
者
の
あ
い
だ
を
、

「精
霊
」
や

「デ
ー
モ
ン
」
が
往
来
し
て
い
て
、

人
間
は
呪
術
を

つ
う
じ
て
そ
れ
ら
の
偉
力
に
与
か
り
な
が
ら
、
別
の
存
在
者
に

働
き
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
段
階
に
あ
る
世
界
を
著
者
た
ち
は
、

ユ
ベ
ー
ル
と
モ
ー
ス
の
理
論
に
も
と
つ
い
て
、

「
マ
ナ
」
の
充
溢
し
た
世
界
と

特
徴
づ
け
る
。

啓
蒙
的
理
性
は
、
こ
う
い
う

「
マ
ナ
」
の
世
界
は
未
開
人
の
抱
く
迷
信
の
産

物
で
あ

っ
て
、
精
霊
に
し
ろ
デ
ー
モ
ン
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
は
人
間
の
心
理
が
外

界
に
投
影
さ
れ
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
、
と
し
て
切
り
捨
て
る
。
こ
の
理
性
に
と

っ

て
は
、
生
け
る
も
の
、
生
命
を
も

つ
も
の
、
心
あ
る
も
の
の
す
べ
て
は
人
間
に

還
元
さ
れ
る
は
ず
な
の
で
あ

っ
て
、
世
界
は
死
せ
る
事
物
と
人
間
と
か
ら
で
き

.
て
い
る
。
死
せ
る
事
物
の
な
か
の
唯

一
の
生
け
る
も
の
と
し
て
人
間
は
、
何
の

怖
れ
も
不
安
も
な
く
、
世
界
を
支
配
し
う
る
は
ず
な
の
だ
。
だ
が
、
ホ
ル
ク

ハ

イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、

「活
動
す
る
霊
で
あ
る
マ
ナ
は
、
投
影
で
は

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

な
く
て
、
自
然
の
も

つ
実
際
の
優
越
し
た
力
が
、
未
開
人
の
無
力
な
魂
の
う
ち

で
こ
だ
ま
す
る
反
響
で
あ
る
」

(ω
・。。
ド

強
調
は
引
用
者
)
と
い
う
点
が
見
の

が
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
つ

つ
ま
.り
、

「
マ
ナ
」
を
人
間
の
心
理
の
メ
カ

ニ
ズ
ム

か
ら

「説
明
」
し
え
て
も
、
自
然
と
人
間
の
現
実
の
力
関
係
が
変
容
し
な
い
か
.

ぎ
り

「
マ
ナ
」
と
い
う
現
象
そ
の
も
の
が

「解
消
」
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。
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そ
の
か
吉
り
で
、

嘱
マ
ナ
」
と
億
へ
自
然
と
人
間
の
現
実
の
関
係
を
反
映
し
た
、

正
し
い
認
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
著
者
た
ち
に
よ
れ
ば
、

「
マ
ナ
」
と

い
う
こ
と
ば
の
も
と
に
名
ざ
さ
れ
て
い
た
の
は
、
た
ん
に
人
間
よ
り
優
越
し
た

力
を
も

つ
も
の
と
七
て
の
自
然
で
は
な
く
、
未
知
の
も
の
、
見
慣
れ
ぬ
も
の
と

し
て
の
自
然
だ

っ
た
。

「
マ
ナ
と
は
、
本
来
の
未
分
化
め
か

た
ち
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
未
知
の
も
の
、

見
慣
れ
ぬ
も
の
、
す
な
わ
ち
経
験
の
範
囲
を
越
え
た
も
の
、
事
物
の
う
ち
の

前
も

っ
て
知
ら
れ
た
あ
り
方
以
上
で
あ
る
も
の
、
.を
指
し
て
い
る
。
そ
の
さ

.い
、
未
開
人
が
超
自
然
的
な
も
の
と
し
て
経
験
す
る
の
億
、
物
質
的
実
体
と

対
立
し
あ
ヶ
精
神
的
実
体
で
は
な
く
㍉
個
々
忙
分
肢
し
た
要
素
に
対
し
て
自

然
的
な
も
の
が
示
し

て
い
る
、
錯
綜
状
態
な
の
で
あ
る
。
」

(
oげ
住
・)

「
マ
ナ
」
は
、
あ
く
ま
で
あ
る
特
定

の
未
知
の
対
象
、
特
定

の
見
慣
れ
ぬ
現

象

に
付
与
さ
れ
る
。
だ
が
著
者
た
ち
は
、
そ
の
と
き
未
開
人
が
経
験
し
て
い
る

の
は
、
個
別
的
な
要
素

に
は
還
元
さ
れ
え
な
い
、
・あ
る
全
体
と
し
て
の
自
然

の

「錯
綜
」
な
の
だ
と
考
え
る
。
個
々
の

「
マ
ナ
」
を

つ
う
七
て
感
覚
さ
れ
て
い

る
の
は
、
未
知
の
も
の
、
見
慣
れ
ぬ
も

の
と
し
て
の
自
然
の
全
体

で
あ

っ
て
、

呪
術
的
段
階
に
お
い
て
人
間
は
、
そ
う

い
う
自
然
に
あ
り
あ
り
と
触
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
呪
術
的
段
階
に
対
応
七
た
人
間
の
ふ
る
ま
い
が

「ミ
メ
」
シ
ス
」

と
呼
ば
れ
る
。
字
義
ど
お
り
に
は
㍉
模
倣
」
.で
あ
る
が
、
主
体
と
客
体

の
分
離

を
前
提
と
し
て
、
主
体
が
客
体
を
ま
ね
る
の
で
縁
な
く
、
主
体
が
客
体
と

一
体

と
な
る
こ
と
で
客
体
を
知
る
よ
う
な
衝
動
で
あ
る
。
セ
イ
レ
ー
ン
の
歌
は
、
歌

い
手
が
そ
の
声
を
と
お
し
て
自
然

(世
界
)

へ
と
流
出
し
て
、
世
界
と

一
体
と

ヘ

へ

な

っ
て
鳴
る
響
き
に
ほ
か
な
ら
ず
、
聴
き
手
も
ま
た
そ
の
響
き
の
う
ち
に
融
け

あ
う
よ
う
誘
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
系
統
発
生
的
に
初
期
の
段
階
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
ミ
メ
ー
シ
ス
の
衝
動
は
ま
た
、
個
体
発
生
の
初
期
に
も
認
め
ら
れ
る
。

