
絵
画
鑑
賞
の
実
存
的
性
格
に
つ
い
て

絵

画

鑑

賞

の

実

存

的

性

格

に

つ

い

て

サ

ル

ト

ル

の

芸

術

論

を

中

心

に

野

口

栄

子

絵
画
の
鑑
賞
に
関
し
て
考
察
す
る
に
当
り
、
絵
画
に
お
け
る
鑑
賞
と
制
作
を
そ
れ
ぞ
れ

二
つ
の
別
個
の
も
の
と
し
て
区
別
し
、
制
作

の
能
動
性
と
鑑
賞

の
受
動
性
を
強

調
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

一
見
し
て
当
を
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
芸
術
性

へ
の
配
慮
を
甚
し
く
欠

い
た
見
地
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
絵
画
の
鑑
賞
を
た

ん
な
る
知
覚
や
知
識
の
段
階
で
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
芸
術
と
し
て
取
扱
う
た
め
に
は
、
す

で
に
拙
稿

(
絵
画
鑑
賞
の
論
理

大
手
前
女
子
大
学
論
集
六
号

HO
謡

所
載
)

で
取
上
げ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
的
な
思
考
体
系

の
中
で
可
能
な
ご
と
き
絵
画
の
制
作
を
広

い
意
味

で
の
鑑
賞
体
験
の

一
部
と
み
な
す
立
場
が
必
要

で
あ
る
。
即
ち

い
わ
ゆ
る
絵
画
の
制
作
と
そ
れ
に
よ

っ
て
成
立
す
る
作
品
の
鑑
賞
と
い
う
二
つ
の
作
用
の
関
連
の
も

つ
種
々
の
相
貌
と
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
こ
そ
、
芸
術
の
名

に
ふ
さ

わ
し

い
鑑
賞

の
解
釈
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
鑑
賞
体
験

に
関
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
説
明
が
可
能
で
あ
る
。

こ
の
小
論
で
は
実
存
哲
学
の
中

で
も
と
く
に
サ

ル
ト
ル
が

「
シ
チ

ュ
ア
シ
オ

ン
H
」

で
取
上
げ
て
い
る
芸
術

の
問
題
を
中
心
に
、
絵
画
鑑
賞
の

一
つ
の
特
色
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

こ
こ
で
鑑
賞
と
い
う
術
語
で
取
扱
う
の
は
、
享
受
、
理
解
、
評
価
、
解
釈
等
を
包
含
す
る
も
の
で
、
所
謂
ひ
ろ
い
意
味
の
観
照

(&
①
〉
房
筈
き
§
ぴq
)
と
同
義
語
で
あ

る
。
近
年
で
は
観
賞
と
い
う
術
語
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
制
作
と
観
照
と
い
う
対
概
念
は
、
現
象
学
的
な
志
向
性

の
問
題
を
連
想
さ
せ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
鑑
賞
と
い
う

語
を
用
い
た
。
現
象
学
的
な
立
場
か
ら
の
観
念
論
的
観
照
で
は
な
く
、
実
存
哲
学
的
な
人
間
的
な
鑑
賞
と
い
う
意
味
を
も
ふ
く
め
て
使
用
し
て
い
る
。
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一
般

に
い
わ

れ

て

い
る

よ
う

に
サ

ル
ト

ル

(}
①9
コ
ー}し鍛
=
一
Gり
①
一し酢「①
H
Φ
0
0
～

)

は
、
哲

学
者

で
あ

り
、

作
家

で
あ

り
、
評

論
家

で
あ
り
、
実

際

に
社
会

活

動
も
お

こ

な

っ
て

い
る
人

物

で
あ
る
。

し
か
し
体

系
的

な
美

学
者

で
は
な

い
。

だ
が
彼

が
芸

術

に
た

い
し

て
お

こ

な
う
発

ハ.口
は
、

と
き

に
は
彼

の
哲
学

体
系

の

一
部

を
構
成

す

る
も

の
で
あ

っ
た
り

、
全

く
断
片
的

な
評
論

で
あ

っ
た
り
す

る

が
、

現
代

に
お
け

る
芸
術

に
関
す

る
考

方

の
あ

る

一
面

を
代
表

す

る
も

の
と

い

っ
て
よ

い
で

あ
ろ
う
。

こ
の
章

で
は
彼

の
芸
術

に
た

い
す
る
考

方
を
作

晶

の
存
在

の
問

題

か
ら

、
次
章

で
は
制
作

過
程
と
作

家

の
特

殊

性

の
問

題
か
ら

、
最
終
章

で
は
制
作

と
鑑
賞

の
関
係

の
問

題
か
ら

と
り
あ
げ

た

い
。

サ

ル
ト

ル
は
、
絵

画
、

彫
刻
、

文
学
、

占
楽
、

演
劇

等

の
諸
芸

術

に
共

通

の
芸
術
性

を
認

め
な

が
ら

も
、

絵
画

、
彫
刻

、
音
楽

、
詩

と

い
う

一
グ

ル
ー
プ

と
散
文

を
区

別
し

て
考

え
て

い
る
。

そ

の
中

で
も
.一昌
葉

と

い
う
共

通

の

素
材

を
使
用
す

る

詩
と
散
文

を
明

瞭

に
区
分

し

て

い
る
。
詩

は
サ

ル
ト

ル
に
お

い
て
は
、

散
文

よ
り
も
絵

画

や

彫
刻
と
同
系
統

の
も

の
と
考
え
ら

れ

て

い
る

の
で
あ
る

。

そ

の
理
由

は
次

の
よ
う

で
あ

る
。

即
ち
絵

画

に
お
け

る
色
彩
、

ぎ
楽

に
お
け

る
音
、
詩

の

一　.口
葉

は

「
記
号
」

(冨

ω置
器
)

で
な
く
、

存
在
す

る

「
も

の
」

(す

∩
ぎ
。゚
。
)

で
あ
る
。

し
か

も
素
材

に
す
ぎ

な

い
単

な

る
も

の
で
は
な

く
、
そ

れ
自
身

に
作
者

の
生
命

が
宿

っ
て
お
り
、

も

の
と

し
て

の
存
在

を

そ
れ
自
体

で
主
張

し

て
い
る
よ

う

な
も

の
で
あ

る
。

し
か
し

な
が
ら

散
文

に
お

い
て
は
、

　.口
葉

は
あ
る

意
味

で
手
段

で
あ
り
、

「
記
号
」

で
あ

っ

て
、

一
定

の
目

的
を
伝

達
す
れ
ば

消

え
去

っ
て
し

ま

っ
て

も
差
支

え

の
な

い
よ
う

な
も

の
で
あ

る
。

し

か
し

絵

画

の
色

彩

や
詩

の
言

葉

は
、

「
意

味

」

で
は

な
く

「
実

体
」

で
あ
る
。

も
ち

ろ
ん
詩

の
言

葉

は
意
味
を
含

ん
で
い

る

が
、

言
葉

自
体

が

「
統

一
性
」

(冨

=
三
一か
)

を
も

っ
た
単

位
で
あ

る

こ
と
を
主

張

し
て

い
る
よ

う
な
も

の

で
あ

る
。

(Go
窪
、辞「ρ

」-°1
℃
°
"
ω
同ヨ
讐
δ
一一
目
゜
一.°
α
㊤
～
①
○○
)

こ
の
点

に

つ
い
て

サ

ル
ト

ル
が
絵
画

の
問
題

に
関
し

て

述

べ
て

い
る

こ
と

を
も
う
す

こ
し

聞

こ
う
。

画
家

や
音
楽

家

は

「
音

や
形
態

の
性
質

に
㍍

ち
ど

ま
る
。
彼

は
間

断

な
く

そ

こ
に
戻

り
、

そ
れ

に
夢

中

に
な
る
。
彼

が

カ

ン
バ

ス
に
描

こ
う
と

す
る

の
は
、

こ

の
色
彩

の
対
象

で
あ

り
、
彼

が
そ

れ

に

つ
け
加

え
る

と

こ
ろ

の
唯

一
の
修
飾

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は
、

そ
れ
を
想
像

上

の
対
象

(一.
o
玄
①
こ

ミ
轟
§
ミ
越
)
に

変

え
る
と

い
う

こ
と
」

で
あ

る
。

「
画
家
は

カ

ン
バ

ス
の
上

に
記
号

を
示

そ
う

と
は
し

な
い

で
、

一
つ
の
も

の

を
創

造

し
よ
う

と
す

る
。

も
し
彼

が
赤

と
黄
と
緑

を

い

っ
し

ょ
に
置
く

な
ら

ば
、

そ

の
集
合

は
定
義

可

能

な
意
味

を
も

っ
て
い
る
と

い
う

理
由

か
ら

で
も
、

他

の
対
象
を

指

示
す

る
か
ら

で
も
な

い
。
疑
も

な
く

こ
の
集
合

は

そ
の

中

に
も

ま

た
魂

が

住

ん
で
お
り
、

画
家

が
紫

よ
り

黄

を
選

ぶ

の
は
、

た
と

え
か
く

れ
て

い
て
も

モ
チ
ー

フ
が
あ

絵
画
鑑
賞

の
実
存
的
性
格
に
つ
い
て

一33一
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絵
画
鑑
賞
の
実
存
的
性
格
に
つ
い
て

