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工
芸
の
美
に
つ
い
て
―
―
ア
レ
ン
ト
と
使
用
対
象
物

　

　

＊
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人
間
世
界
に
お
け
る
人
工
物
の
意
味
を
考
え
る
た
め
、
本
稿
で
は
ア
レ
ン
ト
の
﹁
仕

事
﹂
概
念
の
領
域
を
、
美
的
角
度
か
ら
探
索
す
る
。

　

ア
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
工
作
人
に
よ
る
仕
事
は
世
界
に
耐
久
性
を
与
え
る
も
の
で
、

そ
の
工
作
物
に
は
⒜
使
用
対
象
物
と
⒝
美
術
作
品
の
二
種
類
が
あ
る
。
だ
が
こ
の
二

種
類
は
、﹁
有
用
性
vs
美
﹂
の
対
比
に
よ
っ
て
峻
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
美
は
使

用
対
象
物
に
も
宿
り
う
る
か
ら
だ
。
使
用
対
象
物
の
美
に
言
及
す
る
準
備
と
し
て
、

ま
ず
芸
術
作
品
に
つ
い
て
の
ア
レ
ン
ト
の
諸
見
解
を
整
理
す
る
。
美
的
な
も
の
の
根

拠
は
結
局
、
共
同
体
的
な
共
通
感
覚
に
行
き
着
く
が
、
こ
の
洞
察
は
、
使
用
対
象
物

の
美
に
も
当
て
は
ま
ろ
う
。
加
え
て
、
美
的
判
断
に
お
け
る
実
例
の
規
範
的
重
要
性

も
確
認
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ア
レ
ン
ト
の
見
解
に
一
定
の
見
通
し
を
与
え
た
後
は
、
工

芸
論
と
の
接
点
を
考
え
る
。
日
常
の
使
用
対
象
物
に
も
美
が
宿
る
と
い
う
考
え
は
、

と
り
わ
け
民
芸
と
い
う
工
芸
分
野
で
強
調
さ
れ
た
。
民
衆
的
工
芸
品
の
よ
う
な
美
的

兼
使
用
対
象
物
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
世
界
ま
た
人
間
の
耐
久
性
に
貢
献
す
る
か
、

こ
れ
を
短
く
検
討
し
て
本
稿
の
結
び
と
す
る
。

︻
キ
ー
ワ
ー
ド
︼
使
用
対
象
物
︵
道
具
︶、
芸
術
作
品
、
世
界
の
耐
久
性
、
民
芸
、
共

通
感
覚

一　

は
じ
め
に

　

い
ま
我
々
人
間
は
、
果
た
し
て
ど
れ
く
ら
い
ホ
モ
・
フ
ァ
ベ
ルhom

o 

faber

な
の
だ
ろ
う
。
多
様
な
道
具
を
自
ら
作
り
使
用
す
る
能
力
は
、
と
き

に
人
間
の
定
義
的
特
徴
と
も
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
機
械
生

産
さ
れ
た
工
業
製
品
︵
と
り
わ
け
自
動
機
械
︶
に
囲
ま
れ
て
生
き
る
現
代
、

﹁
ホ
モ
・
フ
ァ
ベ
ル
﹂﹁
道
具
を
つ
く
る
動
物
﹂
と
い
っ
た
ラ
ベ
ル
は
、
我
々

の
多
く
に
は
、
直
接
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
自
ら
が
ホ

モ
・
フ
ァ
ベ
ル
で
な
い
だ
け
で
な
く
、
ホ
モ
・
フ
ァ
ベ
ル
で
あ
る
別
の
人
と
、

生
活
の
中
で
接
す
る
機
会
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
は
人
間
が
作
る
﹁
物
﹂
を
テ
ー
マ
に
す
る
が
、
以
下
で
は
ハ
ン
ナ
・

ア
レ
ン
ト
︵A

rendt, H
annah, 

一
九
〇
六
︲
一
九
七
五
︶
の
思
想
を
手
掛
か

り
に
考
察
を
展
開
し
た
い
と
思
う
。
ア
レ
ン
ト
は
政
治
思
想
家
で
あ
っ
て
、

﹁
物
の
哲
学
者
﹂
で
は
な
い
が
、
彼
女
は
工
作
人
と
い
う
在
り
方
、
ま
た
工

作
人
が
作
る
工
作
物
に
つ
い
て
、
独
特
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
る
。
次
の
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文
章
は
、
主
著
﹃
人
間
の
条
件
﹄
か
ら
の
断
片
で
あ
る
。

　
［
⋮
⋮
］
人
間
の
工
作
物
は
、
死
す
べ
き
生
命
の
空
し
さ
と
人
間
的
時
間

の
は
か
な
い
性
格
に
［
、］
一
定
の
永
続
性
と
耐
久
性
を
与
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵H
C

8　

二
一
、
傍
点
追
加
︶。

　
［
⋮
⋮
］
そ
の
よ
う
な
物
に
取
り
囲
ま
れ
た
安
ら
ぎ

0

0

0being at hom
e

が
な

け
れ
ば
、
こ
の
生
命
も
け
っ
し
て
人
間
的
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︵H

C
135　

一
九
七
、
傍
点
追
加
︶。

　

こ
れ
ら
の
指
摘
―
―
工
作
物
は
我
々
の
生
に
、
耐
久
性
そ
し
て
安
ら
ぎ
を
与
え

る
、
と
い
う
指
摘
―
―
は
、
生
活
に
お
け
る
物
の
役
割
に
つ
い
て
の
、
一
見 

風

変
り
な
捉
え
方
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
人
工
物
と
は
基
本
的
に
は
道
具
で

あ
っ
て
、
道
具
の
本
質
は
そ
の
特
定
の
機
能
だ
と
考
え
る
の
が
普
通
か
も
し
れ
な

い
が
、
右
の
引
用
で
は
、
そ
う
い
っ
た
道
具
が
、
個
々
の
機
能
を
越
え
た
次
元
で
、

何
ら
か
の
、
よ
り
大
き
な
働
き
を
も
持
つ
か
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
ア
レ

ン
ト
は
、
人
間
に
と
っ
て
道
具
と
は
何
で
あ
る
、
と
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
。﹃
人

間
の
条
件
﹄
を
核
に
、
彼
女
か
ら
関
連
す
る
指
摘
や
見
解
を
削
り
出
し
、
粗
筋
を

組
み
立
て
な
が
ら
一
つ
の
解
釈
を
試
み
る
こ
と
が
、
本
稿
の
主
な
課
題
と
な
る
。

＊

　

と
こ
ろ
で
日
用
の
使
用
対
象
物
を
考
え
る
と
き
、
気
掛
か
り
に
な
る
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
工
芸
的
と
言
わ
れ
る
日
用
道
具
で
あ
る
。
代
表
的
な
の
は
、
民
芸
運
動
が

取
り
上
げ
る
類
い
の
道
具
で
あ
る
。
二
十
世
紀
初
頭
、
柳
宗
悦
︵
一
八
八
九
︲

一
九
六
一
︶
は
、
庶
民
が
そ
れ
ま
で
用
い
て
い
た
諸
々
の
日
常
雑
器
に
、
当
時
は
格

別
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
美
し
さ
を
見
出
し
、
そ
れ
ら
の
品
々
を
﹁
民
衆

的
工
芸
品
﹂
と
呼
ん
だ
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、﹁﹁
手
廻
り
の
も
の
﹂
と
か
﹁
不
断

遣
い
﹂
と
か
、﹁
勝
手
道
具
﹂
と
か
呼
ば
れ
る
も
の
［
で
、］
台
所
に
置
か
れ
居
間
に

散
ら
ば
る
諸
道
具
で
あ
る
︵
柳
一
九
八
四
、
八
一
︶﹂
も
の
だ
が
、
同
時
に
美
し
く

も
あ
る
の
だ
と
い
う
。
本
稿
で
は
、
ホ
モ
・
フ
ァ
ベ
ル
が
作
っ
た
、
柳
が
取
り
上
げ

る
よ
う
な
美
的
な
日
常
道
具
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ア
レ
ン
ト
の
道
具
見
解
と
ど
う
関

係
し
う
る
か
も
考
え
た
い
と
思
う
。

二　

工
作
物
の
耐
久
性
―
―
使
用
対
象
物
と
芸
術
作
品

　

ア
レ
ン
ト
思
想
の
基
本
に
、
人
間
の
活
動
力activities

の
三
分
類
が
あ
る
。

つ
ま
り
人
間
の
表
立
っ
た
営
み
が
、①
﹁
労
働labor

﹂、②
﹁
仕
事w

ork

﹂、③
﹁
活

動action

﹂
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
一
の
活
動
力
で
あ
る
労
働
と

は
、
動
物
と
し
て
の
人
間
が
、
自
然
の
必
然
性
に
従
い
な
が
ら
、
生
命
維
持
の
た

め
に
行
う
営
み
で
あ
る
。
生
命
維
持
の
基
本
は
、
ま
ず
は
日
々
を
生
き
延
び
る
た

め
の
食
糧
獲
得
の
努
力
だ
。
ア
レ
ン
ト
は
、
生
命
の
剥
き
出
し
の
必
要
の
た
め
に

行
わ
れ
る
労
働
の
厳
し
さ
・
困
難
の
側
面
を
強
調
し
、
こ
の
営
み
に
従
事
す
る
人

間
を
、﹁
労
働
す
る
動
物anim

al laborans

﹂
と
象
徴
的
に
呼
ぶ
。
他
方
、
第
三

の
活
動
力
で
あ
る
活
動
は
、
必
然
・
必
要
に
拘
束
さ
れ
た
労
働
と
異
な
り
、
人
間

が
そ
の
自
由
の
能
力
を
発
揮
す
る
も
の
だ
。
こ
の
活
動
力
は
、
人
間
同
士
の
つ
な

が
り
―
―
そ
し
て
そ
れ
が
構
成
す
る
人
間
的
リ
ア
リ
テ
ィ
―
―
の
中
で
、
各
人
が
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互
い
に
言
葉
を
語
り
つ
つ
、
そ
の
人
の
し
る
し
と
な
る
何
か
新
し
い
こ
と
を
世
界

に
も
た
ら
し
て
生
き
る
営
み
で
あ
る
。
そ
し
て
順
序
が
逆
に
な
っ
た
が
、
第
二
の

活
動
力
で
あ
る
仕
事
と
は
、
こ
れ
ら
労
働
と
活
動
を
つ
な
ぐ
も
の
で
、
自
然
的
世

界
の
中
に
、
元
来
な
か
っ
た
道
具
を
生
み
出
す
営
み
で
あ
る
。
工
作
人
の
作
る
道

具
は
、
労
働
を
含
め
人
間
生
活
の
様
々
な
局
面
を
安
楽
に
す
る
が
、
道
具
は
全
体

と
し
て
、
人
工
物
に
囲
ま
れ
守
ら
れ
た
人
間
の
生
活
世
界
を
用
意
す
る
。
ア
レ
ン

ト
は
、
自
然
界
で
な
く
、
人
間
が
築
き
上
げ
る
そ
の
よ
う
な
人
工
的
世
界
を
、﹁
世

界
﹂
と
呼
ぶ
︵H

C
52　

七
八
︶。
人
間
が
つ
な
が
り
、
自
由
に
語
り
、
行
為
す
る

こ
と
は
、そ
の
よ
う
な
人
間
世
界
の
土
台
に
支
え
ら
れ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

＊

　

人
工
物
は
概
ね
、
自
然
物
の
自
然
的
変
化
の
サ
イ
ク
ル
か
ら
一
定
の
距
離
を

持
っ
て
存
在
す
る
も
の
で
、
大
小
の
耐
久
性durablitiy
を
有
す
る
。
人
工
物
に

つ
い
て
、
ア
レ
ン
ト
が
最
も
重
視
す
る
の
は
、
こ
の
耐
久
性
―
―
あ
る
い
は
永
続

性
・
安
定
性
・
固
さ
―
―
で
あ
る︵

1
︶。

個
々
の
道
具
の
耐
久
性
か
ら
は
、
世
界
の
安

定
性
が
全
体
と
し
て
現
れ
る
が
、
人
工
物
に
つ
い
て
ア
レ
ン
ト
が
と
り
わ
け
強
調

す
る
の
は
、
こ
の
人
間
世
界
の
総
合
的
な
耐
久
性
で
あ
る
。

　