」

子
供
は
、
泣
い
た
り
、
笑

っ
た
り
、
話
し
た
り
、
判
断
し
た
り
す
る
さ
い
の
、

そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
ふ
る
ま
い
の
仕
方
を
、
模
倣

に
よ

っ
て
学
習
す
る

(12
諏。
だ
が

「模
倣
」
は
、
子
供
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
社
会
化
の
機
能

を
果
た
す
だ
け
で
は
な
い
。ベ

ン
ヤ
ミ
ン
が
「ミ
メ
ー
シ
ス
の
能
力
に
つ
い
て
」

の
な
か
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に

「子
供
は
、
店
の
お
じ
さ
ん
や
学
校
の
先
生
に

な
り
き
る
だ
け
で
な
く
、
風
車
や
汽
車
に
も
な
り
き
る
」
(13
)の
で
あ
る
。

だ
が
、.
こ
の
よ
う
な
ミ
メ
ー
シ
ス
の
能
力
は
、

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
な
か

で
は
決
し
て

一
面
的

に
美
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
抑
圧
さ
れ
た
ミ

メ

、
ー
シ
ス
、
歪
め
ら
れ
た
ミ
メ
ー
シ
ス
の
発
現
と
し
て
、
む
し
ろ
否
定
的
に
用

ラ
チ
オ

い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
、
と
い
え
る
。
し
か
も
、

「理
性
は
そ
れ
自
身
ミ
メ
ー

シ
ス
で
あ
る
」

(ω
●刈
①)
と
い
う
こ
と
ば
の
示
し
て
い
る
と
お
り
、
ミ
メ
ー
シ

ス
は
自
然
支
配
を
こ
と
と
す
る
ラ
チ
オ
.の
能
力
と
単
純
に
対
立
し
あ
う
も
の
で

も
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の

『理
性
の
腐
蝕
』
に
よ
れ
ば
、

文
明
の
発
展
そ
の
も

の
を
動
機
づ
け
て
い
る
衝
動
な

の
だ
(14
)。
し
た
が

っ
て

問
題
は
、
文
明
の
根
底
に
あ
り
な
が
ら
へ
啓
蒙
的
理
性
が
そ
れ
を
タ
ブ
ー
視
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
か
え

っ
て
さ
ま
ざ
ま

の
病
的
な
模
倣
衝
動
と
し
て
発
露
し
て

い
る
ミ
メ
ー
シ
ス
の
能
力
を
、
文
明
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
救
出
し
う
る
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
(蛎
V。
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こ
う
い
っ
た
ミ
メ
ー
シ
ス
を
取
り
ま
く
問
題
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
さ
き

の

「
マ
ナ
」:
と
対
照
さ
せ
る
な
ら
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
救
出
さ
れ
る
べ
き
も

の
、

の
ち
の
.『美
の
理
論
』
に
い
た
る
ま
で
ア
ド
ル
ノ
に
よ

っ
て
強
調
さ
れ

て
用
い

ち
れ
る
も
の
と
し
て
の
ミ
メ
ー
シ
ス
は
、
こ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ミ
メ
ー
シ
ス
と
は
、
未
知
の
も
の
を
既
知
の
も
の
へ
と
同

一
化
す
る
こ
と
な
く
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

未
知
の
も
の
を
未
知
の
も
の
.と
し
て
経

験
し
表
現
す
る
能
力

で
あ
る
、
と
。
、ミ

メ
ー
シ
ス
の
能
力
が
模
倣
と
い
う
形
態

を
と
る
の
は
、
未
知

の
も

の
を
未
知

の

も
の
と
し
て
知
る
た
め
に
は
、
.顔
や
声

、
腕
や
脚
と
い

っ
た
自
己
の
身
体
器
官

(そ
の
延
長
と
し
て
の
芸
術

の
マ
テ
リ

ア
ル

一
般
)
の
す
べ
て
を
用
い
て
細
部

に
わ
た

っ
て
そ
れ
を
ま
ね
る
以
外
に
方
法
が
煎
い
か
ら
な
の
で
あ
り
、
そ
の
と

き

こ
の
未
知

の
も
の
の
経
験
は
、
同
時

に
「表
現
」と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ

て
、
た
ん
に
既
知

の
も
の
の
自
動
的
な
反
復
と
な
る
と
き
、
す
で
に
ミ
メ
ー
シ

ス
の
能
力
は
萎
縮
し
て
し
ま

っ
て
い
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
(近
代

的
主
体
之
七
て
の
)
自
己
は
、
ミ
メ
ー

シ
ス
的
呪
術
を
タ
ブ
ー
視
す
る
こ
と
に

よ
ら
て
、対
象
に
本
当
に
適
合
し
た
認
識
を
も
タ
ブ
ー
に
し
て
し
ま

っ
幻
」
(Go
6い

O
)
と
考
え
る
著
者
た
ち
に
と

っ
て
、

ミ
メ
ー
シ
ス
は
、

画
否
定
の
弁
証
法
』

で
中
心
的
に
論
じ
ら
れ
る
、
.主

.体

の
概

念
に
は
還
元
さ
れ
え
な
い
あ
の

「非
同

一
的
な
も
の
」
を
、
認
識
七
表
現
し
う
る
能
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ミ
メ
ー
シ

ス
の
能
力
が
と
り
わ
け
芸
術
に
保
存
さ

れ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
か
。
著
者
た
ち
は
、
言
語
の
起
源

に
さ
か
の
ぼ

っ
て
そ
れ
を
説
明
し
て
い
る
。

概
念
的
な
言
語
と
対
照
さ
れ
た
意
味

で
の
名
称
言
語
、

「名
前
」
の
う
ち
に

は
、人
間
の
ミ
メ
ー
シ
ス
的
態
度
の
痕
跡
が
沈
澱
し
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
・
「見

慣
れ
な
い
も
の
を
経
験
す
る
驚
き

の
叫
び
が
、
そ
の
も
の
の
名
前
と
な
る
」

(ω
・。。
一)
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け

「神
ヶ
は
恐
怖
の
硬
直
化
し
た
響
き
を
、
自

ら
の
名
前
と
し
て
担

っ
て
い
る
」

(ω
.Q。い。
)、
と
著
者
た
ち
は
考
え
る
。

「名

前
」
は
そ
の
対
象
に
人
間
が
外
的
に
付
加
し
た
も
の
で
は
な
く
、
見
慣
れ
ぬ
存

在
が
恐
怖
に
満
ち
た
経
験
の
な
か
で
、
人
間
に
刻
ん
だ
自
ら
の
痕
跡
な
の
で
あ

る
。
そ
の
と
き
、
そ
の

「名
前
」
と

「存
在
」
・の
あ
い
だ
に
は
、
あ
る
類
縁
関

係
が
そ
な
わ

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
名
前
を
汚
す
こ
と
は

、

そ
の
存
在
そ
の
も
の
を
傷

つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
名
前
を
唱
え
る
こ
と
で
そ
の

当
の
存
在
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
見
な
さ
れ
る
。
名
前
と
は
、
人