づ
た
は
ず
で
あ
る
。
入
は
こ
の
よ
う
に
し
て
創
造
さ
れ
た
対
象
が
、
そ
の
最
も
深

い
傾
向

の
反
映
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
そ
れ
ら
は
、
怒
り
や
苦
悩

や
歓
び
を
言
葉
や
顔
の
表
情

の
よ
う
に
表
現
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
浸
み

こ
ん
で
お
り
、
色
調
の
中

で
色
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
自
身
で
す
で
に
何
か
感
覚

の

よ
う
な
も

の
を
予
め
も

っ
て
お
り
、
そ
の
感
情
は
混
濁
し
て
不
明
瞭

に
な

っ
て
い
る
。
誰
も
そ
こ
に
前

の
感
情
を
再
び
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

テ
ィ
ン
ト
レ
ッ
ト
は

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ゴ

ル
ゴ
ダ

の
上
空

の
黄
色
の
裂
目
を
、
苦
悩
を
意
味
す
る
た
め
に
選
ん
だ
の
で
も
、
喚
起
す
る
た
め
に
選
ん
だ

の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
苦
悩
で
あ

っ
て
同
時

に
黄
色
い
空

ヘ

ヘ

へ

で
あ
る
。
苦
悩

が
も

っ
て

い
る
空

で
も
、
苦

悩
を
も

つ
空

で
も
な

い
。

そ
れ
は
も

の
と

な

っ
た
苦

悩

で
あ

る
。
L

(ω
碧
宍
o
"
o
P

∩
搾

即

①
O
～
臼

)
。

サ

ル
ト

ル
の

こ
の
よ

う

な

説
明

は
現
象

学
的

で
あ
る
が
、

よ
り

一
そ
う
作

品
と

し

て

の
存
在
性

に
重
点

を
お
く
考

方

で
あ
る

。
即

ち
本
質

に
存
在

が
先
行
す

る
と

い
う

実
存
哲

学

の
根
本

的
な

考

方

に
準

拠
し

て

い
る
。
作

品
と
し

て

の
本
質

よ
り
も

作

品

と
し

て
の
存
在

が
先
行

し
、

そ

こ
に
お

い

て
本

質

が
あ

ら
わ

れ
る
と
考

え
る

の
で
あ

る
。
も

ち
ろ

ん
制

作
活

動

を

重
要

視
し
な

い
わ
け

で
は
な

い
。

し
か

し
そ

の
具
体

的

な
表

現
物

で
あ
る
作

品
を
重
視

し
、
単

な

る
観

念
的
志

向
体

と
し

て
は
解

明
し
え
な

い
も

の
を
考

え
る

の

で

あ

る
。

「
素
材

の
不
動
性

の
な
か

に
お

い

て
人

間
は
測

り

知

れ
な

い
自
由

に
出

会

う
。」

(ω
9。
葺
,①
n
8

°
α
戸

勺
」

O
①
)。

「
芸
術
作

品

は
観

念
に
還

元
さ

れ
る

こ
と

が

で

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

き

な

い
が
、

そ
れ

は
ま
ず

第

一
に
存

在

つ
ま
り
完

全

に
思
考

さ

れ
る

こ
と

の
で
き
な

い
あ
る
も

の
の
生

産

ま

た
は
再
生
産

で
あ

る
と

い
う

理
由

に

よ
る
。
第

二
に
は

そ

の

存

在

が
全
体

と
し

て
実
存

に
よ

っ
て
即
ち

思
想

の
運
命

と

価
値

を
決
定
す

る
と

こ
ろ

の
自

由

に
よ

っ
て
浸

透
さ

れ
て

い
る
と

い
う

理
由
か
ら

で
あ
る

。」

(Qo
鉾
腫
①
"
o
o

°

6
剛戸

"

H
$

)
。

と
サ

ル
ト

ル
は

い

っ
て

い
る
。

絵
画

と
は

色
彩

と
形
態

に
よ

っ
て

こ
の
よ
う
な
小
宇

宙

を
創

る

こ
と

で
あ

っ
て
、
決

し
て
自
然
対
象

を
模
写

す

る
こ
と

で

は
な

い
。

「
悪

い
画
家
は
典

型
を
探
す
。

彼

は
ア

ラ
ビ

ア
人

や
子
供

や
女

を
描

く
。

良

い
画

家
は
、

ア

ラ
ビ

ア
人
も
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
も
実

在
し
な

い
ー

そ
れ
は
現
実

に

も

カ

ン
バ

ス
の
上

に
も
ー

と
い
う

こ
と
を
知

っ
て
い
る

。
彼

は
働
く
人

あ

る

一
人

の
労
働
者

を

描
く

。
」

(ω
母
宍
o
H
o
P

o
F

,

①
N
)。

「
ピ
カ

ソ
の
ひ

ょ
ろ

長

い

ア

ル

ル
カ

ン
の
絵
画

は
、
ど

っ
ち

つ
か
ず

の
よ
う

で
永

遠

な
不
可
解

な
感
じ

が

つ
き

ま
と

い
、

人
物

の
痩

せ
た
曲

っ
た
姿

勢

や
、

く
た
び

れ
た
よ

う
な
着
衣

の
菱

形
模

様

を
ぬ
き

に
し
て
は
考

え
る

こ
と

が

で
き

な

い
。
」

(ω
僧
葺

⑦
"
8

`
∩
同戸

勺
゜
①
ω
)。

つ
ま
り
絵

画
は
作

品
と

な

る
以
前

の
観
念

や
意
味

で
は
な

い
と
サ

ル
ト

ル
は
言
う
。

そ

の
点

か
ら

「
記
号

で
あ

る
と
同
時

に
対

象

で
も
あ

る
絵
画

を
描

こ
う

と

い
う

ク

レ
ー
の
企

画

は
、

偉
大

で
あ

る
が
失
敗

で
あ

っ
た
。」

(ω
錠
q
①
"
o戸

∩F

勺
゜
°。
q
)

と
も

い
う

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
サ

ル
ト

ル
の
考

方
は
、

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
が

「
芸
術
作

品

の
根

源
」

の
中

で
芸

術
作

品
に
関

し

て
物
質

と

の
関
係

か
ら
お

こ
な

っ
て
い
る
説
明

と
類
似

し

て

い
る
。

即

ち

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー

に
ょ
れ
ば
、
絵

画
作

品
は
寺

院

や
住

宅

の
中

に
掛

け
ら

れ
、

コ
レ
ク

シ

ョ
ン
や
展

覧
会
場

に
置

い
て
あ

る
。

ヴ

ア
ン

・
ゴ

ッ
ホ

の
絵
画

は
、

一34一



石

炭
や
材
木

と
同
様

に
汽
車

で
運

搬

さ
れ

る
。

そ
れ
は

芸
術

品
が
物
質

材
料

に

よ

っ
て
成

立

っ
て
い

る
か
ら

で
あ

る
。

し

か
し

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
に
よ

れ
ば
、

こ
の
よ
う
な

物

と
し

て
の
性

格

は
、
芸

術
作

品

に
と

っ
て
は

「
下

部

構

造
」

で
あ
り

、
作

品
は
物

に
お

い
て
示
さ

れ
る
が
、

「
物

と
は
別

の
も

の
」

「
物
を

超
え

た
も

の
」

「
ア

ロ

・

ア
ゴ

レ
ヴ

ェ
i
」

で
あ
り

、

「
ア

レ
ゴ
リ

ー
」

で
あ
り

、

「
シ
ン
ボ

ル
」

で
あ

る
よ
う
な
も

の

で
あ

る
。

(=
①
こ
Φひq
αq
9

ζ
゜
日
O
巽

d
議
嘆
自

颯

謳
Φ゚。
区
ニ
コ
馨
≦
①「
寄
ρ

=
○
盲
≦
①ぴq
①
G∩
°
刈
～
目
O
)。

物
と
作

品

の
関
連

は
次

の
よ

う

に
説

明
さ
れ

る
。

西

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
な

「
物
」

に

た
い
す

る
考

方
か

ら
す

れ
ば
、
①

単

な

る
物

で
、

あ

る
記
号

を

も

っ
て

い
る
自
然
物

、
②
感

覚
的

な
も

の

の
多
様

の
統

一
と

し
て
わ

れ
わ

れ
に
理
解

さ

れ
る
物

、

③

形
成

さ

れ
た
素

材

(即

ち
素

材
と

形
式

の
統

一
)

が
あ

り
、

そ

の

う

ち

で
と
く

に
、
物

の
③

の
側

面

と
作
品

が
関
連
し

て

い
る
。
物

は
人

間
と
関
係

を
も

つ
と
き
、

自

然
物

↓
使
用
物

ー
道
具
↓
作

品
と
変
化

す

る
。

物

は

「
自

足
し

て

い

る
」

(=
①
ご
①
働q
ひQ
巽

n
o
P

鼻

゜
ψ

H
①
)
が
、

人
間

に

よ

っ
て

つ
く

ら

れ
て
お

ら
ず

、
道

具
は
人

間

が

つ
く

っ
た
も

の
で
は
あ

る
が
自
足
性

を
も

た
ず
、
作

品

は
人
間

が

つ
く

っ
た
も

の

で
し

か
も
自
足

性

を
も

っ
て
い
る
。

(
鎖
①置
Φ
鐙
9q
9

口
o
P

9

°
ψ

H
°・
)
。

靴
は
物

で

も
あ

り
、
道

具

で
も
あ
り
、
ゴ

ッ
ホ
が
そ

れ
を
と
り

あ
げ

て
描

い
た

と

き
は
芸

術
作

品
と

な
る
。
し

か
し

い

っ
た
ん
芸
術
作

品

に
な

る
と
、
芸

術
と

し

て
の
靴

か
ら
、

逆

に
道
具
と
し

て
の
靴

も
物

と
し

て
の
靴

も

そ
の
姿

を
あ
き

ら
か

に
す

る
。

そ
れ
は
芸
術

作
品

の
語

る
も

の
が
靴

の

「
真

理
」

だ

か
ら

で
あ
る
。
「
真

理
は
覆

い
か
く
さ

れ
て

い
な

い
も

の
」

で
あ
り
、
「
普

遍
的

な
本
質

の
再
現
」

(=
①
置
Φひq

ひq
零

"
。
,

。
F

ψ

悼
①
)