道
具
・
世
界
の
耐
久
性
が
重
要
な
の
は
、
人
間
が
動
物
と
は
異
な
る
生
き
方
を

す
る
か
ら
で
あ
る
。
動
物
の
生
命
は
個
体
保
存
、
ま
た
種
族
保
存
を
目
指
す
も
の

で
、
自
然
法
則
や
本
能
に
支
配
さ
れ
つ
つ
、
繰
り
返
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
の
中
で
続

い
て
い
る
。
人
間
の
生
に
も
当
然 

同
じ
側
面
は
あ
る
が
、
し
か
し
人
間
の
生
は
、

ひ
た
す
ら
続
く
循
環
の
中
だ
け
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
人
間
の
場

合
、
各
人
の
独
自
の
生
き
方
、
ユ
ニ
ー
ク
な
個
人
と
し
て
の
生
命
が
あ
る
。
個
人

の
生
命
は
、
そ
の
誕
生
を
起
点
に
一
つ
の
軌
跡
を
描
い
て
進
ん
で
い
く
が
、
そ
の

展
開
の
仕
方
は
自
然
的
法
則
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
無
限
の
多
様
性
の

可
能
性
が
あ
る
。
個
性
を
生
む
、
人
間
の
生
命
の
こ
の
自
由
の
側
面
が
む
し
ろ
、

我
々
人
間
の
重
要
関
心
事
で
あ
る
。

　

押
し
寄
せ
る
自
然
へ
の
対
応
に
翻
弄
さ
れ
る
だ
け
で
終
わ
る
の
で
な
く
、
人
間

の
生
が
十
分
自
由
に
展
開
で
き
る
に
は
、
安
定
的
舞
台
と
し
て
の
人
間
世
界
が
必

要
で
あ
る
。
容
易
に
壊
れ
た
り
流
れ
去
っ
た
り
し
な
い
、
固
く
て
丈
夫
で
信
頼
で

き
る
物
質
的
基
盤
が
あ
っ
て
こ
そ
、
人
は
そ
こ
に
足
場
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、
ま

た
そ
こ
に
何
ら
か
の
足
跡
を
残
し
う
る
。
人
は
﹁
死
す
べ
き
も
の
﹂
で
あ
り
、
そ

の
生
命
は
儚
い
が
、
そ
の
個
々
の
生
を
、
安
定
性
に
よ
っ
て
支
え
、
展
開
さ
せ
る

の
が
、
工
作
人
が
準
備
す
る
世
界
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
が
言
う
に
、﹁
こ
の
世
界

そ
の
も
の
は
そ
れ
ら
個
々
の
生
命
を
越
え
て
永
続
す
る
よ
う
に
で
き
て
い
る

︵H
C

7　

二
〇
︶。﹂
工
作
人
の
仕
事
は
人
間
に
、
そ
の
よ
う
な
﹁
信
頼
で
き
る
住

家
︵H

C
167　

二
六
三
︶﹂
を
与
え
る
。

道
具
が
安
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
使
う
人
間
の
精
神
も
安
定
さ
せ
る
だ
ろ

う
。　

［
⋮
⋮
］
人
間
は
、同
じ
椅
子
、同
じ
テ
ー
ブ
ル
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
間
の
同
一
性
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︵H

C
137　

二
二
五
︶。

　

物
の
安
定
性
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
感
覚
の
不
可
欠
の
基
盤
を
、
個
々
人
に
与
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え
る︵

2
︶。

そ
し
て
生
活
の
根
本
場
面
を
同
じ
道
具
に
依
存
す
る
こ
と
で
―
―
つ
ま
り

生
活
と
い
う
五
感
が
動
員
さ
れ
る
基
礎
的
営
み
の
中
で
、
同
じ
も
の
を
見
て
同
じ

も
の
に
触
れ
る
こ
と
の
反
作
用
と
し
て
―
―
人
間
自
身
が
同
じ
気
持
ち
で
い
ら

れ
、
そ
の
人
間
側
の
安
定
性
に
よ
っ
て
も
、
活
動
へ
の
自
由
が
保
証
さ
れ
る
こ
と

と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
人
間
の
工
作
物
は
、そ
れ
が
た
だ
人
工
物
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
、

自
動
的
に
耐
久
力
を
得
る
わ
け
で
は
な
い
。
弱
い
素
材
、
い
い
加
減
な
技
術
で
作

ら
れ
た
工
作
物
な
ら
、耐
久
性
は
期
待
で
き
な
い
。適
切
な
手
入
れ
や
保
管
を
怠
っ

た
工
作
物
も
、
傷
み
が
早
い
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
物
に
じ
っ
さ
い
耐
久
性
が
あ
る
場

合
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
耐
久
的
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
物
に
は

大
事
に
す
べ
き
価
値
や
意
義
が
あ
る
か
ら
で
、
そ
の
価
値
が
そ
の
物
を
耐
久
性
に

優
れ
た
も
の
に
仕
立
て
る
か
ら
だ
ろ
う
。
道
具
の
場
合
、
そ
の
価
値
は
何
か
と
言

え
ば
、
そ
れ
は
実
用
的
な
有
用
性utility

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
日
常
生
活
で
は
同

じ
目
的
が
日
々
達
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
同
じ
道
具
が
繰
り

返
し
、
確
実
に
使
え
る
こ
と
が
理
に
適
っ
て
い
る
。
求
め
ら
れ
る
の
は
有
用
な
も

の
の
耐
久
性
だ
。
そ
の
た
め
に
素
材
や
製
法
が
吟
味
さ
れ
、
扱
い
に
も
注
意
が
払

わ
れ
る
。
つ
ま
り
道
具
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
関
心
に
よ
っ
て
、
相
対
的
に
強

い
耐
久
性
を
得
る
の
で
あ
る︵

3
︶。

そ
し
て
そ
れ
が
世
界
の
、
ま
た
人
間
の
安
定
性
に

寄
与
す
る
の
で
あ
る
。

＊

　

工
作
人
の
作
物
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
、
人
間
の
工
作
物
と
し
て
ア

レ
ン
ト
の
視
野
に
あ
っ
た
の
は
、
実
用
的
道
具
だ
け
で
は
な
い
。
道
具
同
様
に
耐

久
性
が
あ
る
も
の
の
、
道
具
と
は
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
成
す
人
工
物
が
あ
る
。
そ

れ
は
す
な
わ
ち
芸
術
作
品w

orks of art

で
あ
る
―
―
と
彼
女
は
指
摘
す
る
。
こ

の
区
別
に
対
応
し
、
人
間
の
工
作
物
に
は
、
そ
れ
ら
の
良
し
悪
し
を
測
る
二
つ
の

判
断
の
基
準
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
は
⒜
有
用
性
と
⒝
美
で
あ
り︵

4
︶、

有
用

か
ど
う
か
の
尺
度
で
測
ら
れ
る
の
が
道
具
と
す
れ
ば
、
美
的
か
ど
う
か
の
尺
度
で

測
ら
れ
る
の
が
芸
術
作
品
で
あ
る 

。

　

注
意
し
た
い
の
は
、
ア
レ
ン
ト
は
芸
術
作
品
に
は
道
具
に
匹
敵
す
る

0

0

0

0

耐
久
性
が

あ
る
と
言
う
の
で
は
な
い
、
と
い
う
点
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
女
は
、
作
品
の
耐

久
性
は
道
具
の
耐
久
性
を
凌
駕
す
る
も
の
で
、
作
品
は
道
具
以
上
に
世
界
に
堅
牢

さ
を
与
え
る
と
す
る︵

5
︶。

　

芸
術
作
品
は
、
そ
の
優
れ
た
永
続
性
の
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
触
知
で
き
る

物
の
中
で
最
も
際
立
っ
て
世
界
的

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
︵H

C167　

二
六
四
、強
調
追
加︵

6
︶︶。

　

芸
術
作
品
の
世
界
性
―
―
つ
ま
り
作
品
に
よ
る
世
界
の
耐
久
性
へ
の
貢
献
―
―

が
道
具
よ
り
も
大
き
い
と
い
う
指
摘
に
は
、
意
表
を
突
か
れ
る
。
一
体
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
。

　

無
論
、
芸
術
作
品
の
方
が
物
理
的
に
頑
丈
0

0

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

そ
う
で
な
く
、
そ
れ
は
道
具
の
場
合
、
よ
い
道
具
と
し
て
活
躍
す
る
ほ
ど
、
大
切

に
扱
っ
て
い
て
も
終
に
は
寿
命
を
迎
え
る
の
に
対
し
、
芸
術
作
品
の
方
は
、
使
用

に
よ
る
損
傷
・
消
耗
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
こ
と
に
加
え
、

使
用
せ
ず
と
も
物
を
襲
う
経
年
劣
化
の
過
程
か
ら
も
、
芸
術
作
品
は
積
極
的
に
保
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護
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
は
優
れ
た
も
の
ほ
ど
、
道
具
に
は
望
め
な
い
長
命
を
得
る
。

数
百
年
前
の
生
活
道
具
が
い
ま
も
現
役
で
あ
る
こ
と
は
稀
だ
が
、芸
術
作
品
な
ら
、

さ
ら
に
古
い
も
の
が
︵
道
具
に
は
な
い
脆
さ
の
も
の
で
さ
え
︶
多
く
作
品
と
し
て

生
き
て
い
る
。そ
し
て
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
耐
久
性
が
結
果
で
き
る
の
か
と
言
え
ば
、

芸
術
作
品
の
場
合
は
、
そ
の
美
的
価
値
の
た
め

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
作
品
で
あ
る
こ
と
を
目

指
す
芸
術
家
は
、
劣
化
が
速
い
素
材
を
極
力
避
け
る
。
ま
た
作
品
と
し
て
評
価
を

得
た
も
の
は
そ
の
作
品
的
力
に
比
例
し
て
、
人
々
を
、
保
護
の
欲
求
や
義
務
へ
駆

り
立
て
る
。
そ
う
し
た
こ
と
故
に
作
品
は
守
ら
れ
る
。
世
界
の
中
に
、
道
具
と
は

違
う
価
値
に
よ
っ
て
高
度
な
耐
久
性
を
与
え
ら
れ
た
芸
術
作
品
が
あ
る
こ
と
は
、

有
用
性
と
は
異
な
る
仕
方
で
人
間
の
安
定
的
拠
り
所
に
な
る
も
の
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

三　

芸
術
作
品
と
共
通
感
覚

　

ア
レ
ン
ト
は
以
上
の
よ
う
に
、
使
用
対
象
物
で
あ
る
道
具
と
芸
術
作
品
を
対
比

的
に
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
一
方
は
有
用
性
・
機
能
性
と
い
う
基
準
で
評
価
さ
れ
、

他
方
は
美
と
い
う
基
準
で
評
価
さ
れ
る
と
し
た
の
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
評
価
の
二
分
法
は
、
道
具
と
芸
術
を
完
全
に
棲
み
分
け
さ
せ
る

も
の
で
は
な
い
。
一
般
的
に
美
は
、
所
謂
芸
術
作
品
に
専
有
さ
れ
る
も
の
で
な
い

か
ら
だ
。
ア
レ
ン
ト
自
身
、美
し
い
か
ど
う
か
の
判
断
は
、道
具
に
も
当
て
は
ま
っ

て
し
ま
う
の
だ
と
明
言
し
て
い
る
。
次
の
引
用
を
見
よ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
普
通
の
使
用
対
象
物
は
美
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な

い
し
、美
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

0

0

0

0

0

0

0

0

と
も
か
く
形
を
も
ち
、
見
ら
れ
る
物
は
す
べ
て
、
美
し
い
か
、
醜
い
か
、
そ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
中
間
で
あ
る
か

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
の
い
ず
れ
か
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
︵H

C
172-3　

二
七
一
、
傍
点
追
加
︶。

　

道
具
は
美
の
た
め
に
作
ら
れ
る
も
の
―
―
つ
ま
り
芸
術
作
品
―
―
で
な
い
に
も

拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
美
し
い
か
ど
う
か
と
い
う
視
線
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
だ
と

言
う
。
こ
の
指
摘
は
、
結
局
ど
の
よ
う
な
道
具
理
解
に
結
び
付
く
の
だ
ろ
う
か
。

芸
術
作
品
を
め
ぐ
っ
て
ア
レ
ン
ト
が
展
開
す
る
考
え
を
、
も
う
少
し
追
う
こ
と
に

し
た
い
。

＊

　

ア
レ
ン
ト
は
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
―
―
﹁
芸
術
作
品
は
、
偉
業

や
達
成
を
称
賛
し
、
あ
る
異
常
な
出
来
事
を
変
形
し
、
圧
縮
し
て
、
そ
の
出
来
事

の
完
全
な
意
味
を
伝
え
る
︵H

C187　

三
〇
三
︶﹂
の
だ
、
と
。
偉
業
や
達
成
と
は
、

ア
レ
ン
ト
の
三
分
類
で
は
﹁
活
動
﹂
に
数
え
ら
れ
る
行
い
だ
が
、
個
々
の
活
動
の

中
で
、
特
に
卓
越
し
た
も
の
が
偉
業
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
﹁
美
し

い
功
績
︵H

C13　

二
六
︶﹂
と
し
て
輝
く
も
の
だ
が
、
そ
れ
ら
を
芸
術
作
品
に
昇
華

し
て
表
現
す
る
場
合
、
そ
れ
は
行
い
の
再ミ
メ
ー
シ
ス現
と
な
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
芸
術
的
永

遠
化
の
例
と
し
て
ア
レ
ン
ト
が
仄
め
か
す
の
は
、叙
事
詩
﹃
イ
リ
ア
ス
﹄
で
あ
る
︵cf. 