間
が
そ
の
対
象
と

一
体
と
な

っ
た
経
験
が
、
音
声
と
し
て
定
着
さ
れ
た
も
の
な

の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
存
在
と
名
称
の

一
致
を
示
す
名
前
は
、
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
矛

盾
を
抱
え
て
い
る
。
そ
れ
は

つ
ね
に
何
も
の
か
に
つ
い
て
の
名
前
と
し
て
、
対

象

へ
の
志
向
的
関
係
を
も
そ
な
え
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
名
前
は
、
対
象

と
の
類
似
性
を
欠
い
た

「記
号

(N
⑩一〇
『
Φ
昌
)
」
と
し
て
の
言
語
老
そ
れ
自
体

で
完
結
し
た

「形
象

(
切u
一δ
)
」
と
し
て
の
言
語

へ
と
分
裂
し
て
い
か
ざ
る

を
え
な
い
の
で
あ
る

(<
σq
ピ
.ω
.GQ虧
)。
言
語
が
記
号

へ
と
純
化
さ
れ
る
と
き
、

さ
ま
ざ
ま
の
存
在
者
を
そ
の
固
有
性
に
お
い
て
名
ざ
す
の
で
は
な
く
、

一
般
概

念
の
も
と
に
包
摂
し
た
り
、
分
類
し
た
り
す
る
と
い
う
意
味
で
の
認
識
が
可
能

に
な
る
。
だ
が
.「記
号
」
は
、
か
つ
て
マ
ナ
と
し
て
経
験
さ
れ
た
よ
う
な
、
未

知
の
も
の
、
見
慣
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
全
体
と
し
て
の
自
然
を
扱
う
こ
と
は
で
き

.」な
い
。
記
号
と
は
へ
あ
く
ま
で
既
知
の
体
系
な
の
だ
。
芸
術
は
、
.記
号
と
し
て

の
言
語
か
ら
切
り
捨
て
ら
れ
る
、「
言
語
の
形
象
的
側
面
を
全
的
に
引
き
受
け
る
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こ
と
で
成
立
す
る
(16
)。
だ
が
そ
の
と
き
芸
術
は
、
そ
れ
自
身
で
完
結
し
た
形

象
を
扱
う
も
の
と
し
て
、
か

つ
て
の
名
前
の
そ
な
え
て
い
だ
よ
う
な
現
実
の
別

の
対
象
に
働
き
か
け
る
呪
術
的
な
力
を
失
う
。
し
か
し
、.
再
び
著
者
た
ち
は
、

こ
の
無
力
化
に
よ

っ
て
こ
そ
、
芸
術

の
う
ち
に
は
か

つ
て
の
ミ
メ
ー
シ
ス
能
力

の
あ
る

一
面
が
、
純
化
し
て
継
承
さ
れ
る
と
考
え
る
。

「現
実

へ
の
働
き
か
け
を
断

念

す
る

こ
と
が
、
・芸
術
を

呪
術

的
土
ハ感

(目
曽
σq
δ
9
Φ
齧

巨
冩

ひ置
Φ)
か
ら
区
別
す
る
。
だ
が
、
ま
さ
に
こ
の
断

念
に
よ
っ
て
、
呪
術
的
遺
産
は
い

っ
そ
う
固
く
保
存
さ
れ
る
。
こ
の
断
念
が
、

純
粋
な
形
象
を
生
身
の
現
実
存
在

(一①
一げ
げ
P
hけΦ
国
×
一ω
けΦ
づ
N
)
と
対
立
さ
せ
、

そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
は
形
象
の
う
ち

へ
と
止
揚
さ
れ
る
。
未
開
人
の
あ
の

・
呪
術
に
お
い
て
新
し
い
恐
る
べ
き
出
来
事
が
果
た
し
て
い
た
役
割
、
す
な
わ

ち
特
殊
に
お
け
る
全
体
の
現
象
と

い
う
役
割
が
、
美
的
仮
象
と
い
う
芸
術
作

、品

の
意
味
の
う
ち
に
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

(GQ
。。。
㎝)

な
生
命
そ
の
も
の
を
抹
殺
し
か
ね
な
い
、
現
実
的
な
経
験
で
あ

っ
た
。
芸
術
に

お
い
て
は
、
そ
う
い
う
危
険
な
契
機
が
作
品
の
純
粋
な
形
象
の
う
ち
に
も
ち
こ

ま
れ
る
こ
と
で
、
未
知

の
も
の
が
も
た
ら
す
世
界
の
全
体
的
な
変
容
を
、
自
己

自
身
の
生
命

へ
の
配
慮
を
か

っ
こ
に
い
れ
た
状
態
で
経
験
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ド
ル
ノ
が

一
貫
し
て
評
価
す
る
カ
フ
カ
や
ベ
ケ

ッ
ト
の

作
品
は
、
文
字
ど
お
り
に
世
界
を
凍
り

つ
か
せ
る
真
理
を
含
ん
で
い
る
。
あ
る

い
は
、
実
際
に
凍
り

つ
い
た
全
世
界
が
そ
こ
に
は
横
た
わ

っ
て
い
る
と
い
っ
て

も
よ
い
。
そ
こ
で
は
、
か
す
か
な
笑
い
で
さ
え
、
凍
り

つ
い
た
そ
の
世
界
に
ひ

び
を
入
れ
瓦
礫
に
解
体
し
て
い
く
、
破
壊
的
な
哄
笑
と
な
る
。
し
か
も
、
そ
の

戦
慓
的
な
響
き
を
微
細
に
聴
き
と
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
。
そ
れ
は
、
か