で
あ

る
。

ゴ

ッ
ホ
の
靴

の
絵
画

は

、
靴

の
模

写

で
は
な

い
。
模
写

に
は
真

理
は

な

い
。

す
ぐ

れ

た
芸
術
作

品
に
お

い
て

の
み

こ
の
真

理
が

さ
し
示

さ

れ

る
。

そ
し

て

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
は

「
作
品

は
ひ
と

つ
の
世

界

の
建
立
」

(
国
①
三
①
αq
ひq
9

"
o
p

∩
F

ψ

ω
ω
)

で
あ

っ
て
、

素
材

を
生
か
す

も

の
で
あ
る

と
説
明

す
る
。

道

具

の
な
か
で

は
素
材

は
使
役

さ
れ
消

滅
し

て
し
ま
う
。

斧

を
作

る
と
き
、

石

は
斧

の
中

で

そ
の
存
在

を

主
張
す

る

こ
と

は
な

い
。

石

が
石

で
あ

る

こ
と

を
消
滅

さ

せ
れ
ば

さ

せ
る
ほ
ど

斧

の
機
能

は
発
揮

さ

れ
る
。

し

か
し

神

殿

の
中

で
は
石

は

一
つ
の
世
界

の
建
立

に
参
加

す

る

の
で
、

素
材

と
し

て
消
滅

し

て
し
ま
う

こ
と

は
な

い
。

む
し

ろ

石
は
作

品

の
中

で
は
じ

め
て
石

と
な
り
、
支

え
、

安

ら
ぎ
、

頭
を
も

た
げ
、

作

品
を

自
ら

の
中

へ
引

き

こ
む

の

で
あ

る
。

こ
れ
を
作

品

の
側

か
ら
説

明
す

れ
ば

、
作

品

は
生
き

生
き

と
し

た
素

材

に
向

っ
て
方
角

を
き

め
、

引

き
ず

り

こ
ま

れ

て
い
く

の
で
あ

る
。

こ

の
引

き
ず

り

こ
ま
れ

て
行
く
彼

方

の
も

の
を

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー

は

「
大

地
」

(
色
①
国
a
①
)

と
名
づ

け

る
。

(=
①
5
Φ
αq
ひq
9

"
8

.
∩
一戸

ω
゜
ω
①
)
。
大

地

の
上

に
そ
し

て
な

か
に
歴

史

的
に
生

き
る
人

間
が
世

界
を
建

立
し
、
住

ん

で

い
る
。

作
品

は
世

界

の
建

立

で
あ
り
、

大
地

の
支

柱

で
あ

る
。

世
界

と
大

地
と

い
う

い
わ
ば

二

つ
の
本
質

的

な
も

の
の
統

一
は
、
作

品

の
中

に
お

い
て
可
能

で
あ

る
。
作

品
は
真

理
が
具

体

的

な
形
を
と

っ
て
あ

ら
わ

れ
る
唯

一
の
も

の
で
あ

る
か

ら

(=
①
こ
の
αq
σq
興

"
o
b
°
。
F

9

ら
①
)

と

い
う

の
が

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
の
立
場

で
あ

る
。
物

と
作

品

の
関

係
と

い
う

点

で
は
、

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
と
サ

ル
ト

ル
の
立
場

は
き
わ

め

て
共

通
し

て

い
る

と

い
え
る
。

し
か
し

そ

の
他

の
点

で
は

か
な
り

の
相
異

が
あ
る
。

そ

の
問

題

に

つ
い
て
は

こ

絵
画
鑑
賞

の
実
存
的
性
格
に
つ
い
て

一35一



絵
画
鑑
賞
の
実
存
的
性
格
に
つ
い
て

こ
で
は

と
り
あ
げ

な

い
。

サ

ル
ト

ル
は
わ
れ

わ
れ
を
と
り

ま
く
外

界

の
事
物

に

た
い
し

て
、
従

来

の
見
方

と

は
全

く
異

る
見

方
を

し
て

い
る
。

小
説

「
嘔
吐
」

の
主
人
公

で
あ

る

ア

ン
ト

ワ
ー

ヌ

・
ロ
カ

ン
タ

ン
は
あ

る
日
公
園

で
突

然

に
木

の
根

が
生

き

て
そ

の
存
在

を
主
張
し

て

い
る

こ
と
を
感

じ
、
嘔

吐
を
催
す

。

こ
れ

ま

で
の

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
思
考

方
法

で
は
、

人

間

は
外
界
を
支

配
す

る
も

の
と
考

え
ら

れ
て

い
た
。

し

か
し
白

い
紙

が
、

イ

ン
キ
壷
が
木

の
根

が

、

そ
れ
自

体

で
存
在

を
主
張

し
は
じ

め
、

わ

れ
わ

れ
の
意
志

と
関

係

な

く
、

わ
れ
わ

れ
を
所
有
す

る
。

こ
れ
は
現
代
芸

術

の
芸

術
観

と
も
規

を

一
に
し

て

い
る
。

(拙
稿

実
存

の
発
見

河
本
敦
夫
編

現
代

芸
術
七

つ
の
提

言

や
し

ま
書

房

参
照
)
。

こ
の
よ
う
な

サ

ル
ト

ル
の
観

点

は
、

前
述

の

「
シ
チ

ュ
ア

シ
オ

ン
ー
」

に
お
け

る
芸
術
作

品

に
関
す

る
意
見

を
裏

づ
け

る
も

の
と

い

っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

作

品

の
存
在

性

に
注

目
す
る

サ

ル
ト

ル
の
考

方

は
、

当

然

の
こ
と

な
が
ら
作
者

の
制
作

の
問

題

に
関

連

し

て
い
る
。

サ

ル
ト

ル
は

そ
れ

に
関

し

て
次

の
よ

う

に

説

明

し

て
い
る
。

「
こ
の
作
家

に
と

っ
て
は
芸
術

は
ひ

と

つ

の
逃
避

で
あ

り
、

あ

の
作

家

に
と

っ
て
は
征
服

の
手
段

で
あ
る
。
し

か
し

…
…
作

家

の
さ
ま
ざ
ま

の

意

見

の

背

後

に
は
、

よ
り

深

い
よ
り

直
接
的
な
、

す

べ
て

の
作
家

に
共

通

の
あ

る
選
択

が
あ

る
。
」

(Qり
霞
黛
Φ
"
○
宰

6
F

,

。。O
)
。

そ
し

て
そ

の
選

択
と

は
、
存
在

を

発

見

す

る

(
《
象
く
o
凶「》

)

こ
と

で
あ
り

、

「
芸
術

的
創

造

の
主
要

な
動
機

の
ひ
と

つ
は
、

わ
れ
わ
れ

が
世
界

に

た

い
す

る
関
係

に
お

い
て
本
質

的

な
も

の
を

感
じ

る
た
め

の
欲

求

で
あ
る

こ
と
は
確
実

で
あ

る
。

私
が
発
見

し

た
と

こ
ろ

の
草
原

や
海
洋

の
あ

る
面

や
、
人
物

の
顔

の
表

情
は
、
も

し
私

が
そ
れ
を

カ

ン
バ

ス
の
上
か
文
章

の

中

に

固

定

し

、
関
連

を
も

た
せ
、
そ

こ
に
そ
れ
ま

で
存
在

し
な
か

っ
た
よ
う

な
秩
序

を
導
入
し

、
精

神

の
統

一
性

を
も

の
の
多

様
性

の
上

に
君
臨

さ

せ
る
な
ら

、
私
は

そ
れ
ら

を
制

作

し
た

と
い
う
意
識

を
も
ち
、
換

言
す

れ
ば

私

が
私

の
創

造
性

と

の
関
係

に
お

い
て
本
質

的

で
あ

る
と

感
じ

る
で
あ
ろ
う

。」

(G∩
霞
冨

"
oo
°
6
岡戸

勺
゜
O
O
)

と

い
う

こ
と

に
な
る
。

サ

ル
ト

ル
は
第

二
次
大
戦

後

に
発
表

し

た

「
実

存

主
義

は

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
で
あ

る
」

と

い

う
著

書

の
中

で
、

人
間

の

「
自
由
」

「
選

択
」

「
投
企
」

な
ど

の

問
題

を
と
り

あ
げ

て
い
る
。
芸
術
制
作

に
お
け

る
作

家

の
問

題
と
関

連
し

て
考
察

す

る
と
次

の
よ
う

で

あ
る
。

サ

ル
ト

ル
に
ょ
れ
ば

舳
人
間
は
最
初

は
何

者

で
も

な

い
L

が
、

「
み
ず

か
ら
創

っ
た
と

こ
ろ
の
も

の
に
な

る
」

の

で
あ
り
、

「
何
よ
り
も

ま
ず
実

存
し
」
、
「
未
来

に
む
か

っ
て
自

己
を
投

企
す

る
」

(ω
鍵
q
Φ
』
°占
、°
"
ぴ
.
①
×
凶゚・T

6
三
凶巴
δ
∋
①
①
。。
け
毒

ゴ
⊆
∋
磐

凶ω
ヨ
ρ

戸
逡

メ

℃
°
b。
N
～
N
G。
)
も

の
で
あ

る
。

つ
ま
り

サ

ル
ト

ル
の
用

語

で

「
参
加

」

(一.
窪
σq
僧
σq
Φ
ヨ
Φ三
)
す

る

の
で
あ

る
。

そ
こ
で
は
す

べ
て
人
間
は
自

己

の
行
動

と
そ

こ
か
ら

発
生

し

た
状
態

に
責
任

を
も

た
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

選
択

の
自
由

と
責
任

の
問
題

で
あ
る
。
し

か
も

一
人

の
個

人

の
選
択

は
、

一36一



同

時

に
全
人

類

の
た

め
の
選
択

で
も
あ

る
.

