
Title アドルノ美学における形象の問題

Author(s) 高安, 啓介

Citation 形象. 2016, 1, p. 56-77

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/75784

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



ド
イ
ツ
系
美
学
に
お
い
て
形
象
11

ビ
ル
ト
の
語
は
、
英
語
の
形
象
II

イ
メ
ー
ジ
に
相
応
す
る
語
と
し
て
、
各
思
想
を
つ
ら
ぬ
く
鍵
と
な
っ
て

現
象
学
に
お
い
て
も
、
解
釈
学
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
、

ン
を
と
っ
て
も
、

ベ
ン
ヤ
ミ

ア
ド
ル
ノ
の
よ
う
な
思
想
家
の
仕
事
を
み
て
も
、
独

自
の
形
象
論
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
ベ
ー
ム
ら
に
よ
っ

て
新
し
い
学
と
し
て
形
象
学
を
打
ち
立
て
る
動
き
も
あ
っ
た
。
注
目
す

べ
き
は
、
現
代
の
形
象
論
が
た
ん
に
芸
術
の
所
産
と
し
て
の
作
品
だ
け

で
な
く
、
広
告
分
野
か
ら
医
療
分
野
に
い
た
る
ま
で
、
研
究
対
象
を
拡

大
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

お
り
、
芸
術
諸
学
と
の
関
連
を
見
出
す
た
め
の
鍵
に
も
な
っ
て
き
た
。

音
楽
へ
の
問
い

作
品
へ
の
問
い

形
象
へ
の
問
い

仮
象
へ
の
問
い

形
象
の
禁
止
は
ま
ず
神
学
上
の
問
題
で
あ
っ
て
美
学
上
の
問
題
で

な
い
し
は
形
象
の
禁
止
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
(
l
)

。
形
象
の
禁
止
は

も
と
も
と
偶
像
を
作
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
戒
律
と
し
て
み
ら
れ
た

が
、
二

0
世
紀
に
な
っ
て
古
い
戒
律
は
、
非
対
象
絵
画
か
ら
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
記
念
碑
に
い
た
る
ま
で
、
複
数
の
文
脈
の
う
ち
に
回
帰
し
て
き
た

と
解
釈
で
き
る
。
近
現
代
の
文
脈
に
あ
っ
て
も
形
象
の
否
定
は
、

の
タ
ブ
ー
の
よ
う
に
、
形
象
の
不
在
と
い
う
状
態
に
お
い
て
弱
く
現
れ

た
り
、
形
象
の
破
壊
と
い
う
行
為
に
お
い
て
強
く
現
れ
た
り
す
る
。
形

象
論
に
お
い
て
形
象
の
禁
止
が
と
く
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
わ
け
は
、

そ
れ
が
な
に
よ
り
も
、
形
象
の
存
立
に
か
か
わ
る
根
本
問
題
だ
か
ら
で

あ
り
、
芸
術
の
存
立
に
か
か
わ
る
根
本
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か

に
現
代
社
会
に
あ
っ
て
形
象
が
こ
れ
ほ
ど
氾
濫
し
て
い
る
な
か
で
形
象

の
禁
止
を
唱
え
る
の
は
虚
し
い
が
、
時
代
錯
誤
な
考
え
こ
そ
む
し
ろ
反

省
の
糸
口
と
な
ろ
う
。

一
種

形
象
論
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
き
た
問
題
の
―
つ
は
、
形
象
の
否
定

ア
ド
ル
ノ
美
学
に
お
け
る
形
象
の
問
題

高

安

啓

介
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1論文 I アドルノ又学における形象の1111姐 I

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

一
神
教
に
お
け
る
偶
像
の
禁
止
に
お
い
て
偶

像
崇
拝
の
い
っ
た
い
何
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
の
か
と
問
う
な
ら
ば
、

二
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
(
2
)
。
そ
の
一
っ
は
、
他
神
な
い
し
偽
神

を
あ
が
め
る
背
信
へ
の
戒
め
で
あ
り
、
も
う
一
っ
は
、
何
か
の
似
姿
そ

の
も
の
が
虚
偽
だ
と
す
る
幻
惑
へ
の
戒
め
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
、

美
学
上
の
関
心
が
も
っ
ぱ
ら
後
者
に
向
か
う
わ
け
は
、
形
象
と
し
て
の

像
自
体
の
あ
り
か
た
が
問
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
旧
約
聖
書
の
モ
ー
セ

の
十
戒
の
う
ち
第
二
戒
は
、
他
の
神
々
の
像
だ
け
で
な
く
、
自
分
た
ち

の
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
像
も
ま
た
偶
像
と
し
て
禁
じ
て
お
り
、
神
像
に
か
ぎ

ら
ず
目
に
見
え
る
も
の
の
像
は
い
か
な
る
も
の
も
作
っ
て
は
な
ら
な
い

と
す
る
(
3
)
。
超
越
神
は
い
か
な
る
形
を
と
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら

で
あ
り
、
何
の
像
で
あ
ろ
う
と
偶
像
崇
拝
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
キ
リ
ス
ト
教
美
術
は
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
見

事
な
図
像
を
も
た
ら
し
て
き
た
の
か
。
聖
書
に
お
い
て
聖
像
を
み
と
め

る
と
こ
ろ
は
一
体
ど
こ
だ
っ
た
の
か
。

一
番
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
新

約
聖
書
に
お
い
て
神
は
イ
エ
ス
と
い
う
人
間
の
姿
を
と
っ
て
現
れ
た
と

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
受
肉
の
考
え
に
よ
っ
て
、
神
性
は
目
に

み
え
る
形
で
あ
ら
わ
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
は
い
え
、

聖
書
に
書
か
れ
て
い
る
偶
像
の
禁
止
の
教
え
に
忠
実
で
あ
る
な
ら
ば
、

聖
像
は
や
は
り
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
ビ
ザ
ン
チ
ン
帝
国
に
あ
っ
た
聖
像
破

形
象
の
禁
止
が
ゆ
き
つ
く
の
は
聖
像
破
壊
す
な
わ
ち
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス

と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

壊
に
つ
い
て
も
、
宗
教
改
革
時
に
あ
っ
た
聖
像
破
壊
に
つ
い
て
も
、
図

像
の
存
立
が
そ
こ
で
問
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
神
学
上
の
意
味
だ
け
で
な

く
美
学
上
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
形
象
と
し
て
の
図
像

と
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か
、
形
象
と
し
て
の
図
像
は
い
か
に
力
を
も
っ

の
か
が
、
神
学
で
ま
ず
問
わ
れ
て
い
た
。

ベ
ー
ム
の
一
九
九
四
年
の
論
文
「
形
象
問
題
」
は
(
4
)

、
形
象
論
に
と
っ

て
基
本
と
な
る
考
え
が
表
明
さ
れ
て
い
る
点
で
、
今
日
な
お
議
論
の
出

発
点
と
な
り
う
る
。
ベ
ー
ム
の
見
立
て
に
よ
る
と
、
形
象
す
な
わ
ち
イ

メ
ー
ジ
ヘ
の
一
般
の
関
心
は
き
わ
め
て
高
い
も
の
の
、
形
象
学
は
い
ま

現
前
に
迫
る
こ
と
こ
そ
重
要
と
み
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
た
め

に
む
し
ろ
形
象
の
禁
止
に
か
か
わ
る
事
例
か
ら
切
り
込
も
う
と
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
形
象
の
禁
止
に
お
い
て
は
じ
め
て
形

象
へ
の
深
い
反
省
が
な
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
論

文
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
、
一
方
に
は
、
旧
約
聖
書
に
お
け
る

偶
像
の
禁
止
で
あ
り
、
他
方
に
は
、
近
代
美
術
の
い
く
つ
か
の
傾
向
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
近
代
美
術
の
な
か
で
も
ロ
ス
コ
の
絵
画
は
た
し
か

に
形
象
を
も
た
ら
し
な
が
ら
形
象
を
ど
こ
か
否
定
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る

だ
十
分
な
発
展
を
み
て
い
な
い
。
ベ
ー
ム
は
形
象
の
あ
り
あ
り
と
し
た
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ム
で
あ
る
が
(
5
)
、
形
象
の
禁
止
に
あ
っ
て
は
二
つ
の
場
合
が
区
別
さ

れ
る
。
そ
れ
は
、
形
象
化
さ
れ
る
も
の
が
誤
り
だ
と
い
う
場
合
と
、
形

象
化
そ
の
も
の
が
誤
り
だ
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
前
者
で
は
、
自
己
に

と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
対
象
へ
の
攻
撃
が
、
自
己
に
と
っ
て
好
ま
し
く

な
い
形
象
へ
の
攻
撃
へ
と
す
り
か
わ
っ
て
い
く
の
に
た
い
し
て
、
後
者

で
は
、
自
己
に
と
っ
て
好
ま
し
い
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
形
象
化
そ

の
も
の
が
信
用
で
き
な
く
な
る
。
例
を
あ
げ
よ
う
。
ナ
チ
ス
は
特
定
の

美
術
を
保
護
す
る
一
方
で
、
自
分
た
ち
の
意
に
そ
ぐ
わ
な
い
近
代
美
術

に
つ
い
て
は
激
し
く
弾
圧
し
た
。
こ
れ
は
二

0
世
紀
最
大
の
聖
像
破
壊

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
よ
う
な

出
来
事
は
け
っ
し
て
描
け
な
い
出
来
事
で
あ
っ
た
の
で
描
い
て
は
い
け

な
い
と
い
う
議
論
で
は
、
表
象
の
限
界
す
な
わ
ち
形
象
化
そ
の
も
の
の

限
界
が
問
わ
れ
て
く
る
。
同
じ
こ
と
は
二

0
0
一
年
九
月
―
一
日
に

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
起
こ
っ
た
テ
ロ
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
近
代
建

築
の
ツ
イ
ン
タ
ワ
ー
が
テ
ロ
の
標
的
に
な
っ
た
の
は
、
標
的
と
な
っ
た

ビ
ル
が
意
味
深
い
形
象
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
が
、
テ
ロ
リ
ス

ト
は
そ
こ
で
形
象
そ
の
も
の
を
攻
撃
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
た

い
し
て
、
跡
地
に
何
か
か
た
ち
あ
る
も
の
を
再
建
す
る
こ
と
に
反
対
し

た
者
は
、
記
憶
の
形
象
化
そ
の
も
の
に
不
信
を
い
だ
い
て
い
た
。
磯
崎

だ
と
し
て
も
、
当
事
者
た
ち
は
形
象
そ
の
も
の
に
疑
問
を
呈
し
て
い
た

形
象
の
氾
濫
に
た
い
す
る
批
判

新
が
そ
こ
に
瓦
礫
を
そ
の
ま
ま
残
す
こ
と
を
提
案
し
、
安
藤
忠
雄
が
そ

こ
に
何
も
な
く
な
っ
た
こ
と
を
見
渡
す
た
め
の
小
高
い
丘
を
つ
く
ろ
う

と
提
案
し
た
の
も
、
形
象
化
自
体
へ
の
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
。
以
上

の
比
較
か
ら
言
え
る
の
は
、
私
た
ち
が
形
象
論
の
根
本
問
題
と
し
て
形

象
の
禁
止
を
あ
っ
か
う
と
き
に
は
、
形
象
化
さ
れ
る
も
の
が
誤
り
だ
と

い
う
場
合
で
は
な
く
、
形
象
化
自
体
が
そ
も
そ
も
誤
り
だ
と
い
う
場
合

に
注
目
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
後
者
を
よ
く
吟
味
す
る
こ
と
で
、
形
象
と

は
何
か
が
根
本
か
ら
反
省
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、

形
象
の
否
定
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
は
、
神
学
上
の
問
題
が
い
か
に

美
学
上
の
問
題
と
し
て
現
れ
て
い
る
か
も
合
わ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ

る
。
問
題
の
広
が
り
を
整
理
す
る
な
ら
ば
次
の
事
項
が
あ
が
る
。

旧
約
聖
書
に
お
け
る
偶
像
の
禁
止

ビ
ザ
ン
チ
ン
帝
国
に
お
け
る
聖
像
論
争

宗
教
改
革
期
の
聖
像
破
壊
運
動

美
学
思
想
に
お
け
る
仮
象
批
判

近
代
美
術
に
お
け
る
非
対
象
絵
画

近
代
デ
ザ
イ
ン
に
お
け
る
装
飾
批
判

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
表
象
の
限
界
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1論文 I アドルノ又学における形象の1111姐 I