つ
て

の

「
マ
ナ
」
に
お
け
る
よ
う
な
ミ
メ
ー
シ
ス
能
力
を
芸
術
が
継
承
し
た
こ
と
に

よ

っ
て
生
じ
た
、
ま

っ
た
く
新
し
い
事
態
な
の
で
あ
る
。

(4
)
文
化
産
業
論
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著
者
た
ち
は
、

「表
情

(》
二
。。母

二
爵
)
は
、
ど
ん
な
に
率
直
な
場
合
で
も
、

誇
張
さ
れ

て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ

ら
ゆ
る
芸
術
作
品
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、・
ど
の
歎
き

の
声

の
う
ち
に
も
全
世
界
が
横
た
わ

っ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
か
ら
だ
」

(oQ
』
O刈
)
と
語
る
。
か

つ
て

「
マ
ナ
」
は
、
見
知
ら
ぬ
も
の
、

見
慣
れ
ぬ
も
の
を

つ
う
じ
て
自
然

の
あ
る
全
体
を
感
覚
さ
せ
た
。
未
知
の
も
の

は
、
既
知

の
も
の
に
算
術
的
に
加
算

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
既
知
の
も
の
の
体

系
そ
の
も
の
を
揺
る
が
す
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
こ
と
で
そ
れ
を
経
験
す
る
も
の

の
世
界
全
体
を
覆
す
。
.未
開
人

の
マ
ナ
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
か
れ
の
肉
体
的

セ
イ
レ
ー
ン
の
歌
以
来
、
芸
術
は
本
来

「幸
福
の
約
束
」
で
あ
る
。
人
間
に

と

っ
て
・
「幸
福
」
と
は
、
狂
お
し
い

「自
己
保
存
]
の
要
求
を
ま
ぬ
が
れ
た
と

こ
ろ
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
、
内
的

・
外
的
な
自
然
と
の

敵
対
的
な
関
係
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
約
束
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

「対
抗
的
な
全
体
」
で
あ
る
市
民
社
会
は
、
そ
の
成
員
に
と

っ
て
、
自
己
保
存

の
た
め
の
苛
酷
な
体
系
で
あ
る
。

「個
人
」
を
産
み
か

つ
.「個
人
」
を
監
禁
し

つ
づ
け
る
社
会
の
な
か
で
、
芸
術
は
そ
の
成
員
に
対
し
て
、
か
れ
ら
自
身
の
隠

さ
れ
た
欲
望
と
し
て
、

「幸
福
」
の
像
を
突
き

つ
け
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ



の
幸
福
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ア
ド
ル
ノ
が

評
価
す
る
モ
ダ

ニ
ズ
ム
の
芸
術
の
多
く

が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
甘
美
な
も
の
、
口
当
た
り
の
い
い
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
口
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
モ
ダ

ニ
ズ
ム
の
芸
術
が

現
実
の
醜
悪
さ
を

「模
倣
」
・す
る
こ
と

に
よ

っ
・て
、
現
実
を
告
発
し
よ
う
と
す

る
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
」モ
ダ

ニ
ズ
ム
の
芸
術
は
、
そ
の
社
会
の
な
か
で

は
決
し
て
存
在
し
な
い
も
の
、.
そ
の
現
実
が
決
し
て
許
容
し
な
い
も
の
を
表
現

し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
か

つ
て
の

「
マ
ナ
」
の
よ
う
に
、
未
知
の
も
の
、
見

慣
れ
ぬ
も
の
を
社
会
の
な
か
に
も
ち

こ
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
然
支
配
を

こ
と
と
す
る
社
会

に
対
し

て
、
自
然

と
の
別

の
連
関
を
具
体
的
に
示
す

の

だ
(U
。

だ
が
、.
著
者
た
ち
が
亡
命
地
ア
メ
リ
カ
で
目
の
あ
た
り
に
し
た
の
は
、
芸
術

が
社
会
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
認
識
批
判
的
な
機
能
を
喪
失
し
て
い
く
あ
り
さ

ま
だ

っ
允
。
芸
術
は
、
産
業
資
本
に
よ
る
商
品
化
、
産
業
化
を

つ
う
じ
て
、
そ

の
社
会
を
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
に
美
化
す
る
部
門
と
し
て
、
た
ん
な
る
体
制

の
補

、
完
物
と
化
し
て
い
く
。
し
か
も
こ
う

い
っ
た
事
態
は
、
著
者
た
ち
に
と

っ
て
、

ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
に
特
有
の
例
外
的
な
問
題
で
は
な
か

っ
た
。
文
化
産
業
論

の
サ
ブ

・
タ
イ
ト
ル

「大
衆
欺
瞞
と
し

て
の
啓
蒙
」
が
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
.

そ
れ
は

「啓
蒙
の
弁
証
法
」
の
ま
ぎ
れ
も
な
い

一
帰
結
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、

反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
章
と
な
ら
ん
で
文
化

産
業
論
が

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
の

一
つ

の
柱
と
し
て
書
か
れ
る
必
然
が
あ

っ
た
β

著
者
た
ち
が
ア
メ
リ
カ
で
っ
ぶ
さ
に
体
験
し
た
大
衆
文
化
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
.っ
た
か
を
想

い
え
が
く
た
め
に
は
、
現
在

の
日
本
の
状
況
を
そ
の
ま
ま

.
あ
て
は
め
て
み
て
も
さ
ほ
ど
誤
ま
り
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
著
者
た
ち

の
記
述
を
読
め
ば
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
わ
れ
わ
れ

の
状
況
分
析
の
よ

う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
大
衆
社
会
が
ほ
ぼ
半
世
紀
を
経

て
ア
メ
リ
カ

の
四
〇
年
代

の
あ
る
局
面
に
追
い

つ
い
た
と
も
い
え
る
し
、
著
者
た
ち

の
文
化

産
業
を
見

つ
め
る
眼
ざ
し
が
そ
れ
だ
け
核
心
を
射
ぬ
い
て
い
た
と

い
っ
て
も
よ

い
。
マ
ス
ユ
ミ
や
芸
能
界
の
消
息
に
通
じ
た
人
な
ら
、
登
場
す
る
当
時

の
ア
メ

リ
カ
の
映
画
プ

ロ
ダ
ク
・ツ
ヨ
ン
や

ス
タ
ー
の
名
前
を
、
逐

一
現
在

の
日
本
の
そ

れ
に
置
き
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
(
四
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
。
デ
パ
ー
ト
に
は
き
ら
び
や
か
な
商
品

が
あ
ふ
れ
、
映
画
を
は
じ
め
と
す
る
娯
楽
産
業
は
、
し
が
な
い
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

や
O
L
.に
も
し
ば
し
の
夢
を
与
え
て
く
れ
る
。
性
的
な
欲
望
も
、
お
よ
そ
フ
ロ

イ
ト
の
ウ
ィ
ー
ン
で
は
考
え
ら
れ
な
か

っ
た
ぼ
ど
解
放
さ
れ
て
い
る
。
レ
コ
ー

ド
や
ラ
ジ
オ
を

つ
う
じ
て
、
ア
ド
ル
ノ
の
嫌
悪
す
る
ジ
ャ
ズ
だ
け
で
は
な
く
、

ク
ラ
ッ
シ
ッ
ク
や
と
き
に
は

「現
代
音
楽
」
が
広
く
大
衆
に
与
え
ら
れ
る
。
そ

れ
は
ま
さ
し
く
、
混
沌
と
し
た
活
気
に
満
ち
た
ア
ナ
ー
キ
ー
な
状
況
に
思
わ
れ

る
。だ

が
著
者
た
ち
は
、
文
化
産
業
の
も
と
に
あ
る
そ
う
い
う
大
衆
文
化
の
あ
り

ヘ

ヘ

ヘ

へ

さ
ま
を
、
徹
底
し
た
画

一
主
義
と
し
て
批
判
的
に
分
析
す
る
。
消
費
者
が
そ
の
.