「
も

っ
と
個

人
的

な
場

合

の
こ
と
だ

が
、
も
し

私

が
結

婚

し
子
供

を
持

つ
こ
と
を

望
む
な

ら
、

た
と
え

こ

の
結

婚
が
専

ら
私

の
状
況

や
情

熱
や
欲
求

に
依
存

し
て

い
る
に

せ
よ
、
そ

れ

に
よ

っ
て
私
は
私
自

身
だ

け
を
参

加

さ
せ

る

の
で
な
く

、
全

入
類
を

一
夫

一
婦

制

の
仕

方

の
上

に
参

加

さ
せ

て

い
る

の

で
あ

る
。
従

っ
て
私
は
私
自
身

と
全

て

の
人
に

た

い
し

て
責

任
が
あ

る
。

そ
し
て
私

は
私

が
選

ん
だ
人
間

の
あ

る
イ

メ
ー
ジ
を

つ
く

っ
て

い
る

の

で
あ
り
、
即

ち

私
を
選

び

な
が
ら
私
は

人
間
を
選

ん

で

い
る

の
で
あ
る
」

(Gっ
霞
口
、①
H
ε

゜
α
酢゚

,

N
刈
)、

人

は

「
君

は

自
由

だ
、
選

び
な

さ

い
、

つ
ま
り
創

り
な

さ

い
」

(ω
鋤
二
誘

"
8

'

ヘ

ヘ

へ

∩
搾

勺
゜
ミ

)

と
い
う
状

況

に
あ
る

の
で
あ

る
。

こ
の
考

方

は
キ

ェ
ル
ケ
ゴ

ー

ル
の

「
個

人

で
あ
る

と

と
も

に
人
類

で
あ

る
」
(
剛ハ
陣9
滞
短
鎚

乙

Q。
」

(}①
ω
鋤
ヨ
ヨ
①一冨

≦
卑

寄

≡

°
)

と

い
う
命

題
と
土
ハ
通
し

て
い
る
。

カ

ン
ト
的
な

セ
観
的

普
遍

性
を
実
存

哲
学

の
立
場

か
ら

別
様

の
表

現

を
し
直

し

た
も

の
と
も

い
う

こ
と
が

で
き
よ

う
。

い
う
ま

で
も

な
く
人

聞
は
常

に
行

動
し

生
活

し

て

い
る
。

そ
の

さ

い

「
自

己

の
道
徳

を
選
び

な
が
ら

自
分

を
創

っ
て

い
く

。
し

か
も
周
囲

の
状
況

の
圧
力

が
強

い

の
で
、
彼

は
何

か

ひ
と

つ
の
道
徳
を
選
ば

な

い
で

い
る

こ
と

は

で
き
な

い
」

(
ω
塑
二
器

n
o
戸

∩
F

勺
.
刈
Q。
)

の
で
あ

る

。
し

か
し
す

べ
て

の
人

の
と

る
行

動

は
、

い
か
な

る
場
合

で
も

そ

の
ま

ま
実
存

的

で
は
な

い
。
あ

る
人
は

自
己

の
行

動
や

態
度

を
決
定

す
る

と
き

に
利

害
関
係

を
第

一
に

置
く
。

ま
た
他

の
人
は

困
難

か

手
易

い
か
と

い
う
点

を
基
準

に
す

る
。

い
わ

ゆ
る
体
裁
が

よ

い
か

ど
う
か

で
判
断

し
よ
う

と
す

る
人
も

あ
る
。

し
か

し
な
が
ら

サ

ル
ト

ル
の
主
張
す

る
実
存

と
は
、
自

己

と
全
人
類

の
自
由

を

賭
け

た

ヒ

ュ

ー

マ

ニ
ズ

ム
の
立
場

に
立

っ
て
、

最
も
純

粋

に
自
己
に

忠
実

で
あ

る

こ
と

を
選
択
す

る
こ
と
な

の

で
あ

る
。

そ

の
よ
う

に
し

て
は
じ

め
て
人
間

は
実
存

者
と

い
え

る

で
あ

ろ
う
。

だ

が

こ
れ
は
容
易

な

こ
と
で
は

な

い
。

サ

ル
ト

ル
が
随

所

で
述

べ
て

い
る
よ
う

に
、

実
存

哲
学

へ
の
誤
解

や
非

難

が
生

ず
る
所

以

で
も

あ

る
。

け

れ
ど
も

現
代

の

精
神

状
況

の
中

で
真

に
入
間

で
あ
る

こ
と

の
証
明
は
、

そ

の
都

度

の
行
動

が
人
間

と
し

て

い
か

に
純
粋

で
あ

る
か

に
準

拠
す

る
以
外

に
方
法

が
な

い
で
あ

ろ
う
。
従

っ
て

サ

ル
ト

ル
の
実
存

の
立
場

は
、
純

粋

に
選
ば

な
か

っ
た

こ
と

に
た

い
し

て
も
、

そ
の
結
果

に
関

し

て
容

赦
な
く
責

任

を
問
う

と

い
う
。

責
任

を
問
わ

れ
る

か
ら

こ
そ
実
存

的

に
選
び

な
さ

い
と
さ
え
　.弓
つ
。

あ

る

こ
と
を
選

ん
だ

こ
と
自
体

や
能
力

の
差

は
問

題
で
は
な

い
。
態

度
を
決

定
す

る
と
き

に
ど
れ

ほ
ど
自

己
や
全

人
類

の
自
由

の
立
場

に
立

っ
た
か
ど
う

か
が
問
題
な

の
で
あ

る
。

し
か
し
各

人

の
と

っ
た
行
動

は
、

た
だ

一
回

で
は
純

粋

に

実
存

的

で
あ

る
か

ど
う

か
不

明

で
あ

ろ
う
。

二
回

め

三
回

め
と

回

を
重
ね

て
、
よ
り

一
そ
う

そ
れ
ら

の
選

択

は
実

体
を
露

呈

す
る

の
で
あ

る
。

サ

ル
ト

ル
に
お
け

る

こ
の
人

間

の
実

存

の
規
定
は
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
の
入
間

目
現
存
在

と
根

本
的

に

共
通

し

て
い
る
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
に
ょ
れ
ば

、
現
存

在

は

「
第

一

に
存

在

的

(9
三
。゚9

)

に
優
位

で
あ

る
」
、

そ
れ
は

「
実

存

に

よ

っ
て
規
定

さ

れ
て

い
る
か
ら
」
。
次

に

現
存
在

は

「
存
在

論
的

に

(〇
三
9
。ひq
誇

7
)
優

位

で
あ

る
」
、

な
ぜ

な
ら

「
現
存
在

は
実
存

的
規
定

性

の
根

本

に
お

い
て
そ

れ
自
身

に

"存
在

論
的

"

で
あ
り
、
」

そ
し

て

「
あ
ら
ゆ

る
存

在

の
理
解

は
現
存
在

に
適
合

し

た
も

の
で
は

な

い
」

絵
画
鑑
賞
の
実
存
的
性
格
に
つ
い
て

一37一
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絵
画
鑑
賞
の
実
存
的
性
格
に
つ
い
て

か
ら

。

「
第

三
に
現

存
在

は
、
す

べ

て
の
存
在

論

の
可

能
性

を
備

え
た
存
在

的
存

在
論

的
条

件

と
し

て
優

位
」

で
あ
り

、

「
現
存

在
は
他

の
存
在

物

に
先
立

っ
て
ま
ず

存

在

論

的

に
問

わ
れ

る

べ
き
も

の
」

で
あ

る
か
ら
他

の
あ

ら

ゆ
る
存
在

に
先
立

っ
て
優

位

で
あ

る
。

(=
①
圃α
①
ひq
陥四①
「
7臼

゜
"
G∩
①凶=
=
口
二

N
①凶ρ

HΦ
N
刈
、
ω
゜
H
ω
)
。

「
人
間

(
現
存

在
)

は
物

で
も
実
体

で
も
対

象

で
も

な

い
」

(
=
①
凶畠
£

ひq
①
「
"
ε

゜
9

`
Qっ
゜
鳶

)
、

「
常

に
実

存

(国
×
同ω
8
自

)

か
ら

理
解

さ
れ
る
も

の
で
あ
り
」

(=
①
ご
茜
ゆq
①
「
"
O
p

隻

・

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

G。
・

お

)
、

「
現

存

在

の

"
本

質

"

は

そ

の

実

存

の

中

に

存

す

る

」

(
=
①
圃号

ひq
αq
の
二

。
℃
`
9

°
ω
゜

れ
N
)

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。

そ

し

て

こ

の

「
現

存

在

」

と

し

て

の

人

間

ヘ

へ

　

ヘ

へ

は
、
同

時

に

「
世
界
ー

内
-
存

在

(
H=
・α
①
『
-ぐく
①
一{IQつ
①
凶コ
)
」

で
あ
る
。

即
ち

「
現
存
在

の
存
在

規
定

は

、

わ
れ
わ

れ
が
世
界
ー
内

i
存
在

と
名

づ
け

る
と

こ
ろ

の
存
在

状

態

の
根

本

に
お

い
て

の
み

ア
プ

リ
オ
リ

に
認
め
ら

れ
理

解

さ
れ

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。」

(
=
①
凶α
①
譲

①
二

ε

◆
9

°
o。
°
α
ω
)。

そ
し
て
現
存
在

は

日
常
的

に
は

「
人

(α
器

ζ
磐

)
」

の
状

態

に

「
平
均
化

さ
れ
」

(=
①
ご
Φひq
ひq
9

日
O
P

。
F

ψ

嵩
刈
)、

「
堕

落
し

て
」

(国
①
削
畠

ぴq
嘆

H
O
P

∩
F

ω
゜
H
①
①
)

い
る
が

、

「
人
は
実

存
す

る
も

の
で
あ

り
、
根

源
的

な
現
象

と
し

て
は
現
存
在

の
積

極
的
状
態

に
属
す

る
も

の
」

(寓
①
凶α
①σq

ひq
9

"
O
p

6
搾

ω
゜
旨
㊤
)