以
下
で
は
、
現
代
美
学
の
こ
う
し
た
関
心
に
応
答
す
る
た
め
、
ア
ド
ル

ノ
美
学
か
ら
「
形
象
論
」
を
取
り
出
そ
う
と
試
み
る
。
と
い
う
の
も
、

ア
ド
ル
ノ
も
ま
た
作
品
と
い
う
形
象
を
め
ぐ
っ
て
形
象
批
判
を
お
こ

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
形
象
の
禁
止
を
め
ぐ
る
議
論
は
た
い
て
い
美
術

中
心
に
語
ら
れ
が
ち
な
ら
ば
、

ア
ド
ル
ノ
の
お
こ
な
っ
た
音
楽
形
象
へ

の
批
判
は
と
く
に
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
こ
の
と
こ
ろ
を
取
り
出
そ

う
と
す
る
試
み
は
、
私
の
知
る
か
ぎ
り
十
全
に
は
み
ら
れ
な
い
。

ア
ド

ル
ノ
の
議
論
は
た
し
か
に
錯
綜
し
て
お
り
、
か
れ
の
主
著
『
美
学
理
論
』

に
お
い
て
議
論
が
ど
の
よ
う
に
錯
綜
し
て
い
る
か
を
解
明
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
(
6
)
。
そ
の
と
き
、
作
品
と
い
う
形
象
へ
の
問
い
が
、
作
品

と
い
う
仮
象
へ
の
問
い
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
見
逃
せ
な
い
。

ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
仮
象
と
は
ま
ず
見
せ
か
け
の
こ
と
で
あ
り
、
作
品

は
た
し
か
に
仮
象
で
あ
る
こ
と
に
満
足
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
作
品
が

そ
れ
で
も
仮
象
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
真
理
の
現
れ
に
と
っ
て
不
可
欠
で

あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ド
ル
ノ
の
「
美
学
理
論
」

に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
「
形
象
論
」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
に
あ
た
っ

て
は
、
次
の
段
階
を
取
り
た
い
。
第
一
に
、
か
れ
が
作
品
を
説
明
す
る

と
き
の
考
え
か
た
の
基
本
を
押
さ
え
て
お
く
。
第
二
に
、
か
れ
が
作
品

と
い
う
形
象
を
ど
う
理
解
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
に
、

作
品
へ
の
問
い

え
で
重
要
と
み
ら
れ
る
論
点
を
つ
と
め
て
指
摘
し
た
い
。

か
れ
が
作
品
と
い
う
仮
象
を
ど
う
理
解
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す

る
。
さ
ら
に
ま
た
、
以
上
の
三
点
に
加
え
て
指
摘
し
た
い
の
は
、
ア
ド

ル
ノ
が
音
楽
論
で
は
厳
し
い
仮
象
批
判
を
繰
り
広
げ
て
き
た
の
に
、
「
美

学
理
論
』
で
は
仮
象
批
判
が
か
な
り
穏
や
か
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

本
論
は
こ
の
よ
う
に
し
て
ア
ド
ル
ノ
美
学
か
ら
「
形
象
論
」
を
取
り
出

そ
う
と
す
る
が
、
他
思
想
で
も
同
様
の
作
業
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
有
意

義
な
比
較
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
今
後
の
比
較
の
う

ア
ド
ル
ノ
の
『
美
学
理
論
」
は
、
芸
術
の
理
論
で
あ
る
な
か
で
も
作

品
の
理
論
で
あ
る
。
著
者
は
た
し
か
に
制
作
の
問
題
に
つ
い
て
も
論
じ

て
も
い
る
し
、
受
容
の
問
題
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
基

本
姿
勢
と
し
て
は
、
作
品
自
体
に
集
中
す
る
こ
と
で
作
品
自
体
の
在
り

か
た
を
問
お
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
、
作
品
の
も
ろ
も

ろ
の
性
格
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
点
か
ら
う
か
が
え
る
。
列
挙
す
る
な

ら
ば
、
物
体
性
格
、
形
象
性
格
、
仮
象
性
格
、
物
神
性
格
、
過
程
性
格
、

言
語
性
格
、
謎
の
性
格
、
社
会
性
格
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
、
作
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品
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
理
論
上
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
作
品

と
い
う
存
在
が
、
自
己
の
形
式
を
も
ち
、
自
己
の
内
容
を
も
ち
、
両
者

を
一
体
と
し
て
持
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
し
両
者
を
一
体
と
し
て
持

っ
と
い
っ
て
も
、
両
者
が
同
一
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
作
品
の
形
式

と
は
、
部
分
ど
う
し
の
連
関
の
こ
と
な
ら
ば
、
作
品
の
内
容
と
は
、
部

分
ど
う
し
の
連
関
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
意
味
の
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
作
品
は
ま
ず
そ
う
し
た
形
成
物
と
し
て
言
語
性
格
を
お
び
て

お
り
、
語
り
か
け
る
よ
う
な
性
格
を
お
び
て
お
り
、
作
品
の
も
ろ
も
ろ

の
性
格
は
そ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
ア
ド
ル
ノ
は
そ
れ
を
単
純

に
は
考
え
て
い
な
い
。
ア
ド
ル
ノ
が
注
目
す
る
の
は
、
作
品
に
お
い
て
、

連
関
が
そ
こ
な
わ
れ
て
い
た
り
、
意
味
が
う
し
な
わ
れ
て
い
た
り
、
語

り
か
け
る
性
格
が
お
び
や
か
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
作
品
が
さ

ま
ざ
ま
な
試
練
に
よ
っ
て
不
可
避
に
壊
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
連
関
が

そ
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
連
関
と
な
り
、
意
味
が
う
し
な
わ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
が
意
味
と
な
る
。
作
品
は
む
し
ろ
言
語
ら
し
い
性
格
を
否

定
し
て
こ
そ
、
語
り
か
け
る
性
格
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
作

品
は
、
意
味
あ
る
も
の
と
い
う
見
せ
か
け
を
放
棄
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ

て
言
語
に
似
た
も
の
と
し
て
の
性
格
を
失
い
は
し
な
い
」
の
で
あ
り
、

「
作
品
は
、
意
味
を
否
定
す
る
か
ぎ
り
、
自
ら
の
意
志
に
反
し
て
い
て

も
意
味
連
関
と
な
る
」
(
7
.
2
6
1
,
 
2
)
。

る
こ
と
、
現
象
以
上
の
も
の
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

作
品
は
い
う
な
ら
ば
現
象
で
あ
り
な
が
ら
現
象
以
上
の
何
か
で
あ
っ

て
、
感
覚
上
の
現
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
と
、
作

品
の
精
神
こ
そ
が
、
現
象
以
上
の
何
か
と
し
て
作
品
に
お
い
て
語
り
か

け
る
性
格
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
作
品
は
こ
れ
に
よ
っ
て
現
象
と
し

て
の
自
己
を
超
え
て
い
く
。
「
作
品
の
精
神
が
そ
う
さ
せ
て
い
る
の
だ

が
、
作
品
は
こ
れ
に
よ
っ
て
現
象
と
な
る
こ
と
で
現
象
以
上
に
も
な
る
」

(
7
.
1
3
4
)

。
な
お
こ
こ
で
、
作
品
が
現
象
以
上
だ
と
言
う
と
き
に
は
、
三

通
り
の
事
情
が
ま
と
め
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
象
以
上

の
も
の
を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
、
現
象
以
上
の
も
の
を
包
含
し
て
い

そ
の
と
き
、
作
品
に
お
い
て
現
象
以
上
と
み
ら
れ
て
い
る
の
は
、
作
品

の
精
神
と
し
て
作
品
に
お
い
て
語
る
も
の
で
あ
り
、
作
品
の
内
容
と
し

て
作
品
に
お
い
て
語
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。

ア
ド
ル
ノ
が
作
品
に
つ
い
て
論
じ
る
と
き
、
精
神
の
語
を
よ
く
も
ち

い
る
。
精
神
の
語
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
想
起
さ
せ
る
古
臭
い
語
で
は
あ
る
が
、

作
品
の
生
き
た
あ
り
さ
ま
を
説
明
す
る
う
え
で
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
ア
ド
ル
ノ
が
論
じ
て
い
る
の
は
、
作
者
の
精
神
で
は
な
く
、

作
品
の
精
神
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
『
美
学
理
論
』
の
文
章
に
は
「
作

品
の
精
神
」
と
い
う
言
い
回
し
が
よ
く
出
て
く
る
。
ア
ド
ル
ノ
に
お
い

て
、
作
品
の
精
神
と
は
、
作
品
の
内
な
る
働
き
の
こ
と
で
あ
り
、
生
き
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て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
作
品
の
精
神
は
、
現
れ
て
く
る
と
と
も

た
形
式
に
よ
っ
て
生
き
た
内
容
を
も
た
ら
し
な
が
ら
、
作
品
を
生
気
づ

け
て
い
る
何
か
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
作
品
の
精
神
と
は
、

部
分
ど
う
し
の
連
関
を
み
ず
か
ら
生
み
出
し
な
が
ら
、
部
分
ど
う
し
の

連
関
に
よ
っ
て
語
り
か
け
て
い
る
か
み
え
る
何
か
で
あ
る
。
作
品
の
精

神
と
は
、
「
作
品
を
通
し
て
語
る
も
の
」

(
7
.
1
3
5
)

で
あ
る
な
ら
ば
、
作

品
の
内
容
と
は
、
作
品
を
通
し
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え

そ
の
と
き
、
両
者
の
区
別
は
つ
き
づ
ら
い
の
で
、
作
品
の
精
神
は
、
「
作

品
自
体
の
内
容
で
あ
る
」

(
7
.
1
5
0
)

と
も
言
わ
れ
、
「
作
品
の
真
理
内
容

で
あ
る
」

(
7
.
4
8
7
)

と
も
言
わ
れ
る
。

作
品
の
精
神
は
「
作
品
に
お
い
て
現
れ
て
く
る
も
の
」
だ
が
、
作
品

に
お
い
て
現
れ
て
い
る
も
の
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
、
作

品
の
精
神
は
「
現
象
か
ら
切
り
離
せ
な
い
に
し
て
も
現
象
と
同
じ
で

は
な
い
」

(
7
.
1
3
4
)
。
作
品
の
精
神
は
ま
た
、
現
象
に
お
い
て
「
輝
き
出

る
」
に
し
て
も
、
「
現
象
で
は
な
い
も
の
と
し
て
輝
き
出
る
に
す
ぎ
な

い」
(
7
.
1
3
7
)
。
作
げ
口
叩
の
精
神
は
い
ず
れ
に
せ
よ
現
れ
て
く
る
も
の
だ
が
、

そ
の
こ
と
は
「
輝
き
出
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
光
の
比
喩
に
よ
っ

に
隠
さ
れ
た
ま
ま
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

ア
ド
ル
ノ
は
こ
の
と
こ

ろ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
近
接
し
て
い
る
か
に
み
え
る
が
、
単
純
に
そ
れ
を

信
じ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
作
品
は
そ
も
そ
も
仮
象
と
い
う
見
せ
か

形
象
へ
の
問
い

真
理
に
つ
い
て
語
る
も
の
と
な
る
。

け
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
作
品
の
精
神
に
し
て
も
見
せ
か
け
に
す
ぎ
な

い
。
こ
こ
で
問
わ
れ
る
の
は
、
作
品
の
精
神
と
さ
れ
る
も
の
の
本
当
の

正
体
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
品
の
精
神
が
「
現
象
を
と

お
し
て
現
れ
る
事
柄
そ
の
も
の
の
精
神
」
(
7
.
1
3
5
)

だ
と
言
う
の
な
ら
ば
、

作
品
の
精
神
と
は
、
社
会
の
内
に
あ
っ
た
何
ら
か
の
動
因
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
作
品
の
精
神
は
つ
と
め
て
社
会
の

ド
イ
ツ
語
の
形
象
11

ビ
ル
ト
の
語
は
、
三
つ
の
主
要
な
意
味
を
も

つ
(
7
)

。
第
一
の
意
味
は
、
形
作
ら
れ
て
ま
と
ま
っ
た
も
の
の
こ
と
。

第
二
の
意
味
は
、
何
か
の
似
姿
と
し
て
の
模
像
の
こ
と
。
第
三
の
意
味

は
、
光
の
像
と
し
て
の
映
像
の
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
で
い
う
形
象

は
も
と
も
と
彫
刻
の
よ
う
な
三
次
元
の
物
体
を
お
も
に
指
し
て
い
う
語

だ
っ
た
が
、
近
年
で
は
む
し
ろ
二
次
元
の
画
像
を
あ
ら
わ
す
語
と
な
っ

て
お
り
、
映
像
の
性
格
を
ま
す
ま
す
強
く
し
て
い
る
(
8
)