わ
ず
か
の
サ
ラ
リ
!
を
は
た
い
て
享
受
し
う
る
商
品
は
、
し
ょ
せ
ん
は
こ
と
こ

乏
く
産
業
資
本
の
検
閲
を
何
重
に
も
経
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
消
費
者
の

趣
味
な
り
欲
求
な
り
そ
れ
樹
体
が
ま
た
、
資
本
の
宣
伝
媒
体
に
よ

っ
て
い
く
重

に
も
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
多
様
な
は
ず
の
大
衆
の
欲
求
は
、
あ
ら
か
じ
め

産
業
資
本
の
画

一
的
な
規
格
品
に
そ
う
よ
う
、
・す
で
に
画

一
化
さ
れ
て
い
る
。

産
業
資
本
に
よ

っ
て
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
欲
求
が
、
同
じ
く
ス
テ
レ
オ

一29一



タ
イ
プ
化
さ
れ
允
商
品
に
反
応
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
。

「そ
こ
で
は
、
.産
藁
資

本

の
外
部
を
眼
ざ
す
よ
う
な
視
線
は
遮
蔽
さ
れ
、
現
存
の
社
会
秩
序
を
根
底
か

ら
疑
問
視
す
る
よ
う
な
批
判
的
意
識
億
芽
の
う
ち
に
む
し
ら
れ
る
。

「世
界
全

体
が
文
化
産
業
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を

つ
う
じ
て
統
率
さ
れ
る
」
.
(ω
辷

刈
)
の
で

あ
る
。

.ヒ「著
者
た
ち
は
、
雑
多
な
感
性
的
内
容
を
普
遍
的
な
悟
性
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
媒
介

す
る
カ
ン
ト
の

「図
式
論
」
の
課
題
を

、
ほ
か
な
ら
ぬ

ハ
リ
ウ
ッ
ド
が
意
識
的

に
実
現
し
だ
と
い
う
。
カ
ン
ト
の
難
題
を
、
今
や
文
化
産
業
が
悪
魔
的
な
規
模

で

「解
決
」
し
た
の
で
あ
る
。

「
「
カ

ン
ト

の

図

式

論

(
ω
9

Φ
導

導

δ
琶
β
。。
)

に

お

い

て

は

、

感

性

的

多

様

、

を

ま

え

も

っ
て
基

本

的

諸

概

念

に
関

係

づ

け

る

働

き

は

、

ま

だ
主

体

に
期

待

さ

れ

て

、
た

。

だ

が

今

や

そ

の
働

き

は

、

産

業

に
よ

っ
て
主
体

か

ら

取
り

あ

げ

ら

れ

る
。

産

業

は

顧

客

へ
の

第

一
の
サ

ー

ビ

ス
と

し

て
、

画

一
主

義

(
の
O
げ
Φ
5
P
g
e
一qo
5
P
¢
ω
)
を

促

進

す

る

の

で
あ

る
。

」

(◎Q
●置
㎝
)

著
者
た
ち
は
、
そ
も
そ
も
娯
楽
や
気
晴
ら
し
そ
の
も
の
を
禁
欲
的
に
否
定
し

よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。

「娯
楽
は
後
期
資
本
主
義
の
も
と
で
は
労
働
の
延

長
で
あ
る
」

(ω
。δ
c。
)
と
著
者
た
ち

は
い
う
ゆ

つ
ま
り
、
娯
楽
や
レ
ジ
ャ
一

の
画

一
化
は
、
同
時
に
娯
楽
を
労
働

に
均
質
化
す
る
。
そ
こ
で
は
娯
楽
は
、
す

で
に
解
放
的
な
意
味
を
失
い
、
灰
色

の
労
働
過
程
に
さ
ら
に
倦
怠
の
色
ど
り
を

吹
き
つ
け
る
時
間
に
す
ぎ
な
い
。
文
化
産
業
下
に
あ
る
娯
楽
は
、
享
受
者
の
欲

望
を
去
精
す
る
。
著
者
た
ち
は
む
し

ろ
、
文
化
産
業
の
提
供
す
る
安
手
の
充
足

を
拒
む
こ
と
こ
そ
が
、
欲
望
の
操
作
や
抑
圧
に
抵
抗
し
、
現
存
の
社
会
関
係
の

「.

な
か
で
は
決
し
て
充
全
に
満
た
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
欲
望
の
真
理
を
守
り
と

お
す
こ
と
だ
と
考
え
る
。
そ
う
い
う
欲
望
に
芸
術
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ

「昇
華
」

を

つ
う
じ
て
仕
え
る
の
で
あ
る
。

「芸
術
作
品
は
、
断
念
を
あ
る
否
定
的
な
も
の
と
し
て
造
形
し
た
こ
と
に
よ

っ

て
、
安
売
り
さ
れ
た
欲
望
を
い
わ
ば
請
け
戻
し
、
断
念
さ
れ
た
も
の
を
媒
介

さ
れ
た
も
の
と
し
て
救
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、

つ
ま
り
破
ら
れ

た
も
の
と
し
て
充
足
を
描
き
だ
す
こ
と
こ
そ
が
、
美
的
な
昇
華
作
用
の
秘
密

で
あ
る
。
文
化
産
業
は
昇
華
す
る
の
で
は
な
く
抑
圧
す
る
。
」

(ω
.δ
一こ

だ
が
、文
化
産
業

の
も
と
で
の
芸
術

の
全
面
的
商
品
化
と
い
う
事
態
は
馬べ
ー

ト
ー
ヴ

ェ
ン
に
代
表
さ
れ
る

「自
律
性
」
を
獲
得
し
た
市
民
芸
術
が
す
で
に
抱

■え
て
い
た
問
題
を
逆
照
射
す
る
。

「芸
術
の
原
史
」
が
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
に
示
す

と
お
り
、
芸
術
は
そ
の
成
立
に
さ
い
し
て
、
精
神
労
働
と
肉
体
労
働
の
分
離
を

決
定
的
に
と
も
な

っ
て
い
た
。
文
化
産
業
は
、
自
律
的
な
芸
術
が
実
は
社
会
支

配
に
依
拠
し
た
他
律
的
な
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
、
あ
か
ら
さ
ま
に
展

