
心
理
的
葛
藤
の
知
的
解
決
と
美
的
解
決
―
―
死
を
巡
る
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
比
較
考
察 

 

秋
丸 

知
貴 

 

上
智
大
学
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
特
別
研
究
員
の
秋
丸
知
貴
と
申
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
宜

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

本
発
表
で
は
、
私
が
専
攻
す
る
芸
術
学
と
死
生
学
の
境
界
領
域
と
し
て
、
芸
術
に
関
連
す

る
日
本
と
西
洋
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
差
異
の
問
題
を
、
比
較
文
明
学
的
観
点
か
ら
考
察
し
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

１ 

詩
歌
に
よ
る
個
人
内
面
に
お
け
る
葛
藤
の
解
決 

 

さ
て
、
哲
学
者
の
唐
木
順
三
は
、
戦
後
間
も
な
い1

9
5

0

（
昭
和2

5

）
年
に
『
自
殺
に
つ
い

て
』
と
い
う
小
さ
い
本
を
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
本
は
、
北
村
透
谷
、
有
島
武
郎
、
芥
川
龍

之
介
、
太
宰
治
等
の
近
代
日
本
の
代
表
的
な
自
殺
者
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
近
代
「
日
本
に

お
け
る
自
殺
の
特
殊
性
、
自
殺
に
ま
で
導
い
た
原
因
の
特
殊
性
を
探
」
る
も
の
で
し
た
。
つ

ま
り
、
そ
の
特
殊
性
と
は
、
古
来
感
性
的
で
情
緒
的
な
集
団
主
義
の
強
い
日
本
で
は
、
明
治

以
後
に
西
洋
型
の
理
性
的
で
合
理
的
な
個
人
主
義
の
受
容
に
努
め
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
受

け
入
れ
る
社
会
が
ま
だ
成
熟
し
て
い
な
い
た
め
、
な
ま
じ
先
進
的
で
非
妥
協
的
な
理
知
的
個

人
主
義
者
ほ
ど
「
思
想
と
感
覚
の
乖
離
に
苦
し
ん
だ
は
て
に
自
ら
を
殺
し
」
や
す
い
と
い
う

問
題
で
す
。
こ
の
傾
向
を
、
唐
木
自
身
は
「
感
覚
の
野
蕃
化
と
、
思
想
の
未
成
熟
」
と
批
判

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
戦
前
・
戦
中
の
情
緒
的
・
非
合
理
的
な
集
団
主
義
や
精
神
主
義
の

マ
イ
ナ
ス
面
を
反
省
し
、
日
本
の
文
化
的
伝
統
を
生
か
し
つ
つ
、
西
洋
型
の
理
性
的
で
自
立

的
な
個
人
主
義
や
合
理
主
義
を
育
む
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
と
い
う
当
時
の
時
代
的
課

題
と
真
剣
に
向
き
合
う
試
み
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。 

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
唐
木
が
そ
の
議
論
の
前
段
階
と
し
て
、
日
本
の
戦
没
学
生
の
手

記
で
あ
る
『
き
け
わ
だ
つ
み
の
こ
え
』
と
、『
ド
イ
ツ
戦
歿
学
生
の
手
紙
』
の
内
容
を
比
較
し

て
、
日
本
と
西
洋
の
死
に
臨
む
姿
勢
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
問
題
で
す
。
つ

ま
り
、
唐
木
は
、
ド
イ
ツ
の
戦
没
学
生
達
が
死
を
目
前
に
し
て
自
ら
の
内
面
を
明
確
に
言
語

化
し
思
想
化
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
の
戦
没
学
生
達
は
最
後
は
言
葉

も
思
想
も
曖
昧
に
な
り
、「
言
葉
を
極
度
に
節
約
す
る
俳
句
、
短
歌
」
に
流
れ
る
傾
向
が
あ
る

と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
「
思
想
が
思
想
の
厳
格
性
を
最
後
ま
で
維
持
で
き
ず
に
、

叙
情
に
流
れ
て
し
ま
ふ
」
こ
と
、「
十
七
文
字
や
三
十
一
文
字
を
つ
づ
る
こ
と
に
よ
つ
て
思
索

の
線
を
た
ち
き
り
、
自
己
を
そ
こ
へ
放
棄
し
て
し
ま
ふ
こ
と
」
に
、「
我
々
の
國
民
に
だ
け
見

ら
れ
る
よ
う
な
一
種
の
特
殊
性
」
を
見
て
い
ま
す
。 

 



こ
の
唐
木
が
指
摘
し
た
、
死
に
臨
む
姿
勢
に
お
け
る
西
洋
と
日
本
の
「
論
理
と
脱
論
理
」

の
差
異
に
着
目
し
た
の
が
、
宗
教
学
者
の
山
折
哲
雄
で
す
。
山
折
は
、2

0
1
3

（
平
成2

5

）
年

の
『
わ
た
し
が
死
に
つ
い
て
語
る
な
ら
』
等
の
複
数
の
著
作
で
、
唐
木
の
議
論
を
援
用
し
て
、

同
じ
く
『
き
け
わ
だ
つ
み
の
こ
え
』
と
『
ド
イ
ツ
戦
歿
学
生
の
手
紙
』
を
比
較
考
察
し
て
い

ま
す
。 

山
折
も
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
戦
没
学
生
達
は
、
理
不
尽
な
戦
争
と
死
の
意
味
を
ど
こ
ま
で
も

理
詰
め
で
考
え
る
傾
向
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
殺
人
は
善
悪
の
問
題
で
い
え
ば

明
ら
か
に
悪
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
争
で
は
相
手
を
殺
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
相
手

に
よ
り
自
分
が
殺
さ
れ
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
れ
で
も
自
分
は
何
の
た
め
に
戦
う
の
か
、
何
の

た
め
に
殺
す
の
か
、
何
の
た
め
に
死
ぬ
の
か
、
そ
れ
は
国
の
た
め
な
の
か
、
家
族
の
た
め
な

の
か
、
自
分
の
た
め
な
の
か
な
ど
、
そ
の
解
答
を
最
後
の
最
後
ま
で
論
理
的
に
思
考
し
、
言

語
化
し
、
は
っ
き
り
と
意
志
表
明
し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。 

こ
れ
に
対
し
、
山
折
は
、
日
本
の
戦
没
学
生
達
は
、
同
様
に
真
剣
に
理
不
尽
な
戦
争
と
死

の
意
味
を
考
え
な
が
ら
、「
死
の
最
後
の
場
面
で
は
自
己
の
思
索
の
追
究
を
中
断
し
、
い
っ
さ

い
の
言
挙
げ
を
あ
き
ら
め
て
」、
詩
歌
を
詠
ん
で
「
死
を
受
け
入
れ
よ
う
」
と
す
る
傾
向
が
あ

る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
遺
言
と
も
い
う
べ
き
「
短
歌
を
つ
く
り
、
い
わ
ば