H
C197　

三
一
八
︶。
そ
こ
で
は
古
代
人
の
英
雄
的
行
為
が
、
神
々
の
介
入
を
交
え

て
神
話
的
に
再
現
さ
れ
て
い
る
。
他
方
ア
レ
ン
ト
は
、
偉
業
の
再
現
と
し
て
相
応

258



奈　良　大　学　紀　要　第47号 62

−　 −

し
い
芸
術
形
式
は
、
た
だ
演ド
ラ
マ劇
だ
け
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
︵H

C187　

三
〇
三
︶。
―
―
し
か
し
再
現
に
最
適
な
芸
術
形
態
が
な
ん
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
芸

術
作
品
が
行
為
の
再
現
だ
と
言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
音
楽
や

建
築
の
場
合
、
そ
れ
は
ふ
つ
う
何
か
の
再
現
で
な
く
、
そ
の
作
品
性
は
、
構
成
要

素
の
時
間
的
・
空
間
的
関
係
や
配
置
で
作
ら
れ
、
そ
の
調
和
的
統
一
と
し
て
我
々

に
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
芸
術
は
多
様
で
あ
り
、そ
の
分
野
に
は
、音
楽
、

詩
、
散
文
、
演
劇
、
絵
画
、
彫
刻
、
建
築
な
ど
様
々
な
も
の
が
あ
る
。
作
品
に
つ

い
て
一
般
的
な
こ
と
を
語
る
の
は
容
易
で
な
い
。

　

ア
レ
ン
ト
の
、
次
の
言
葉
は
ど
う
か
―
―
﹁
芸
術
作
品
の
直
接
の
源
泉
は
、
人

間
の
思
考
能
力
で
あ
る
︵H

C
168　

二
六
五
︶﹂、﹁
芸
術
作
品
は
思
考
物thought 

thing

で
あ
る
︵H

C
168-9　

二
六
五
︶﹂。
作
品
は
、
何
の
思
惑
も
な
し
に
生
み
出

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
洞
察
は
芸
術
作
品
一
般
に
、
大
い
に
当
て
は

ま
る
だ
ろ
う︵

7
︶。

作
品
を
作
る
に
は
、
芸
術
の
意
味
や
、
人
間
が
世
界
に
在
る
こ
と

の
意
味
を
問
う
な
ど
す
る
中
で
、
制
作
の
衝
動
や
動
機
を
持
ち
、
構
想
を
立
て
、

何
を
表
現
す
べ
き
か
熟
慮
す
る
―
―
と
い
っ
た
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は

皆
、
思
考
活
動
で
あ
る
。
思
考
と
は
人
間
の
考
え
る
力
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
人
間

を
特
徴
づ
け
る
重
要
な
能
力
だ
が
、
個
々
の
思
考
は
内
面
に
隠
れ
た
ま
ま
、
目
に

見
え
る
活
動
力
と
し
て
外
に
表
さ
れ
な
い
こ
と
も
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
﹃
人
間
の
条

件
﹄
で
は
、
思
考
は
主
題
的
に
は
扱
わ
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
第
四
の
活

動
力
と
も
言
い
う
る
も
の
で
あ
る︵

8
︶。

そ
の
一
つ
の
特
徴
は
自
律
性
だ
ろ
う
。
ア
レ

ン
ト
に
よ
れ
ば
、
思
考
は
﹁
そ
の
外
部
に
目
的end

も
な
け
れ
ば
目
標aim

も
も

た
な
い
。
結
果
を
生
み
出
す
こ
と
さ
え
な
い
︵H

C
170　

二
六
八
︶﹂
活
動
力
で

あ
る
。
確
か
に
人
間
は
大
抵
、
外
部
世
界
で
実
現
さ
れ
る
べ
き
何
ら
か
の
目
的
や

結
果
の
た
め
に
﹁
考
え
る
﹂。
だ
が
そ
の
よ
う
な
思
考
は
、
ア
レ
ン
ト
が
意
味
す

る
思
考
と
は
違
う
。
ア
レ
ン
ト
が
後
に
用
い
る
言
い
回
し
に
よ
れ
ば
、
思
考
と
は

―
―
世
界
に
現
れ
る
可
能
性
を
孕
み
な
が
ら
―
―
現
象
世
界
か
ら
﹁
退
き
こ
も
る

0

0

0

0

0

w
ithdraw

﹂
こ
と
で
自
己
目
的
的
に
営
ま
れ
る
精
神
活
動
の
一
種
で
あ
る
︵LM

 

passim

︶。
思
考
と
は
、
人
間
が
﹁
意
味
0

0m
eaning

を
求
め
る
欲
求
﹂
に
促
さ
れ

る
活
動
で
あ
り
、
現
象
世
界
に
お
け
る
真
偽
や
知
識
を
見
出
す
認
識
か
ら
も
、
合

理
的
・
機
械
的
な
推
論
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
。﹁
意
味
と
い
う
答
え
よ
う
の
な
い

問
い
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
自
分
を
、
問
い
続
け
る
存
在
︵LM

62

　

七
三
︵
上
巻
︶︶﹂
に
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
見
ら
れ
る
の
が
思
考
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
外
部
に
目
的
や
結
果
を
伴
わ
な
く
と
も
、
思
考
は
そ
の
内
的

な
一
体
性
―
―
自
分
自
身
と
の
一
貫
し
た
対
話
―
―
に
よ
っ
て
自
律
的
に
成
り
立

つ
。
そ
し
て
思
考
に
あ
る
意
味
へ
の
欲
求
な
く
し
て
は
、
結
局 

芸
術
も
文
明
も

な
い
だ
ろ
う
と
さ
れ
る
。

＊

　

芸
術
作
品
の
源
泉
は
そ
の
よ
う
な
思
考
で
あ
る
。
し
か
し
純
粋
な
思
考
に
留
ま

る
だ
け
で
は
、作
品
は
ま
だ
生
ま
れ
な
い
。
さ
ら
に
二
つ
の
段
階
が
必
要
で
あ
る
。

　

①
︻
作
品
へ
の
物
化
︼
作
品
を
作
る
に
は
次
の
段
階
と
し
て
、
思
考
と
い
う
霊

感
に
、
触
知
で
き
る
形
を
与
え
る
こ
と
―
―
物
化reification

―
―
の
作
業
が
必

要
に
な
る︵

9
︶。

制
作
に
よ
っ
て
、
芸
術
家
の
ア
イ
デ
ア
は
感
覚
的
対
象
に
託
さ
れ
、

結
果
、
新
た
な
種
類
の
物
体
が
世
界
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
新
た
な
種
類
の
物
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体
と
い
う
の
は
、
芸
術
家
に
よ
る
制
作
と
は
素
材
を
た
だ
物
理
的
に
変
形
さ
せ
る

こ
と
で
な
く
、
そ
れ
を
い
わ
ば
質
的
に
新
し
い
何
か
―
―
つ
ま
り
作
品
と
し
て
の

精
神
性
・
内
面
性
を
帯
び
た
物
―
―
に
変
え
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト

は
こ
の
質
的
変
形
を
、
変
貌transfiguration

な
い
し
変
身m

etam
orphosis

と
呼

ぶ
︵H

C
168　

二
六
五
︶。

　

②
︻
物
化
さ
れ
た
も
の
の
賦
活
︼
さ
ら
に
正
確
に
言
え
ば
、
こ
の
変
身
は
、
芸

術
家
に
よ
る
制
作
行
為
に
よ
っ
て
完
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
制
作
は
制
作
者
の

生
き
た
思
考
か
ら
有
形
の
物
体
を
生
み
出
す
が
、
作
品
は
た
だ
形
を
得
る
だ
け
で

は
、
ま
だ
半
分
、
物
で
し
か
な
い
︵
そ
し
て
物
は
死
ん
で
い
る
︶。
何
が
さ
ら
に

必
要
か
と
言
え
ば
、
制
作
者
以
外
の
誰
か
に
よ
っ
て
作
品
が
出
会
わ
れ
る
こ
と
、

で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
は
文
芸
作
品
を
例
に
、
こ
う
述
べ
る
。﹁［
⋮
⋮
］﹁
生
き
た

精
神
﹂
を
死
の
状
態
か
ら
救
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
死
ん
だ
文
字
が
、
そ

れ
を
進
ん
で
蘇
ら
せ
よ
う
と
す
る
一
つ
の
生
命
と
ふ
た
た
び
接
触
す
る
と
き
だ
け

で
あ
る
︵H

C
169　

二
六
六
︶。﹂
観
賞
者
が
作
品
と
出
会
い
、
作
品
と
し
て
の
意

味
や
存
在
を
彼
が
そ
れ
に
感
じ
る
こ
と
で
、
物
化
さ
れ
た
も
の
は
息
を
吹
き
込
ま

れ
、﹁
真
実
の
変
身
﹂
を
完
成
さ
せ
る
。
観
賞
者
の
ま
な
ざ
し
と
の
関
係
も
、
作

品
の
生
命
に
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。

＊

　

観
賞
者
が
対
象
を
芸
術
作
品
と
し
て
感
じ
、
そ
れ
に
接
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は

美
的
判
断
が
伴
わ
れ
て
い
る
。
作
品
に
最
終
的
に
息
を
吹
き
込
む
の
は
、
作
品
へ

の
こ
の
反
応
だ
と
思
わ
れ
る
。
美
的
判
断
―
―
た
と
え
ば
﹁
こ
れ
は
美
的
に
優
れ

て
い
る
﹂
と
い
っ
た
判
定
―
―
に
つ
い
て
の
言
及
は
﹃
人
間
の
条
件
﹄
で
は
ま
だ

明
示
的
に
見
当
た
ら
ず
、
後
年
の
講
義
で
︵
政
治
思
想
と
の
関
連
で
︶
テ
ー
マ
化

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
記
録
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
よ
う︵

10
︶。

ア
レ
ン
ト
は
、

美
的
判
断
に
つ
い
て
の
考
え
を
、
カ
ン
ト
の
﹃
判
断
力
批
判
﹄
に
負
っ
て
い
る
。

重
要
な
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

　
　

①
美
的
判
断
は
、
主
観
的
普
遍
性
を
持
つ
。

　
　

②
美
的
判
断
の
主
観
的
普
遍
性
は
、
共
通
感
覚
に
基
づ
く
。

　

美
あ
る
い
は
美
的
な
も
の
と
は
、
何
か
。
答
え
は
簡
単
に
は
望
む
べ
く
も
な
い

が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
は
或
る
種
の
心
地
良
さ
の
性
質
だ
と
言
う
こ
と
は
許
さ
れ