で
あ
る

か
ら
、

根
源
的

な

「
不
安
」

(=
①
己
①
帥q
伽q
①
二

〇
ρ

6
F

ψ

H
。。
O
)

や

「
死
」

(=
O
己
①ひq
伽q
g

H
O
P

∩
F

ψ

卜。
ω
㎝
)

へ
の

「
お

そ
れ
」

(=
①
陣α
①

⑰q
働q
9

"
O
,

∩
F

ψ

ド
幽
O
)

に
よ

っ
て

「
本
来

的

な
」
自

己

に
な
る
。

そ
し

て
そ

の
た

め
に
自

己
を

「
投

企
」

(国
茸
≦
=
瓜
)
す

る

(=
色
α
①
αq
鐙
卑

"
o
O

°
α
戸

ω
゜
目ω
㊤
)

の
で
あ

る
。

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

の
立
場

は
、

一
九

三
五
～
六

年

を
境

に

「
転

回
」

(臼
①

内
⑦
び
「o
)
し
、

転

回
後

の

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
の
実

存

は

「
存

在

の
開
示

(ム」
凶①
O
hhO
コ
】口①
「閃
①同一)
」

(=
①
団α
①ひq

ゆq
9

≦

"
≦
σ
N
=
∪
凶6
茸
Φ
第

匡
o
冒
芝
Φ
ひq
①
ψ

b。
㎝
卜。
)

の
中
に
立

つ

と

い
う

ふ
う

に
変

化

し
た
と

い
わ
れ

る
。

(
原
佑

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー

の

「
転

回
」

を

め
ぐ

っ
て

哲
学

雑

誌
第

六

九
巻

第
七

二
五
～
七

二
六
号

有

斐

閣

一
二
三
頁

～

]
四
四
頁
参

照

)
。

「
本
来

的

な
自
己
」

と
し

て

の
実
存

と
、
「
存
在

の
開

示
」

に
立

つ
実
存

の
関

係

が
全

く
矛

盾
す
る

も

の
で
あ

る
か
、

連
続

し
て
解

釈
す

る
余
地

の
あ

る
も

の
で
あ

る
か
ど

う
か

の
議

論
は

し
ば
ら

く
お
く

と

し

て
、

本
来
性

も
開
示

性
も

と
も
に

人
間

存
在

の
あ

る
状
態

の

二
面
か
ら

の
説
明

で
あ

る

こ
と
は
ま

ち
が

い
な

い

と

い

っ
て
よ

い
で
あ

ろ
う
。

サ

ル
ト

ル
や

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
の

こ
の
よ
う
な
人

間

に

た

い
す

る
見
解

は
、

同
時

に
芸
術
家

の
制
作

過

程

の
解
釈

に
関

連
し
て

い
る
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
に
ょ

れ
ば
、

人
間

の
根

本
的

な
あ

り
方

は

「
詩
人

的
」

で
あ
る

と
い
う
結

果

に
も

な
る

わ
け

で
あ

る
。

サ

ル
ト

ル
は
次

の

よ
う
な

表
現
を

す
る
。

「
描
く

た
め

の

一
定

の
絵
画

と

い
う

よ
う

な
も

の
は
存

在

し
な

い
。

画
家

は
自

己
の
画
面
構

成

の
中

に
自

分
を
投
企
す

る
の

で
あ
り
、

描
く

は
ず

の
絵
画

と
は
ま

さ
に
画
家

が
描
き
終

っ
た
絵

画

で
あ

る

こ
と

は
当

然

で
あ

る
。

先
験

的
な
美

的
価
値

は
存
在

せ
ず
、

価
値

は
あ
と

か
ら
絵

画

の

一
貫

し

た
ま
と
ま
り

の
中

に
、
ま

た
制
作

意
志
と

そ
の
結
果

と

の
間

の
種

々
の
関

係

の
中

に

見
出

さ

れ
る

こ
と
は
当

然
で
あ

る
。
明

日

の
絵
画

が
ど

の
よ
う

な
も

の
か
を
誰
も

口
に
す

る

こ
と
は

で
き

な

い
。

出
来

て
し
ま

っ
た
後
以

外

に
絵

画
を

判
断
す

る

こ
と
は

一38一



で
き
な

い
。L

「
ピ

カ

ソ
の
絵

に

つ
い

て
語

る
場

合

に
、

そ
れ
が
動
機

の
な

い
も

の
だ
と
は
決

し
て
言

わ

な

い
。

ピ

カ

ソ
が
描

く
と
同

時

に
そ

の
絵

画
は

現
在

あ

る
よ

う
に

構

成
さ

れ

た
」
(ω
9
二
「
①
H
o
,

F

男
゜
刈
①
～
ミ

)

の
で
あ

る
。

そ

の
よ
う
な
状

態
が
絵

画
制
作

に
お
け

る

選
択

と
投
企

で
あ

る
。
し

か
し
制
作

に
先
立

つ
企
図

は
認

め
な
け

ヘ

へ

れ
ば

い
け

な

い
。

「
例

え
ば

そ
れ

に
よ

っ
て
ピ

カ

ソ
は

、
画
筆

に
触

れ
る
前

に
、

サ

ル
タ

ン
バ
ン
ク
や

ア

ル
ル
カ

ン
に
な

る

で
あ

ろ
う

と

こ
ろ

の
も

の
を
予

め
空
間

に
描

く

」

(ω
四
「酢「①
"
ω
凶ゴ
」鋤
ぼ
Oコ

H{°
℃
°
①
QO
)

こ
と
が
前
提

と
さ

れ
る

の
で
あ

る
。

サ

ル
ト

ル
や

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー

に
お
け

る

こ
の
よ
う

な
芸
術
家

の
選
択

と
投

企
は
、

カ

ン
ト

の
い
わ

ゆ

る
趣
味

判
断

の
主

観
的

に
普

遍
的
な

状
況
と

の
関
連

に
お

い
て
考
慮

さ
れ

よ
う
。
個

人
的
な

選
択

や
行

動

が
、

た
ん
な

る
感

情

や
慾
意

に
甚

く

も

の
で
な
く

人

間

全
体

に
関
連

を
も

つ
と
い
う
考

方

は
、
個

人
的

な
好

み
の
問
題

に
還

元
さ

れ
や
す

い
芸

術

に
関
す

る

考
察

の
根
底

に
置

か

な
け
れ
ば

な
ら

な

い
も

の
で
あ
ろ
う

。

し
か

し
な
が

ら
サ

ル
ト

ル
に
お

い
て
は
作

老

の
特
殊

性

が
強

調
さ

れ
る
。
画
家

が
、
自

分

の
制
作

し

た
作

品

を
客

観

的

に
眺

め
る

こ
と

に

つ
い
て
語

っ
て

い
る
サ

ル
ト

ル
の
言
葉

を
聞

こ
う
。

「
修

業
中

の
画
家

が
そ

の
先
生

に

"
私

は

い

つ
私
の
絵
画

が
描
き

上

っ
た
と
思

っ
た
ら

よ
い

の
で
し

ょ
う
か
?

"
と
き

い
た
。

先

生
は

"
君
が
驚

き

の
念

を
も

っ
て
そ
れ

を
眺

め
、

こ
れ
を
描

い
た

の
は

私

な

の
だ

と

い
う

こ
と

が
で
き

る
と
き
だ
"

と

答

え

た
。
」

(ω
霞
寓
Φ
δ

P

∩
F

℃
°
Φ
O
)
。

そ
し

て

こ
の
話

に
ひ

き

つ
づ

い

て
サ

ル
ト

ル
は
そ

の
よ
う

な
と

き
は
絶

対
に

来

な

い
で
あ
ろ
う

と
述

べ
て

い
る
。

ま

た
別

の
個
所

で
は

サ

ル
ト

ル
は

「
作
者

は
彼

が
書

い
た
と

こ
ろ

の
も

の
を

読

む

こ
と
が

で
き

な

い
。」

(Gっ
巽
㌶
①
"
8

。
∩
貫

即

曽

～
O
N
)
と
文

学

の
問

題
と
関

係
さ

せ
て
、
作

者

が
純

粋
な
鑑

賞
者

に
は

な
り

え
な

い
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
「
(
文

学

を
)

書

く
と

い
う

作
業

は
、
真

の
意
味

で
の
読
書

を

不
可
能

に
す

る

よ
う

な
、
暗

黙

の
読

書
類
似
行

為
を

伴

っ
て

い
る
。
」

(○り
鋤
憎
【「①
U
O
O
,
∩
凶戸
「
°
㊤
卜○
)

の
で
作
者

は

鑑
賞
者

に
な
り
え
な

い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ

ん
サ

ル
ト

ル
も
言

っ
て

い
る
。

コ

生

の
終

に

「
社
会
契

約
論

」
を
読

み
返

し

た

ル
ソ
ー

の
よ
う

に
、
年

月
が
経

ち
、
作

者

が

そ
の
作
品

を
忘

れ
、
作
品

に
入

っ
て
行
か

な

い
だ
け

で
な
く

も

は
や
書
く

こ
と
も

で
き
な

く
な

っ
た

時

に
は
L

(ω
霞
宍
①

"
o
℃
°
∩
F

団

㊤
ω
)
作
者

は
自
分

の
作

品
を

読

む
こ
と

が
で
き
る

で
あ
ろ

う
と
。

さ
ら

に
サ

ル
ト

ル
は

「
伝

統
的

な
基
準

に
従

っ
て
」

「
手
を
動

か

し

て
仕
事

を
す

る

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー

の
有
名

な
《

人
》
」

(
ω
碧
爲
⑦
"

8

°
。
一戸

勺
゜
潭
)