開
し
て
み
せ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

「独
自
の
領
域
と
し
て
の
芸
術
は
、
当
初
か
ら
も

っ
ぱ
ら
市
民
的
芸
術
と
し

て
の
み
可
能
だ

っ
た
。
そ
の
自
由
さ
え
、
市
場
を
貫
い
て
い
る
社
会
的
合
目

'

的
性

の
否
定
と
し
て
、
本
質
韵
に
商
品
経
済
と
い
う
前
提
に
縛
ら
れ
た
ま
ま

で
あ
る
。
純
粋
な
芸
術
作
品
は
自
分
固
有

の
法
則
に
従
い
さ
え
す
れ
ば
社
会
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の
商
品
的
性
格
を
否
定
し
た
気
に
な
る
の
だ
が
、
そ
う
い
う
作
晶
す
ら
い

つ

で
も
同
時
に
商
品
だ

っ
た
。
」

(GQ
』
。。O)
.

だ
が
、
芸
術
作
品
と
て
し
ょ
せ
ん
商

品
だ
と
売
り
に
徹
す
る
こ
と
も
、
ま
た

市
場
に
背
を
向
け
て
孤
高
を
謳
い
な
が
ら
そ
の
実
古
い
技
術
水
準

で
自
己
模
倣

を
く
り
か
え
す
だ
け
の
芸
術
も
、

「社

会
の
商
品
的
性
格
」
に
何
ら
打
撃
を
与

え
は
し
な
い
。
文
化
産
業
自
体
が
す

で
に
、
流
行
に
は
流
行

の
、
マ
イ
ナ
ー
に

は

マ
イ
ナ
L
の
位
置
を
配
し
て
、
自
己
自
身
の
利
益
の
た
め

に
管
理

・
操
作
を

施
し
て
い
る
。
真
正
な
芸
術

に
可
能
な

の
は
、
こ
の
商
品
性
格
と
自
己
自
身
の

表
現
要
求
と
の
あ
い
だ
の
本
質
的
な
矛
盾
を
隠
蔽
す
る
こ
と
な
く
、
も
う

一
度

・

こ
の
矛
盾
を
自
己
固
有
の
法
則
の
な
か

に
く
り
こ
ん
で
い
く
こ
と
だ
け
だ
。
文

化
産
業
が
も
た
ら
す
の
は

「普
遍
と
特
殊
と
の
偽
り
の
同

一
性
」

(の
」
自
)

だ
と
著
者
た
ち
は
い
う
。
実
際
の
と

こ
ろ
芸
術
は
、
社
会
的
存
在
と
し
て
、
そ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

れ
自
身
い
く
重
に
も
矛
盾
に
貫
か
れ

て
い
る
。
芸
術
が
、
芸
術
の
た
め

の
芸
術

と
し
て
自
律
を
貫
き
う
る
の
は
、
自
ら

の
他
律
的
な
あ
り
方

に
欺
瞞
な
く
耐
え

と
お
す
こ
と
を
と
お
し
て
以
外
あ
り
え
な
い
の
だ
。

芸
術
億
し
か
七
、
映
画
産
業
の
裏
話
や
世

に
容
れ
ら
れ
な
い
詩
人
の
疎
外
さ

れ
た
生
活
を
主
題
化
す
る
こ
と
で
、
自

己
の
商
品
的
性
格
と
対
決
し
た
り
す
る

の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
そ
の
つ
ど
成
功
し
た
り
し
な
か

っ
た
り
す
る
、
作

品
に
と

つ
て
外
的
な
任
意
の
テ
ー

マ
の

一
つ
に
す
ぎ
な
い
つ
芸
術
が
自
己
自
身

.

の
他
律
的
な
あ
り
方
と
組
み
う

つ
場
は
、
そ

れ
自
体
芸
術
の
う
ち
に
内
在
的
に

設
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
芸
術
は
、
自
ら
の
抜
き
が
た
い
前
提
で

あ
る
所
与
の
様
式
、
表
現
の
技
術
水
準

、

つ
ま
り
表
現
の
条
件
で
あ
り
か

つ
制

約
で
あ
る
伝
統
を
徹
底
的
に
意
識
化
し
、
そ
れ
を

一
歩
で
も
乗
り
越
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
真
の

「自
律
」
を
証
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
芸

術
に
は
、
ど
ん
な
既
存

の
も

の
の
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
も
な
い
、か

つ
て
の

「
マ

ナ
」
の
よ
う
な
表
出
が
可
能
と
な
り
、
作
品
は
、
現
存
の
社
会
関
係
に
お
い
て

.は
決
し
て
聴
か
れ
る
こ
と
の
な
い
自
然
の
受
苦
を
、
戦
標
と
と
も
に
告
げ
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
著
者
た
ち
に
と

っ
て
、
真
正
な
芸
術
作
品
の
う
ち
に

目
撃
さ
れ
る
の
は
、
ひ
と
え
に
そ
う
い
う
英
雄
的
努
力
に
ほ
か
な
ら
な
・い
。

「様
式
に
沈
澱
し
て
い
る
伝
統
と
の
対
決
以
外
に
、
芸
術
は
苦
悩
を
表
現
す

る
方
途
を
も
た
な
い
。
芸
術
作
品
が
現
実
を
超
越
す
る
契
機
は
、
じ

っ
さ
い

様
式
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
.だ
が
し
か
し
、
そ
の
モ
メ
ン
ト

は
、
形
式
と
内
容
、
内
部
と
外
部
、
個
人
と
社
会
な
ど
の
達
成
さ
れ
た
調
和
、

疑
わ
し
い
統

一
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
不

一
致

が
そ
こ
に
現
れ
て
い
る

〔作
品
の
〕
顔
だ
ち
の
う
ち
に
、

つ
ま
り
同

一
性

へ

の
情
熱
的
な
努
力
の
避
け
よ
う
も
な
い
挫
折
の
う
ち
に
こ
そ
、
作
品
が
現
実

を
超
越
す
る
モ
メ
ン
ト
が
現
れ
て
く
る
の
だ
。
」

(Go
●一田
)