。
と
は
い
え
、

形
象
は
も
と
よ
り
心
の
う
ち
な
る
映
像
を
い
う
語
で
も
あ
っ
た
。
以
上

の
よ
う
に
、
形
象
の
語
に
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
そ
な
わ
っ
て
お
り
、
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で
あ
ら
わ
さ
れ
た
り
、
出
現
の
語
で
あ
ら
わ
さ
れ
た
り
す
る
。

ど
れ
か
の
意
味
が
弱
く
な
っ
た
り
す
る
。

こ
の
語
が
用
い
ら
れ
る
と
き
に
は
、
ど
れ
か
の
意
味
が
強
く
な
っ
た
り
、

ア
ド
ル
ノ
は
『
美
学
理
論
』
に
お
い
て
作
品
を
ほ
か
な
ら
ぬ
形
象
と

み
て
お
り
、
作
品
の
「
形
象
性
格
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
(
7
.
1
3
0
)
。

ア
ド
ル
ノ
は
概
念
を
み
ず
か
ら
定
義
す
る
こ
と
を
戒
め
て
、
概
念
に
も

と
も
と
含
ま
れ
る
意
味
を
く
み
な
が
ら
議
論
す
る
の
を
信
条
と
し
て
い

た
か
ら
、
形
象
の
語
に
も
と
も
と
含
ま
れ
る
意
味
か
ら
入
る
の
が
よ
い
。

ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
も
、
作
品
と
い
う
形
象
は
、
形
作
ら
れ
て
ま
と
ま
っ

た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
か
れ
の
論
は
あ
く
ま
で
近
代
主
義
に
立
脚
し

て
い
る
の
で
、
作
品
と
い
う
形
象
は
、
何
か
の
模
像
で
は
な
な
い
と
規

定
さ
れ
、
何
か
の
模
像
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
要
請
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
か
れ
に
と
っ
て
も
、
作
品
と
い
う
形
象
は
、
映
像
と
し
て
の
は

か
な
さ
を
も
つ
何
か
で
あ
り
、
こ
の
は
か
な
さ
の
性
格
は
、
現
象
の
語

ア
ド
ル
ノ
の
説
明
に
よ
る
と
、
作
品
と
い
う
形
象
は
、
現
象
す
な
わ

ち
現
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
自
明
に
も
思
え
る
が
、
そ
こ
で
強

調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
作
品
と
い
う
形
象
が
、
何
か
の
模
像
で
は
な
く
、

何
か
の
現
象
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
何
か
を
模
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
何
か
の
現
れ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
作
品
は
、
模
像
と
し
て

の
形
象
で
は
な
く
、
現
象
と
し
て
の
形
象
で
あ
り
、
出
現
と
し
て
の
形

あ
る
本
当
の
ア
キ
レ
ス
よ
り
も
充
実
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る

(
9
)
0

ガ
ダ
マ
ー
は
「
ホ
メ
ロ
ス
の
描
く
と
こ
ろ
の
ア
キ
レ
ス
は
そ
の
原
像
で

象
で
あ
る
」

(
7
.
1
3
0
)
。
こ
れ
は
た
し
か
に
、
作
品
そ
の
も
の
に
価
値
を

み
と
め
る
と
き
の
基
礎
と
な
る
考
え
か
た
で
あ
り
、
作
品
そ
の
も
の
に

真
理
を
み
と
め
る
と
き
の
前
提
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
作
品
が
も

し
何
か
の
模
像
に
す
ぎ
な
い
の
な
ら
、
作
品
の
価
値
は
そ
れ
だ
け
低
く

見
積
も
ら
れ
る
が
、
作
品
が
も
し
何
か
の
現
象
で
あ
る
な
ら
ば
、
作
品

の
価
値
は
そ
れ
だ
け
高
く
見
積
も
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
付
け
加
え
て

言
う
と
、
作
品
が
も
し
真
理
の
模
像
に
す
ぎ
な
い
の
な
ら
、
作
品
は
す

で
に
真
理
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
作
品
が
も
し
真
理
の
現
象

で
あ
る
な
ら
ば
、
作
品
は
な
お
真
理
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
前
提
そ
の
も
の
は
特
別
で
は
な
い
。
ア
ド
ル
ノ
は
そ
れ
を
直
接
に

は
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
引
き
継
い
だ
と
み
ら
れ
る
。

気
に
か
け
た
い
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
」
に
お
い
て
、

模
像
が
む
し
ろ
原
像
を
上
回
る
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
、
ガ
ダ
マ
ー
の

『
真
理
と
方
法
』
も
こ
の
考
え
か
た
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
そ
う
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
模
像
と
は
じ
つ
は
模
像
以

上
で
あ
っ
て
、
原
像
の
真
理
の
現
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
み
る
か
ら
で

あ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
は
た
し
か
に
模
倣
説
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
、
作
品
を

ま
た
現
象
と
み
る
考
え
か
た
も
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
大
き
な
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す
な
わ
ち
、
模
倣
を
や
め
て
な
お
模
倣
だ
と
い
う
の
は
、
「
自
己
自
身

ア
ド
ル
ノ
哲
学
を
と
お
し
て
み
る
な
ら
、
形
象
の
禁
止
と
は
、

ユー

す
る
こ
と
を
許
容
す
る
よ
う
な
議
論
を
し
て
い
る
。

て
模
像
を
み
と
め
な
い
が
、
ガ
ダ
マ
ー
は
す
く
な
く
と
も
何
か
を
描
写

違
い
も
浮
か
び
上
が
る
。

ア
ド
ル
ノ
は
す
く
な
く
と
も
基
本
姿
勢
と
し

ト
ピ
ア
を
描
く
こ
と
の
禁
止
で
あ
り
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
描
く
こ
と
の

禁
止
で
あ
る
(10)

。
ア
ド
ル
ノ
美
学
に
お
い
て
は
、
作
品
自
体
す
で
に

形
象
で
あ
り
な
が
ら
「
形
象
の
禁
止
の
も
と
に
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
て

お
り
(
7
.
1
5
9
)
、
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
模
像
を
作
る
こ
と
の
禁
止
で

あ
る
。
「
旧
約
聖
書
に
お
け
る
形
象
の
禁
止
は
、
神
学
の
側
面
と
と
も

に
美
学
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
形
象
を
作
っ
て
は
ら
な
ら
な
い
、
す

な
わ
ち
何
か
の
模
像
を
作
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
禁
止
は
、
こ
う
し

た
形
象
が
そ
も
そ
も
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
も
言
っ
て
い
る
」
(
7
.
1
0
6
)
。

模
像
は
そ
も
そ
も
正
し
い
像
と
し
て
は
存
立
し
え
な
い
の
で
、
模
像
を

作
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ア
ド
ル
ノ
は
作
品
を
あ
え
て
模
像
で
は
な
い
と

規
定
す
る
が
、
そ
の
規
定
は
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
模
像
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
要
請
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
作
品
が
そ
の
う
ち
に
形
象
の
禁

止
を
は
ら
ん
で
い
る
な
ら
ば
、
何
か
を
模
倣
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

何
か
が
自
己
を
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
の
存
在
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
ア
ド
ル

ノ
は
そ
こ
を
ひ
ね
っ
て
作
品
は
た
し
か
に
自
己
を
模
倣
す
る
と
み
る
。

模
像
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。

と
似
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
」

(
7
.
1
5
9
)

だ
が
、
こ
う
し
た
自
己
の

二
重
化
は
、
何
者
か
が
何
者
か
に
よ
っ
て
自
己
を
あ
ら
わ
す
こ
と
か
ら

き
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
何
者
か
が
何
者
か
に
よ
っ
て
自
己
を
あ
ら
わ

す
な
ら
ば
、
前
者
の
何
か
は
そ
れ
自
体
と
し
て
現
れ
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
前
者
の
何
か
は
な
お
彼
方
に
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
作
品
と
い

う
形
象
は
、
自
己
を
模
倣
す
る
と
み
ら
れ
る
と
き
で
も
な
お
、
他
者
を

模
倣
し
て
い
る
と
い
え
る
し
、
他
者
を
指
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
結

局
の
と
こ
ろ
、
作
品
と
い
う
形
象
は
、
模
像
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
つ

つ
も
、
深
い
と
こ
ろ
で
は
模
像
に
と
ど
ま
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
こ
の
逆
説

を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
に
見
立
て
て
い
る
(
7
.
2
6
8
)
。
す
な
わ
ち
、

作
品
が
モ
ナ
ド
の
よ
う
に
外
界
に
た
い
し
て
自
己
を
閉
ざ
し
て
い
る
と

は
、
他
者
と
関
係
を
も
た
な
い
だ
け
で
な
く
、
他
者
と
異
な
る
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
が
、
作
品
は
モ
ナ
ド
の
よ
う
に
「
窓
を
も
つ
こ
と
な
く

社
会
の
い
と
な
み
を
表
象
す
る
」

(
7
.
3
5
0
)

も
の
で
あ
っ
て
、
作
品
は
こ

う
し
て
社
会
と
い
う
他
者
を
模
倣
し
て
い
る
な
ら
ば
、
作
品
は
な
お
も

形
象
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
、
形
象
を
ど
う
評
価
す
る
の
か

も
決
ま
っ
て
く
る
。
一
方
に
お
い
て
、
形
象
の
あ
り
よ
う
を
原
像
に
た

い
す
る
模
像
と
み
る
の
な
ら
、
二
者
の
あ
い
だ
の
断
絶
の
た
め
に
、
形

象
は
と
る
に
た
ら
ぬ
幻
影
と
し
て
低
く
み
な
さ
れ
る
か
、
虚
像
と
し
て
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象
は
そ
れ
だ
け
重
く
み
ら
れ
、
崇
拝
の
対
象
に
も
な
り
う
る
。
神
学
は

こ
の
対
立
を
か
か
え
て
き
た
。
旧
約
聖
書
に
も
と
づ
く
ユ
ダ
ヤ
教
に

あ
っ
て
は
、
神
は
た
し
か
に
目
に
見
え
る
か
た
ち
で
は
描
け
な
い
の
で

神
像
は
ゆ
る
さ
れ
ず
、
何
の
像
で
あ
っ
て
も
偶
像
と
し
て
崇
め
ら
れ
る

恐
れ
が
あ
る
の
で
作
っ
て
は
い
け
な
い
(11)

。
け
れ
ど
も
キ
リ
ス
ト
教

に
か
か
わ
る
新
約
聖
書
の
解
釈
に
よ
っ
て
は
、
神
は
い
ち
ど
人
間
イ
エ

ス
の
姿
を
と
っ
て
現
れ
た
の
で
、
イ
エ
ス
の
像
を
あ
が
め
る
こ
と
も
で

き
た
し
、
神
聖
な
も
の
が
目
に
見
え
る
か
た
ち
を
取
り
う
る
と
考
え
る

か
ぎ
り
聖
人
の
像
も
ゆ
る
さ
れ
た
。
ア
ド
ル
ノ
美
学
に
お
い
て
は
、
ニ

つ
の
理
解
の
し
か
た
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
形
象
は

た
し
か
に
何
か
の
模
像
で
あ
る
か
ぎ
り
虚
像
に
と
ど
ま
る
が
、
何
か
の

模
像
で
あ
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
と
き
に
は
、
真
理
の
現
れ
と
し
て
の
現

象
と
な
る
と
さ
れ
る
。

ア
ド
ル
ノ
美
学
に
お
い
て
、
作
品
と
い
う
形
象
は
、
現
象
の
な
か
で

も
出
現
11

ア
パ
リ
シ
オ
ン
と
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
出
現
だ
と
い

う
の
は
、
日
常
つ
ね
に
現
れ
て
い
る
何
か
で
は
な
く
、
予
期
せ
ぬ
か
た

ち
で
現
れ
て
く
る
何
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
語
は
、

突
然
現
れ
て
は
、
は
か
な
く
消
え
て
い
く
性
格
も
あ
わ
せ
て
強
調
し
て

い
す
る
現
象
と
み
る
の
な
ら
、
二
者
の
あ
い
だ
の
連
続
の
た
め
に
、
形

拒
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
他
方
に
お
い
て
、
形
象
の
あ
り
よ
う
を
本
質
に
た

い
る
。
「
出
現
と
は
、
ぱ
っ
と
か
が
や
く
も
の
、
か
す
め
て
い
く
も
の

な
ら
ば
、
形
象
は
こ
の
よ
う
に
逃
げ
去
る
も
の
を
呪
縛
し
よ
う
と
い
う

逆
説
め
い
た
試
み
で
あ
る
。
…
作
品
は
、
形
象
と
し
て
は
、
は
か
な
さ

を
持
続
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
一
瞬
の
も
の
と
し
て
現

れ
る
こ
と
に
集
中
す
る
」

(
7
.
1
3
0,
 
1
)