よ
う︵
11
︶。

美
的
な
性
質
は
、
一
方
で
、
物
理
的
性
質
の
よ
う
に
客
観
的
な
い
し
実
証

的
に
検
出
・
測
定
で
き
る
も
の
で
な
い
。
客
観
的
で
な
い
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ

は
主
観
的
な
性
質
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
他
方
、
美
は
見
る
人
の
個
人
的
感

覚
に
過
ぎ
な
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
。
或
る
も
の
が
﹁
美
し
い
﹂
と

言
う
と
き
、
私
は
自
分
で
な
く
、
私
の
眼
前
に
あ
る
対
象
の
性
質
を

0

0

0

0

0

0

語
ろ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
性
質
は
き
っ
と
他
人
に
も
感

ぜ
ら
れ
る
と
思
っ
て
、
そ
う
述
べ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
例
え
ば
名
作
と
さ
れ
る

絵
画
や
音
楽
に
つ
い
て
、
そ
の
美
的
な
よ
さ
が
見
え
な
い
／
聞
こ
え
な
い
人
が
あ

れ
ば
、
そ
の
無
感
覚
は
―
―
別
の
理
由
が
な
い
限
り
―
―
感
ず
べ
き
も
の
を
感
知

で
き
な
い
欠
陥
と
見
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
い
っ
た
美
的
性
質

は
、
一
般
性
や
普
遍
性
の
装
い
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

主
観
的
で
あ
り
な
が
ら
一
種
普
遍
的
で
も
あ
る
と
い
う
、
一
見
緊
張
を
は
ら
む
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此
の
性
質
は
、
ど
の
よ
う
な
性
質
な
の
か
。
美
し
さ
の
判
断
に
客
観
的
・
物
質
的

な
根
拠
が
示
せ
な
い
の
だ
か
ら
、仮
に
我
々
の
判
断
に
同
意
し
な
い
人
が
い
て
も
、

そ
の
人
に
我
々
の
判
断
︵
の
正
し
さ
︶
を
強
制
し
て
認
め
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
我
々
は
他
の
人
も
同
じ
よ
う
に
判
断
す
る
よ
う
期
待
で
き
る
だ
け

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、

ま
た
同
意
し
な
い
人
に
は
精
々
同
意
に
誘
っ
た
り
、
説
得
を
試
み
た
り
で
き
る
だ

け
で
あ
る︵
12
︶。

し
か
し
客
観
的
で
な
い
性
質
な
ら
、
そ
れ
を
皆
が
同
じ
に
感
覚
す
る

こ
と
を
、
ど
う
い
う
意
味
で
期
待
さ
え

0

0

0

0

で
き
る
の
か
。
ア
レ
ン
ト
は
カ
ン
ト
を
念

頭
に
、
そ
れ
は
共
通
感
覚sensus com

m
unis

と
し
て
期
待
で
き
る
の
だ
、
と
答

え
る
。

　

だ
れ
か
が
︿
こ
れ
は
美
し
い
﹀
と
判
断
し
た
と
き
に
は
、
た
ん
に
こ
れ
が

自
分
に
と
っ
て
快
い
と
い
う
趣
味
の
判
断
を
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。［
⋮
⋮
］
こ
れ
が
美
し
い
と
判
断
し
た
人
は
、
ほ
か
の
人
々
を
考
慮
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
れ
た
う
え
で

0

0

0

0

0

0

、
他
者
の
同
意
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
分
の
判
断
が

あ
る
程
度
の
一
般
的
な
︵
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︶

妥
当
性
を
え
ら
れ
る
と
期
待
し
て
い
る
の
で
す
︵R

J140　

一
六
四
、
傍
点

追
加
︶。

　

右
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
が
共
通
感
覚
で
あ
る
。
共
通
感
覚
の
概
念
に
は
幾
つ

か
の
系
譜
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
、
他
者
の
判
断
を
反
映
し
つ
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

我
々
自

身
の
判
断
を
下
さ
せ
る
力
を
指
し
て
い
る
。
人
が
互
い
を
顧
み
る
こ
と
で
、
客
観

性
に
頼
れ
な
い
場
面
で
も
、
人
は
つ
な
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
共
通
感
覚
は
、﹁
人

間
を
他
人
と
と
も
に
共
同
体
の
う
ち
で
生
活
で
き
る
よ
う
に
す
る
感
覚
︵RJ139　

一
六
三
︶﹂
で
も
あ
る
と
さ
れ
る︵

13
︶。

他
人
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
で
、
判
断
が
単
な
る

個
人
の
主
観
的
好
み
を
越
え
た
一
般
的
・
共
有
的
―
―
あ
る
い
は
普
遍
的
―
―
な

も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
他
者
を
考
慮
し
た
美
的
判
断
が
或
る
対
象
に
つ
い
て
下

さ
れ
る
な
ら
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
美
の
新
し
い
共
通
世
界
が
展
開
す
る
こ
と
に

も
な
ろ
う
。

　

だ
が
、
美
的
判
断
に
お
い
て
は
他
者
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に

は
疑
問
が
湧
く
。
我
々
は
こ
の
疑
問
を
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も

何
か
を
﹁
美
し
い
﹂
と
言
う
と
き
、
我
々
は
そ
の
度
に
、
誰
彼
の
観
点
を
―
―
現

実
の
で
な
く
可
能
的
判
断
で
あ
れ
―
―
実
際
に
想
像
し
て
判
断
し
て
い
る
、
と
は

考
え
に
く
い
か
ら
だ
。
そ
う
い
っ
た
斟
酌
は
時
に
は
あ
っ
て
も
、
常
で
は
な
い
。

む
し
ろ
美
し
い
も
の
が
我
々
を
襲
う
多
く
の
場
合
、そ
れ
は
純
粋
に
美
し
い
ほ
ど
、

他
者
の
こ
と
を
︵
ま
た
我
を
も
︶
忘
れ
さ
せ
、
そ
の
美
し
さ
だ
け
に
我
々
の
注
意

を
奪
い
、
没
頭
さ
せ
る
。
だ
と
す
れ
ば
美
的
判
断
に
お
い
て
、
他
者
が
考
慮
さ
れ

る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か︵
14
︶。

ま
た
美
的
判
断
が
、
単
な
る
個
人
の
好
み
の

表
出
と
違
う
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
に
お
い
て
な
の
か
。

　

言
語
習
得
の
場
面
を
考
え
る
こ
と
は
、
疑
問
に
答
え
る
一
つ
の
糸
口
を
与
え
う

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
一
般
的
に
、
美
し
い
も
の
は
好
ま
れ
、
醜
い
も
の
は
嫌

わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
︿
好
み
﹀
と
︿
美
し
さ
﹀
は
、容
易
に
は
切
り
離
し
が
た
い
。

だ
が
こ
こ
で
、
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
語
の
習
得
場
面
を
想
起
す
る
こ
と
で
、
一

定
の
区
別
が
可
能
だ
ろ
う
。
⒜
ま
ず
単
な
る
好
き
／
嫌
い
︵
あ
る
い
は
単
な
る
快

／
不
快
︶
に
関
す
る
言
葉
だ
が
、
そ
れ
ら
は
、
刺
激
に
対
す
る
各
人
各
様
で
あ
り
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う
る
主
観
的
反
応
を
手
掛
か
り
に
、
子
供
に
教
え
ら
れ
る
。
何
か
を
喜
ん
だ
り
、

何
か
を
積
極
的
に
選
ん
だ
り
す
る
な
ら
、
そ
の
対
象
が
何
で
あ
れ

0

0

0

0

、
そ
の
人
は

0

0

0

0

そ

れ
が
﹁
好
き
﹂
な
の
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
﹁
好
き
﹂
の
用
法
は
教
え
ら
れ
る
。
⒝

他
方
、
美
し
さ
の
場
合
、
各
人
各
様
の
反
応
だ
け
を
手
掛
か
り
に
、
そ
の
用
法
を

教
え
た
り
は
し
な
い
。
む
し
ろ
美
し
い
も
の
の
例
―
―
た
と
え
ば
夕
暮
れ
の
一
瞬

の
空
―
―
を
指
し
示
し
、
そ
れ
に
対
す
る
快
の
反
応
を
―
―
例
え
ば
感
動
を
―
―

︵
そ
れ
が
子
供
に
よ
っ
て
既
に
表
出
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
︶
誘
い
共
有
し
つ
つ
、

そ
の
対
象
が
﹁
美
し
い
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
教
え
る
、
と
い
う
の
が
基
本
で
な

い
か
。
つ
ま
り
﹁
美
﹂
の
学
び
で
は
、
快
の
反
応
が
、
文
化
的
に
受
容
さ
れ
た
何

ら
か
の
美
の
定
型
に
結
び
付
け
ら
れ
る︵
15
︶。

　

文
化
の
中
に
は
、
美
し
い
も
の
―
―
自
然
、
作
品
、
行
為
な
ど
―
―
の
典
型
的

見
本
が
豊
富
に
あ
る
。
そ
れ
ら
の
諸
例
は
、
そ
こ
に
多
く
の
人
々
の
美
的
判
断
が

洗
練
さ
れ
て
沈
殿
し
て
い
る
も
の
で
、
美
の
規
範
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
が

そ
う
い
っ
た
諸
例
を
参
照
し
つ
つ
﹁
美
し
い
﹂
の
意
味
を
学
ぶ
な
ら
、そ
れ
は
我
々

が
、
様
々
な
場
面
で
人
間
の
感
性
を
彫
琢
し
て
き
た
文
化
的
歴
史
を
、
諸
例
を
通

し
て
各
人
な
り
に
自
分
の
も
の
と
し
、
背
負
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
だ
か

ら
人
が
や
が
て
そ
う
や
っ
て
受
け
た
訓
練
の
延
長
上
で
自
ら
美
し
さ
の
新
し
い
判

断
を
す
る
と
き
、
無
数
の
他
者
の
感
覚
が
、
自
分
の
判
断
の
中
に
暗
黙
の
う
ち
に

考
慮
さ
れ
、
反
映
さ
れ
て
い
る
。
人
は
﹁
美
し
い
﹂
と
い
う
語
を
使
う
と
き
、
自

分
の
単
な
る
好
み
を
表
明
し
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ

う
し
て
美
的
判
断
は
、共
同
体
の
伝
統
―
―
他
者
の
感
じ
方
―
―
と
関
係
し
つ
つ
、

下
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
結
果
、
全
員
の
美
的
判
断
が
い
つ
も
一
致
を
見
る
と
は

限
ら
な
く
て
も
、
ゆ
る
や
か
な
一
致
や
収
斂
な
ら
ば
、
各
所
に
見
つ
か
る
だ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
そ
の
種
の
判
断
は
、︵
同
意
へ
の
必
然
的
な
強
制
力
が
な
い
と
い
う

意
味
で
︶
客
観
的
と
は
言
え
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
単
な
る
主
観
的
な
も
の
で
も

な
く
、
要
す
る
に
或
る
種
の
普
遍
性︵

16
︶を

備
え
た
主
観
性
と
い
う
こ
と
で
、
間
主
観

的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

＊

　

芸
術
作
品
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
美
的
判
断
を
す
る
と
き
、
観
賞
者
は
作
品
の

ど
こ
に
﹁
美
し
さ
﹂
を
見
出
す
の
だ
ろ
う
か
、
作
品
の
何
が
芸
術
的
と
思
う
の
だ

ろ
う
か
。
つ
ま
り
我
々
は
、
⒜
物
化
の
結
果
で
あ
る
純
粋
な
形
態
に
美
的
価
値
を

見
る
の
か
、
そ
れ
と
も
⒝
物
化
の
背
後
に
あ
っ
て
作
品
を
イ
ン
ス
パ
イ
ア
し
た
思

考
内
容
に
美
的
価
値
を
見
る
の
か
。
―
―
こ
れ
ら
の
問
い
に
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ

な
答
え
は
与
え
得
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
右
の
二
つ
の
選
択
肢
は
互
い
に
排