そ
の
短
歌
的
叙
情
の
中
に
、
自
分
の
論
理
的
な
懐
疑
あ
る
い
は
哲
学
的
な
苦
闘
の
跡
を
、
す

べ
て
溶
か
し
込
」
み
、
「
自
分
の
死
を
い
わ
ば
超
越
的
に
意
味
づ
け
」
る
こ
と
に
よ
り
、
「
あ

る
種
安
心
立
命
の
境
地
に
達
す
る
こ
と
」
を
目
指
す
も
の
だ
と
し
て
い
ま
す
。
言
い
換
え
れ

ば
、
こ
れ
は
「
極
限
状
況
に
お
け
る
思
想
と
感
情
の
乖
離
と
い
う
事
態
を
、
い
わ
ば
感
情
表

現
の
過
大
な
拡
大
（
＝
短
歌
的
叙
情
）
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
よ
う
と
」
す
る
姿
勢
と
も
言
え

ま
す
。 

山
折
は
、
こ
う
し
た
死
に
際
し
て
短
歌
に
全
て
を
託
す
脱
論
理
的
な
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
が
日

本
で
は
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、『
平
家
物
語
』
で
源
三
位

げ
ん
ざ
ん
み

頼
政
が
切

腹
を
前
に
辞
世
の
句
を
詠
む
場
面
を
引
用
し
て
い
ま
す
。 

 

埋
も
れ
木
の 

花
咲
く
こ
と
も 

な
か
り
し
に 

身
の
な
る
果
て
は 

あ
は
れ
な
り
け
る 

 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
源
頼
政
は
、
平
家
全
盛
の
時
代
に
源
氏
と
し
て
は
例
外
的

に
従
三
位

じ
ゅ
さ
ん
み

ま
で
出
世
し
た
武
士
で
し
た
。
し
か
し
、
結
局
は
政
争
に
敗
れ
、
い
ざ
切
腹
と
い

う
場
面
で
、
報
わ
れ
な
か
っ
た
自
分
の
人
生
を
花
の
咲
か
な
い
埋
も
れ
木
に
喩
え
て
詠
ん
だ

短
歌
が
こ
の
辞
世
の
句
に
な
り
ま
す
。 

こ
の
句
に
つ
い
て
、
山
折
は
、「
和
歌
を
詠
ん
で
自
分
の
一
生
を
要
約
し
、
そ
の
あ
と
切
腹

し
て
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
世
の
善
悪
の
枠
組
み
を
乗
り
越
え
て
別
世
界
に
赴
く
と
い



う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
の
一
つ
の
精
神
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
装
置
と
し
て
、
和
歌
が

機
能
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
和
歌
を
詠

む
の
も
、
念
仏
を
唱
え
る
の
も
、
も
し
か
す
る
と
死
の
不
安
か
ら
逃
れ
、
死
の
恐
怖
を
緩
和

す
る
た
め
の
作
法
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
す
る
訳
で
す
。 

山
折
は
、
な
ぜ
短
歌
が
「
死
の
恐
怖
を
乗
り
こ
え
る
バ
ネ
に
な
」
る
の
か
と
い
う
理
由
に

つ
い
て
、
そ
こ
に
は
「
叙
情
の
リ
ズ
ム
」
が
あ
る
か
ら
だ
と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
古
典

中
の
古
典
と
い
う
べ
き
『
万
葉
集
』
に
萌
芽
が
見
ら
れ
る
日
本
の
詩
歌
の
リ
ズ
ム
は
「
五
七

調
、
七
五
調
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
同
時
に
わ
れ
わ
れ
の
呼
吸
の
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
生
命
の

リ
ズ
ム
」
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
、「
短
歌
の
叙
情
の
リ
ズ
ム
に
身
を
ま
か
せ
」

る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
大
自
然
の
中
に
安
ら
い
つ
つ
「
自
己
を
解
消
さ
せ
」
る
こ
と
に
つ

な
が
る
と
言
え
ま
す
。
そ
し
て
、
短
歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、「
死
を
前
に
し
た
学
徒
た
ち

は
、
か
つ
て
の
万
葉
人
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
世
か
ら
あ
の
世
へ
の
道
を
た
ど
る
こ
と

が
で
き
る
、
死
の
不
安
と
恐
怖
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
無
意
識
の
う
ち
に
直
感
し

た
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。 

 

実
は
、
こ
れ
ら
と
同
様
の
議
論
を
、
文
学
者
の
小
泉
八
雲
こ
と
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン

が
、
既
に1

0
0

年
以
上
前
の1

8
9
9

（
明
治3

2

）
年
に
、「
小
さ
な
詩
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
い
う
「
小
さ
な
詩
」
と
は
、
短
歌
の
こ
と
で
す
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ

の
中
で
、
ハ
ー
ン
は
、
日
本
で
は
短
歌
を
詠
む
こ
と
は
、
単
な
る
余
興
や
道
楽
で
は
な
く
、

倫
理
の
追
求
、
そ
れ
も
、
理
性
・
論
理
に
よ
る
倫
理
の
追
求
と
は
異
な
る
、
感
性
・
美
に
よ

る
真
剣
な
倫
理
の
追
求
と
い
う
側
面
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
本
に
お
け

る
短
歌
は
、
理
不
尽
な
不
幸
や
死
に
対
す
る
自
制
心
を
示
す
性
格
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
精

神
的
な
気
丈
さ
や
高
潔
さ
の
証
明
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
ま
す
。 

 

第
一
の
奇
妙
な
事
実
は
、
極
の
昔
時
か
ら
し
て
、
短
い
歌
を
作
る
と
い
う
事
は
日
本
で
は

唯
だ
の
文
藝
と
し
て
よ
り
も
、
道
徳
上
の
義
務
と
し
て
の
方
が
余
計
な
ぐ
ら
い
に
、
実
行
さ

れ
て
来
た
っ
て
居
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
昔
時
の
倫
理
の
教
は
幾
分
斯
う
い
っ
た
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
「
お
前
は
非
常
に
腹
が
立
っ
て
居
る
の
か
。
不
親
切
な
事
は
何
も

口
に
出
さ
ず
に
、
歌
を
作
れ
。
お
前
の
最
愛
の
人
が
亡
く
な
っ
た
の
か
。
無
益
な
悲
嘆
に
従

わ
ず
に
、
歌
を
作
っ
て
心
を
和
ら
げ
る
よ
う
に
せ
よ
。
お
前
は
、
あ
ん
な
に
も
多
く
の
事
を

仕
終
え
ず
に
残
し
て
死
の
う
と
し
て
居
る
と
い
う
の
で
心
を
悩
ま
せ
て
居
る
の
か
、
心
を

雄
々
し
く
し
て
、
死
ぬ
る
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
を
作
れ
。
ど
ん
な
不
法
や
ど
ん
な
不
幸
が
お
前