。
も
っ
と
も
ア
ド
ル
ノ
は
、
作
品

と
い
う
形
象
に
た
い
し
て
出
現
と
い
う
と
き
、
「
天
体
の
出
現
」
を
頭

に
描
い
て
い
る
。
両
者
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
は
「
人
間
の
頭
上
に
現
れ

事
物
の
世
界
か
ら
も
離
れ
て
い
る
」
と
こ
ろ
で
あ
る
(
7
.
1
2
5
)
。
さ
ら
に

ま
た
、
突
然
現
れ
て
は
、
は
か
な
く
消
え
て
い
く
も
の
の
最
た
る
例
と

し
て
、
花
火
に
も
注
目
し
て
お
り
、
作
品
と
い
う
形
象
の
あ
り
よ
う
を

花
火
に
な
ぞ
ら
え
る
と
き
も
あ
る
(
7
.
1
2
5
)
。
出
現
11

ア
パ
リ
シ
オ
ン
の

語
は
も
と
も
と
ギ
リ
シ
ア
語
で
い
う
顕
現
11

エ
ピ
フ
ァ
ネ
イ
ア
と
意

味
の
上
で
つ
な
が
っ
て
い
る
が
、
ア
ド
ル
ノ
も
ま
た
作
品
と
い
う
形
象

に
つ
い
て
「
神
の
顕
現
が
中
立
化
し
て
質
に
お
い
て
変
化
し
た
も
の
で

あ
る
」

(
7
.
1
2
5
)

と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
以
上
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
作

品
と
い
う
形
象
が
と
く
に
出
現
だ
と
い
う
の
は
、
自
然
現
象
の
よ
う
で

あ
り
な
が
ら
超
自
然
現
象
の
よ
う
だ
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
現
象

で
あ
り
な
が
ら
現
象
以
上
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

る
」
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
人
間
の
意
図
か
ら
離
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く

64 



1論文 I アドルノ又学における形象の1111姐 I

ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
、
現
象
11

エ
ア
シ
ャ
イ
ヌ
ン
ク
は
「
現
れ
」

を
あ
ら
わ
し
、
仮
象
11

シ
ャ
イ
ン
は
「
輝
き
」
を
あ
ら
わ
す
が
、
双

方
の
意
味
は
た
し
か
に
交
換
可
能
な
ほ
ど
通
じ
合
っ
て
い
る
。
そ
し
て

ど
ち
ら
も
「
見
か
け
」
の
意
味
を
お
び
て
い
る
が
、
仮
象
の
ほ
う
が
「
見

せ
か
け
」
の
意
味
を
い
っ
そ
う
強
く
す
る
。
も
と
も
と
仮
象
の
動
詞
形

で
あ
る
シ
ャ
イ
ネ
ン
は
、
あ
る
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
こ
と
を
意
味
す

る
が
、
そ
れ
は
「
本
当
は
そ
う
で
な
い
」
こ
と
を
暗
に
含
ん
で
い
る
。

そ
の
か
ぎ
り
仮
象
と
は
、
真
理
の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
る
虚
像
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
ド
イ
ツ
系
の
美
学
に
お
い
て
、
仮
象
の
語
は

ま
た
「
真
理
の
現
れ
」
と
い
っ
た
肯
定
の
含
み
を
も
つ
と
き
も
あ
っ
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
仮
象
を
「
理
念
」
の
輝
き
と
み
る
と
き
や
(12)

、
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
仮
象
を
「
存
在
」
の
輝
き
と
み
る
と
き
で
あ
る

(
1
3
)
0

ア
ド
ル
ノ
は
『
美
学
理
論
』
に
お
い
て
、
作
品
の
あ
り
よ
う
を
、
現

象
で
あ
る
う
え
に
仮
象
で
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
著
者
は
そ
こ
で

作
品
の
二
重
の
性
格
を
い
う
た
め
に
仮
象
の
語
の
二
重
の
含
み
を
く
ん

で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
見
せ
か
け
で
あ
り
な
が
ら
真
理
の
現
れ
で
も
あ

る
と
い
う
二
重
の
性
格
で
あ
る
。
た
だ
し
ア
ド
ル
ノ
は
、
作
品
が
そ
れ

で
あ
る
と
こ
ろ
の
仮
象
は
あ
く
ま
で
見
せ
か
け
で
あ
る
こ
と
で
真
理
の

仮
象
へ
の
問
い

現
れ
に
な
る
と
考
え
る
(14)

。
し
た
が
っ
て
、
作
品
は
い
か
な
る
見
せ

か
け
で
あ
る
か
が
最
初
に
問
わ
れ
る
だ
ろ
う
(15)
。
ア
ド
ル
ノ
は
『
美

学
理
論
』
に
お
い
て
、
列
挙
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
仮
象
の
語

を
お
よ
そ
次
の
意
味
で
理
解
し
て
い
る
。

第
一
の
意
味
は
、
作
品
が
も
と
も
と
諸
要
素
の
寄
せ
集
め
に
す
ぎ
な

い
な
の
に
不
可
分
の
全
体
の
よ
う
に
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。
作
品
の
統

一
に
し
て
も
、
作
品
の
調
和
に
し
て
も
、
作
品
の
連
関
に
し
て
も
、
本

当
は
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
理
想
で
あ
り
、
本
当
に
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
「
ど
ん
な
作
品
も
ま
っ
た
く
の
統
一
を
持
つ
こ
と

は
な
い
が
、
ど
ん
な
作
品
も
そ
う
し
た
統
一
を
持
つ
か
の
よ
う
に
欺
＜

こ
と
で
、
自
己
自
身
と
対
立
し
て
い
る
」

(
7
.
1
6
0
)
。
そ
し
て
ま
た
、
「
調

和
と
い
う
こ
と
が
厳
密
に
と
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
自
身
の
基
準
か
ら

し
て
、
到
達
さ
れ
え
な
い
こ
と
が
分
か
る
」
(
7
.
1
6
8
)
。
結
局
の
と
こ
ろ
「
作

品
自
体
が
す
で
に
美
的
仮
象
で
あ
る
」
と
言
え
る
の
は
、
作
品
と
い
う

一
個
の
ま
と
ま
り
を
有
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
す
で
に
見
せ
か
け
だ
か

ら
で
あ
り
、
「
作
品
の
幻
想
め
い
た
と
こ
ろ
は
、
作
品
が
ひ
と
つ
の
全

体
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
な
か
に
集
約
さ
れ
て
き
た
」

(
7
.
1
5
5,
 
6
)
。

第
二
の
意
味
は
、
作
品
が
も
と
も
と
作
り
出
さ
れ
た
も
の
な
の
に
自

ら
を
作
り
出
す
も
の
に
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
マ
ル
ク
ス

が
商
品
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
を
作
品
に
応
用
し
て
み
せ
る
(16)

。
作
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第
三
の
意
味
は
、
作
品
が
も
と
も
と
模
像
に
す
ぎ
な
い
の
に
本
物
の

よ
う
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。
作
品
は
い
つ
も
そ
う
見
せ
か
け
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
作
品
は
そ
の
気
に
な
れ
ば
模
像
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る

、。
¥
v
 

い
て
批
判
し
た
と
こ
ろ
で
、

品
は
も
と
も
と
作
者
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
社
会

関
係
を
と
お
し
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
作
り
出
さ
れ
た
も

の
に
お
い
て
社
会
関
係
そ
の
も
の
は
見
通
し
に
く
く
、
社
会
関
係
は

も
っ
ぱ
ら
物
に
そ
な
わ
る
性
質
と
し
て
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
が
「
物

象
化
」
で
あ
る
(
7
.
2
8
7
)
。
さ
ら
に
ま
た
、
作
品
と
し
て
仕
上
げ
ら
れ
た

も
の
は
、
作
り
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
自
体
を
否
定
し
て
、
自
足
し
た
存

在
で
あ
る
よ
う
な
素
振
り
を
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
が
「
客
体
化
」
で

あ
る
。
し
か
も
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
作
品
は
も
と
も
と
作
り
出
さ
れ
た

も
の
な
の
に
、
自
ら
を
作
り
出
す
も
の
の
よ
う
に
見
せ
か
け
る
。
す
な

わ
ち
、
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
作
品

は
こ
の
見
せ
か
け
よ
り
「
物
神
性
格
」
を
お
び
る
。
た
し
か
に
マ
ル
ク

ス
主
義
は
も
と
も
と
宗
教
を
否
定
し
た
が
、
商
品
の
物
神
性
格
を
あ
ば

一
神
教
の
偶
像
の
禁
止
を
ひ
そ
か
に
引
き

継
い
で
も
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
ア
ド
ル
ノ
の
態
度
は
あ
い
ま
い
で

あ
る
。
作
品
は
お
の
れ
の
物
神
性
格
に
満
足
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
作

品
に
と
っ
て
物
神
性
格
は
つ
き
も
の
な
の
で
完
全
に
否
定
も
で
き
な

ら
れ
て
い
る
。

こ
と
が
で
き
、
現
実
と
は
異
な
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
示
唆
で
き
る
と
考
え

だ
ろ
う
(
7
.
1
8
4
)
。
と
は
い
え
、
ア
ド
ル
ノ
の
考
え
の
よ
り
深
い
と
こ
ろ

で
は
、
作
品
は
い
く
ら
模
像
と
な
る
こ
と
を
拒
否
し
て
も
、
模
像
に
な

お
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
見
せ
か
け
も
根
本
か
ら

第
四
の
意
味
は
、
作
品
が
も
と
も
と
現
実
に
は
存
在
し
な
い
も
の
な

の
に
現
実
に
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ

は
こ
の
点
つ
い
て
は
寛
大
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
実
そ
の
も
の
が
見

せ
か
け
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
お
り
、
作
品
が
さ
ら
に
現
実
に
は
存
在

し
な
い
見
せ
か
け
で
あ
る
こ
と
は
、
真
理
の
条
件
と
な
る
と
み
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
作
品
は
そ
も
そ
も
現
実
と
は
異
な
る
も
の
と
な
る

こ
と
で
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い
見
せ
か
け
と
な
る
が
、
作
品
の
う
ち

に
含
ま
れ
る
も
の
は
す
べ
て
、
「
現
実
か
ら
作
品
の
う
ち
に
入
り
込
ん

で
き
て
、
作
品
に
お
い
て
現
実
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
」

(
7
.
1
5
8
)
。
作
品
は
こ
う
し
て
現
実
と
は
異
な
る
も
の
と
な
り
、

現
実
の
束
縛
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
で
、
現
実
に
つ
い
て
正
し
く
語
る

ア
ド
ル
ノ
の
態
度
は
か
な
り
微
妙
で
あ
る
。
作
品
は
た
し
か
に
仮
象

ぬ
ぐ
い
さ
る
こ
と
は
困
難
だ
と
み
ら
れ
る
。

れ
て
い
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
「
だ
ま
し
絵
の
目
く
ら
ま
し
」
と
な
る

こ
と
が
で
き
る
し
、
模
像
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
べ
き
だ
と
も
考
え
ら
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を
得
て
い
る
か
に
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。

と
し
て
の
本
性
に
満
足
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
作
品
が
そ
れ
で
も

仮
象
に
と
ど
ま
る
べ
き
な
の
は
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い
見
せ
か
け
と

な
る
こ
と
で
、
真
理
の
現
れ
の
場
に
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
真
理
を
強
く
志
向
す
る
作
品
ほ
ど
、
仮
象
を
め
ぐ
る
二
律
背
反
を

ま
と
も
に
引
き
受
け
る
だ
ろ
う
。
ア
ド
ル
ノ
が
作
品
に
た
い
し
て
暗
に

要
求
す
る
の
は
、
仮
象
を
危
う
く
す
る
要
素
を
は
ら
み
な
が
ら
も
、
仮

象
に
な
お
と
ど
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
次
の
批
評

を
は
ら
み
な
が
ら
、
統
一
が
も
は
や
成
立
し
な
い
必
然
の
う
ち
に
、
統

一
ら
し
き
も
の
を
得
て
い
る
こ
と
。
調
和
を
危
う
く
す
る
要
素
を
は
ら

み
な
が
ら
、
調
和
が
も
は
や
成
立
し
な
い
必
然
の
う
ち
に
、
調
和
ら
し

き
も
の
を
得
て
い
る
こ
と
。
連
関
を
危
う
く
す
る
要
素
を
は
ら
み
な
が

ら
、
連
関
が
も
は
や
成
立
し
な
い
必
然
の
う
ち
に
、
連
関
ら
し
き
も
の

ア
ド
ル
ノ
の
仮
象
に
た
い
す
る
微
妙
な
態
度
は
、
か
れ
が
重
き
を
お

く
作
品
の
評
価
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ベ
ケ
ッ
ト
の
劇

作
品
が
高
く
評
価
す
る
わ
け
は
、
意
味
連
関
が
こ
と
ご
と
く
寸
断
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
、
何
ら
か
の
意
味
連
関
が
み
と
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
ア
ド
ル
ノ
は
ま
た
優
れ
た
芸
術
家
の
「
後
期
様
式
」
に
も
注
目
し
て
、