除
し
合
う
も
の
で
も
な
い
。
音
楽
作
品
は
多
く
の
場
合
、
思
考
的
内
容
そ
の
も
の

よ
り
、
生
み
出
さ
れ
た
音
の
配
列
形
態
が
重
要
か
も
し
れ
な
い
。
散
文
芸
術
な
ら

多
く
の
場
合
、
背
後
に
あ
る
思
考
的
な
も
の
が
よ
り
重
要
だ
ろ
う
。
作
品
ジ
ャ
ン

ル
あ
る
い
は
個
別
作
品
に
よ
っ
て
、
判
断
の
仕
方
は
異
な
る
。
作
品
を
ど
う
判
断

す
べ
き
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
判
断
が
優
れ
て
い
る
か
、
さ
ら
に
は
誰
の
判
断
を

信
頼
す
べ
き
か
、
と
い
っ
た
こ
と
は
大
部
分
、
文
化
共
同
体
で
育
ま
れ
る
、
ジ
ャ

ン
ル
ご
と
の
共
通
感
覚
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
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四　

道
具
の
美
と
規
範
―
―
〈
実
例
〉
と
い
う
も
の

　

我
々
は
、
使
用
対
象
物
の
美
に
関
す
る
ア
レ
ン
ト
の
考
え
に
関
心
を
持
っ
て
い

た
。
そ
し
て
そ
れ
を
知
る
た
め
に
、
芸
術
作
品
に
ま
つ
わ
る
ア
レ
ン
ト
の
見
解
や

そ
の
含
み
を
追
う
作
業
を
続
け
て
き
た
。
そ
ろ
そ
ろ
道
具
の
テ
ー
マ
に
戻
る
と
き

が
来
た
よ
う
だ
。
道
具
の
美
に
関
す
る
次
の
引
用
を
見
た
い
︵
既
に
引
用
し
た
箇

所
と
一
部
重
な
っ
て
い
る
︶。

　
［
⋮
⋮
］
と
も
か
く
形
を
も
ち
、
見
ら
れ
る
物
は
す
べ
て
、
美
し
い
か
、

醜
い
か
、
そ
の
中
間
で
あ
る
か
、
こ
の
い
ず
れ
か
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

［
⋮
⋮
］あ
る
点
で
そ
の
機
能
的
効
用
を
超
越
し
な
い
物
は
な
く
、そ
の
超
越
、

つ
ま
り
、
そ
の
美
あ
る
い
は
醜
さ
は
、
公
的
に
現
れ
る
こ
と
、
見
ら
れ
る
こ

と
と
同
じ
で
あ
る
。［
⋮
⋮
］
物
の
優
秀
性
が
判
断
さ
れ
る
場
合
の
標
準
は
、

ま
る
で
醜
い
テ
ー
ブ
ル
も
美
し
い
テ
ー
ブ
ル
と
同
じ
機
能
を
果
た
す
と
言
わ

ん
ば
か
り
に
、
単
な
る
有
益
性
だ
け

0

0

0

0

0

0

0

0m
ere

と
い
う
の
で
な
く

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
物
が

似
て
見
え
るlook like

べ
き
も
の
に
一
致
し
て
い
る
か
一
致
し
て
い
な
い
か

と
い
う
標
準
で
あ
る
。︵H

C
172-3　

二
七
一
︲
二
七
二
、
傍
点
追
加
︶。

　

ア
レ
ン
ト
は
芸
術
家
も
工
作
人
に
含
み
は
し
た
が︵
17
︶、

工
作
人
と
し
て
第
一
義
的

に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、基
本
的
に
は
や
は
り
使
用
対
象
物
の

0

0

0

0

0

0

製
作
者
で
あ
る
。

そ
し
て
彼
女
は
、
製
作
に
は
基
本
的
に
モ
デ
ル
が
伴
う
と
考
え
た︵
18
︶。

職
人
の
道
具

製
作
は
、作
ら
れ
る
べ
き
も
の
の
モ
デ
ル
に
倣
っ
て
物
を
作
る
行
為
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
道
具
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
優
秀
性
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
有
用
性
・
機

能
性
で
判
断
さ
れ
る
。
し
か
し
右
の
引
用
で
注
目
す
べ
き
は
、
道
具
の
優
秀
性
は

有
用
性
だ
け
に
見
出
さ
れ
る
の
で
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
有
用

性
に
加
え
、
美
し
さ
を
備
え
た
道
具

0

0

0

0

0

0

0

0

が
優
れ
た
道
具
で
あ
り
、
モ
デ
ル
と
の
一
致
・

不
一
致
は
、
有
用
性
だ
け
で
な
く
物
の
美
し
さ
や
醜
さ
に
も
な
っ
て
、
世
界
に
現

れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
製
作
上
の
モ
デ
ル
は
、
美
し
さ
の
点
で
も
モ

0

0

0

0

0

0

0

0

デ
ル
に
な
る

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。

　

ア
レ
ン
ト
は
当
初
、﹁
工
作
人
の
哲
学
そ
の
も
のthe philosophy of hom

o 

faber par excellence

﹂
は
功
利
主
義
で
あ
る
︵H

C
154　

二
四
五
︶、
と
捉
え
て

い
た
。
ア
レ
ン
ト
が
考
え
る
功
利
主
義
と
は
、
目
的
を
達
成
す
る
の
に
最
適
な
手

段
を
計
算
し
選
ぶ
こ
と
を
主
眼
と
す
る
立
場
で
あ
る︵
19
︶。

使
用
対
象
物
を
製
作
す

る
工
作
人
は
、
手
段
目
的
的
思
考
の
中
で
、
材
料
や
製
作
道
具
を
調
達
し
、
仕
事

過
程
を
組
織
し
、
目
的
の
対
象
物
を
作
る
。
製
作
物
自
身
は
、
製
作
時
に
は
製
作

の
目
的
で
あ
っ
た
が
、
完
成
後
は
、
別
の
目
的
達
成
に
有
用
な
手
段
へ
と
転
じ
、

使
用
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
で
生
じ
る
次
の
目

的
の
達
成
の
た
め
に
、
さ
ら
な
る
有
用
な
手
段
が
選
ば
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
種
の

連
鎖
は
生
命
が
続
く
限
り
終
わ
ら
な
い
た
め
、
我
々
は
、
功
利
主
義
的
な
有
用
性

の
追
求
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
ア
レ
ン
ト
は
、
工
作
人
に
は
芸
術
作
品
の

制
作
者
と
い
う
別
様
の
在
り
方
も
存
在
す
る
こ
と
に
気
付
く
の
だ
っ
た
。
芸
術
家

は
物
を
作
る
工
作
人
で
は
あ
る
が
、
有
用
性
の
追
求
者
で
あ
る
功
利
主
義
者
と
は

違
う
。
芸
術
家
は
、
効
用
の
た
め
に
作
品
を
作
る
の
で
は
な
い
。
作
品
は
、
実
利

253
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的
目
的
へ
の
手
段
的
用
途
を
も
つ
使
用
対
象
物
で
は
な
い
か
ら
だ
。
美
的
な
も
の

は
、
生
命
過
程
の
必
要
と
は
異
な
る
次
元
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
芸
術
を
必
要

物
に
還
元
し
て
説
明
す
る
様
々
な
目
論
見
を
、
モ
ダ
ン
の
偏
見
だ
と
し
て
、
ア
レ

ン
ト
は
拒
む︵B

PF205　

 

二
八
〇
︲
二
八
一
︶。
そ
の
よ
う
な
議
論
の
文
脈
で
は
、

︿
道
具
で
あ
る
使
用
対
象
物
を
作
る
人
﹀
と
︿
芸
術
作
品
で
あ
る
文
化
的
対
象
物

を
作
る
人
﹀
は
、
く
っ
き
り
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
結
局
、
使
用
対
象

物
に
も
美
が
侵
入
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
職
人
の
在
り
方

に
は
、
単
な
る
功
利
主
義
か
ら
は
み
出
る
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
有
用
性
と
い
う
道
具
の
所
謂
﹁
本
質
﹂
か
ら
の
み
道
具
を
見
て
い
て
は
、

か
え
っ
て
道
具
︵
そ
し
て
そ
の
制
作
者
︶
を
捉
え
損
ね
る
可
能
性
が
あ
る
。

＊

　

道
具
に
は
目
指
す
べ
き
標
準
ま
た
は
モ
デ
ル
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

そ
れ
は
つ
ま
り
規
範
の
こ
と
だ
が
、
道
具
の
規
範
と
は
ど
ん
な
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
だ
ろ
う
か
。
ア
レ
ン
ト
は
、
製
作
の
標
準
と
は
、﹁
プ
ラ
ト
ン
の
用
語
を
使

え
ば
、
エ
イ
ド
ス
と
イ
デ
ア
︵H

C
173　

二
七
二
︶﹂
と
言
え
る
も
の
だ
と
し
て

い
る
。
こ
こ
で
ア
レ
ン
ト
は
、モ
デ
ル
と
は
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア
で
あ
る

0

0

0

、と
言
っ

て
い
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
ア
レ
ン
ト
は
、
製
作
の
標
準
を
い
ろ
い
ろ
な
形
で

考
え
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
例
え
ば
次
の
言
葉
に
現
れ
て
い
る
―
―
﹁
こ
の
モ
デ

ル
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
精
神
の
眼
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
ろ

う
し
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
イ
メ
ー
ジ
が
仕
事
に
よ
る
物
化
を
す
で
に
実
験
的

に
表
現
し
て
い
る
青
写
真
で
も
あ
ろ
う
︵H

C
140　

二
二
九
︲
二
三
〇
︶。﹂
こ
の

よ
う
に
、道
具
製
作
の
規
範
の
在
り
方
は
、物
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
り
な
か
っ

た
り
と
、
一
通
り
で
は
な
い
。

＊

　

善
悪
に
も
規
範
が
あ
る
。
講
義
録
に
よ
れ
ば
ア
レ
ン
ト
は
、
善
悪
の
区
別
を
問

題
に
す
る
際
、
行
為
が
善
か
悪
か
は
、
⒜
慣
習
に
従
っ
て
簡
単
に
認
識
で
き
る
こ

と
も
あ
れ
ば
、
⒝
判
断
が
難
し
い
も
の
も
あ
る
―
―
と
い
う
こ
と
に
触
れ
て
い
る

︵K
PP76　

一
一
七
、R

J143　

一
六
七
︶。
ア
レ
ン
ト
は
後
者
の
場
合
に
つ
い
て
、

﹁
実
例
は
判
断
力
の
歩
行
練
習
器go-cart ︵
20
︶﹂

で
あ
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
言
葉
を
引

用
し
つ
つ
、﹁
実
例exam

ple

﹂
と
い
う
も
の
が
、
難
し
い
決
定
を
助
け
る
手
掛

か
り
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
仮
に
何
ら
か
の
一

般
的
な
規
則
を
参
照
し
て
判
断
を
下
す
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
て
も
、
代
わ
り
に
具

体
例
さ
え
示
さ
れ
れ
ば
、
判
断
対
象
が
そ
の
実
例
か
ら
遠
い
か
近
い
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

―
―
似
て

い
る
か
い
な
い
か
―
―
を
決
め
る
の
は
、
比
較
的
容
易
な
は
ず
だ
。
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
関
心
対
象
を
或
る
分
類
―
―
こ
こ
で
は
善
や
悪
―
―
の
下
に
包
摂
し
て

よ
い
か
ど
う
か
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
般
的
で
抽
象
的
な
原
理
に
依
拠

す
る
の
で
な
く
、
特
殊
で
具
体
的
な
も
の
に
依
拠
し
て
、
判
断
が
助
け
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
。

　

判
断
に
お
け
る
実
例
の
役
割
を
説
明
す
る
た
め
、
道
徳
的
対
象
を
離
れ
、
工
作

物
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
工
作
物
の
ア
レ
ン
ト
の
具
体
例
は
、
テ
ー
ブ
ル
で

あ
る
。
或
る
テ
ー
ブ
ル
を
テ
ー
ブ
ル
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
参
照
さ
れ
う
る
判