の
心
を
撹
き
乱
し
て
も
、
出
来
る
だ
け
早
く
お
前
の
憤
慨
な
り
お
前
の
愁
傷
な
り
を
棄
て
て
、

道
徳
の
訓
練
と
し
て
、
真
面
目
な
そ
し
て
高
雅
な
歌
を
い
く
つ
か
作
れ
」
。
だ
か
ら
し
て
、

昔
時
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
心
痛
は
、
そ
れ
ぞ
れ
歌
に
遭
遇
し
た
。
死
別
、
別
離
、
災
難
は
、

哀
哭
を
喚
ば
ず
し
て
詩
歌
を
喚
ん
だ
。
貞
操
を
失
わ
ん
よ
り
は
死
を
と
欲
し
た
淑
女
は
、
己



が
喉
を
刺
す
前
に
歌
を
作
っ
た
。
己
が
手
で
死
ね
と
申
し
渡
さ
れ
た
サ
ム
ラ
イ
は
、
ハ
ラ
キ

リ
を
す
る
前
に
歌
を
書
い
た
。
こ
の
明
治
の
浪
漫
的
な
ら
ざ
る
世
に
於
て
す
ら
、
自
殺
を
決

心
し
た
若
人
は
、
こ
の
世
を
去
る
前
に
歌
を
作
る
が
習
慣
に
な
っ
て
居
る
。
ま
た
不
運
な
時

に
歌
を
詠
む
と
い
う
こ
と
は
、
今
な
お
立
派
に
行
わ
れ
て
居
る
。
自
分
は
、
困
窮
或
は
苦
痛

の
最
も
堪
え
難
い
境
遇
の
下
に
在
っ
て―

―

否
、
死
の
床
の
上
に
在
っ
て
す
ら―

―

歌
が
書

か
れ
た
の
を
屡
々
見
聞
き
し
た
。
そ
の
歌
は
、
仮
令
や
何
等
異
常
な
る
才
能
を
示
し
は
し
な

か
っ
た
に
し
て
も
、
少
く
と
も
苦
痛
の
下
に
在
っ
て
の
自
制
の
異
常
な
実
証
を
提
供
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。…

…

確
か
に
倫
理
的
実
習
と
し
て
歌
を
作
る
と
い
う
こ
の
事
実
は
、
日
本
の

作
詩
作
歌
の
法
則
に
就
い
て
こ
れ
ま
で
書
か
れ
た
一
切
の
論
説
よ
り
も
一
層
大
な
る
興
味

あ
る
も
の
で
あ
る
。 

 
 

 

こ
こ
で
考
察
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
は
短
歌
を
詠
む
こ
と
に
は
負
の
感
情
を
浄
化
す
る
作
用

が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
別
の
表
現
で
は
「
心
理
的
葛
藤
の
解
消
」

と
言
い
換
え
ら
れ
ま
す
。 

議
論
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
心
理
学
者
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分

析
の
用
語
を
用
い
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

ま
ず
、
フ
ロ
イ
ト
は

1
9

1
7

（
大
正

6

）
年
の
『
精
神
分
析
入
門
』
等
で
、
人
は
常
に
快
感

原
則
に
基
づ
く
欲
動
や
欲
望
に
衝
き
動
か
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
動
か
し
が
た
い

現
実
、
絶
対
に
変
え
ら
れ
な
い
現
実
、
そ
う
し
た
厳
し
い
現
実
原
則
に
否
定
さ
れ
る
と
、
欲

求
不
満
（
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
）
が
生
じ
る
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
心
理
的
葛

藤
が
意
識
の
レ
ベ
ル
か
ら
無
意
識
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
抑
圧
さ
れ
る
と
、
神
経
症
や
精
神
病
な

ど
の
精
神
異
常
を
引
き
起
こ
す
原
因
に
な
る
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
こ
の
無
意
識
の
中
に
抑

圧
さ
れ
た
屈
折
し
た
感
情
や
記
憶
を
意
識
化
す
る
こ
と
で
症
状
が
改
善
・
解
消
す
る
こ
と
を
、

フ
ロ
イ
ト
は
「
カ
タ
ル
シ
ス
効
果
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。 

こ
の
「
カ
タ
ル
シ
ス
効
果
」
に
お
け
る
無
意
識
の
意
識
化
に
は
、
大
き
く
分
け
て
言
語
的

な
も
の
と
非
言
語
的
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
理
性
を
尊
重
す
る
フ
ロ
イ
ト
自
身
は
、
言
葉
に

よ
る
言
語
的
・
概
念
的
な
「
カ
タ
ル
シ
ス
効
果
」
を
重
視
し
て
い
ま
す
が
、
非
言
語
的
な
も

の
で
あ
る
感
性
的
な
視
覚
的
造
形
や
聴
覚
的
音
楽
で
も
や
は
り
「
カ
タ
ル
シ
ス
効
果
」
が
生

じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

こ
の
場
合
、
短
歌
や
俳
句
は
、
理
性
的
言
語
と
感
性
的
音
楽
の
中
間
あ
る
い
は
複
合
に
当

た
り
ま
す
。
そ
れ
も
、
た
だ
単
に
散
文
に
抑
揚
を
付
け
る
の
で
は
な
く
、
「
短
い
定
型
」
に

凝
縮
す
る
と
い
う
点
で
、
む
し
ろ
非
言
語
的
な
「
カ
タ
ル
シ
ス
効
果
」
が
大
き
い
と
言
え
ま

す
。 つ

ま
り
、
ま
ず
理
性
的
な
言
語
に
よ
る
抑
圧
さ
れ
た
無
意
識
の
意
識
化
に
よ
り
、
フ
ラ
ス

ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
解
消
に
よ
る
快
感
情
が
生
じ
ま
す
。
ま
た
、
そ
こ
で
言
語
が
極
端
に
圧
縮

さ
れ
切
り
詰
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
言
語
的
抑
圧
か
ら
の
脱
却
と
い
う
詩
的
な
快
感
情
が
生



ま
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
五
・
七
・
五
や
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
い
う
定
型
的
リ
ズ

ム
に
一
致
す
る
こ
と
に
よ
り
音
楽
的
な
快
感
情
も
成
立
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
快
感

情
を
「
癒
し
」
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
短
歌
や
俳
句
を
詠
む
こ
と
に
は
ま
ず
個
人
の
内
面
に
お

い
て
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
三
重
の
ヒ
ー
リ
ン
グ
効
果
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。 

こ
れ
に
加
え
て
、
フ
ロ
イ
ト
は1

9
0
8

（
明
治4

1

）
年
の
「
詩
人
と
空
想
す
る
こ
と
」
な
ど

で
、
芸
術
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
ヒ
ー
リ
ン
グ
効
果
を
論
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
他
者
か