優
れ
た
芸
術
家
の
後
期
の
作
品
が
ぎ
こ
ち
な
く
な
る
の
に
は
理
由
が
あ

基
準
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
統
一
を
危
う
く
す
る
要
素

な
え
て
い
る
」
。

る
と
考
え
て
い
た
(
7
.
1
6
8
)
。
す
な
わ
ち
、
調
和
を
極
め
よ
う
と
す
る
と
、

調
和
が
そ
も
そ
も
偽
り
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
調
和
が
あ
た

か
も
実
現
し
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
と

は
い
え
、
調
和
を
も
た
ら
す
強
い
意
志
が
な
け
れ
ば
、
調
和
へ
の
懐
疑

は
生
ま
れ
な
い
し
、
調
和
が
も
と
か
ら
放
棄
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、

晩
年
の
作
品
に
み
ら
れ
る
「
調
和
に
反
す
る
身
振
り
」
は
、
芸
術
家
の

苦
悩
と
い
っ
た
個
人
の
事
情
か
ら
説
明
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
調
和

概
念
そ
れ
自
体
の
力
学
」
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
結
局
の
と

こ
ろ
「
調
和
概
念
そ
れ
自
体
の
不
全
」
か
ら
く
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

か
ぎ
り
優
れ
た
芸
術
家
た
ち
の
後
期
様
式
は
、
「
個
人
の
作
品
と
い
う

枠
を
は
る
か
に
超
え
て
」
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
模
範
と
な
る
力
を
そ

ア
ド
ル
ノ
は
『
美
学
理
論
』
に
お
い
て
仮
象
の
歴
史
を
こ
う
振
り
返

る
(
7
.
1
5
6
-
5
8
)
。
ま
ず
初
期
ロ
マ
ン
派
の
芸
術
は
そ
れ
ほ
ど
仮
象
を
信

頼
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
作
品
は
「
イ
ロ
ニ
ー
に
よ
っ
て
幻

影
め
い
た
と
こ
ろ
を
前
も
っ
て
妨
害
す
る
」
こ
と
も
あ
っ
た
(17)

。
し

か
し
一
九
世
紀
の
後
半
に
な
っ
て
仮
象
は
つ
い
に
「
幻
影
へ
と
極
ま
っ

た
」
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
「
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
痕
跡
を
消
し
去
っ

て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

ワ
ー
グ
ナ
ー
の
楽
劇
は
ま
さ
に
そ
の

調
和
へ
の
抵
抗
も
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
ら
の
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を
排
除
し
よ
う
と
し
た
。

の
否
定
も
ま
た
強
ま
っ
て
い
く
。
た
と
え
ば
セ
リ
ー
音
楽
は
、
要
素
ど

る
。
戦
後
に
な
る
と
、
表
現
へ
の
懐
疑
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
仮
象

典
型
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
長
編
小
説
の
よ
う
な
散
文
形
式
は
も
と
か

世
界
に
穴
を
あ
け
る
こ
と
も
試
み
て
き
た
か
ら
、
仮
象
か
ら
逃
れ
る
と

こ
ろ
も
あ
っ
た
。
「
プ
ル
ー
ス
ト
な
い
し
ジ
イ
ド
と
い
っ
た
小
説
家
も

ま
た
注
釈
を
た
え
ず
差
し
挟
む
こ
と
で
、
小
説
内
部
の
純
粋
な
形
式
を

打
ち
破
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
た
ん
に
当
時
一
般
に
み
ら
れ

た
反
小
説
の
気
運
を
あ
ら
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
小
説
家
た
ち
も
幻

影
に
た
い
し
て
同
じ
不
快
感
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
」
。

二
0
世
紀
初
頭
に
は
ま
た
、
表
現
主
義
の
運
動
が
と
く
に
美
し
い
仮
象

に
た
い
し
て
激
し
い
攻
撃
を
し
か
け
る
。
と
い
う
の
も
、
表
現
主
義
に

あ
っ
て
は
「
現
実
の
心
の
あ
り
よ
う
を
赤
裸
々
に
知
ら
せ
よ
う
」
と
す

る
あ
ま
り
、
均
斉
が
も
ろ
く
も
崩
壊
し
、
混
沌
が
そ
の
ま
ま
放
出
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
表
現
も
ま
た
心
の
模
像
で
あ
っ
て
何
か

そ
れ
ら
し
い
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
な
ら
、
表
現
そ
の
も
の
が
仮
象
と
な

う
し
の
関
係
を
す
べ
て
数
値
化
す
る
こ
と
で
幻
想
を
一
掃
し
よ
う
と
し

た
し
、
ケ
ー
ジ
ら
は
素
材
そ
の
も
の
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
幻
想

ア
ド
ル
ノ
美
学
を
こ
の
よ
う
に
論
じ
る
と
次
の
よ
う
な
疑
問
が
出
て

ら
全
体
の
ま
と
ま
り
を
気
に
か
け
る
必
要
も
な
く
、
早
く
か
ら
閉
じ
た

ア
ド
ル
ノ
の
形
象
批
判
は
も
っ
ぱ
ら
仮
象
批
判
と
し
て
み
と
め
ら
れ

る
が
、
ア
ド
ル
ノ
は
音
楽
論
で
は
た
し
か
に
厳
し
い
仮
象
批
判
を
お
こ

な
っ
て
き
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
音
楽
が
仮
象
で
あ
る
こ
と
を
外
側
か

音
楽
へ
の
問
い

る。 く
る
。

ア
ド
ル
ノ
は
そ
も
そ
も
真
理
と
い
う
も
の
を
ど
う
理
解
し
て

い
た
の
か
と
。
た
だ
し
そ
の
と
き
、
真
理
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
非
真
理
と
し
て
の
仮
象
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

考
え
る
の
は
、
片
寄
っ
た
考
え
か
た
で
あ
る
。
真
理
へ
の
問
い
が
な
ぜ

優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
う
し
た
疑
問
を
呈
し
た
の
は

ニ
ー
チ
ェ
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
ニ
ー
チ
ェ
は
結
局
の
と
こ
ろ
仮
象
の

世
界
に
溺
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、

ア
ド
ル
ノ
は
た
し
か

に
真
理
に
つ
い
て
真
剣
に
論
じ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
ア
ド
ル
ノ
の
真

理
概
念
は
き
び
し
く
形
象
の
禁
止
の
も
と
に
あ
る
の
で
、
真
理
と
は
何

か
に
つ
い
て
明
言
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
だ
け
に
、

ア
ド
ル
ノ
は
非
真
理
と
し
て
の
仮
象
に
つ
い
て
深
い
反
省
を
お
こ
な
っ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
と
こ
ろ
が
か
れ
の
思
想
の
要
に
な
っ
て
い
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ら
批
判
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

ノ
の
こ
の
関
心
は
、

ア
ド
ル
ノ
は
、
音
楽
の
な
か
の

仮
象
を
危
う
く
す
る
要
素
に
つ
ね
に
注
意
を
払
い
、
音
楽
に
内
在
す
る

仮
象
批
判
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
力
を
注
い
で
い
る
。
ア
ド
ル

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
感
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
は
、
バ
ロ
ッ
ク
哀
悼
劇
で
も
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
で
も
、
ア

レ
ゴ
リ
ー
と
さ
れ
る
形
象
に
お
い
て
美
し
い
仮
象
が
も
ろ
く
も
崩
れ

て
い
る
と
こ
ろ
に
批
判
の
力
を
み
と
め
て
き
た
(18)
。
こ
れ
を
み
る
と
、

ア
ド
ル
ノ
が
こ
う
し
た
評
価
の
し
か
た
を
自
分
の
得
意
と
す
る
音
楽
の

な
か
に
持
ち
込
ん
だ
こ
と
が
分
か
る
。

ア
ド
ル
ノ
は
音
楽
の
性
格
を
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
音

楽
は
、
形
象
を
も
た
な
い
芸
術
で
あ
り
、
形
象
の
禁
止
か
ら
は
除
外

さ
れ
て
い
た
…
。
と
は
い
え
音
楽
は
…
西
欧
の
あ
ら
ゆ
る
芸
術
が
そ
う

だ
っ
た
よ
う
に
形
象
の
性
質
を
も
っ
て
し
ま
う
も
の
で
も
あ
る
」

(
1
9
)
0

「
音
楽
は
、
形
象
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
、
仮
象
を
も
た
な
い
こ
と
に

よ
っ
て
、
他
の
芸
術
に
た
い
し
て
特
権
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
が
、
音

楽
は
そ
れ
で
も
…
市
民
好
み
の
作
品
の
仮
象
性
格
を
お
も
い
っ
き
り
お

び
て
い
る
」
(20)
。
以
上
の
発
言
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
。
第
一

に
、
音
楽
が
そ
も
そ
も
形
象
で
な
い
と
は
、
模
像
で
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
第
二
に
、
音
楽
が
そ
れ
で
も
形
象
で
あ
る
と
は
、
作
り
上
げ

ら
れ
て
ま
と
ま
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
音
楽
が

そ
う
し
た
形
象
で
あ
る
な
ら
ば
、
音
楽
は
ま
た
仮
象
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
。
音
楽
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
規
定
の
す
べ
て
は
、
統

一
に
し
て
も
、
調
和
に
し
て
も
、
連
関
に
し
て
も
、
見
せ
か
け
に
す
ぎ

な
い
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
音
楽
が
た
ん
な
る
感
覚
上
の
眩
惑
だ
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
、
現
実
の
社
会
に
た
い
す
る
眩
惑
だ
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
。

ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
と
、
現
実
の
社
会
は
そ
の
う
ち
に
矛
盾
を
は

ら
む
が
、
現
実
の
社
会
は
そ
れ
を
隠
蔽
し
て
も
い
る
。
そ
し
て
、
現
実

の
社
会
が
そ
の
う
ち
に
矛
盾
を
は
ら
む
な
ら
ば
、
音
楽
の
調
和
も
ま
た

そ
れ
を
隠
蔽
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
の
社
会
そ
の

も
の
が
見
せ
か
け
を
生
み
出
し
て
い
る
よ
う
に
、
音
楽
も
ま
た
調
和
と

い
う
見
せ
か
け
を
生
み
出
し
て
い
る
。

ア
ド
ル
ノ
は
そ
の
点
か
ら
ワ
ー

グ
ナ
ー
の
音
楽
を
と
く
に
仮
象
の
極
み
と
し
て
の
幻
影
と
み
る
。
こ
れ

に
た
い
し
て
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
後
期
の
音
楽
、
マ
ー
ラ
ー
の
ほ
ぽ

す
べ
て
の
音
楽
、
一
九
一

0
年
前
後
の
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
音
楽
に
つ

い
て
は
、
仮
象
の
揺
ら
ぎ
の
う
ち
に
仮
象
批
判
を
み
と
め
て
評
価
し
て

ア
ド
ル
ノ
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
つ
い
て
多
く
の
覚
え
書
き
を
残
し

て
お
り
、
今
日
そ
れ
ら
は
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
『
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
音
楽
の
哲
学
』
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
(21)
。
そ
の
な
か
で

も
仮
象
の
語
が
よ
く
出
て
く
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
見
せ
か
け
」

い
る
。
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す
る
。

場
合
、
中
期
の
音
楽
に
あ
っ
て
は
仮
象
が
う
ま
く
作
ら
れ
て
い
た
の
に
、

後
期
の
音
楽
に
な
る
と
仮
象
が
危
う
く
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
中
期

の
音
楽
に
あ
っ
て
は
調
和
が
と
れ
て
美
し
か
っ
た
の
に
、
後
期
の
音
楽

に
な
る
と
調
和
が
崩
れ
て
ぎ
こ
ち
な
く
な
る
。

ア
ド
ル
ノ
は
こ
う
し
た

た
と
え
ば
展
開
部
の
縮
小
に
よ
り
均
斉
を
欠
く
よ
う
に
な
る
。
和
声
が

だ
ん
だ
ん
衰
退
し
て
い
く
。
旋
律
に
た
い
し
て
和
声
が
か
み
あ
わ
な
い
。

ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
が
混
在
し
て
乱
れ
が
生
じ
る
。
け
れ
ど
も
ア
ド
ル
ノ
は