の
よ
う
な
状

態

の
場
合

は
、
客

観
的

に
自
分

の
作

品
を
眺

め
る

こ
と
も

で
き
る
と

も

言

っ
て

い
る
。
し

か
し

な
が
ら

サ

ル
ト

ル
に
お

い
て
わ

れ

わ
れ
は

も

う
す

こ
し
制
作

者

の
特
殊

性
に

つ
い
て

の
見
解

を
き

く

こ
と

に
し
よ
う
。

つ
ま

り
芸
術
活

動
と

は
存

在

の
発
見

で
あ

る
が
、
作

者

に
は

「
発

見
さ
れ

た
も

の
と

の
関
係

に

お
い

て
非
本
質

的

だ
と

い
う
感
じ
」

(Q∩
轟
冨

"
o戸

∩
F

℃
°
㊤
O
)

が
否

め
な

い
で
あ
ろ
う
。

「
創

造

さ
れ

た
対
象

が
私

を
逃

れ
去

る
。

即
ち
私

は
同
時

に
発

見
し

た
り

制

作
し

た
り
す

る

こ
と
は

で
き
な

い
。
創

造

さ
れ

た
も

の
は
、

創

造
的
活
動

に
た

い
し

て
非

本
質
的

な

も

の
と
な

る
。

第

一
に
他

人

に
は
決

定
的

に
み

え

よ
う

と
も
、
創

造

さ
れ

た
対
象

は
わ

れ
わ
れ

に
は
常

に
猶
予

(一①

6り
⊆
「
60
圃ω
)
と

み
な

さ
れ
る
。

わ
れ

わ
れ
は
常

に

こ
の
線

や

こ
の
色

調

や
こ

の
言
葉

を
と

り
か

え
る

こ
と
が

で
き

る
。

即

絵
画
鑑
賞
の
実
存
的
性
格
に
つ
い
て

一39一



絵
画
鑑
賞
の
実
存
的
性
格
に
つ
い
て

ち

そ
れ
ら

は
決

し

て
自

己
を
押

し

つ
け
な

い
。
L

(G∩
9
ミ

①
H
o
一)'
6
置

勺
』

O
)。
創

造
者

は
作

晶

の
中

に

入
り

こ
ん
で
、
そ

れ
を

い
わ
ば
内

側

か
ら
動

か
し
て

い
る
の

で
、

「
他
人

の
眼

で
臼

分
の
作
品

を
再
び
眺

め
、
創
造

し

た
も

の
を
再

び

発
見
す

る
わ
け

で
あ

る
。

し
か
し

わ
れ
わ

れ
は
制
作
し

た
も

の
に
た

い
す

る
意
識

を
、

わ

れ
わ
れ

が

制
作
活
動

に
た

い
し
て
も

つ
意
識

よ
り

以
上

に
は

も

た
な

い
も

の
で
あ
る
。
」

(ω
震
冥
o
"
8
°
o
F

勺
゜
O
O
～
㊤
H
)。

つ
ま
り

「
わ
れ

わ
れ
が
自
分

で
制
作

の
規
則

や
尺
度

や

規
準

を

つ
く
る
な

ら
、

ま

た
わ
れ

わ
れ

の
創

造
的

飛
躍

が
心

の
最
も

深

い
と

こ
ろ

か
ら

来

て
い
る

な
ら

、

そ
の
と
き
わ
れ

わ
れ
は
自

分

の
作

品

の
中

に
わ
れ
わ

れ
以
外

の

も

の
を
決

し

て
認

め
る

こ
と
は
な

い
。

即
ち

わ
れ

わ
れ

は
作

品
を
判

定
す

る
と
き

の
規

準

を

つ
く

る
の

が
わ
れ
わ
れ

で
あ

る
と

い
う

こ
と

に
な
る
。

わ
れ
わ

れ
が
そ

こ
に

再
び
発

見
す
る

の
は
わ

れ
わ
れ

の
歴
史

や
愛

や
喜

び

で

し
か
な

い
。

わ
れ

わ
れ
が

そ
れ
以

上
作

品
に
触

れ
ず
、
作

品
を
眺

め
る
と

き
、
わ

れ
わ
れ

は
作

晶
か
ら

そ

の
喜

び

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

や
愛

を
決

し

て
受

け
と

る

こ
と

は
な

い
。
即

ち
わ
れ

わ

れ
は
作
品

に
そ
れ

ら
を
織

り

こ
ん
だ

の
で
、

わ

れ
わ
れ
が
カ

ン
バ

ス
の
上

や
紙

の
上

に
得

た
結
果
は
、

わ
れ

わ
れ

ヘ

ヘ

へ

に
は
決

し

て
客
襯

的

に
は
み

え
な
い
。
わ

れ
わ
れ
は
効

果
が

そ
れ

に
よ

っ
て

い
る

過
程
を

あ
ま
り

に
も

知

っ
て

い
る
か
ら
。

そ
の
過
程
は

主
観

的
発

見

で
あ

る
。

過
程

は

ヘ

ヘ

へ

わ

れ
わ
れ
自
身

で
あ
り
、

わ
れ

わ
れ

の
イ

ン
ス
ピ

レ
ー

シ

↓.
ン
で
あ
り
、

わ
れ
わ

れ

の
術

策

で
あ
る
。

そ
し
て
わ
れ

わ
れ
が
わ

れ
わ

れ
の
作

晶
を

知
覚
し

よ
う
と
す

る
と

き

は
、

わ

れ
わ

れ
は
そ

れ
を
も

う

一
度
創
造

し
、

そ
れ

を
制
作

し

た
操
作

を

心
の
中

で
繰

返
す
。

わ
れ

わ
れ
に
は

そ
の
操

作

の
各

ん
、
の
局
面
が
結

果

の
よ
う

に
姿
を

あ
ら

わ
す
。

従

っ
て
知

覚

に
お

い
て
は
、
対
象

は
本
質
的

な

も

の
と
し

て
、

主
体
が
非

本
質
的

な
も

の
と
し

て
与
え
ら

れ
る
。

主
体

が
創

造
の
中

に
本

質
的

な
も

の
を
求

め

て

そ
れ
を
得

る
と

き
は
、

対
象

は
非
本
質
的

な
も

の
と
な

る
。
」

(G∩
餌
二
お

日
ε

.
6
凶一゚

{、6
Φ
H
)
と

い
う

の

が

サ
ル
ト

ル
の
説
明

で
あ
る
。

即

ち
以

と

の
よ
う
な

点

で
、
作

者
は
自

分
自
身

の
書

い
た
も

の
を
読

む

(画
家

の
ば

あ

い
は

眺
め
る

)

こ
と
が

で
き
な

い
。

「
靴

屋
は
、
寸
法

が
合

え
ば

、
臼
分

で
制

作

し
た
ば

か
り

の
靴
を

は
く

こ
と
が

で
き
、

建
築
家

は

彼

が
建

て

た
家

に
住

む

こ
と

が

で
き

る
。
」

(G∩
醇

q
Φ
日
8

。
6
同戸
勺
゜
㊤
卜。
)
が
、
芸

術
家

は
自

己

の
宅
観

を
作

品

の
中

に
閉

じ

こ
め
て
行

く

の

で
、

そ
れ
を
跡
づ

け

る
と

き
は

、

そ

の
と
き

ど
き

に
再
び

制
作
作

用

を
繰
返
し

て
し
ま
う

こ
と

に
な
る
。

そ

こ
で
作
者

は
作

品
を
変

更
す

る

こ
と

の
臼
由
も

ふ
く
め

て
、

純
粋

に
客

観
的

な
、

鑑
賞
者

の
お

こ
な
う

よ
う
な
立
場

に
立
ち

え
な

い

の
で
あ

る
。

「
そ
こ

で
作

家

が
あ
り

と
あ
ら

ゆ
る
場
所

で
出

会
う

の
は
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

彼

の
知
識

で
あ
り
、
彼

の
意
志

で
あ
り
、
彼

の
投
企

で
あ
り

、
要
す

る
に
彼
自
身

で
あ

る
。
彼

は
決
し

て
自
分

の
主
観

性
以

外

の
も

の
に
は
触

れ
な

い
。

…
…

主
観

性

の

限
界

に
ま

で
は
行

く
が
、

そ
れ
を
超

え
る

こ
と
は
な

い
。
」

(Qっ
霞
貫
食

ε

』

同戸

℃
層
紹

～
⑩
ω
)