断
規
範
と
し
て
、
以
下
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
て
い
る
︵K

PP77　

一
一
八
︲

一
一
九
、R

J144　

一
六
八
︶。
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①
﹁
形
相
︵
図
式
︶
テ
ー
ブ
ルthe form

al (schem
atic

︶ table

﹂
―
―
こ
れ
は

プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア
、
ま
た
は
カ
ン
ト
的
図
式
の
よ
う
な
も
の
と
さ
れ
る
。

こ
れ
は
﹁
精
神
の
眼
﹂
に
の
み
与
え
う
る
規
範
で
、
す
べ
て
の
個
別
の
テ
ー

ブ
ル
が
、
そ
れ
が
テ
ー
ブ
ル
で
あ
る
た
め
に
従
う
べ
き
姿
を
示
す
。

②
﹁
抽
象
テ
ー
ブ
ルthe abstract table

﹂
―
―
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
観
察
さ
れ

た
個
々
の
テ
ー
ブ
ル
か
ら
不
要
な
性
質
を
取
り
除
き
、
す
べ
て
の
テ
ー
ブ
ル

が
持
つ
べ
き
最
低
限
の
性
質
を
備
え
た
も
の
と
し
て
抽
出
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。

③
﹁
手
本
テ
ー
ブ
ルthe exem

plary table

﹂
―
―
こ
れ
は
経
験
さ
れ
た
多
く

の
具
体
的
テ
ー
ブ
ル
の
中
か
ら
、
あ
る
い
は
想
像
さ
れ
た
具
体
的
テ
ー
ブ
ル

の
中
か
ら
、
特
に
望
ま
し
い
も
の
が
、
そ
の
具
体
的
性
質
を
備
え
た
ま
ま
、

選
ば
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

　

最
後
の
実
例
は
、
他
の
①
②
の
規
範
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
タ
イ
プ
の
規
範
と

な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
実
例
は
―
―
個
別
性
を
欠
く
規
範
と
違
い
―
―
現
実
的
な
物

と
し
て
、具
体
的
デ
ィ
テ
ー
ル
を
完
備
し
て
い
る
た
め
、個
性
あ
る
特
殊
性
を
持
っ

た
標
準
と
な
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
具
体
的
な
物
だ
け
が
持
つ
、
活
き
活
き
と
し
た

質
感
を
漂
わ
せ
た
標
準
で
あ
る
。
手
本
テ
ー
ブ
ル
に
あ
る
の
は
、
た
と
え
ば
天
板

の
木
材
の
ま
っ
す
ぐ
で
緻
密
な
柾
目
や
、
あ
る
い
は
神
秘
的
に
激
し
く
う
ね
る
生

命
的
な
杢
な
ど
で
あ
る
。
あ
る
い
は
木
目
模
様
と
天
板
の
大
き
さ
の
適
切
な
バ
ラ

ン
ス
、
あ
る
い
は
縁
づ
く
り
や
面
取
り
、
脚
の
形
状
な
ど
の
特
定
の
仕
上
げ
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
手
本
テ
ー
ブ
ル
は
、
抽
象
的
な
形
で
は
示
し
が
た
い
美
の
標
準

0

0

0

0

と
し
て

0

0

0

役
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
。そ
も
そ
も
、形
相
／
図
式
テ
ー
ブ
ル
や
抽
象
テ
ー

ブ
ル
が
美
の
基
準
に
な
り
う
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
図
式
テ
ー
ブ
ル

と
は
、
美
し
い
テ
ー
ブ
ル
に
も
醜
い
テ
ー
ブ
ル
に
も
、
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
っ
た
。
醜
い
テ
ー
ブ
ル
も
テ
ー
ブ
ル
な
ら
、
図
式
テ
ー
ブ
ル
自
体
は
美
し
い
の

だ
ろ
う
か
。
ま
た
美
醜
に
関
係
な
く
、
全
て
の
テ
ー
ブ
ル
が
持
つ
べ
き
最
低
限
の

性
質
の
み
を
残
し
た
も
の
が
抽
象
テ
ー
ブ
ル
で
あ
っ
た
。
美
し
く
な
い
テ
ー
ブ
ル

も
テ
ー
ブ
ル
な
ら
、
余
分
な
性
質
を
省
い
た
抽
象
テ
ー
ブ
ル
は
美
し
い
の
だ
ろ
う

か
。
―
―
こ
れ
ら
の
非
具
象
的
な
規
範
テ
ー
ブ
ル
が
少
な
く
と
も
示
す
の
は
テ
ー

ブ
ル
の
ミ
ニ
マ
ル
な
機
能
的
本
質
だ
ろ
う
が
、
機
能
は
、
美
し
さ
と
ど
う
関
わ
る

の
だ
ろ
う
か︵
21
︶。﹁

美
は
細
部
に
宿
るB

eauty lies in the details

﹂
と
も
い
う
。
そ

の
細
部
と
は
―
―
形
で
あ
れ
、
輪
郭
線
で
あ
れ
、
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
で
あ
れ
、
肌
理

で
あ
れ
、
装
飾
で
あ
れ
、
色
合
い
で
あ
れ
―
―
具
体
的
細
部
で
あ
る
。
偶
然
的
で

付
帯
的
な
具
体
性
の
枝
葉
な
く
し
て
、
美
は
あ
り
う
る
の
か
。

　

先
に
共
通
感
覚
の
概
念
に
触
れ
、︿
美
的
判
断
に
お
い
て
他
者
は
実
際
ど
う
反

映
さ
れ
る
か
﹀
の
問
題
を
考
え
た
と
き
、
我
々
は
手
掛
か
り
と
し
て
、﹁
美
し
い
﹂

の
習
得
場
面
を
想
像
し
た
こ
と
を
思
い
出
そ
う
。
そ
こ
で
は
言
葉
を
教
え
る
た
め

に
指
示
さ
れ
る
、
美
し
さ
の
事
例
が
あ
る
こ
と
を
見
た︵
22
︶。

こ
の
事
例
と
は
、
ま
さ

に
目
下
の
道
具
の
規
範
―
―
手
本
テ
ー
ブ
ル
―
―
の
議
論
に
も
つ
な
が
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
に
お
い
て
、
美
の
典
型
的
な
手
本
と
し
て
選
ば
れ
る
も

の
が
あ
ろ
う
が
、
ま
さ
に
そ
こ
に
、
共
同
体
の
感
性
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
あ
る
も
の
が
見
本
と
し
て
典
型
的
に
選
ば
れ
る
事
実
の
背
景
に
、
共
同
体
の
趣

味
の
伝
達
が
潜
む
の
で
あ
る
。
そ
し
て
見
本
が
特
殊
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
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他
の
仕
方
―
―
図
式
や
抽
象
―
―
で
は
示
し
難
い
﹁
普
遍
的
﹂
な
美
を
示
す
こ
と

が
で
き
る
。
つ
ま
り
見
本
は
そ
の
具
体
的
細
部
に
美
を
宿
し
、
同
時
に
そ
れ
は
、

そ
の
具
体
性
の
た
め
に
容
易
に
理
解
さ
れ
る
た
め
、
広
く
共
有
可
能
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
美
で
あ
れ
︵
芸
術
美
、
自
然
美
、
道
具
美
、

⋮
⋮
︶、
み
な
同
じ
だ
ろ
う
。
道
具
の
よ
う
に
数
を
作
る
も
の
の
場
合
、
と
り
わ

け
美
の
具
体
的
な
手
本
が
あ
る
こ
と
は
大
い
に
助
け
と
な
る
。
機
能
だ
け
で
な
く

美
的
性
質
も
合
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
、
道
具
の
最
適
モ
デ
ル
は
、﹁
実
例
﹂
と
い

う
具
体
的
個
物
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

五　

民
芸
と
ア
レ
ン
ト
の
接
点
―
―
結
び
に
代
え
て

　

民
芸
と
ア
レ
ン
ト
と
い
う
の
は
、
奇
妙
な
取
り
合
わ
せ
に
見
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
一
方
の
思
想
に
関
心
が
あ
る
人
々
は
、
他
方
の
思
想
に
何
の
関
心
も
持
た
な

い
と
い
う
の
が
、
ほ
ぼ
実
情
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
。
だ
が
と
も
か
く
我
々
は
、
ア

レ
ン
ト
に
導
か
れ
て
こ
こ
ま
で
や
っ
て
き
た
。
世
界
の
安
定
性
の
礎
と
し
て
の
道

具
に
始
ま
り
、
道
具
は
単
な
る
道
具
を
超
越
す
る
―
―
つ
ま
り
道
具
に
も
美
が
関

わ
る
―
―
と
い
う
道
具
観
に
ま
で
達
し
た
。﹃
人
間
の
条
件
﹄
で
は
、
工
作
人
・

工
作
物
の
在
り
方
が
現
代
の
消
費
社
会
に
お
い
て
激
変
す
る
に
至
っ
た
過
程
が
、

独
自
の
観
点
か
ら
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
我
々
は
そ
の
歴
史
的
事
情
に
は
直

接
触
れ
ず
、
使
用
対
象
物
の
こ
こ
ま
で
の
分
析
を
も
う
少
し
展
開
さ
せ
る
こ
と
で

本
稿
を
締
め
括
り
た
い
。
そ
の
方
向
で
先
に
進
む
に
は
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し

て
き
た
道
具
観
の
事
例
を
何
か
見
て
お
く
こ
と
は
有
益
だ
ろ
う
。
用
の
道
具
に
備

わ
る
美
を
強
調
し
た
の
は
、
日
本
で
は
民
芸
運
動
が
代
表
格
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

民
芸
と
ア
レ
ン
ト
を
並
べ
る
こ
と
は
、
或
る
意
味
、
自
然
な
成
り
行
き
と
な
る
。

＊

【
民
芸
の
美
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
か
】

　

雑
器
の
美
を
主
張
す
る
と
き
、
柳
が
拠
り
所
と
し
た
の
は
﹁
直
観
﹂
で
あ
る
。

し
か
し
柳
は
、
そ
れ
は
﹁
私
の
主
観
﹂
で
な
く
、
む
し
ろ
﹁
私
な
き
直
観
﹂、﹁
立

場
な
き
立
場
﹂
な
の
だ
と
言
う
。
こ
こ
で
彼
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
は
明
確
で

は
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
解
釈
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
柳
の
立
場
は
特
殊
な

視
点
に
よ
っ
て
際
立

と
う
と
す
る
立
場
で

な
く
、
逆
に
﹁
立
場
が

な
い
﹂﹁
私
が
な
い
﹂

と
宣
言
す
る
こ
と
で
、

狭
義
の
﹁
立
場
﹂
を
越

え
て︵
23
︶、

生
活
の
中
で
誰

も
が
持
っ
て
い
る
感

覚
に
訴
え
る
広
義
の

﹁
立
場
﹂
で
あ
る
。
春

に
野
に
咲
く
蓮
華
の

花
を
、
誰
も
有
難
く
崇

め
た
り
し
な
い
が
、
そ

の
可
憐
な
美
し
さ
を
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誰
も
否
定
し
ま
い
。
そ
の
美
し
さ
は
立
場
を
越
え
て
感
じ
ら
れ
る
。
雑
器
に
は
、

同
じ
よ
う
な
控
え
目
な
美
し
さ
が
あ
る
。
柳
は
こ
こ
で
、
生
活
者
の
共
通
感
覚
に

0

0

0

0

0

訴
え
て
い
る

0

0

0

0

0

、
と
言
え
る
の
で
な
い
か
。
し
か
し
そ
れ
は
物
理
的
性
質
の
よ
う
な

客
観
性
を
持
た
な
い
た
め
、
彼
は
、
結
局
は
﹁
私
を
信
じ
て
ほ
し
い
︵
柳

二
〇
〇
六
、一
三
︶﹂
と
、
同
意
を
﹁
乞
う
、
誘
うw

oo

﹂
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

柳
は
そ
の
美
を
多
く
の
﹁
実
例
﹂
で
示
し
た
。
日
本
民
藝
館
に
お
い
て
は
、
厳
選

し
た
民
芸
品
の
実
例
を
展
示
し
た
。
著
作
に
お
い
て
も
、
写
真
や
挿
絵
を
添
え
て

い
る
︵
図
1 ︵
24
︶︶。

そ
し
て
そ
の
後
、
民
芸
的
美
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
い
か
に
美
の