こ
れ
ら
を
作
曲
家
の
衰
え
の
せ
い
に
は
し
な
い
。
む
し
ろ
音
楽
の
も
た

ら
す
調
和
が
見
せ
か
け
に
す
ぎ
な
い
こ
と
へ
の
反
省
か
ら
く
る
と
解
釈

ア
ド
ル
ノ
は
『
ワ
ー
グ
ナ
ー
試
論
』
に
お
い
て
(22)
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

に
な
ら
っ
て
厳
し
い
仮
象
批
判
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は

も
と
も
と
マ
ル
ク
ス
資
本
論
の
「
商
品
の
物
神
性
格
」
の
議
論
を
う
け

て
、
一
九
世
紀
パ
リ
の
商
品
世
界
の
華
や
か
さ
を
幻
影
（
フ
ァ
ン
タ
ス

マ
ゴ
リ
ー
）
と
呼
ん
だ
が
、
ア
ド
ル
ノ
は
そ
れ
を
引
き
継
い
で
い
る
。

ワ
ー
グ
ナ
ー
の
音
楽
は
た
し
か
に
一
九
世
紀
に
あ
っ
て
商
品
の
性
格
を

お
び
て
お
り
、
仮
象
の
極
み
と
し
て
の
幻
影
だ
と
さ
れ
る
。
ア
ド
ル
ノ

る
の
は
、
晩
年
の
弦
楽
四
重
奏
曲
で
あ
り
、
晩
年
の
ピ
ア
ノ
曲
で
あ
る
。

崩
れ
の
傾
向
を
「
後
期
様
式
」
と
呼
ぶ
が
、
そ
れ
が
と
く
に
指
摘
さ
れ

の
意
味
を
お
び
て
い
る
。

ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
と
、

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の

が
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
音
楽
に
つ
い
て
強
調
す
る
の
は
、
形
式
が
不
明
瞭
に

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
分
節
が
あ
い
ま
い
で
、
部
分

と
部
分
と
の
区
切
り
が
ぼ
か
さ
れ
て
い
る
。
旋
律
の
次
元
で
は
、
切
れ

目
の
な
い
無
限
旋
律
が
も
ち
い
ら
れ
る
。
和
声
の
次
元
で
は
、
《
ト
リ

ス
タ
ン
》
な
ど
で
解
決
さ
れ
な
い
不
協
和
音
が
み
と
め
ら
れ
て
も
、
全

体
と
し
て
は
四
声
体
の
和
声
が
守
ら
れ
て
お
り
、
ホ
モ
フ
ォ
ニ
ー
の
均

質
な
響
き
が
な
お
優
勢
で
あ
る
。
音
色
の
次
元
で
は
、
優
れ
た
革
新
が

み
と
め
ら
れ
る
が
、
音
色
融
合
に
よ
っ
て
切
れ
目
の
な
い
全
体
が
も
た

て
の
痕
跡
を
す
み
ず
み
ま
で
消
し
去
っ
て
「
自
ら
を
生
み
出
す
も
の
」

の
よ
う
な
振
り
を
す
る
(
1
3
.
8
2
)
。
そ
し
て
ま
た
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と

し
て
の
痕
跡
と
と
も
に
、
音
楽
を
生
み
出
し
て
い
る
労
働
も
ま
た
見
え

な
く
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
「
労
働
の
あ
ら
ゆ
る
痕
跡
を
覆

い
隠
す
よ
り
ほ
か
に
高
い
野
心
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
一
九
世
紀
の
消

費
物
資
の
類
型
と
一
緒
で
あ
る
」

(
1
3
.
8
0
)
。

仮
象
11

シ
ャ
イ
ン
と
は
光
の
輝
き
で
あ
り
見
せ
か
け
で
あ
る
よ
う

に
、
こ
の
語
は
な
に
よ
り
視
覚
像
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
が

『
悲
劇
の
誕
生
』

の
な
か
で
ア
ポ
ロ
の
芸
術
に
「
美
し
い
仮
象
」
を
み

る
と
き
、
視
覚
像
の
性
格
を
と
ら
え
て
い
る
。
ア
ド
ル
ノ
が
音
楽
の
仮

象
性
格
に
つ
い
て
論
じ
る
と
き
も
同
じ
で
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
音
楽
に
お

ら
さ
れ
て
い
る
。

ワ
ー
グ
ナ
ー
の
音
楽
は
、
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
し
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え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

ら
れ
た
」
よ
う
に
、

ロ
ー
エ
ン
グ
リ
ン
の
前
奏
曲
の
始
ま
り
や
、

タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
の
ヴ
ェ
ー
ヌ
ス
ベ
ル
ク
の
音
楽
に
お
い
て
、
低
音
を
欠

く
と
こ
ろ
で
は
和
声
進
行
が
萎
え
て
く
る
の
で
、
音
楽
が
そ
の
と
き
幻

影
と
し
て
時
間
を
も
た
ぬ
視
覚
像
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る

(
1
3
.
8
4
)
。
さ
ら
に
ま
た
、
色
彩
の
概
念
が
「
視
覚
空
間
の
領
域
か
ら
と

ワ
ー
グ
ナ
ー
の
巧
み
な
楽
器
法
に
よ
る
豊
か
な
色

彩
も
ま
た
、
時
間
を
も
た
ぬ
視
覚
像
を
生
み
出
す
の
に
一
役
買
っ
て
い

る
(
1
3
.
6
0
)
。
ア
ド
ル
ノ
は
同
じ
よ
う
に
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
音
楽
で

も
(23)
、
リ
ゲ
テ
ィ
の
音
楽
で
も
(24)

、
音
楽
が
あ
い
ま
い
な
音
響
平
面

と
な
っ
て
絵
画
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ア
ド
ル
ノ
が
こ

う
し
た
音
楽
の
傾
向
を
嫌
っ
た
の
は
、
音
楽
が
い
か
に
も
仮
象
で
あ
る

こ
と
に
満
足
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
と
き
、
音
楽
が

あ
た
か
も
絵
画
の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
る
「
擬
態
」
だ
け
が
問
題
で

は
な
く
(25)
、
茫
漠
と
し
た
全
体
に
よ
っ
て
矛
盾
が
な
い
よ
う
に
見
せ

か
け
て
い
る
こ
と
や
、
作
り
物
で
な
い
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
る
こ
と

や
、
感
覚
を
魅
了
す
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
み
ら
れ
て
い
る
。

ア
ド
ル
ノ
の
マ
ー
ラ
ー
論
は
ま
さ
に
対
極
に
あ
る
(26)
。
ア
ド
ル
ノ

は
、
マ
ー
ラ
ー
の
音
楽
に
お
い
て
仮
象
の
揺
ら
ぎ
を
み
と
め
、
仮
象
を

揺
る
が
す
と
こ
ろ
を
数
々
の
言
い
回
し
に
よ
っ
て
指
摘
す
る
。
た
と
え

い
て
仮
象
の
極
み
と
し
て
の
幻
影
を
み
る
と
き
は
、
厳
し
い
批
判
を
そ

む
。
第
三
交
響
曲
の
第
一
楽
章
は
そ
の
最
た
る
例
と
し
て
知
ら
れ
る
。

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
要
素
が
入
り
込
む
こ
と
で
、
芸
術
音
楽
と
し
て
作
り
上

マ
ー
ラ
ー
は

ア
ド
ル
ノ
の
マ
ー
ラ
ー
論
の
な
か
で
仮
象
を
揺
る
が
す
要
素
と
し
て

あ
る
。

ア
ド
ル
ノ
は
、

ば
、
部
分
ど
う
し
が
離
れ
ば
な
れ
に
な
る
「
解
離
」
の
傾
向
が
そ
れ
で

ワ
ー
グ
ナ
ー
の
音
楽
の
「
切
れ
目
の
な
さ
」
を

批
判
し
た
な
ら
ば
、

マ
ー
ラ
ー
の
音
楽
の
「
破
綻
」
を
正
し
く
評
価
し

よ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
見
せ
か
け
へ
の
強
い
批
判
が
み
と
め
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
う
し
た
形
式
上
の
引
っ
か
か
り
は
、
充

実
し
た
経
験
を
う
な
が
す
契
機
と
し
て
も
理
解
さ
れ
て
い
る
(
1
3
.
1
9
0
)
。

「
突
破
」
と
は
、
世
の
成
り
行
き
が
妨
げ
ら
れ
る
瞬
間
で
あ
る
。
「
留

保
」
と
は
、
突
破
に
よ
っ
て
一
定
の
あ
い
だ
、
成
り
行
き
に
従
わ
な
い

も
の
、
他
な
る
も
の
が
出
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
充
足
」
と
は
、
成

り
行
き
か
ら
の
解
放
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
る
こ
と
、
他
な
る
も
の
の
出

現
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
和
声
学
で
い
う

「
解
決
」
が
約
束
通
り
の
も
の
に
落
ち
着
く
こ
と
な
ら
ば
、
「
充
足
」
は

ま
っ
た
く
正
反
対
の
事
態
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

有
力
視
さ
れ
る
の
は
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
要
素
で
あ
る
。

あ
く
ま
で
芸
術
音
楽
を
も
た
ら
そ
う
と
し
た
が
、
芸
術
音
楽
の
な
か
に

げ
ら
れ
た
も
の
が
崩
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
芸
術
音
楽
と
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な

も
の
が
激
し
く
対
立
す
る
な
か
で
、
社
会
の
矛
盾
が
生
々
し
く
入
り
込
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ソ
ナ
タ
形
式
は
も
は
や
そ
の
体
を
な
さ
な
い
。
し
か
し
ア
ド
ル
ノ
は
こ

れ
に
つ
い
て
全
体
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
て
「
た
る
ん
だ
と
こ
ろ
が
な

い
」
と
も
言
っ
て
い
る
(
1
3
.
2
2
8
)
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
第
四
交
響
曲

は
、
表
向
き
古
典
様
式
を
つ
く
ろ
っ
て
引
き
締
ま
っ
て
い
る
が
、
ア
ド

ル
ノ
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
全
体
に
わ
た
り
打
ち
崩
さ
れ
て
い
る
」
と

も
言
っ
て
い
る
(
1
3
.
2
0
2
)
。
冒
頭
に
ま
ず
鈴
の
音
を
も
ち
い
た
動
機
が

現
れ
る
が
、
ア
ド
ル
ノ
は
そ
れ
を
「
道
化
の
鈴
」
と
み
る
(
1
3
.
2
0
6
)
。

そ
れ
は
こ
れ
か
ら
起
こ
る
こ
と
は
本
当
の
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
合
図

で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
も
鈴
の
音
を
も
ち
い
た
動
機
は
た
び
た
び
現
れ
る

が
、
そ
れ
は
い
か
に
も
幼
稚
な
感
じ
を
あ
た
え
、
格
式
あ
る
音
楽
を
台

無
し
に
す
る
。

民
社
会
の
見
せ
か
け
に
た
い
す
る
批
判
と
し
て
肯
定
し
て
い
る
。

こ
ろ
か
ら
、

ア
ド
ル
ノ
は
そ
こ
で
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
要
素
を
む
し
ろ
市

マ
ー

ラ
ー
の
音
楽
は
ま
た
音
楽
特
有
と
も
い
え
る
仮
象
性
格
か
ら
逃
れ
る
と

ア
ド
ル
ノ
は
そ
れ
を
小
説
に
も
た
と
え
て
い
る
。
音
楽
に

と
っ
て
全
体
の
調
和
は
い
わ
ば
生
命
線
と
い
え
る
ほ
ど
大
事
で
あ
り
、

特
有
の
見
せ
か
け
を
あ
た
え
て
き
た
が
、
小
説
と
い
う
散
文
形
式
は
、

全
体
の
調
和
を
気
に
か
け
る
こ
と
も
な
く
記
述
を
進
め
る
こ
と
が
で
き

た
し
、
自
己
完
結
し
た
あ
り
か
た
を
否
定
す
る
こ
と
も
あ
り
え
た
。
マ
ー

ラ
ー
の
音
楽
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
小
説
の
よ
う
に
自
由
に
語
る
。

そ
こ
で
は
、
軍
楽
か
ら
自
然
の
声
ま
で
あ
ら
ゆ
る
要
素
が
ひ
し
め
き
、

ン
ベ
ル
ク
ら
の
音
楽
に
み
ら
れ
る
以
上
の
傾
向
は
そ
も
そ
も
表
現
を
優

一
九
一

0
年
前
後
の
シ
ェ
ー

ば
、
音
楽
は
そ
も
そ
も
長
く
な
く
な
る
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
弟
子
の