の
で
あ

る
。
制
作

に
お

い
て
作
者

が
お

こ
な

っ
た
選
択

や
投
企

は
、
作

品

と
し

て
客

観
化
さ

れ
る

が
、

そ

の
さ
い
作
者

の
お

こ
な
う

鑑
賞
は

決
し

て
他

の
人

々
に

よ
る
鑑
賞

と
同

様

で
は
な

い
。

こ
の
点

に
関

す
る

注
目

は
、

サ

ル
ト

ル
の
芸
術
論

の
特
色

と

い

っ
て
よ
い

で
あ

ろ
う
。

そ

こ
で
次

に
当
然

の

こ
と
な

が
ら
わ

れ
わ

れ
は
、

サ

ル
ト

ル
か
ら

作

者
と
鑑
賞
者
と

の
関
係

に

つ
い
て
聞

か
な
け
れ
ば

な
ら
な
く

な
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る

の
で
あ

る
。

四

で
は

サ

ル
ト

ル
に
お

い
て
は
、
作

者

と
鑑

賞
者

の
関

係

は
ど

の

よ
う

に
考
え

ら
れ

て
い
る

の
で
あ

ろ

う
か
。

サ

ル
ト

ル
に
よ
れ
ば

[
書

く

と
い
う
作
業

は
、
弁

証
法

的

相
関

と
し

て
読

む
と

い
う

作
業

を
伴

っ
て
お
り
、

こ
の
相

関
連

し

た

二
つ
の
行

為

は

二
つ
の
異

る
原

動

力
を
必

.要
と
す

る
。
L

「
作
家
だ

け

が
実
存

す

る
な
ら
ば

、
彼

は
自

ヘ

へ

分

の
欲
す

る
通
り

に
書
く

こ
と

が
で
き

る
で
あ

ろ
う

が
、

対
象

と

し
て

の
作
品

は
決

し
て
陽

の
当

る

と

こ
ろ

へ
出
な

い

で
あ

ろ
う
。
ま

た
作
家

は

ペ

ン
を
置
く

か
絶

望
す

る

こ
と

に
な
る
だ

ろ
う

。」

「
精
神

の
産
物

と

い
う
具
体

的

で
想
像

的
な
対
象

を
引
き
出
す

の
は
、

作

家

と
読
者

の
緊
密

な
努

力

で
あ

る
。

他

人

の
た
め

の
他

人

に
よ
る
芸

術

以
外

に
は
芸
術

は

な
い

の
で
あ
る

。」

(ω
震
『
o
"
O
P

6
副触」
、°
①
ω
)。

こ
の
よ
う

な
関

係

は
、

サ

ル
ト

ル
に
ょ
れ
ば

さ
ら

に

「
呼
び

か
け
」

(一、
飴
弓

9

と

い
う

概
念

に
関
係

し

て

い
る
。

「
文

学
作

晶
の
す

べ
て
は
呼

び

か
け

」

で
あ

る
。

「
書
く

と

は
言

語
と

い
う
手

段

に

よ

っ
て
私

が
企

て
た
と

こ
ろ

の
発

見
を
、
客

観
的
実
在

に
変

化

さ

せ
る

よ
う

に
読

者

に
呼

び
か
け

る

こ
と
で
あ

る
。
」

(○∩
母
嘗
o
H
O
℃
°
。
団戸

一、°
Φ
①
)。

そ

し
て
そ

こ

で
は

「
読
者
は

発
見
し

、
同
時

に
創

造
す

る
意
識

を
も

っ
て
お
り
、

創

造
し

な
が
ら

発
見

し
、

発

見
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
創

造
す

る

の
で
あ

る
。
」

(ω
9
ミ

①
目
○
叫)°
∩
F

℃
°
漣

)。

「
こ
の
方
向

性
を
も

っ
た
創

造
は
全
く

新
な
も

の
で
あ
る

か

ら
、

最
高

に
純
粋

な
読

者

の
自
由

に
ま
か

せ
ら

れ

て

い
る
。

そ

こ
で
作
家

は
、
読
者

の
自
由

に
呼

び

か
け

て
、
そ

の
自
由

が
彼

の
作

品

の
制
作

に
協

力
す

る
よ
う

に
す

る

の
で
あ

る
。
」

(ω
母
需
①
"
o
P

∩
凶戸

押

㊤
①
～
㊤
刈
)
。

そ

し

て
そ

の
よ
う
な

自
由

を
媒
介

と
す

る
作

家

と
読
者

の
関
係

は
、

「
私
は
自
由

を

源
泉

と

し
、
目
的

と
も
す

る

よ

う

な
感

情

を
、
寛

大

な

(ひq
曾
騨
。⊆
ω
①
)
と
名

づ
け

る

。

そ
し

て
読
書
は
、

寛
大

な

心

(冨

伽q
雪
ひ
δ
・゚
同容
)

の
習
練

で
あ

る
。

作
者

が
読

者

か
ら
要
求

す

る
の
は
、
抽

象
的

な
自

由

の
適
用

で
は

な
く

、
読

者

の
全

入
格

の
資

質

で

あ
り
、

そ

の
情

念

、
偏

見
、

共
感
、

性
的
気

質

、
価

値

の
段

階

で
あ

る
。

た
だ

そ

の
人
格

は
寛
大

な
心

を
も
ち
、

自

由
が
あ

ら
ゆ

る
部
分

に
行
き

わ
た

っ
て
、

そ

の
感

受

性

の
最
も

暗

い
塊

を
変

形

し
よ
う

と
す
る

よ

う
な
も

の
で
あ

る
。

そ

の
よ
う
な
活

動
は
、

対
象
を

よ
り

よ
く
創

造

す

る
た

め
に
受
動

的
と

な
る
が
、
反

対

に
受
動
性

は
行

為

に
な
る
。
読

書
す

る
人

は
自
分

を
最
高

に
高

め

る
。
冷
酷

さ

で
評

判

の
人

々
が
架

空

の
可
哀

そ
う
な
物

語

に
涙

を

こ
ぼ
す

の
を
人

が

み
る

の
は
、
彼

ら

が
自

分

た
ち

の
自

由

を
偽

る

こ
と

な
く

生

き
て
来

れ
ば

、
彼

ら
が

そ
う
な

っ
た

で
あ
ろ
う

よ
う
な

人

に
そ

の
瞬
間

な

っ
た
か
ら

で

あ

る
。
」

(ω
霞
q
Φ
日
8

°
9

°
勺
μ

O
O
～
H
O
H
)。

「
従

っ
て
作

者
は

読
者

の
自
由

に
向

っ
て
書

き
、

そ

の
作

晶
を
存
在

さ

せ
る

こ
と
を
要
求

す

る
。

し
か

し
そ
れ

だ
け

で
な

く
作

者
は
読

者

に
与

え
た
信
用

を
返

す

こ
と
、
読

者

が

そ

の
創

造

的
自
由

を
み

と
め
る

こ
と
、
ま

た

読
者

も
相
対
的

に
反

対

の
呼
び

か
け

を
し

て
作

者

の
臼
由

を
覚
醒
す

絵
画
鑑
賞
の
実
存
的
性
格
に
つ
い
て
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馴



絵
画
鑑
賞
の
実
存
的
性
格
に
つ
い
て

る

こ
と
を
要
求

し

て
い
る
。

こ
こ
に
そ
の
結
果
と

し
て

、
読
書

に
は

別

の
弁
証
法

的
逆
説

が
あ
ら

わ
れ

る
。

即
ち

わ
れ
わ

れ
が
わ
れ

わ
れ

の
自

由
を
感

じ
れ
ば

感
じ

る
ほ

ど
、

わ
れ
わ

れ
は
他

人

の
自

由
を
認
識
す

る
。
作

者
が

わ

れ
わ
れ

に
要
求
す

れ
ば

す

る
ほ
ど
、
わ

れ
わ

れ
は
作
者

に
要
求
す

る
。」

(留

葺

①
"
o
p

9

°
℃
」
O
H
)
と

い
う

こ
と

に
な

る
の

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な
作

者
と
読

者

の
関
係

は
、
主

に
散
文

の
作
品

に
関
し

て
論

じ
ら

れ

て
い
る
よ
う

に
み
え

る
が
、
決
し

て
そ
う

で
は
な
く

、
他

の
芸

術

の
ジ

ャ

ン
ル
に
も

妥
当
す

る
と

サ

ル
ト

ル
自
身

で
述

べ
て

い
る
。

素
材

の
面

か
ら
検

討
す

れ
ば

、
詩

と

散
文

は
異
る

で
あ

ろ
う

が
、
作
者

と
読
者

の
関
係

に
お

い
て
は

散
文

も
詩
も
絵

画
も

同
様

の
説
明

の
上

に
位

置
づ

け

て

よ

い
の
で
あ

る
。

し
か
し

な
が
ら
サ

ル
ト

ル
は
自
然
美

と
芸
術
美

を
区

別
す

る
。
サ

ル
ト

ル
に
よ
れ
ば

自
然
美

は
目
的

の
な

い
合

目
的
性

で
あ
り
、

芸
術
美

は
目
的

の
あ

る
合

目
的
性

で

あ
る
。

カ

ン
ト
が
芸

術
作
品

を
表
現
す

る

の
に
、
「
目

的

の
な

い
合

目
的
性
」
と

い
う
用

語
を
使

用
し

て

い
る

の
は
、
全
く
間

違

っ
て

い
る
と

サ

ル
ト

ル
は
言

う
。
(Qり
費
#
①

"
o
戸

゜
F

"

㊤
刈
)
。
「
目
的

の
な

い
合

目
的
性
」

は
、
自

然
美

に
属

す

べ
き
も

の
で
あ
り
、
「
わ
れ

わ

れ

の
自
由

は
決

し
て
自
然

に
よ

っ
て
呼
び

か
け

ら

れ
る
と

い
う

こ
と

が
な

い
。」

(Q。
①
葺

①
δ

O
°
9

°
℃
.
H
8

)
。

ま
た

一
見

そ

の
よ
う

に
思
わ

れ
る
と
き

も
、
外
観

だ
け

で

あ

っ
て
、
「
私

の
自

由
は
気

ま
ぐ

れ
に
な
り
、

新

し
い
関

係

の
設

立

ヘ

ヘ

へ

に

つ
れ
て
、

私

を
勧

誘

し
た
と

こ
ろ

の
客
観
性

の
錯
覚

か
ら
遠

く
な

る
。

私
は
も

の
に
よ

っ
て
漢
然

と
描

か
れ
た
あ

る
主
題
を
夢

み

る
。
自

然

の
現

実

は
、

も

は
や
夢
想

の
口
実

で
し
か

な

い
。

一
瞬

の
間

み
と

め
ら
れ
た
自

然

の
秩
序

は
、
誰

か

に
よ

っ
て
わ

れ
わ
れ

に
提

出
さ

れ
た

の
で
も

、
し

た
が

っ
て
ま
た
真
実

の
も

の
で
も

な

い
と

い

う

こ
と
は
、
深

く
遺
憾

で
あ

る
。

私
は
私

の
夢
を
固

定

し
、

そ
れ
を

ヵ

ン
バ

ス
の
上

や
文
章

の
中

に

写

そ
う

と
す

る
。

こ
の
よ
う

に
し
て
私

は
、

自
然

の
風
景

の
中

に
あ

ら
わ

れ
た
目
的

の
な

い
合

目
的
性

と
、
他

の
人

々
の
視
線

の
中

に
わ

れ
わ
れ
自
身

を
置
く

。
私
は

そ

れ
を
他

の
人

々
に
伝
達
す

る
と
、

こ
の
伝
達

に

よ

っ
て
、

そ

の
目
的

の
な

い
合

目
的
性

は
人

間
的

に
な
る
。
即

ち

こ
こ
で
は

芸
術

は
贈
物

の
儀
式

で
あ
り
、
贈

物

の
み

が
変

貌

を
と
げ

る

の
で
あ

る
。」

(Qo
錠
R
①
u
O
P

∩F

"