ら
の
賞
賛
に
よ
る
自
己
愛
の
増
大
が
も
た
ら
す
快
感
情
で
す
。
つ
ま
り
、
フ
ロ
イ
ト
は
、
叶

え
ら
れ
な
い
願
望
が
妄
想
の
形
で
現
れ
る
の
は
退
行
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
妄
想
を
他
人

が
受
け
入
れ
や
す
い
洗
練
さ
れ
た
空
想
と
い
う
形
で
表
現
す
る
の
が
芸
術
作
品
で
あ
り
、
そ

れ
を
創
造
す
る
能
力
に
秀
で
て
い
る
人
間
が
芸
術
家
と
呼
ば
れ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
こ
の
芸
術
家
の
典
型
が
詩
人
で
あ
り
、
詩
人
は
空
想
の
一
形
式
で
あ
る
詩
の
形
で
自
ら

の
願
望
を
達
成
し
て
自
分
自
身
を
癒
す
と
共
に
、
他
者
か
ら
賞
賛
を
受
け
る
こ
と
で
満
足
も

得
る
と
論
じ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
作
品
の
創
造
に
は
、
自
ら
の
内
面
的
葛
藤
を
社

会
的
に
価
値
あ
る
業
績
へ
の
原
動
力
に
転
換
し
て
解
消
す
る
「
昇
華
」
と
い
う
機
能
が
あ
る

と
し
て
い
ま
す
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
短
歌
や
俳
句
を
詠
む
こ
と
に
は
、
個
人
の
内
面
的
な
三
重
の
ヒ
ー

リ
ン
グ
効
果
に
加
え
て
、
対
人
的
・
社
会
的
な
賞
賛
に
よ
る
自
己
肯
定
感
の
増
大
の
快
感
情

と
い
う
四
つ
目
の
ヒ
ー
リ
ン
グ
効
果
も
あ
る
と
い
え
ま
す
。 

こ
の
短
歌
や
俳
句
に
お
け
る
四
重
の
ヒ
ー
リ
ン
グ
効
果
は
、
唐
木
も
山
折
も
ハ
ー
ン
も
明

確
に
分
析
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
『
き
け
わ
だ
つ
み
の
こ
え
』
と
『
ド
イ
ツ
戦
歿
学
生

の
手
紙
』
を
比
較
す
る
と
よ
り
明
確
に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

す
な
わ
ち
、
ま
ず
日
本
の
戦
没
学
生
達
の
場
合
は
、
最
後
に
短
歌
を
詠
む
こ
と
で
十
全
で

は
な
い
に
し
て
も
あ
る
程
度
の
心
の
安
定
を
得
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
次
の

句
な
ど
が
そ
う
で
す
。 

 

月
も
日
も 

流
し
や
り
け
り 

春
の
潮 

 

指
を
か
み 

涙
流
し
て 

遙
か
な
る 

父
母
に
祈
り
ぬ 

さ
ら
ば
さ
ら
ば
と 

 

眼
を
閉
ぢ
て 

母
を
偲
べ
ば 

幼
な
日
の 

懐
し
面
影 

消
ゆ
る
時
な
し 

 

お
の
の
き
も 

悲
し
み
も
な
し 

絞
首
台 

母
の
笑
顔
を 

い
だ
き
て
ゆ
か
む 

 

こ
れ
ら
に
は
、
ま
ず
抑
圧
さ
れ
た
自
己
の
内
面
を
言
語
化
す
る
と
い
う
理
性
的
な
快
感
情

が
読
み
取
れ
ま
す
。
し
か
し
、
む
し
ろ
こ
こ
で
は
そ
れ
以
上
に
、
言
葉
で
は
答
え
が
得
ら
れ

な
い
苦
悩
を
逆
に
言
葉
を
極
端
に
縮
減
す
る
こ
と
に
よ
り
脱
却
し
、
抑
圧
さ
れ
た
自
己
の
内



面
を
単
な
る
説
明
を
越
え
て
情
緒
的
に
象
徴
化
す
る
と
い
う
感
性
的
な
快
感
情
が
看
取
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、
そ
の
両
者
が
音
楽
的
な
定
型
リ
ズ
ム
に
お
い
て
ピ
タ
リ
と
一
致
す
る
と
い
う

感
性
的
な
快
感
情
も
感
受
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
も
し
こ
れ
ら
の
短
歌
の
作
者
が
、
生
き
て

他
者
か
ら
の
賞
賛
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
健
全
な
自
己
愛
の
満
足

と
い
う
第
四
の
快
感
情
も
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
。 

こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
の
戦
没
学
生
達
の
場
合
は
、
最
後
ま
で
言
語
や
概
念
に
よ
る
救
済

を
求
め
る
傾
向
が
強
い
と
い
え
ま
す
。
そ
の
場
合
、
特
に
言
及
が
顕
著
な
の
は
聖
書
の
言
葉

で
す
。
実
例
を
、
一
つ
引
用
し
ま
し
ょ
う
。 

 

私
た
ち
の
努
力
は
祖
國
に
捧
げ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
私
た
ち
が
一
切
を
賭
し
、
最
後
の
力
ま

で
出
し
切
る
時
初
め
て
勝
利
者
に
な
り
得
る
の
で
す
。
愛
す
る
御
兩
親
様
、
こ
の
子
を
悲
し

ま
な
い
で
、
ヨ
ハ
ネ
傳
福
音
書
の
言
葉
を
思
ひ
出
し
て
下
さ
い
。
「
そ
の
命
を
友
の
爲
に
捧

ぐ
る
よ
り
大
な
る
愛
は
な
し
。
」
又
別
な
ヨ
ハ
ネ
の
言
葉
を
思
ひ
出
し
て
下
さ
い
。
「
な
ん

ぢ
死
に
到
る
ま
で
忠
實
な
れ
、
さ
ら
ば
我
な
ん
ぢ
に
生
命
の
冠
を
與
へ
ん
！
」 

  

こ
こ
で
は
、
信
仰
心
に
裏
付
け
ら
れ
た
、
「
勝
利
」
や
「
愛
」
や
「
友
情
」
や
「
生
命
の

冠
」
と
い
っ
た
、
言
語
に
基
づ
く
抽
象
的
な
概
念
や
観
念
が
苦
悩
を
軽
減
し
、
精
神
的
な
癒

し
と
な
っ
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。 

ま
た
、
ド
イ
ツ
の
戦
没
学
生
達
に
お
い
て
は
、
自
然
美
に
感
性
的
な
癒
し
を
求
め
る
場
合

で
も
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
を
散
文
的
に
言
語
化
す
る
傾
向
が
強
い
で
す
。
少
し
長
い
引
用
で

す
が
、
こ
の
長
さ
が
正
に
短
歌
と
好
対
照
を
示
し
て
い
ま
す
。 

 