ア
ド
ル
ノ
は
『
新
音
楽
の
哲
学
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
明
言
す

る
(27)

。
「
新
音
楽
は
、
世
界
の
黒
々
し
た
罪
悪
を
す
べ
て
引
き
受
け
る
。

新
音
楽
に
と
っ
て
幸
福
と
は
、
不
幸
を
認
識
す
る
こ
と
に
つ
き
る
。
新

音
楽
の
美
し
さ
と
は
、
美
し
い
仮
象
を
放
棄
す
る
こ
と
に
お
い
て
ほ
か

に
な
い
」

(
1
2
.
1
2
6
)
。
ア
ド
ル
ノ
は
一
九
一

0
年
前
後
の
シ
ェ
ー
ベ
ル

ク
ら
の
音
楽
に
こ
の
傾
向
を
と
ら
え
て
批
判
の
力
を
見
出
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
調
和
と
い
う
自
己
に
満
ち
足
り
た
見
せ
か
け
を
切
り
崩
す

と
こ
ろ
を
み
て
い
る
。
旋
律
で
は
大
き
な
跳
躍
が
目
立
つ
。
強
弱
に
お

い
て
も
、
速
度
に
お
い
て
も
、
極
端
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
拍
子

も
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
。
解
決
さ
れ
な
い
む
き
出
し
の
不
協
和
音
が

た
く
さ
ん
現
れ
る
。
一
九
一

0
年
前
後
の
シ
ェ
ー
ベ
ル
ク
ら
音
楽
と
い

う
と
自
由
な
無
調
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
、
無
主
題
の
ほ
う
が
音
楽

の
ま
と
ま
り
へ
の
強
い
打
撃
と
な
る
。
主
題
を
使
い
回
し
て
統
一
を
得

よ
う
と
す
る
主
題
労
作
を
や
め
て
、
混
沌
の
な
か
か
ら
秩
序
を
生
み
出

そ
う
と
す
る
の
で
、
統
一
は
も
と
よ
り
保
証
さ
れ
て
い
な
い
。
既
存
の

形
式
原
理
を
こ
と
ご
と
く
否
定
し
、
無
駄
な
反
復
を
避
け
よ
う
と
す
れ

ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ン
の
極
小
音
楽
は
、
大
き
な
全
体
と
い
う
理
想
を
否
定
し

て
、
不
意
を
つ
く
「
一
撃
」
と
し
て
迫
る
。
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め
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
れ
て
い
る
」
(
6
.
3
9
7
)

と
い
っ
た
弁
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

一
九
六
九

先
し
よ
う
と
す
る
志
向
か
ら
く
る
。
す
な
わ
ち
西
洋
音
楽
は
、
「
モ
ン

テ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
か
ら
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
ま
で
」
と
い
う
よ
う
に
、
表
現
の
度

を
高
め
る
方
向
で
発
展
し
た
が
(
1
2
.
4
4
)
、
二

0
世
紀
の
初
頭
に
そ
の
発

展
は
つ
い
に
頂
点
に
達
し
た
の
で
あ
り
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
モ
ノ
ド

ラ
マ
《
期
待
》
は
そ
の
極
み
に
位
置
す
る
。
こ
の
音
楽
は
「
記
録
」
で
あ
っ

て
、
全
体
の
調
和
を
ま
っ
た
く
気
に
か
け
な
い
で
、
図
式
め
い
た
型
を

す
べ
て
破
棄
し
て
、
生
起
し
て
く
る
情
動
を
そ
の
ま
ま
記
述
す
る
。
そ

こ
で
は
「
も
は
や
情
熱
が
装
わ
れ
る
の
で
な
く
、
音
楽
と
い
う
媒
体
に

お
い
て
、
無
意
識
や
ら
、
シ
ョ
ッ
ク
や
ら
、
ト
ラ
ウ
マ
や
ら
、
血
肉
を
も
っ

た
情
動
が
装
わ
れ
な
い
で
記
録
さ
れ
る
」

(
7
.
4
4
)
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、

ア
ド
ル
ノ
は
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
い
わ
ゆ
る
十
二
音
音
楽
を
あ
ま
り
評

価
し
な
い
。
一
九
二

0
年
代
始
め
に
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
十
二
音
に
よ

る
作
曲
法
に
い
た
っ
た
が
、
こ
れ
は
無
調
性
を
保
ち
な
が
ら
、
音
素
材

を
一
貫
し
た
規
則
に
も
と
づ
い
て
制
御
す
る
方
法
で
、
音
楽
の
不
安
定

に
た
い
す
る
解
決
策
と
し
て
考
案
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
う
し
て
も
た
ら

さ
れ
た
十
二
音
音
楽
は
、
仮
象
を
打
ち
消
し
な
が
ら
、
仮
象
を
強
め
て

も
い
る
と
考
え
ら
れ
る
(
1
2
.
7
0,
 71)。
な
ぜ
な
ら
、
技
術
主
義
の
傾
向

を
し
め
す
こ
の
音
楽
は
、
音
楽
の
魔
術
め
い
た
と
こ
ろ
を
排
除
し
な
が

ら
、
完
全
な
る
統
合
に
よ
っ
て
調
和
と
い
う
見
せ
か
け
を
復
活
さ
せ
強

本
論
は
、

ア
ド
ル
ノ
美
学
か
ら
「
形
象
論
」
を
取
り
出
す
と
い
う
目

論
み
の
も
と
、
作
品
の
仮
象
性
格
に
た
い
す
る
評
価
の
揺
ら
ぎ
に
注

目
す
る
こ
と
で
、
二
系
列
の
議
論
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ

の
う
ち
、
第
一
の
系
列
の
議
論
は
、
音
楽
論
に
お
け
る
厳
し
い
仮
象
批

判
で
あ
る
が
、
そ
の
内
実
は
お
お
む
ね
、
音
楽
に
つ
き
も
の
の
調
和
と

い
う
見
せ
か
け
に
た
い
す
る
批
判
で
あ
っ
た
。
本
論
で
は
立
ち
入
ら
な

か
っ
た
が
、

ア
ド
ル
ノ
の
文
学
論
も
ま
た
仮
象
の
語
を
も
ち
い
て
い
な

く
て
も
、
同
じ
よ
う
に
仮
象
批
判
を
は
ら
ん
で
い
る

(
2
8
)
0

ア
ド
ル
ノ

は
文
学
作
品
に
つ
い
て
、
形
式
面
で
は
調
和
を
見
せ
か
け
る
こ
と
を
批

判
し
、
内
容
面
で
は
宥
和
を
見
せ
か
け
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
そ
し
て

そ
の
か
わ
り
に
言
語
崩
壊
の
傾
向
に
こ
と
の
ほ
か
意
味
を
見
出
し
て
い

る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
第
二
の
系
列
の
議
論
は
、
哲
学
系
の
著
作
に

お
い
て
、
芸
術
の
も
た
ら
す
仮
象
を
む
し
ろ
弁
護
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、

そ
の
と
き
に
は
、
作
品
が
ま
っ
た
く
現
実
に
存
在
し
な
い
見
せ
か
け
と

な
る
こ
と
に
期
待
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。

証
法
』
に
は
そ
の
考
え
の
萌
芽
が
み
ら
れ
、

証
法
』

む
す
び
に

一
九
四
四
年
の
『
啓
蒙
の
弁

一
九
六
六
年
の
『
否
定
弁

で
は
芸
術
に
つ
い
て
「
仮
象
の
う
ち
に
仮
象
な
き
も
の
が
約
束
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年
の
死
後
に
出
さ
れ
た
『
美
学
理
論
』
で
は
、
現
代
芸
術
に
お
け
る
「
仮

象
の
危
機
」

(
7
.
1
5
4
)

に
た
い
し
て
「
美
学
の
中
心
に
く
る
の
は
仮
象
の

救
済
で
あ
ろ
う
」

(
7
.
1
6
4
)

と
ま
で
言
っ
て
い
る
。

ア
ド
ル
ノ
の
思
想
は
か
れ
の
若
い
と
き
か
ら
変
化
が
な
い
と
言
わ
れ

る
が
、
こ
の
問
題
に
か
ん
し
て
は
全
体
と
し
て
大
き
な
変
化
を
み
せ

て
い
る
。

込
ん
で
い
た
。
け
れ
ど
も
ア
ド
ル
ノ
美
学
の
集
大
成
と
な
っ
た
『
美
学

理
論
」

ア
ド
ル
ノ
は
も
と
も
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
文
学
に
お
い
て
仮
象

で
は
、
仮
象
批
判
は
か
な
り
穏
や
か
に
な
り
、
仮
象
の
救
済
ま

で
言
わ
れ
る
。
考
え
ら
れ
る
の
は
、
著
者
が
わ
ざ
わ
ざ
仮
象
批
判
を
し

な
く
て
も
二

0
世
紀
の
芸
術
は
す
で
に
仮
象
を
破
壊
す
る
方
向
へ
と
進

ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
「
美
学
理
論
』
に
お
い
て
ア
ド
ル
ノ
は
む
し
ろ
シ

ラ
ー
に
近
づ
い
て
い
る

(
2
9
)
0

ア
ド
ル
ノ
が
仮
象
を
弁
護
す
る
と
き
に

は
、
作
品
が
ま
っ
た
く
現
実
に
は
存
在
し
な
い
見
せ
か
け
で
あ
る
こ
と

に
力
点
が
置
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
シ
ラ
ー
は
仮
象
の
性
格

と
し
て
遊
戯
を
あ
げ
た
の
に
た
い
し
て
、

ア
ド
ル
ノ
は
シ
ラ
ー
の
そ
の

考
え
に
は
反
対
し
て
い
る
。
遊
戯
は
け
っ
し
て
現
実
か
ら
自
由
な
活
動

で
は
な
く
、
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
そ
う
と
す
る
「
反
復
衝
動
」
に
お
い

て
、
現
実
の
い
と
な
み
の
「
不
自
由
」
を
引
き
継
い
で
い
る
か
ら
で
あ

る
(
7
.
4
6
9,
 
4
7
0
)
。
シ
ラ
ー
は
ま
だ
手
ぬ
る
い
。
ア
ド
ル
ノ
は
、
作
品
が
ま
っ

批
判
を
企
て
た
の
に
触
発
さ
れ
て
、
音
楽
で
そ
れ
を
試
み
よ
う
と
意
気

必
要
だ
と
い
う
認
識
に
い
た
っ
て
い
る
。

た
く
現
実
に
は
存
在
し
な
い
見
せ
か
け
で
あ
る
に
は
、
恐
ろ
し
い
ま
で

の
現
実
の
否
定
に
よ
っ
て
、
自
己
の
仮
象
ま
で
も
危
う
く
す
る
覚
悟
が
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5
)
 

4
 

3
)
 

2
 

註

ズ
ー
ア
カ
ン
プ
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
ア
ド
ル
ノ
全
集
T
h
e
o
d
o
r
W
.
 

A
d
o
r
n
o
,
 G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 Schriften 
B
d
.
l
 ,
 
2
0
 (
S
u
h
r
k
a
m
p
.
 
1970'1986)・

た
J

、
N
払

下
の
注
で
は
A
G
S
と
略
す
。
こ
の
全
集
か
ら
の
引
用
箇
所
は
、
本
文
中
の
カ
ッ

コ
の
な
か
に
表
示
さ
れ
る
。
前
の
数
字
が
巻
数
を
あ
ら
わ
し
後
の
数
字
が
頁
数

を
あ
ら
わ
す
。
既
出
の
邦
訳
を
参
照
し
て
い
る
が
訳
文
は
お
お
む
ね
訳
し
直
さ

E
c
k
h
a
r
d
 Nordhofen• 

H
r
s
g
 

•. 

B
i
l
d
e
r
v
e
r
b
o
t
:
 D
i
e
 S
i
c
h
t
b
a
r
k
e
i
t
 d
e
s
 

ハ
ル
バ
ー
タ
ル
，
マ
ル
ガ
リ
ー
ト
『
偶
像
崇
拝
1

そ
の
禁
止
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
』

大
平
章
訳
（
法
政
大
学
出
版
局
―

1
0
0
七
年
）
．

出
エ
ジ
プ
ト
記
三
二
章
、
旧
約
聖
書
翻
訳
委
員
会
訳
「
旧
約
聖
書

波
書
店
、
二

0
0
四
年
）
―

1
0
八
頁
。

律
法
』
（
岩

G
o
t
t
f
r
i
e
d
 
B
o
e
h
m
,
 "
D
i
e
 
B
i
l
d
f
r
a
g
e
,
"
 
in 
W
a
s
 ist 
e
i
n
 B
i
l
d
 ?
 