一
隅
に
定
着
し
た
か
を
見
る
な
ら
、
柳
の
﹁
私
な
き
直
観
﹂
は
、
人
々
の
共
通
感

覚
と
共
鳴
す
る
こ
と
に
見
事
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
個
々
の
生
活
道
具
が
使
わ

れ
る
の
は
家
庭
内
の
親
密
な
私
的
空
間
で
は
あ
る
が
、
生
活
道
具
は
多
く
作
ら
れ

広
く
流
通
し
、
誰
の
目
に
も
触
れ
る
も
の
で
、
そ
の
使
用
の
経
験
も
生
活
文
化
と

し
て
互
い
に
共
有
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
美
は
そ
の
意
味
で
も
、
公
共
性
の

高
い
領
域
を
形
成
す
る
。

　

道
具
に
も
美
が
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
少
し
考
え
て
み
れ
ば
決
し
て
奇
矯
な
も

の
で
は
な
い
。
道
具
の
理
解
は
し
ば
し
ば
﹁
使
え
れ
ば
い
い
も
の
﹂
と
粗
雑
に
済

ま
さ
れ
が
ち
な
た
め
に
、
当
時
の
人
々
が
道
具
に
積
極
的
に
美
を
求
め
た
り
、
道

具
に
美
を
感
じ
る
目
を
殊
更 

養
っ
た
り
し
な
か
っ
た
こ
と
は
あ
ろ
う
。
し
か
し

道
具
と
し
て
使
わ
れ
る
に
は
、
見
た
目
の
心
地
良
さ
も
重
要
で
あ
る
。
心
地
良
さ

を
求
め
る
こ
と
は
人
間
の
本
能
だ
ろ
う
か
ら
、
作
る
人
と
使
う
人
の
双
方
に
よ
っ

て
、
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
、
ど
こ
か
で
道
具
の
美
は
磨
か
れ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
美
を
柳
は
意
識
化
し
、
社
会
に
示
し
た
の
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
道
具
の
美
と

い
う
視
点
に
慣
れ
る
な
ら
、
道
具
に
美
が
宿
り
う
る
の
は
当
た
り
前
の
認
識
と
な

ろ
う
。

＊

【
民
芸
の
美
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
―
―
形
と
思
想
】

　

一
般
的
に
言
っ
て
、
民
芸
の
美
は
芸
術
作
品
ほ
ど
観
念
的
で
な
い
。﹁
美
術
の

方
に
は
ど
こ
か
観
念
的
な
内
容
が
あ
ろ
う
が
、工
芸
の
方
は
も
っ
と
素
裸
な
﹁
物
﹂

で
あ
る
︵
柳
一
九
八
五
、一
八
︲
一
九
︶﹂
と
柳
も
言
う
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
柳
が

示
す
類
い
の
﹁
実
例
﹂
を
見
て
、
ま
ず
道
具
と
し
て
単
純
で
し
っ
か
り
し
た
フ
ォ

ル
ム
や
、
親
し
げ
で
温
か
み
が
あ
る
雰
囲
気
や
、
派
手
派
手
し
さ
の
な
い
模
様
や

色
遣
い
等
々
に
、
思
考
を
媒
介
と
し
な
い
剥
き
出
し
の
美
的
魅
力
を
直
観
す
る
だ

ろ
う
。

　

し
か
し
柳
は
、
民
芸
の
美
を
た
だ
見
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
美
な

の
か
、
な
ぜ
美
し
い
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
繰
り
返
し
分
析
を
試
み
て

い
る
。
例
え
ば
﹃
工
藝
の
道
﹄
で
も
、民
芸
の
美
の
分
析
が
与
え
ら
れ
て
い
る
︵
柳

二
〇
〇
五
、三
二
︲
五
七
︶。
我
々
な
り
の
整
理
で
書
き
出
し
て
み
よ
う
。

①
奉
仕
の
美
・
用
の
美
―
―
工
芸
の
美
は
、
用
途
に
仕
え
る
も
の
に
宿
る
。

②
健
康
の
美
―
―
用
途
に
奉
じ
る
物
に
は
、
丈
夫
で
頼
り
が
い
の
あ
る
健
康
の

美
が
あ
る
。

③
謙
遜
の
美
―
―
用
途
に
奉
じ
る
物
に
は
、
華
美
と
は
真
逆
の
、
静
か
な
美
が

あ
る
。

⑤
親
し
さ
・
温
か
さ
の
美
―
―
用
途
に
奉
じ
る
物
に
は
、使
い
手
が
愛
着
を
持
っ
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て
伴
侶
と
で
き
る
、
親
し
さ
や
温
か
さ
の
美
が
あ
る
。

⑥
無
心
の
美
―
―
用
途
に
奉
じ
る
工
芸
に
お
い
て
、
工
人
は
自
分
の
個
性
を
主

張
し
た
り
し
な
い
。

⑦
自
然
の
美
―
―
工
芸
で
は
、
我
執
を
捨
て
無
作
為
で
あ
る
こ
と
で
美
が
生
ま

れ
る
。
ま
た
機
械
で
な
く
手
工
で
作
ら
れ
た
も
の
に
も
、
自
然
の
作
用
に
よ

る
美
し
さ
が
生
ま
れ
る
。

⑧
材
料
美
―
―
工
芸
で
は
と
り
わ
け
土
地
の
自
然
素
材
が
、
そ
の
美
し
さ
と
な

る
。

⑨
伝
統
の
美
―
―
工
芸
の
美
は
、
蓄
積
さ
れ
た
伝
統
の
技
に
支
え
ら
れ
た
美
で

あ
る
。

⑩
労
働
の
美
―
―
よ
い
労
働
の
中
で
の
反
復
が
熟
練
を
生
み
、
作
り
手
の
﹁
延

び
延
び
し
た
生
命
の
悦
び
﹂
を
感
じ
さ
せ
る
美
と
な
る
。

⑪
社
会
美
・
秩
序
の
美
―
―
工
芸
は
、
大
勢
の
協
力
に
よ
っ
て
互
い
の
秩
序
を

大
切
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
美
が
生
ま
れ
る
。

⑫
信
用
の
美
―
―
工
芸
の
美
は
、
材
料
の
選
択
や
仕
事
の
工
程
に
つ
い
て
、
信

用
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

以
上
の
分
析
は
、
直
観
の
次
元
よ
り
さ
ら
に
深
い
次
元
で
、
工
芸
の
美
を
理
解

さ
せ
る
だ
ろ
う
。
我
々
は
こ
の
分
析
で
登
場
す
る
多
く
の
事
柄
に
、
既
に
独
立
の

価
値
―
―
道
徳
的
価
値
や
美
的
価
値
―
―
を
見
出
し
て
い
る
。
例
え
ば
謙
遜
は
美

徳
で
あ
る
し
、
健
康
も
美
し
い
し
、
自
然
も
美
し
い
、
⋮
⋮
。
そ
れ
ら
工
芸
以
前

の
美
し
さ
を
器
物
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
直
観
美
に
、
よ
り
観
念
的
な
美
し

さ
が
加
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
形
で
民
芸
の
美
の
意
味
を
言
語
化
し
て

理
解
し
、
そ
の
美
を
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
欲
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
直
観
に
と

ど
ま
ら
な
い
思
想
が
生
ま
れ
て
い
る
。

　

か
つ
て
の
職
人
は
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
︵
明
示
的
に
︶
考
え
て
、
物
を
作
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
彼
ら
が
作
っ
た
道
具
を
見
る
者
も
、
こ
れ
ら

の
思
想
を
、
工
人
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
蘇
ら
せ
る

0

0

0

0

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
作

り
手
の
思
惑
と
は
別
に
、
我
々
が
こ
う
い
っ
た
思
考
を
通
し
て
工
芸
を
見
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と

で
、伝
統
の
生
活
道
具
に
、我
々
が
思
想
的
生
命
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
デ
ュ

シ
ャ
ン
は
便
器
を
﹁
芸
術
品
﹂
に
仕
立
て
た
。
元
の
工
業
製
品
の
便
器
に
は
、
芸

術
に
関
す
る
思
考
は
一
欠
片
も
な
か
っ
た
。
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
意
図
や
見
方
―
―
つ

ま
り
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
の
工
業
製
品
を
作
品
と
し
て
展
示
す
る
こ
と
で
、
新
し
い
思

考
を
刺
激
し
、
伝
統
的
な
芸
術
観
を
揺
さ
ぶ
る
、
と
い
う
芸
術
的
に
意
味
が
あ
る

思
惑
―
―
に
よ
っ
て
︵
そ
し
て
我
々
が
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
で
︶、
芸
術
品
と

し
て
の
生
命
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
何
か
が
観
念
的
に
美
的

で
あ
る
た
め
に
、
物
の
制
作
者
の
起
源
的
思
想
は
必
ず
し
も
必
要
で
な
い
。
見
る

側
の
思
考
や
解
釈
に
よ
っ
て
物
は
︵
よ
り
︶
美
的
に
な
り
う
る
。
民
芸
品
の
場
合
、

そ
の
意
識
的
転
換
を
柳
が
先
駆
け
て
図
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
柳
の
見
方
に
共

鳴
し
た
誰
か
が
、
自
ら
物
の
意
味
を
考
え
、
現
代
の
自
覚
的
な
民
芸
の
作
り
手
と

な
っ
て
、
次
の
民
芸
作
品
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
は
、
現
に
あ
り
う
る
。
そ
の

と
き
に
は
作
ら
れ
る
物
は
、
作
り
手
の
思
考
を
一
つ
の
源
泉
と
し
て
生
ま
れ
る
の

で
あ
る
。

　

ア
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
人
工
物
の
役
割
は
人
間
世
界
を
作
り
、
そ
こ
に
耐
久
性
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を
与
え
る
こ
と
だ
っ
た
。
工
芸
は
、
道
具
と
し
て
の
有
用
性
と
、
美
し
さ
と
い
う

二
重
の
価
値
を
持
つ
こ
と
で
、
消
耗
し
て
も
、
新
し
い
物
が
継
承
的
に
作
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
そ
の
技
術
・
製
作
が
数
百
年
か
存
続
す
る
こ
と
で
、
世
界
の
耐
久
性
に

貢
献
す
る
。
美
的
な
価
値
は
一
様
で
な
い
。
工
芸
の
場
合
、そ
の
美
的
価
値
に
は
、

例
え
ば
、
自
然
素
材
を
使
う
こ
と
、
手
工
的
仕
事
で
あ
る
こ
と
、
歴
史
性
や
地
域

性
が
あ
る
こ
と
、な
ど
が
含
ま
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
諸
価
値
を
重
視
す
る
こ
と
は
、

世
界
に
対
し
独
特
の
世
界
性
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
そ
れ
は
我
々
に
、
多
様

な
自
然
を
意
識
さ
せ
、
材
料
を
枯
渇
さ
せ
な
い
自
然
と
の
共
生
方
法
を
、
工
夫
さ

せ
る
。
ホ
モ
・
フ
ァ
ベ
ル
の
動
く
体
に
意
義
を
認
め
、
身
体
的
な
も
の
に
敬
意
を

払
わ
せ
る
。
我
々
の
存
在
が
、
歴
史
性
・
場
所
性
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
こ

と
に
対
す
る
具
体
的
想
像
力
を
刺
激
さ
せ
る
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
要
塞
の
よ
う
な

無
機
的
世
界
性
、
あ
る
い
は
﹁
ス
ク
ラ
ッ
プ
ア
ン
ド
ビ
ル
ド
﹂
の
そ
の
場
し
の
ぎ

の
世
界
性
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
人
間
世
界
の
耐
久
性
は
、
幾
通
り
も
の
実
現
の
仕

方
が
あ
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
我
々
は
、
工
芸
が
実
現
す
る
特
徴
的
な

耐
久
性
・
世
界
性
を
、
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
結
局
、
道
具
に
美

が
あ
る
こ
と
が
そ
れ
だ
け
で
重
要
な
の
で
な
く
、
我
々
が
ど
の
よ
う
な
人
間
的
価

0

0

0

0

0

0

0

0

0

値
に
意
味
を
見
出
す
の
か
、

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ま
た
人
間
の
棲
み
処
と
し
て
の
世
界
の
耐
久
性
を
ど