あ
ゝ
、
そ
れ
は
私
に
と
つ
て
、
こ
の
上
な
く
素
晴
ら
し
い
答
へ
で
す
。
そ
の
中
か
ら
は
永

遠
な
も
の
が
語
つ
て
ゐ
ま
す
―
―
そ
の
中
か
ら
、
ま
た
森
の
ざ
は
め
き
、
星
の
輝
き
、
遠
い

高
い
雲
の
去
來
、
遙
か
に
雲
の
き
ら
め
く
時
淋
し
い
堤
防
で
歌
ふ
雲
雀
の
歌
、
咲
く
花
、
波

打
つ
穀
物
、
友
達
の
眼
、
そ
れ
ら
の
も
の
の
中
か
ら
、
永
遠
な
も
の
が
語
つ
て
ゐ
ま
す
。
永

遠
や
不
滅
に
関
す
る
ど
ん
な
立
派
な
言
葉
や
思
想
よ
り
も
、
は
て
し
な
く
遙
か
に
純
粹
で
清

淨
で
神
聖
な
永
遠
な
も
の
が
、
非
常
に
純
粹
に
靜
か
に
語
つ
て
ゐ
る
の
で
、
海
の
青
い
色
や

風
の
そ
よ
ぎ
そ
の
も
の
の
中
に
も
、
自
然
の
こ
の
永
遠
な
純
粹
さ
と
清
淨
さ
と
を
感
ず
る
た

め
に
、
人
々
は
靜
か
に
立
止
ま
り
ま
す
―
―
非
常
に
靜
か
に
、
深
い
重
い
考
へ
も
な
く
、
子

供
の
や
う
に
、
す
べ
て
こ
の
偉
大
な
も
の
の
見
事
さ
を
目
を
み
は
つ
て
見
、
驚
い
て
口
を
つ

ぐ
み
な
が
ら
―
― 

  

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
の
は
ご
く
僅
か
な
事
例
で
す
が
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
を
比
較
す
る

な
ら
ば
、
や
は
り
死
に
臨
む
姿
勢
に
お
い
て
西
洋
と
日
本
で
は
「
論
理
と
脱
論
理
」
の
差
異

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
と
思
い
ま
す
。 



 
２ 

詩
歌
に
よ
る
人
間
関
係
に
お
け
る
葛
藤
の
解
決 

  

こ
う
し
た
日
本
の
詩
歌
に
よ
る
個
人
の
内
面
に
お
け
る
心
理
的
葛
藤
の
解
消
は
、
複
数
の

人
間
関
係
に
お
け
る
心
理
的
葛
藤
の
解
消
に
も
通
じ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
論
理
的
に
は
解

決
で
き
な
い
対
人
関
係
の
難
問
に
一
定
の
心
の
安
定
を
も
た
ら
す
効
果
で
す
。
こ
の
問
題
に

関
連
し
て
、
心
理
学
者
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ヒ
ル
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

日
本
人
は
葛
藤
を
美
的
に
解
決
す
る
手
段
を
持
っ
て
い
る
。
西
洋
人
の
場
合
は
葛
藤
の
解

決
と
言
っ
た
ら
、
も
う
ロ
ジ
ッ
ク
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
日
本
人
は
ロ
ジ
ッ
ク
を

使
わ
ず
に
ち
ゃ
ん
と
美
的
に
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
。 

  

こ
の
ヒ
ル
マ
ン
の
洞
察
を
受
け
て
、
心
理
学
者
の
河
合
隼
雄
は
、1

9
8

4

（
昭
和5

9

）
年
の

エ
ラ
ノ
ス
会
議
に
お
け
る
講
演
「
日
本
の
昔
話
に
お
け
る
美
」
等
で
、
日
本
の
伝
統
的
メ
ン

タ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
「
葛
藤
の
美
的
解
決
」
の
問
題
を
論
じ
て
い
ま
す
。 

 

友
人
で
ユ
ン
グ
派
の
分
析
医
で
あ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ヒ
ル
マ
ン
が
、
私
に
「
日
本
人
は
葛

藤
の
美
的
解
決
法
を
知
っ
て
い
る
」
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
対
立
が
生
じ
た
と
き
に
、
ど

ち
ら
が
正
し
い
の
か
を
判
断
す
る
た
め
に
論
議
を
し
た
り
争
っ
た
り
せ
ず
に
、
「
バ
ラ
ン
ス

感
覚
」
で
答
え
を
見
出
す
こ
と
を
指
し
て
、
彼
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
で
あ
る
。
な
る
ほ

ど
よ
く
観
察
し
て
い
る
な
と
感
じ
た
。
善
悪
の
判
断
の
争
い
と
な
る
と
、
時
に
は
そ
れ
は
徹

底
的
な
も
の
に
な
り
、
血
を
見
な
い
と
終
わ
ら
な
い
こ
と
に
も
な
る
。
そ
の
点
、
日
本
人
は

「
美
的
解
決
法
」
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
流
血
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
倫
理
的
決
定
の

際
に
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
そ
れ
を
「
美
的
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。 

  

河
合
は
、
こ
の
対
人
関
係
に
お
け
る
「
葛
藤
の
美
的
解
決
」
の
例
と
し
て
、
『
古
事
記
』

に
お
け
る
ホ
ヲ
リ
ノ
ミ
コ
ト
の
神
話
を
引
用
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
一
般
に
海
幸
彦
・
山

幸
彦
の
話
と
し
て
知
ら
れ
る
物
語
で
、
山
幸
彦
こ
と
ホ
ヲ
リ
ノ
ミ
コ
ト
は
、
魚
に
取
ら
れ
た

釣
り
針
を
探
し
に
行
っ
た
海
の
神
の
宮
殿
で
そ
の
娘
の
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
と
結
婚
し
ま
す
。
問

題
は
、
そ
の
ホ
ヲ
リ
ノ
ミ
コ
ト
が
陸
に
帰
っ
て
き
た
後
、
絶
対
に
見
な
い
で
ほ
し
い
と
禁
止

さ
れ
て
い
た
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
の
出
産
を
覗
き
見
し
て
そ
の
正
体
が
大
鰐
で
あ
る
こ
と
を
目
撃

し
、
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
が
「
心
恥
（
う
ら
は
）
づ
か
し
」
と
傷
つ
い
て
海
の
中
の
実
家
に
帰
っ

て
し
ま
っ
た
場
面
で
す
。
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
は
夫
の
ホ
ヲ
リ
ノ
ミ
コ
ト
を
「
恨
み
た
ま
」
う
け

れ
ど
も
、
「
恋
し
き
心
に
忍
び
ず
て
」
、
自
分
が
詠
ん
だ
短
歌
を
妹
に
持
た
せ
て
ホ
ヲ
リ
ノ

ミ
コ
ト
に
送
っ
て
き
ま
す
。 

 