,
 

h
r
s
g
.
 

v
o
n
 G
o
t
t
f
r
i
e
d
 
B
o
e
h
m
 (
F
i
n
k
,
 
1994), 
3
2
5
 ,
 
343; 
ders., ,
 

D
i
e
 L
e
h
r
e
 d
e
s
 

B
i
l
d
e
r
v
e
r
b
o
t
e
s
.
"
 
in 
B
i
l
d
 u
n
d
 Reflexion: P
a
r
a
d
i
g
m
e
n
 u
n
d
 P
e
r
s
p
e
k
t
i
v
e
n
 

gegenwiirtiger ,l'sthetik, 
h
r
s
g
.
 v
o
n
 Birgit 
R
e
c
k
i
 u
n
d
 L
a
m
b
e
r
t
 W
i
e
s
i
n
g
 

(Fink. 1997). 2
9
4
 ,
 
306. 

ガ
ン
ポ
ー
ニ
の
以
下
の
著
作
に
お
い
て
近
現
代
の
美
術
に
お
け
る
イ
コ
ノ

ク
ラ
ス
ム
問
題
の
広
が
り
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

D
a
r
i
o
G
a
m
b
o
n
i
,
 T
h
e
 

Destruction o
f
 Art: I
c
o
n
o
c
l
a
s
m
 a
n
d
 V
a
n
d
a
l
i
s
m
 since the F
r
e
n
c
h
 Revolution 

U
n
s
i
c
h
t
b
a
r
e
n
 (Schiiningh, 2001). 

れ
て
い
る
。

12 11 10 

，
 

8
 

7
 

6
 

(
R
e
a
k
t
i
o
n
 B
o
o
k
s
.
 1997). 

ア
ド
ル
ノ
『
美
の
理
論
』
大
久
保
訳
（
河
出
書
房
新
社
、
―

1
0
0
七
年
）
。

A
d
r
o
n
o
,
 ,i{sthetische Theorie (1970), in A
G
S
 Bd.7. 

H
e
r
m
a
n
n
 
Paul•• 

D
e
u
t
s
c
h
e
s
 W
o
r
t
e
r
b
u
c
h
:
 B
e
d
e
u
t
u
n
g
s
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 u
n
d
 A
u
f
b
a
u
 

u
n
s
e
r
e
s
 
Wortschatzes, 
10. 
Aufl. 
(
M
a
x
 N
i
e
m
e
y
e
r
,
 2
0
 0
 2), 
171. 
O
l
i
v
e
r
 

R
o
b
e
r
t
 S
c
h
o
l
z
,
 
"Bild." 
in 
A'sthetische 
G
r
u
n
d
b
e
g
r
i
f
f
e
:
 h
i
s
t
o
r
i
s
c
h
e
s
 

W
o
r
t
e
r
b
u
c
h
 in sieben B
i
i
n
d
e
n
 B
d
.
l
 G
.
B
.
 M
e
t
z
l
e
r
,
 2000), 6
1
8
 ,
 
669. 

た
と
え
ば
、
美
学
者
ゼ
ー
ル
は
『
現
れ
の
美
学
』
の
な
か
で
、
形
象
B
i
l
d
に
た

い
し
て
彫
塑
Plastik
を
立
て
る
。
近
年
の
美
学
に
お
い
て
形
象
が
と
く
に
平
面

の
画
像
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
一
例
で
あ
る
。

M
a
r
t
i
n
Seel. 
A"sthetik d
e
s
 

E
r
s
c
h
e
i
n
e
n
s
 (
S
u
h
r
k
a
m
p
,
 2003), 2
5
8
 ,
 
261. 

ガ
ダ
マ
ー
『
真
理
と
方
法
』
轡
田
他
訳
（
法
政
大
学
出
版
局
、

一
六
六
頁
。

G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 W
e
r
k
e
 B
d
.
l
 (
M
o
h
r
,
 1986), 120. 

ア
ド
ル
ノ
『
否
定
弁
証
法
』
徳
永
他
訳
（
作
品
社
、
一
九
九
六
年
）
四
六
七
頁

と
四
九
五
頁
。

A
d
o
r
n
o
,
N
e
g
a
t
i
v
e
 Dialektik, 
in 
A
G
S
 Bd.6, 3
7
3
 u
n
d
 394. 

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
オ
ペ
ラ
《
モ
ー
セ
と
ア
ロ
ン
》
は
こ
の
戒
律
を
あ
っ
か
っ

た
重
要
な
作
品
で
あ
る
が
、
ア
ド
ル
ノ
は
こ
の
未
完
の
オ
ペ
ラ
に
よ
せ
た
論
考

の
な
か
で
形
象
の
禁
止
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
議
論
を
し
て
い
る
。

A
d
o
r
n
o
,

"
S
a
k
r
a
l
e
s
 F
r
a
g
m
e
n
t
.
 U
b
e
r
 S
c
h
i
i
n
b
e
r
g
s
 M
o
s
e
s
 u
n
d
 A
r
o
n
,
"
 in 
A
G
S
 

Bd.16, 4
5
4
-
4
 75. 

年

H
a
n
s
 ,
 
G
e
o
r
g
 G
a
d
a
m
e
r
,
 W
a
h
r
h
e
i
t
 u
n
d
 M
e
t
h
o
d
e
,
 
in 

ヘ
ー
ゲ
ル
『
美
学
講
義
ー
上
巻
』
長
谷
川
訳
（
作
品
社
、
一
九
九
五
年
）

一
九
八
六

75 



17) 
16 15) 

14 13) 
救
出
」
に
お
い
て
立
ち
入
っ
た
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
仮
象
の
語
に

こ
め
ら
れ
た
複
数
の
意
味
を
区
別
し
き
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
考
察
の
余
地
を

ま
だ
残
し
て
い
る
。

A
l
b
r
e
c
h
t
W
e
l
l
m
e
r
,
 N
 ur
 Dialektik v
o
n
 M
o
d
e
r
n
e
 u
n
d
 

P
o
s
t
m
o
d
e
r
n
e
 (
S
u
h
r
k
a
m
p
,
 1985), 9-47. 

ケ
リ
ー
は
「
美
学
に
お
け
る
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
』
に
お
い
て
、
ア
ド
ル
ノ
が
仮

象
の
語
を
お
も
に
二
つ
の
意
味
で
も
ち
い
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
作
品
が
と
も

か
く
現
実
と
の
関
係
に
お
い
て
見
せ
か
け
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
作
品

が
そ
も
そ
も
作
品
で
あ
る
こ
と
自
体
す
で
に
見
せ
か
け
で
あ
る
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
本
に
お
い
て
仮
象
S
c
h
e
i
n
の
語
は
s
e
m
b
l
a
n
c
e
と

訳
さ
れ
て
い
る
。

M
i
c
h
a
e
l
Kelly, 
I
c
o
n
o
c
l
a
s
m
 in Aesthetics 
(
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 Press, 2003), 57ff. 

マ
ル
ク
ス
「
資
本
論
（
一
）
」
向
坂
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
六
九
年
）
―
二
九
頁
以
下
。

『
美
学
理
論
』
で
は
仮
象
批
判
と
し
て
の
イ
ロ
ニ
ー
ヘ
の
言
及
が
二
箇
所
確
認

さ
れ
る
が
、
ア
ド
ル
ノ
は
そ
の
と
き
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
ド
イ
ッ
ロ
マ
ン
主
義
に

お
け
る
芸
術
批
評
の
概
念
』
で
い
わ
れ
る
「
形
式
の
イ
ロ
ニ
ー
化
」
の
考
え
を

て
い
る
論
文
「
真
理
・
仮
象
・
宥
和

I

ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
近
代
の
美
的

21. 
―
一
九
頁
。

G.W.F• 

H
e
g
e
l
.
 
V
o
r
l
e
s
u
n
g
e
n
 iiber 
A
s
t
h
e
t
i
k
 I, 
in 
d
e
r
s
 

•. 

W
e
r
k
e
 B
d
.
1
3
 (
S
u
h
r
k
a
m
p
,
 1986). 
151. 

ハ
イ
デ
ガ
ー
『
柚
径
ー
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
第
五
巻
』
（
創
文
社
、
一
九
八
八
年
）

三
一
頁
。

M
a
r
t
i
n
H
e
i
d
e
g
g
e
r
•
H
o
l

旦

e
g
e
,6. 
Aufl. 
(
K
l
o
s
t
e
r
m
a
n
n
,
 
1980), 

ア
ド
ル
ノ
の
仮
象
概
念
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ェ
ル
マ
ー
の
下
記
著
作
に
所
収
さ
れ

23 22 21 

橋
順
一
「
仮
象
と
仮
象
を
内
破
す
る
も
の
ー
ア
ド
ル
ノ
の
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー

1993). 

念
頭
に
お
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
初
期
ロ
マ
ン
派
の
作
品
に

お
い
て
「
形
式
の
イ
ロ
ニ
ー
化
」
を
指
摘
す
る
と
き
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
作
品

の
形
式
へ
の
攻
撃
の
こ
と
で
あ
り
、
作
品
の
統
一
を
ゆ
る
が
す
こ
と
で
幻
想

破
壊
へ
と
い
た
ら
し
め
る
傾
向
を
い
う
。

A
d
o
r
n
o
,
Asthetische Theorie, 
4
6
 

u
n
d
 157. 
W
a
l
t
e
r
 Benjamin• 

D
e
r
 Begriff d
e
r
 Kunstkritik in d
e
r
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 

R
o
m
a
n
t
i
k
,
 
in 
ders., 
G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 Schriften Bd.1.1 
(
F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a
m
 M
a
i
n
:
 

S
u
h
r
k
a
m
p
.
 1974). 87f. 

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
」
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ー
』
（
ち

く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五
年
）
。

W
a
l
t
e
r
B
e
n
j
a
m
i
n
.
 N
 entralpark. 
in 
d
e
r
s
 

•. 

G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 Schriften Bd.1.2 (
S
u
h
r
k
a
m
p
,
 1974). 

(19) 
A
d
o
r
n
o
,
 "
S
a
k
r
a
l
e
s
 F
r
a
g
m
e
n
t
"
 (1963), in A
G
S
 Bd.16, 458. 

ア
ド
ル
ノ
『
新
音
楽
の
哲
学
」
龍
村
訳
（
平
凡
社
、
二

0
0
七
年
）
六
三
頁
。

20 18 

A
d
o
r
n
o
,
 Philosophie d
e
r
 n
e
u
e
n
 M
u
s
i
k
 (1948), in 
A
G
S
 Bd.12, 45. 

ア
ド
ル
ノ
『
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
1

音
楽
の
哲
学
』
大
久
保
訳
（
作
品
社
、

一
九
九
七
年
）
。

A
d
o
r
n
o
,
Beethoven. 
Philosophie d
e
r
 M
u
s
i
k
 (
S
u
h
r
k
a
m
p
,
 

ア
ド
ル
ノ
『
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
試
論
』
高
橋
訳
（
作
品
社
、
二

0
1
―
一
年
）
。
解
説

文
は
ワ
ー
グ
ナ
ー
論
に
お
け
る
仮
象
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
．
高

認
識
に
つ
い
て
」
・
A
d
o
r
n
o
,
Versuch iiber 
W
a
g
n
e
r
 (1952). 
in 
A
G
S
 Bd.13, 

7, 148. 

ア
ド
ル
ノ
は
い
わ
ゆ
る
印
象
主
義
の
音
楽
に
た
い
し
て
も
ワ
ー
グ
ナ
ー
の

76 
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29) 
28) 

27) 
26) 

25) 
24) 

石
原
訳
（
冨
山
房
百
科
文
庫
、
一
九
七
七
年
）
。

Musik. 

d
e
r
 n
e
u
e
n
 Musik, 
1
7
 4
 ,
 
176. 

と
き
と
同
じ
よ
う
な
批
判
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

A
d
o
r
n
o
,

"
N
e
u
n
z
e
h
n
 Beitriige iiber n
e
u
e
 M
u
s
i
k
"
 (1942). in 
A
G
S
 Bd.18. 7
7
 ,
 
80. 

ア
ド
ル
ノ
は
一
九
六
一
年
の
講
演
「
不
定
形
音
楽
に
向
け
て
」
に
お
い
て
、
リ

ゲ
テ
ィ
を
名
指
し
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
リ
ゲ
テ
ィ
ら
の
音
群
作
法
に

よ
る
音
楽
に
つ
い
て
「
大
き
な
音
響
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