0

0

0

0

0

0

0

0

の
よ
う
な
か
た
ち
で
実
現
さ
せ
た
い
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
っ
た
選
択
の
自
覚
や
吟
味
が
改

め
て
重
要
と
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

【
注
】

︵
1
︶﹁
永
続
性
﹂﹁
安
定
性
﹂﹁
固
さ
﹂
に
対
応
す
る
原
語
は
そ
れ
ぞ
れ
、＂perm

anence＂,  
＂stability＂, ＂solidity＂

で
あ
る
。

︵
2
︶
物
の
基
本
的
安
定
が
あ
っ
て
こ
そ
、
他
者
と
共
有
さ
れ
る
共
通
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ

︵cf. H
C

57　

八
六
︶
も
安
定
す
る
。

︵
3
︶
も
し
道
具
の
耐
久
性
が
譲
歩
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
有
用
性
の

要
請
以
外
の
事
情
が
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
耐
久
性
を
落
と
す
こ
と
で
、

購
買
サ
イ
ク
ル
を
早
め
よ
う
と
す
る
社
会
経
済
的
合
理
性
な
ど
。

︵
4
︶﹁
世
界
の
標
準
で
あ
る
有
用
性
と
美
︵H

C
152　

二
四
二
︶﹂
―
―
物
を
測
る
視
点
を
、

こ
の
二
つ
に
分
け
る
姿
勢
は
、
他
の
論
者
に
も
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば

W
illiam

 M
orris

の
次
の
言
葉
に
も
、
有
用
性
と
美
の
二
つ
の
基
準
が
あ
る
―
―
﹁
有

用useful

で
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
美
し
いbeautiful

と
思
わ
な
い
も
の
を
、
家
に

置
い
て
は
な
ら
な
い
。﹂

︵
5
︶
こ
こ
で
ア
レ
ン
ト
は
、
有
用
性
と
美
を
分
け
て
考
え
る
。
芸
術
を
何
ら
か
の
有
用
性

に
還
元
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
つ
い
て
は
、
ア
レ
ン
ト
は
そ
れ
を
退
け
る
︵B

PF205

　

 

二
八
〇
︲
二
八
一
︶。

︵
6
︶
次
の
箇
所
も
、
同
じ
趣
旨
で
あ
る
―
―
﹁
芸
術
作
品
は
［
⋮
⋮
］
一
切
の
事
物
の
う

ち
で
最
高
の
世
界
性
を
具
え
て
い
る
。︵B

PF206　

二
八
二
︶。﹂

︵
7
︶
た
だ
、
勝
手
に
︵
あ
る
い
は
偶
然
に
︶
で
き
た
も
の
を
、
芸
術
作
品
と
見
立
て
る
こ

と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
﹁
自
然
の
芸
術
﹂
な
ど
と
言
う
場
合
︵
雪
の
結
晶
な
ど
︶。

そ
こ
に
は
主
体
と
し
て
の
制
作
者

0

0

0

は
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
製
作
者
の
思
考
も
あ
り
え

な
い
。
そ
の
よ
う
な
﹁
芸
術
﹂
は
、
こ
こ
で
は
い
っ
た
ん
脇
に
置
く
こ
と
に
す
る
。

︵
8
︶﹁
第
四
﹂
と
は
、重
要
さ
の
順
位
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。
ア
レ
ン
ト
は
、思
考
は
﹁
人

間
が
も
っ
て
い
る
最
高
の
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
最
も
純
粋
な
活
動
力
︵H

C
5　

一
六
︶﹂
と
述
べ
る
。

︵
9
︶
物
化
の
過
程
で
は
、﹁
い
か
に
﹂
物
化
す
る
か
の
技
術
的
な
試
行
錯
誤
を
伴
っ
て
作
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業
が
進
む
だ
ろ
う
。
し
か
し
意
味
を
求
め
て
現
象
世
界
か
ら
退
き
こ
も
っ
て
行
わ
れ

る
自
己
対
話
が
思
考
な
ら
︵cf. LM

︶、
そ
う
い
っ
た
試
行
錯
誤
も
、
ア
レ
ン
ト
の
意

味
で
の
思
考
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

︵
10
︶
一
九
六
五
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
﹁
道
徳
哲
学
の
い
く
つ
か
の
問
題
﹂︵R

J

所
収
︶、

お
よ
び
一
九
七
〇
年
の
﹁
カ
ン
ト
政
治
哲
学
の
講
義
﹂︵K

PP

所
収
︶。

︵
11
︶
美
し
い
も
の
は
場
合
に
よ
っ
て
、
美
し
い
が
故
に

0

0

0

0

0

0

不
快
を
起
こ
し
う
る
が
︵
例
え
ば

嫉
妬
に
お
い
て
︶、
そ
れ
ら
は
美
し
さ
の
メ
タ
的
現
象
と
思
わ
れ
る
も
の
で
、
こ
こ
で

は
考
慮
し
な
い
。

︵
12
︶
ア
レ
ン
ト
は＂w

oo＂, ＂court＂ 

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
︵K

PP72　

一
一
一
︶。

︵
13
︶
カ
ン
ト
の
﹃
判
断
力
批
判
﹄
か
ら
の
ア
レ
ン
ト
の
引
用
の
一
部
を
、
以
下
に
掲
げ
て

お
く
。
共
通
感
覚
と
は
﹁［
⋮
⋮
］
反
省
に
お
い
て
他
の
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
表
象
の
仕

方
を
思
想
の
う
ち
で
︵
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
︶
顧
慮
す
る
よ
う
な
判
定
能
力
で
あ
る
。

［
⋮
⋮
］
こ
の
こ
と
は
［
⋮
⋮
］
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
立
場
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

な
さ
れ
る
︵K

PP71　

一
〇
八
︶。﹂

︵
14
︶
対
象
へ
の
釘
付
け
に
よ
っ
て
当
面
の
私
的
な
利
害
的
関
心
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
し
て

も
、
解
放
は
そ
れ
だ
け
で
他
人
の
立
場
を
考
慮
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
だ
ろ
う
か
。

︵
15
︶
ア
レ
ン
ト
は
︵
伝
統
に
従
っ
て
︶、美
味
し
さtaste

の
感
覚
は
、他
者
を
考
慮
し
な
い
、

単
な
る
私
的
好
みtaste

と
考
え
る
︵
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
味
を
美
的
判
断
か

ら
区
別
す
る
︶
よ
う
だ
が
︵R

J140　

一
六
四
︶、
そ
れ
は
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。﹁
美

味
し
さ
﹂
に
も
訓
練
が
あ
り
、
少
な
か
ら
ず

0

0

0

0

0

、
共
通
感
覚
的
な
文
化
的
規
範
が
含
ま

れ
る
よ
う
に
思
う
。
日
本
語
が
、
お
い
し
さ
を
﹁
味
の
美
し
さ
﹂
と
書
く
こ
と
は
示

唆
的
で
あ
る
。

︵
16
︶
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
人
間
の
生
物
学
的
特
性
や
文
化
的
学
習
に
基
盤
を
持
つ
、
偶
然

的
な
普
遍
性
だ
ろ
う
。

︵
17
︶
芸
術
家
を
工
作
人
に
含
む
と
い
う
考
え
は
、
奇
抜
な
も
の
で
は
な
い
。
芸
術
家
の
意

味
で
の＂artist＂ 

は
そ
も
そ
も
、
工
作
人
の
﹁
技ars

﹂
に
由
来
す
る
。

︵
18
︶﹁
製
作
の
実
際
の
仕
事
は
、
対
象
を
作
り
上
げ
る
際
に
従
う
べ
き
モ
デ
ル
に
導
か
れ

て
行
わ
れ
る
︵H

C
140　

二
二
九
︶。﹂﹁［
⋮
⋮
］
私
た
ち
は
あ
る
イ
メ
ー
ジ
、
た
と
え

ば
あ
る
ベ
ッ
ド
の
﹁
イ
デ
ア
﹂
を
自
分
の
心
の
眼
の
前
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
な
し

に
ベ
ッ
ド
を
作
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
︵H

C
141　

二
三
〇
︲
二
三
一
︶。﹂

︵
19
︶
そ
こ
で
は
﹁
す
べ
て
が
、
た
だ
望
ま
れ
た
目
的
に
適
合
し
有
益
で
あ
る
か
ど
う
か
と

い
う
観
点
か
ら
の
み
判
断
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
観
点
は
入
っ
て
こ
な
い
︵H

C
153　

二
四
五
︶。﹂

︵
20
︶
ド
イ
ツ
語
は＂G

ängelw
agen＂

で
あ
る
。

︵
21
︶
美
し
さ
に
は
、
道
具
か
ら
余
分
な
性
質
を
削
ぐ
こ
と
で
発
現
し
て
く
る
機
能
美
も
あ

ろ
う
が
、
道
具
の
美
は
勿
論
そ
れ
に
限
ら
な
い
。

︵
22
︶
因
み
に
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
常
に
イ
デ
ア
的
本
質
に
よ
っ
て
概
念
を
説
明

し
よ
う
と
す
る
哲
学
的
伝
統
を
批
判
し
た
の
だ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
事
例
を
与
え
、

﹁
こ
れ
や
、
こ
れ
と
似
た
も
の
が

0

0

0

0

0

0

○
○
で
あ
る
﹂
と
い
う
形
の
説
明
が
適
切
な
―
―
家

族
的
類
似
性
を
持
つ
―
―
概
念
が
あ
る
︵W

ittgenstein 1953  

§66ff.

︶。

︵
23
︶
越
え
る
べ
き
︿
特
定
の
立
場
﹀
と
は
、
例
え
ば
美
術
の
立
場
、
骨
董
鑑
賞
者
の
立
場
、

茶
の
湯
の
立
場
、
な
ど
を
考
え
れ
ば
よ
い
︵
参
考
、
柳
一
九
八
五
、一
五
︲
一
七
︶。

柳
は
、
そ
れ
ら
は
限
定
さ
れ
た
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
基
盤
で
あ
る
生
活
の
世
界

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
降
り
立
つ
こ
と
が
、
そ
れ
ら
を
越
え
た
よ
り
広
い
立
場
に
立
つ
こ
と
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
考
え

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

︵
24
︶
挿
絵
は
図
案
化
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
具
体
物
の
図
で
あ
り
、
具

体
的
な
道
具
を
指
示
し
、
彷
彿
さ
せ
る
。

【
引
用
文
献
】

　

※
引
用
の
際
、
ア
レ
ン
ト
の
著
書
は
、
略
号
を
用
い
て
示
し
た
。
略
号
に
続
く
ア
ラ
ビ

ア
数
字
は
原
書
の
、
漢
数
字
は
邦
訳
書
の
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。
邦
訳
引
用
時
に
は
、
原

書
参
照
の
う
え
、
訳
に
若
干
の
変
更
を
加
え
た
箇
所
が
あ
る
。
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Summary

The Beauty of Craftworks – Arendt and Use Objects

Ken MARUTA

　In order to examine the significance of artifacts for human beings, this article explores Hannah Arendt＇s 
notion of “work” from the aesthetic perspective.
　According to Arendt, the work carried out by the homo faber gives the world relative durability or 
solidity, and his/her artifacts are divided into two kinds, i.e., use objects and works of art. But these two 
kinds cannot sharply be distinguished by the contrast of “utility vs beauty” because beauty can also reside 
in use objects. In preparation for treating as an issue the beauty of use objects, I will first survey Arendt＇s 
views on the works of art, fragmented over various places in her writings. The ultimate ground of beauty 
can be found in the sensus communis, the sense “which fits us into a community with others＂, and this 
observation should apply to the beauty of use objects. In addition, the paradigmatic role of examples in the 
aesthetic judgment will be touched upon. After giving an interpretation to Arendt＇s view on artifacts, I will 
consider its point of contact to the theory of mingei （folk crafts） of Yanagi Muneyoshi. That beauty resides 
in mundane use objects is particularly stressed for the traditional tools called mingei crafts. The article ends 
with a short examination of how use objects such as mingei crafts can contribute in its distinctive way to 
the durability of the world and, hence, the identity of human beings.
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