 
赤
玉

あ
か
だ
ま

は 

緒 を

さ
へ
光
れ
ど 

白
玉

し
ら
た
ま

の 

君
が
装

よ
そ
ひ

し 

貴
く
あ
り
け
り 

  

こ
れ
に
対
し
、
ホ
ヲ
リ
ノ
ミ
コ
ト
も
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
に
次
の
よ
う
な
返
答
の
短
歌
を
贈
り

ま
す
。 

  

沖
つ
鳥 

鴨
著 ど

く
島
に 
我
が
率
寝

ゐ

ね

し 

妹 い
も

は
忘
れ
じ 

世
の
こ
と
ご
と
に 

  

こ
の
二
つ
の
短
歌
は
、
互
い
に
別
れ
を
告
げ
つ
つ
変
わ
ら
ぬ
愛
を
伝
え
る
も
の
だ
と
い
え

ま
す
。
物
語
は
、
こ
れ
で
終
わ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
詩
歌
の
交
換
と
い
う
美
的
＝
感
性
的
形

式
に
よ
り
、
人
間
関
係
の
こ
じ
れ
た
問
題
は
根
本
的
に
は
消
滅
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
両

者
の
間
に
妥
協
あ
る
い
は
一
定
の
心
の
安
定
が
も
た
ら
さ
れ
る
訳
で
す
。 

 

こ
れ
は
河
合
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
女
神
ア
ル
テ
ミ
ス
が
覗
き
見
の
禁
を
犯
し
た
ア

ク
タ
イ
オ
ン
を
鹿
に
変
身
さ
せ
猟
犬
に
噛
み
殺
さ
せ
た
と
い
う
『
ギ
リ
シ
ャ
神
話
』
と
比
較

す
れ
ば
、
罪
に
対
し
死
を
与
え
る
ほ
ど
ま
で
に
は
善
悪
の
追
求
が
徹
底
し
て
い
な
い
と
い
え

ま
す
。 

ま
た
、
こ
れ
は
、
禁
断
の
実
を
食
べ
た
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
が
死
す
べ
き
運
命
と
定
め
ら
れ
、

そ
の
子
孫
の
モ
ー
セ
に
命
を
懸
け
て
守
る
べ
き
善
悪
の
規
範
で
あ
る
「
十
戒
」
が
授
け
ら
れ

た
『
旧
約
聖
書
』
と
比
較
す
れ
ば
、
や
は
り
罪
に
対
し
死
を
与
え
る
ほ
ど
ま
で
に
は
善
悪
の

追
求
が
徹
底
し
て
い
な
い
と
い
え
ま
す
。 

こ
の
場
合
、
対
人
関
係
に
お
け
る
倫
理
を
規
定
す
る
も
の
は
、
『
ギ
リ
シ
ャ
神
話
』
や
『
旧

約
聖
書
』
が
善
悪
等
の
抽
象
的
・
論
理
的
な
理
念
だ
と
す
れ
ば
、
『
古
事
記
』
は
よ
り
実
感

的
・
情
緒
的
な
悲
し
み
や
後
悔
等
の
感
情
、
つ
ま
り
美
的
・
感
性
的
な
感
情
で
あ
る
と
い
え

ま
す
。
ち
な
み
に
、
「a

e
s
th

e
tic

（
美
的
）
」
の
元
々
の
意
味
は
「
感
性
的
」
で
す
。 

 

こ
こ
で
ヒ
ル
マ
ン
も
河
合
も
明
確
に
言
語
化
・
概
念
化
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
日
本
の
場
合

を
「
葛
藤
の
美
的
解
決
」
あ
る
い
は
「
葛
藤
の
感
性
的
解
決
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
対
比
的
に
、

西
洋
の
場
合
は
「
葛
藤
の
論
理
的
解
決
」
あ
る
い
は
「
葛
藤
の
知
的
解
決
」
と
呼
ぶ
こ
と
が

で
き
る
と
思
い
ま
す
。 

 

３ 

日
本
に
お
け
る
「
葛
藤
の
美
的
解
決
」
の
思
想
風
土 

  

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
西
洋
と
日
本
で
は
こ
う
し
た
葛
藤
の
「
知
的
解
決
」
と
「
美
的
解
決
」

と
い
う
差
異
が
生
じ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
哲
学
者
の
中
村
雄
二
郎
は
、1

9
6
7

（
昭
和4

2

）
年
の
『
哲
学
入
門
』

で
、
「
日
本
人
の
思
想
態
度
の
『
不
徹
底
性
』
」
と
、
そ
の
裏
表
と
し
て
の
「
日
本
人
の
物



事
に
対
す
る
『
美
的
な
態
度
』
あ
る
い
は
『
美
意
識
』
」
の
優
勢
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て

い
ま
す
。 

 

 

す
で
に
多
く
の
人
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、

そ
の
「
美
的
態
度
」
に
お
い
て
生
活
を
「
芸
術
化
」
す
る
こ
と
に
長
じ
、
短
歌
や
俳
句
な
ど

に
端
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
生
活
の
断
片
、
自
然
の
片
隅
の
う
ち
に
も
芸
術
的
世
界
を
つ

く
り
出
し
、
衣
食
住
の
生
活
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
美
的
フ
ォ
ー
ム
（
か
た
ち
）
が
秩
序
、
、
を

形
づ
く
る
こ
と
を
、
文
化
類
型
（
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
パ
タ
ー
ン
）
上
の
特
色
と
し
て
も
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
日
常
生
活
上
の
判
断
基
準
に
お
い
て
、
「
美
意
識
」
の
支
配
す

る
と
こ
ろ
、
し
ば
し
ば
、
真
偽
や
善
悪
に
対
し
て
「
美
―
醜
」
や
「
潔
白
―
け
が
れ
」
が
優

先
し
、
代
用
す
る
こ
と
に
も
な
る
。 

  

実
際
に
、
中
村
が
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、
思
想
家
の
中
江
兆
民
が
、1

0
0

年
以
上
前
の

1
9

0
1

（
明
治3

4

）
年
に
『
一
年
有
半
』
で
、
日
本
人
の
思
想
態
度
の
不
徹
底
性
を
、
「
わ
が

日
本
、
古
よ
り
今
に
い
た
る
ま
で
哲
学
な
し
」
と
嘆
き
、
日
本
に
お
け
る
「
純
然
た
る
哲
学
」

の
成
立
を
切
望
し
て
い
る
こ
と
は
有
名
で
す
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
正
に
そ
の
兆
民
が
同

じ
『
一
年
有
半
』
の
中
で
、
咽
頭
癌
に
よ
り
死
期
が
迫
る
中
で
、
三
味
線
を
伴
奏
と
す
る
語

り
物
音
楽
の
一
種
で
あ
る
浄
瑠
璃
に
「
大
病
の
身
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
に
い
た
」
る
ほ
ど