こ
の

「不

一
致
」
と

「挫
折
」
の
複
雑
き
わ
ま
る
混
成
音
を
、

〈
社
会
的
な

も
の
〉
と

〈
美
的
な
も
の
〉
と
い
う
異
質
な
二
つ
の
共
鳴
器
で
つ
ぶ
さ
に
分
析

.し
て
い
く
こ
と
が
、
こ
れ
に
つ
づ
ぐ

『美
の
理
論
』
に
い
た
る
ま
で
の
、
独
自

な
音
響
学
的
探
求
と
し
て
の
ア
ド
ル
ノ
の

〈
芸
術
社
会
学
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(
「
一

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
と
芸
術
」
了
)
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註(
1
)

本
稿
は
全
体

で
三
部
か
ら
な

る
論
文

の
第

一
部

と
し
て
発
表

す
る
も
の
で
あ
る
。

.
二
部
以
下

は

つ
ぎ

の
構
成

で
叙
述

さ
れ
る
予
定

で
あ

る
。

二

〈
芸
術
社
会
学
〉
と

い
う
理
念

ω

「理
念
」
と
し

て
の
芸
術
社
会

学

②

媒
介

の
問
題

㈲

経
験
的
研
究
と

の
関
係

三

『美
.の
理
論
』

に
お
け

る
芸
術
と
社
会

.

ω

芸
術
と
社
会

⑭

作
品

の
さ
ま
ざ
ま

の
契
機

.

㈹

ユ
i
ト
ピ

ア
と
仮
象

(
2
)
日
ゲ
・
≦

・>
9
0
ヨ

P

》
&

§

o
.曾

専

ミ

§

bご
9

獅

の
口
ξ

冨

ヨ
歹

一
雪
P

qQ
.

G。
α
心
・
以
下
同
全
集
版
を
>
GQ
.と
略
記
。

(
3
)
経
験
的
調
査

に
主
眼
を
お
く
芸
術
社
会
学

に
対
す

る
ア
ド

ル
ノ
の
批
判

は
、
音
楽

社
会
学
者
ジ

ル
バ
ー

マ
ン
と

の
論
争
的
経
緯
を
た
ど

る
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
本
論
文

の
第
二
部

で
扱
う
予
定

で
あ

る
。

(
4
)
≦

ゆ
Φ
ロ
寅
巨

p

Q
Φ
鶏
§
ミ
①
黛
§

曾

専
ミ

§

切
9

ト

ω
ロ
冨

冨

目
三

Φ
、
弁

ω
.
・。
一
9

以

下
、
同
全
集

版
を
UU
の
・止
略
記
。
な

お
、
同
様

の

「理
念

」
.を

ア
ド

ル

ノ
の

「自
然
史
」
と

い
う
考
え

に
即
し

て
扱

っ
た
、
以
下

の
拙
論
を
参
照

し
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
あ

る
。

「
ア
ド

ル
ノ
に
お
け

る
自
然
と
歴
史
」
、

『
カ
ン
テ
ィ

ア
ー
ナ
』

一
二

号
、
大
阪
大
学
文
学
部
、

一
九
九

〇
年
十

二
月
。

(
5
)
ζ

』

9

聾

⑩
ぎ

Φ
コ

』

F

≦

.と

。
囂

p

夐

魯

ミ
誉

魯

・
諺
ミ
§

・
§

塾

.

ヨ

…
〉
ω
●ω
9

。。
●

こ
こ
か
ら

の
引
用
は
本
文

に
ペ
ー
ジ
数

の
み
を
く
み
む
。

(
6
)

こ
れ

に

つ
い
て
は
、
以
下

の

ハ
ー
バ

ー

マ
ス
の
文
章
を
参
照
。

ユ
ル
ゲ

ン

・
ハ
ー

バ
ー

マ
ス

(
徳
永

・
細
見
訳
)

「ホ

ル
ク

ハ
イ

マ
ー
生
誕
九
十
年

に
寄
せ

て
」

.(徳

永
恟
篇

『
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
学
派
再
考
』
、
弘
文
堂
、

一
九
八
九
年
、
所
収

)

(
7
)

こ
の

一
節

の
解
釈

に

つ
い
て
は
、
徳
永
恂

「
ア
ド

ル
ノ
の
オ
デ

ュ
ッ
セ
イ

ア
論
」
.

(
徳
永
恂

『現
代
批
判

の
哲
学
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九

七
九
年
所
収
)
お
よ

び
前
記

の
拙
論
を
参
照
。

(
8

)
<
σq
ピ

閑

●
ζ

胃

×

F

国
「
国
夷

鮎
ρ

∪
帖Φ
儀
§

融
。
ぽ

ミ

8

』品

量

.U
一①
N
二

㊤
①
9

ω

.

幽
Q。
.

(
9

)

こ

の
表

現

自

体

は

『啓

蒙

の
弁

証

法

』

で
は

な

く

『美

の
理

論

』

の
も

の

(<

σq
ピ

》
ω
・
bu
α
.
ゴ

GQ
』

嵩

)

。

(
10

)

カ

フ
カ
と

リ

ル

ケ

の

セ

イ

レ

ー

ン

解

釈

に

つ

い
て

は

、

野

村

修

「
セ

イ

レ

ー

ン

の

歌

」

(
野
村

修

『
ス
ヴ

ェ

ン
ボ

ル

の
対

話

』
.、

平

凡

社

、

一
九

七

一
年

所

収

)
を

、

ブ

ラ

ン

シ

ョ
に
.つ
い

て

は

以

下

を

参

照

。

竃

や
bd
訂
口
o
ず
o
戸

卜
①

』尋
、
Φ
簿

q
①
ミ

冫

Q
巴
犀
言

卑
a

し

O
㎝
P

oQ
齢
Φ鵠
.

.(
11

)
Ud
の
●
bコ
α
」

.

Q◎
●

。。
昏
。。
"

(
12

)

<
σq
ド

]≦
・
国
9

写

Φ
巨

8

卑

N骨
。。
Φ

ミ

匐

§

ω
§

矯
○
蔦

。
a

ぎ

才
①邑

受

.

.

℃
お

ω
9

一Φ
ミ

●

9

=

心
.
.

(
13

)
bU
ω
・

目
-

ω
●

N
一
P

(
14

)
<
σq
厂

窰

.
缶
o
蒔

『
皿
ヨ

Φ
5

偶
・
跨
●
O
二

ω
.