H
O
b。
～
ド
O
ω
)
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

サ

ル
ト

ル
に
よ
れ
ば
芸
術

作
品

は

「
目
的

を
も
た

な

い
」

(ω
霞
耳
の
"
8

'
∩
F

即

O
c。
)

と

い
う
点

で

は

カ

ン
ト

の
述

べ
て
い
る
通
り

で
あ
る
。

し
か

し

サ
ル
ト

ル
に
よ

れ

ば
芸

術
作
品

は
そ

れ
自
身

が

目
的

で
あ
る
か
ら
、

そ

の

よ
う

な
意
味

か
ら
は
、

「
目
的

で
あ

る
合

目

的
性

」
と

で
も
称
す

べ
き
も

の

で
あ
ろ

う
。

「
カ

ン
ト
の
命
題
は
、

あ
ら
ゆ

る
画
面

、
あ

ら
ゆ

る
彫
像
、

あ
ら
ゆ

る
本

の
奥

底

に
ひ
び

い
て

い
る
呼
び

か

け
を
考

え
て

い
な

い
。
」

(ω
錠
q
①
"
o
戸

6
F

℃
°O
。。
)

と
サ

ル
ト

ル
は
言

う
。
自
然

美

と
芸
術
美
、

制
作

と
鑑
賞

を

カ

ン
ト

の
よ
う

に
、

一
連

の
も

の
と
し

て
連
続

的

に
考

察
す

る

こ
と

は
、

も
ち

ろ

ん
サ

ル
ト

ル
の
場

合

に
も

可
能

で
あ

る
が

、

サ

ル
ト

ル

に
お

い
て
は
そ
れ

ら

の
要
素

の
性
格

の
差
、
意
味

の
相

異
が
注
目

さ
れ

て
い
る
。
し

か
も
具
体

的

な
生

を
生
き

て

い
る
実

存
と
し

て

の
人
間

を
作
家

と
鑑
賞
者

の
そ
れ
ぞ

れ

に
お

い
て
浮
び

上
ら

せ
よ
う

と
し

て
い
る

の
で

あ
る

。

た
だ

サ

ル
ト

ル
が

「
カ

ン
ト

は
作

品
が

ま
ず

実
際

に
存
在

し
、
そ

の
後

に
そ
れ

が
見
ら
れ

る
と
信

じ

て
い
た
。
」

一42一



(G∩
9
葺

①
"
ε

゜
∩
圃什゚
℃
°
Φ
。゚
)
と
述

べ
て
い
る

の
は
、

い
さ

さ
か
首
肯

し
が
た

い
。

自
由

と

い
う

テ
ー

マ
を

掲
げ

て
、

あ
る
意
味

で
は
主
観

的

に
普
遍

的

な
選

択

を
問

題

に

す

る

サ

ル
ト

ル
に
と

っ
て
、
芸
術

作
品

は

「
目
的

で
あ

る
合

目
的
性

」

で
あ

る
。

そ
し
て
制
作
作

用

は
鑑

賞
作

用
に

よ

っ
て
は
じ

め
て
完
成
す

る
よ
う

な
も

の

で
あ

る
。

こ
こ
で
サ

ル
ト

ル
が
読
者

に
関

し
て
語

っ
て
い
る

こ
と
を
も
う

少
し
引
用

し

た
い
。

「
も

し
読
者

が
彼
自
身

の
よ
り

よ

い
状
態

に
あ
れ
ば
、

言
葉

の
か
な

た

に
綜
合

的

な
あ
る
形

式
を
投

影
さ

せ
る
で
あ

ろ
う
。

そ
し

て
そ

の
形
式

の
中

で
は
各
句

は
も

は
や
部
分

的
な
機

能

つ
ま

り

"
テ
ー

マ
"

"
主

題
"

"
意
味

"
な

ど

で
し

か
な

い

で
あ

ろ
う
。」

(o∩
母
管
『

8

°
9

°
℃
°
逡

)。

と

い
う
状
態

が
、

サ

ル
ト

ル
に
お
け
る
鑑

賞
者

の
状
況

で

あ
る
。

サ

ル
ト

ル
は
さ
ら

に
次

の
よ
う

に
も
言

っ
て

い
る
。

嘱
わ
れ

わ
れ

は
先

へ
進
む

た
め

に
は
、
作

家

が
他

の
あ
ら
ゆ

る
芸

術
家
と
同

様
に
、

読
者

に
あ
る
感

動
を
与

え
る

こ
と
を
目
的

と
し

て
い
る
と

い
う

こ
と
を

知
ら
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

そ

の
感
動
を

人
は
美
的
快
と

よ
ん

で

い
る
。
私

は
よ
り
解
り

や
す
く

美
的
喜
び

と
名
付

け
た

い
。

こ
の
感
動
が
あ

ら
わ
れ

る
の
は
、
作

品
が
完
成

し

た
と

い
う

記

号

で
あ
る
。

そ

こ
で
前

述

の
考
察

の
続

き

で
検

討
し

た

い
と
思
う

。
結
局

の
と

こ
ろ
創

造
者

は
、
彼

が

創

造
す

る
聞
は

そ
の
喜
び

は
感
じ

な

い
。
観

察
者

つ
ま
り

わ
れ
わ

れ

の
こ
の
よ
う

な
場
合

に
は
、
読
者

の
美

意
識

と

↓
致
す

る
し
か
な

い
も
の

で
あ
る
。

し
か
し

そ
れ

は

構

造
が

互
に
他

を
条
件

づ
け

て
お
り
、
分
離

で
き

な

い
よ
う
な
複
雑

な
感
情

と
な

っ
て
い
る
。

超
越
的
絶
対
的

な
目

的
は
、

目
的
ー

手
段

お
よ
び

手
段

-
目
的

と

い
う
実

用
的

な
流

れ
を

一
瞬

の
間

と
め

る
よ
う
な
も

の

で
、

そ
う

い
う

目
的

の
認
識
と

、

そ

の
美
的
喜
び

は

一
致
し
、

ま

た
呼
び

か

け

や
価

値

の
認
識

と
も

一
致
す

る
。

そ
し

て

私
が

こ
の
価
値

に

つ
い
て
も

つ
位

置
意
識

(冨

8
コ
ωo
δ
月
①

ロ
o
ω
丁

辞δ
暮

Φ
=
①
)

は
、

必
然

的
に
私

の
自
由

の
非
位
置

意
識

(冨

8
=
。。∩
凶①
コ
8

コ
o
=

冨
ω
圃二
。
唇

①=
①
)
を
伴

う

が
、

そ
れ
は
自
由
が

そ
れ
自
身

に
お

い
て
自

己
を
示

す

の
は
、
超

越
的
な
要

求
だ

か
ら
と

い
う
こ
と

で
あ

る
。
自
由

そ
れ

自
身

に
よ

る
自
由

の
認
識

は
喜
び

で
あ

る
。

し

か
し

こ
の
非
命

題
的
意

識

の
構

造
は
、
意
識

の
他

の
構
造

を
含

ん

で

い
る
。

つ
ま
り

読
書

は
創

造
で
あ
る

か
ら
、
私

の
自

由

は
単

に
純
粋

な
自
律
性

と
し

て
は
あ
ら

わ

れ
な

い
で
、
創

造
的
活
動

と
し

て
も

あ
ら
わ

れ
、
即

ち
固
有

の
法
則

ヘ

ヘ

へ

を
自
己
に
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
対
象
を
構
成
す
る
も

の
と
し
て
自
己
を
認
め
る
。

こ
の
水
準
で
固
有

の
美
的
現
象

つ
ま
り
創
造
さ
れ
た
対
象
が
創
造
し
た
人
に
対
象
と

ヘ

へ

し
て
与
え

ら
れ

る
よ
う
な
創
造
が
あ
ら

わ

れ
る
。

創
造

者

が
自
分

が
創
造
す

る
対
象

を
享

受
す

る

の

は
特

殊

な
場
合

で
あ
る
。
読

ま
れ

る
作

品

の
位
置

意
識

に
適
用

さ
れ

る
享

受
と

い
う
用
語

は
、
わ
れ
わ

れ
が
美

的
喜
び

の
本

質

的
な
構

造

の
存
在

を
み

と
め
て

い
る
と

い

う

こ
と

に
な
る

。」

(の
β。
鴨
貸
①
"
o
P

6
凶↓°
即

δ
刈
～
H
O
°・
)

こ
の
よ
う

に
し

て
、

読
書

が
読

者
に

よ

っ
て
完
成

し
、
制
作

が
鑑

賞

に
連
続
す

る
構

造
が
明
瞭

に
な

っ
た
。

サ

ル
ト

ル
は
さ
ら

に
こ
れ
ら

の
問

題
を
、
芸

術
史

の
上

に
適

用
し

て
考

察

を
お

こ
な

っ
て

い
る
。
興
味

を

ひ
か

れ

る
問
題

も
多

い
が
、
省
略

し
、
稿

を
改

め
た
い
。

こ

こ
で

は
絵

画

の
鑑

賞

に
関
す

る
問
題

を
、

サ

ル
ト

ル
の
実
存
的

な
立
場

を

中

心

に
、

カ

ン
ト
や

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー

の
考

方

に
も
触

れ

て
検

討
し

た
に
と
ど

め
る
も

の
で
あ

る
。

絵
画
鑑
賞
の
実
存
的
性
格
に
つ
い
て

一43
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