活
力
を
得
て
い
る
こ
と
も
ま
た
そ
う
し
た
文
化
類
型
を
示
す
一
つ
の
現
れ
と
い
え
ま
す
。 

  

こ
う
し
た
文
化
類
型
に
つ
い
て
、
河
合
隼
雄
は
、1

9
7
6

（
昭
和5

1

）
年
の
『
母
性
社
会
日

本
の
病
理
』
で
、
西
洋
の
「
父
性
社
会
」
と
東
洋
の
「
母
性
社
会
」
を
比
較
考
察
し
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
西
洋
は
、
「
分
け
る
」
こ
と
を
特
性
と
す
る
「
理
性
」
を
中
心
原
理
と
し
、

主
客
を
分
け
る
こ
と
に
よ
り
「
個
人
」
や
「
自
我
」
を
発
達
さ
せ
、
物
事
を
分
節
す
る
こ
と

に
よ
り
「
言
葉
」
や
「
論
理
」
を
重
視
し
、
合
理
的
判
断
に
よ
り
「
真
偽
」
や
「
善
悪
」
を

尊
重
す
る
傾
向
の
強
い
社
会
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
東
洋
（
日
本
）
は
、
「
包
む
」

こ
と
を
特
性
と
す
る
「
感
性
」
を
中
心
原
理
と
し
、
主
客
を
分
け
な
い
こ
と
に
よ
り
「
場
」

や
「
集
団
」
を
発
達
さ
せ
、
言
挙
げ
し
な
い
こ
と
に
よ
り
「
情
緒
」
や
「
空
気
」
を
重
視
し
、

審
美
的
感
受
に
よ
り
「
美
醜
」
や
「
バ
ラ
ン
ス
」
を
尊
重
す
る
と
い
え
ま
す
。
信
仰
上
は
、

前
者
の
西
洋
で
は
一
神
教
、
後
者
の
東
洋
で
は
多
神
教
あ
る
い
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
が
優
勢
に
な

る
と
い
え
ま
す
。 

ま
た
、
河
合
は
、1

9
8

2

（
昭
和5

7

）
年
の
『
中
空
構
造
日
本
の
深
層
』
で
、
東
洋
の
「
母

性
社
会
」
の
中
で
も
、
日
本
は
特
に
「
中
空
均
衡
構
造
」
を
持
つ
と
説
い
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
中
心
が
全
体
を
統
合
す
る
「
中
心
統
合
構
造
」
と
い
う
意
味
で
は
、
中
心
原
理
を
「
理

性
」
と
す
る
か
「
感
性
」
と
す
る
か
の
違
い
だ
け
で
、
西
洋
の
「
父
性
社
会
」
も
東
洋
の
「
母

性
社
会
」
も
同
類
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
東
洋
の
中
で
も
日
本
は
、
全
体



と
し
て
は
感
性
的
だ
け
れ
ど
も
、
中
心
は
空
虚
で
そ
の
周
囲
が
相
互
に
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
合

っ
て
均
衡
す
る
特
殊
な
「
母
性
社
会
」
だ
と
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
強
権
的
な
リ
ー
ダ

ー
は
歓
迎
さ
れ
ず
調
整
役
が
重
宝
さ
れ
、
い
わ
ば
言
挙
げ
せ
ず
に
察
し
合
い
、
忖
度
し
合
う

こ
と
に
よ
り
均
衡
が
保
た
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
心
理
的
葛
藤
の
解
決
方

法
も
、
知
的
・
論
理
的
で
は
な
く
、
よ
り
美
的
・
感
性
的
な
も
の
が
環
境
適
合
的
と
す
る
訳

で
す
。 

な
ぜ
、
河
合
が
こ
う
し
た
あ
る
意
味
で
単
純
化
さ
れ
た
比
較
考
察
を
さ
れ
る
か
に
つ
い
て

は
明
確
な
理
由
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
ユ
ン
グ
派
の
心
理
療
法
の
中
心
概
念
で
あ
る
「
個

性
化
」
、
す
な
わ
ち
「
意
識
的
自
我
と
無
意
識
的
自
己
の
調
和
に
よ
る
精
神
的
＝
身
体
的
治

癒
」
自
体
は
人
類
に
普
遍
的
に
妥
当
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
メ
ソ
ッ
ド
が
西
洋
の
精
神
風
土

―
―

理
性
的
で
合
理
的
な
個
人
主
義
を
尊
重
す
る
精
神
風
土―

―

に
即
し
て
い
る
以
上
、
そ

れ
を
そ
の
ま
ま
精
神
風
土
の
異
な
る
日
本
人
に
適
用
し
て
も
、
治
療
の
効
果
が
う
ま
く
上
が

ら
な
い
こ
と
が
多
い
と
い
う
臨
床
上
の
問
題
に
直
面
さ
れ
た
か
ら
で
す
。 

従
っ
て
、
こ
れ
ら
は
よ
り
詳
細
な
考
察
が
必
要
で
す
が
、
一
つ
の
理
念
型
と
し
て
は
そ
の

後
の
様
々
な
思
考
及
び
臨
床
上
の
治
療
実
践
の
補
助
線
に
な
り
う
る
分
析
だ
と
思
い
ま
す
。 

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
う
し
た
文
化
類
型
の
差
異
が
生
じ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
問
題
に

つ
い
て
、
哲
学
者
の
和
辻
哲
郎
は
、1

9
3

5

（
昭
和1

0

）
年
の
『
風
土
』
で
、
「
乾
燥
」
を
特

徴
と
す
る
「
砂
漠
」
的
風
土
で
は
「
理
性
」
が
発
達
す
る
と
い
う
内
容
を
述
べ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
水
分
が
乏
し
く
そ
の
ま
ま
で
は
致
死
的
な
厳
暑
環
境
で
は
、
人
間
は
生
存
た
め
に

「
理
性
」
を
働
か
せ
て
自
然
を
人
工
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
作
り
変
え
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
心
性
が
、
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
す
る
と
共
に
、
人
間
は
人
格
神

の
似
姿
と
し
て
創
造
さ
れ
自
然
の
管
理
権
を
与
え
ら
れ
た
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
＝
キ
リ
ス
ト
教
に

繋
が
っ
た
と
示
唆
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
「
乾
燥
」
と
「
湿
潤
」
の
両
方
を
兼
ね
備
え
る

西
欧
の
「
牧
場
」
的
風
土
で
は
、
自
然
が
従
順
で
規
則
的
な
の
で
合
理
的
な
科
学
が
発
達
し

た
と
説
明
し
て
い
ま
す
。 

実
際
に
、
『
新
約
聖
書
』
の
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
が
冒
頭
で
、
「
始
め
に
言
葉
あ