=

伊

(
15

)
著

者

た

ち

お

よ

び

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

は
、

ミ

メ

ー

シ

ス
の
能

力

を

生
物

学

的

な

ミ

ミ

ク

リ

ー

.(
擬

態

)

に
ま

で
さ

か

の
ぼ

っ
て
論

じ

る

。

そ

の

さ

い

、

ホ

ル
ク

ハ
イ

7
ー

は

、
.

ミ
メ

ー

シ

ス
が

た

ん

な

る

ミ

ミ

ク
リ

ー

へ
と

退

化

.し

て

い

く
.現

代

の
危

機

的

状

況

の
.

な

か

で
、

ミ

メ

ー

シ

ス
的

態

度

を

合

理
的

態

度

に

「転

換

(
08

〈
Φ
弉
)

」

す

る

必

要

を

強

調

し

(
<
凪

●
竃

・
国
o
芽

7
皀
ぢ

Φ
貫

P

跨
・O
;

ω
.
・ド
嵩

)、

ベ

ン
ヤ

ミ

ン
は

言

語

の
う

ち

に
、

ミ

ミ

ク

リ

ー

に
始

ま

る

ミ

メ

ー

シ

ス
的

態

度

の

「
最

高

段

階

」

を

認

め

る

(
<
σq
尸

bU
ω
.
bσ
匹

.
閏
'

.Qo

.

.
卜。
一
。。
)。

一
方

ア
ド

ル

ノ

は
、

ミ

ミ

ク

リ

亅

と

あ

へ

も
何
ら
か

の
連
関

の
う
ち

に
あ

る
ミ

メ
ー
シ
ス
の
能
力
を
、
.合

理
性

の
契
機

と
媒
介

し
よ
う
と
す
る
。

(
16
)

こ
の
形
象
的
な
言
語

は
、
音
声
だ
け

で
は
な
く
、
音
楽

に
お
け
る
音
、
絵

画

に
お

.け
る
色
や
線
》
彫
塑

の
素
材
と
形
な
ど
Y
芸
術

の

マ
テ
リ
ア
ル

一
般

を
指
す
も

の
で

あ
る
。

(
17
)
し

た
が

っ
て
、
芸

術

の
虚

構
と

い
う
特
性

は
、

ノ
ン

フ
ィ
ク

シ

ョ
ン
に
対
.す

る

フ
ィ
ク

シ

ョ
.ン
と

い
う

こ
と

で
は
な
く
、
何
よ
り
も
、
自

己
保
存

の
た
め
に
自

然
支

配
を
不
可
欠
と
す
る
主
体

に
と

っ
て

「非
現
実
」
.で
あ

る
、
と

い
う
意
味

で
あ

る
。
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Kunstsoziologie bei Adorno (1) 
Von der Dialektik der Aufklärung zur A"sthetischen Theorie 

Kazuyuki HOSOMI 

Die vorliegende Arbeit ist der erste Teil meines Aufsatzes, der aus drei Teilen 
bestehen wird. Dieser AUfsatz behandelt Adornos Spätwerk im Hinblick auf die Kunstso
ziologie. Die übersicht ist nach meinem Plan die folgende: 

Einleitung 

1. Kunst und Dialektik der Aufklärung 

(1) Licht und Schatten der Dialektik der Aufklärung 

(2) ~Urgeschichte~ der Kunst 

(3) Mimesis und Kunst 

(4) Problem der Kulturindustrie 

2. Idee der ~Kunstsoziologie~ 

(1) Kunstsoziol6gie als ~Idee~ 

(2) Frage nach den Vermittlungen 

(3) Verhältnis zur empirischen Forschung 

3. Kunst und Gesellschaft in der Ästhetischen Theorie 

(1) Kunst und Gesellschaft 

(2) Momente des Kunstwerkes 

(3) Utopie und Schein 

Mit Ausnahme der Einleitung in die Musiksoziologie können wir anscheinend unter 

den Arbeiten Adornos keine finden, die Sich in die Kunstsoziologie bibliographisch klas

siflZieren läßt. Aber diese Tatsache leitet uns nicht auf den Schluß, daß die Problematik der 

Kunstsoziologie nicht immer zum Wesen seines Werkes. gehört. Ganz im Gegenteil. In 

besonderer Weise konvergieren bei ihm die Frage nach der Kunst und die nach der 

Gesellschaft miteinander. Das deutet uns eine Möglichkeit an, das ganze Werk Adornos als 

eine einzigartige Kunstsoziologie zu erfassen. 

Adorno hält Kunstwerke, sowohl leichte als auch ernste, immer fur das, was sich 

inmitten von der Gesellschaft belmdet. Er behandelt die Kunstwerke als ~fait social~ 

(Ware, ideologischen Fetisch, usw.). Insofern scheint er die Autonomie der Kunst zu 

negieren. Doch reduziert er die Kunstwerke nicht auf den sogenannten Unterbau der 

Produktionsverhältnisse. Vielmehr versucht Adorno beharrlich, nur durch die immanente 

Analyse der Kunstwerke ans Gesellschaftliche zu gelangen. Dabei ist es auch nicht zu 

übersehen, daß Adorno der bisherigen akademischen Kunstsoziologie kritisch gegen

übersteht, die sich ausschließlich auf die empirische Forschung gründet. 
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Adorno spricht im Anfang seiner Schrift Klangfiguren von den ~Ideen zur Musiksozio

logie~. Das Wort ~Idee~ haben wir stringent im Sinn Benjamins zu verstehen: >Gestaltung 

des Zusammenhanges, in dem das Einmalig-Extreme mit seinesgleichen steht~. Auch 

Adornos Kunstsoziologie überhaupt ist unter di~ser ~Idee~ zu interpretieren. Wenn die 

soziologische Forschung der Kunst nicht von dem immanenten Verständnis der Kunstwerke 

geleitet würde,dann wäre solche Soziologie oberflächlich. Wenn die ästhetische Analyse der 

Kunstwerke die Selbstbesinnung auf die gesellschaftliche Abhängigkeit der Kunst 

ausschlösse, dann bliebe solche Ästhetik blind. Der Kernpunkt von Adornos Kunstsozi

ologie liegt darin, diese Oberflächlichkeit und Blindheit durch die Analyse der komplizier

ten Konstellationen von >Gesellschaftlichem~ und ~Ästhetischem~ -jedes von den 

beiden ist ~das Einmalig-Extreme~ -zu überwinden. 

In diesem ersten Teil handelt es sich darum, wie Adorno in der Dialektik der 

Aufklärung das Wesen der Kunst begreift. 
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