り
き
」
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
す
。 

こ
れ
に
対
し
、
和
辻
は
、
「
湿
潤
」
を
特
色
と
す
る
「
モ
ン
ス
ー
ン
」
的
風
土
に
属
す
日

本
で
は
、
人
間
は
既
に
存
在
し
て
い
る
大
自
然
の
関
係
性
の
中
に
同
化
す
れ
ば
豊
か
な
恵
み

を
相
対
的
に
楽
に
享
受
で
き
る
の
で
、
理
性
を
発
達
さ
せ
な
い
ま
ま
感
性
的
か
つ
安
楽
に
生

き
ら
れ
る
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
心
性
が
、
森
羅
万
象
は
全
て
同
類
・
同
胞
で
あ
り
、
万
物

に
は
魂
が
宿
っ
て
い
る
と
す
る
八
百
万
の
神
々
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
あ
る
い
は
多
神
教
信
仰
に
繋

が
っ
た
と
示
唆
し
て
い
ま
す
。 

実
際
に
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
仮
名
序
」
が
提
示
す
る
、
森
羅
万
象
が
歌
う
と
い
う
ア

ニ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
芸
術
観
は
こ
の
心
性
を
反
映
し
た
も
の
だ
と
い
え
ま
す
。 

 



や
ま
と
う
た
は
、
ひ
と
の
こ
ゝ
ろ
を
た
ね
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け

る
。
世
中
に
あ
る
人
、
こ
と
わ
ざ
し
げ
き
も
の
な
れ
ば
、
心
に
お
も
ふ
こ
と
を
、
見
る
も
の
、

き
く
も
の
に
つ
け
て
、
い
ひ
い
だ
せ
る
な
り
。
花
に
な
く
う
ぐ
ひ
す
、
み
づ
に
す
む
か
は
づ

の
こ
ゑ
を
き
け
ば
、
い
き
と
し
い
け
る
も
の
、
い
づ
れ
か
う
た
を
よ
ま
ざ
り
け
る
。
ち
か
ら

を
も
い
れ
ず
し
て
、
あ
め
つ
ち
を
う
ご
か
し
、
め
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
、
あ
は
れ
と
お
も
は

せ
、
お
と
こ
女
の
な
か
を
も
や
は
ら
げ
、
た
け
き
も
の
ゝ
ふ
の
こ
ゝ
ろ
を
も
、
な
ぐ
さ
む
る

は
哥
な
り
。
こ
の
う
た
、
あ
め
つ
ち
の
、
ひ
ら
け
は
じ
ま
り
け
る
時
よ
り
、
い
で
き
に
け
り
。 

 

こ
れ
に
関
連
し
て
、
科
学
者
で
俳
人
の
寺
田
寅
彦
は
、1

9
3
5

（
昭
和1

0

）
年
の
「
日
本
人

の
自
然
観
」
で
、
「
日
本
人
の
自
然
観
、
あ
る
い
は
日
本
の
自
然
と
人
と
を
引
き
く
る
め
た

一
つ
の
全
機
的
な
有
機
体
の
諸
現
象
を
要
約
し
、
ま
た
そ
れ
を
支
配
す
る
諸
方
則
を
記
録
し

た
と
見
ら
れ
る
も
の
は
日
本
の
文
学
や
諸
芸
術
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

寺
田
は
同
じ1

9
3

5

（
昭
和1

0

）
年
の
「
俳
句
の
精
神
」
で
、
そ
う
し
た
日
本
人
の
自
然
観
の

精
髄
と
い
え
る
芸
術
形
式
が
俳
句
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
豊
穣
な
自
然
環
境
を

背
景
と
し
、
主
体
と
客
体
を
分
け
な
い
精
神
態
度
が
、
主
観
の
入
る
余
地
の
な
い
ほ
ど
極
度

に
圧
縮
さ
れ
た
最
小
文
字
数
の
定
型
詩
形
式
と
、
無
限
の
象
徴
的
含
意
を
持
つ
季
語
や
枕
詞

を
特
色
と
す
る
、
日
本
の
独
特
な
俳
句
を
生
み
出
し
た
と
す
る
訳
で
す
。 

 

日
本
人
は
西
洋
人
の
よ
う
に
自
然
と
人
間
と
を
別
々
に
切
り
離
し
て
対
立
さ
せ
る
と
い

う
言
わ
ば
物
質
科
学
的
の
態
度
を
と
る
代
わ
り
に
、
人
間
と
自
然
と
を
一
緒
に
し
て
そ
れ
を

一
つ
の
全
機
的
な
有
機
体
と
見
よ
う
と
す
る
傾
向
を
多
分
に
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

少
し
言
葉
を
変
え
て
言
っ
て
み
れ
ば
、
西
洋
人
は
自
然
と
い
う
も
の
を
道
具
か
品
物
か
の
よ

う
に
心
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
人
は
自
然
を
自
分
に
親
し
い
兄
弟
か
あ
る
い
は
む
し

ろ
自
分
の
か
ら
だ
の
一
部
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
。
ま
た
別
の
言
い
方
を
す

れ
ば
、
西
洋
人
は
自
然
を
征
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
従
来
の
日
本
人
は
自
然
に
同
化
し
、

順
応
し
よ
う
と
し
て
来
た
と
も
言
わ
れ
な
く
は
な
い
。
〔
…
〕
こ
の
自
然
観
の
相
違
が
一
方

で
は
科
学
を
発
達
さ
せ
、
他
方
で
は
俳
句
と
い
う
き
わ
め
て
特
異
な
詩
を
発
達
さ
せ
た
と
も

言
わ
れ
な
く
は
な
い
。 

 

ま
と
め 

 

本
発
表
で
は
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
論
旨
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
西
洋
、
東
洋
、
日

本
等
を
単
純
化
し
て
論
じ
ま
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
思
想
風
土
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
風
土
で
生
ま
れ
育
っ
た
個
々
人
に
お
い
て
も
、
資

質
に
よ
る
多
様
な
嗜
好
・
偏
差
が
あ
る
こ
と
も
補
足
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

そ
れ
で
も
な
お
、
も
し
苦
悩
し
て
い
る
人
々
の
心
を
少
し
で
も
助
け
た
り
癒
し
た
り
す
る



と
い
う
臨
床
上
の
効
果
を
目
的
と
す
る
な
ら
ば
、
一
定
程
度
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
風
土
に
根
差

し
た
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
を
用
い
る
方
が
望
ま
し
い
成
果
を
得
る
見
込
み
は
高
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
意
味
で
、
伝
統
的
な
日
本
人
の
心
理
的
葛
藤
の
解
決
方
法
の
一
つ
に
「
美
的
解
決
」
が

あ
り
、
そ
こ
で
は
短
歌
や
俳
句
等
の
詩
歌
が
果
た
す
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
本
発
表
は

指
摘
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 


