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芸術作品と倫理

序
．

本
論
の
目
的
は
、
芸
術
作
品
に
対
し
て
為
さ
れ
る
価
値
判
断
、
特
に
美
的
判
断
と
倫
理
的
判
断
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る）

1
（

。
或
る
作
品

が
倫
理
的
に
許
さ
れ
な
い
内
容
や
主
張
を
含
ん
で
い
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
作
品
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
非
倫
理
性
に
よ
っ
て
芸
術
的
価
値
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
べ
き
か
。
そ
れ
と
も
倫
理
的
に
問
題
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問

題
と
は
切
り
離
し
て
作
品
の
芸
術
的
価
値
の
み
を
評
価
す
べ
き
な
の
か
。
逆
に
、
倫
理
的
主
張
と
し
て
推
奨
さ
れ
る
べ
き
内
容
を
含
む
作
品
は
、

ま
さ
に
そ
の
倫
理
性
ゆ
え
に
芸
術
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
美
的
経
験
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
「
美
」
と
「
善
」
を
享
受
す
る
と

き
、
わ
れ
わ
れ
と
作
品
の
あ
い
だ
に
は
何
が
起
き
て
い
る
の
か
。
い
か
な
る
場
合
に
芸
術
は
美
し
く
、
そ
し
て
善
を
示
す
存
在
た
り
え
る
の
か
。

以
下
、
議
論
の
中
心
と
な
る
の
は
芸
術
作
品
に
お
け
る
倫
理
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
或
る
芸
術
作
品
が
倫
理
的
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
い
を

前
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
以
上
に
緊
急
か
つ
重
要
な
問
題
が
他
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え

芸
術
作
品
と
倫
理

―
美
と
善
悪
の
関
係
に
つ
い
て
―
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ば
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
芸
術
作
品
の
問
題
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
「
存
在
」
そ
し
て
「
真
理
」
の
問
題
で
あ
る
。

現
象
学
的
世
界
と
は
、
先
行
し
て
い
る
存
在
の
顕
在
化
で
は
な
く
、
存
在
の
創
設
で
あ
る
。
哲
学
と
は
真
理
の
反
映
で
は
な
く
、
芸
術
と
同

様
に
、
真
理
の
実
現
で
あ
る）

2
（

。

『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
い
て
芸
術
の
問
題
は
「
存
在
の
創
設
」
や
「
真
理
の
実
現
」
の
解
明
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
晩
年

の
『
眼
と
精
神
』
に
お
い
て
も
「
普
遍
的
存
在l’Ê

tre

を
概
念
な
し
に
現
前
化
す
る
こ
と）

3
（

」
と
し
て
芸
術
の
本
質
が
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
存

在
」
や
「
真
理
」
の
解
明
を
目
的
と
す
る
存
在
論
的
問
題
意
識
に
終
始
貫
か
れ
て
い
る
。

芸
術
作
品
は
単
な
る
対
象
の
模
写
で
は
な
く
、
ま
た
、
す
で
に
出
来
上
が
っ
た
世
界
、
す
で
に
眼
前
に
現
わ
れ
て
い
る
現
実
を
写
し
取
っ
た
だ

け
の
も
の
で
も
な
い
。
重
要
な
の
は
画
面
上
の
「
美
」
で
は
な
く
、
芸
術
経
験
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
「
存
在
」
そ
れ
自
体
、
世
界
の
「
真
理
」

へ
の
思
索
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
日
常
、
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
や
物
に
囲
ま
れ
、
家
や
街
の
中
で
生
を
営
ん
で
い
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら

を
「
必
然
的
に
存
在
し
揺
る
ぎ
な
い
も
の）

（
（

」
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
芸
術
作
品
は
わ
れ
わ
れ
の
慣
れ
親
し
ん

だ
世
界
と
の
交
流
を
揺
る
が
す
存
在
で
あ
り
、
芸
術
作
品
が
露
わ
に
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
・
人
間
的
な
生
を
支
え
る
土
台
と
し
て
の

「
原
初
的
な
世
界）

（
（

」
で
あ
る
。

セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
は
、
こ
れ
ら
の
習
慣
を
一
時
中
断
さ
せ
、
人
間
が
そ
の
上
に
安
住
す
る
非
人
間
的
な
自
然
の
土
台
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
彼

が
描
く
人
物
が
奇
妙
で
、
人
間
と
は
異
な
る
種
に
よ
っ
て
見
ら
れ
た
人
物
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る）

6
（

。

「
存
在
」
や
「
真
理
」
そ
し
て
「
原
初
的
な
世
界
」、「
非
人
間
的
な
自
然
」
の
探
求
を
目
的
と
す
る
限
り
、
作
品
の
内
容
が
倫
理
的
で
あ
る
か
否



─ （（ ─

芸術作品と倫理

か
と
い
う
問
題
は
、
あ
く
ま
で
人
間
的
な
世
界
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
原
初
的
な
世
界
」、「
非
人
間
的
な
自
然
」

の
探
求
と
い
う
根
源
的
な
問
題
と
比
べ
れ
ば
、
芸
術
作
品
の
倫
理
性
と
い
う
問
題
は
副
次
的
あ
る
い
は
二
次
的
な
問
題
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
現
実
問
題
と
し
て
、
作
品
の
倫
理
性
を
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
内
容
を
持
ち
、
そ
れ
ら
を
目
の
前
に
し
た
と
き
鑑
賞
者
の
感
情

や
価
値
観
が
激
し
く
動
揺
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
芸
術
作
品
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
よ
う
な
存
在
論
的
芸
術

論
と
、
芸
術
と
倫
理
性
の
議
論
は
対
立
す
る
立
場
で
は
な
く
、
む
し
ろ
各
々
異
な
る
位
相
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
を
支
え
る
世
界
と
い
う
土

台
に
つ
い
て
再
考
・
再
認
識
を
促
す
と
い
う
点
で
は
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
芸
術
作
品
に
お
け
る
倫
理
性
を
考

察
す
る
こ
と
は
、
作
品
内
容
が
倫
理
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
し
、
そ
こ
に
非
倫
理
的
な
も
の
が
認
め
ら
れ
た
作
品
を
排
除
す
る
よ
う
な
身
振

り
と
は
全
く
異
な
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
「
真
の
哲
学
と
は
、
世
界
を
見
る
こ
と
を
学
び
直
す
こ
と
で
あ
る）

（
（

」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
想
起

す
る
必
要
が
あ
る
。
非
倫
理
的
な
描
写
や
表
現
に
直
面
し
た
と
き
、
鑑
賞
者
は
そ
れ
ま
で
自
身
が
学
ん
で
き
た
道
徳
、
現
実
世
界
に
対
す
る
認
識
、

そ
れ
ら
全
て
を
包
含
す
る
信
念
体
系
を
一
旦
宙
吊
り
に
し
、
世
界
の
見
方
を
学
び
直
す
の
で
あ
る
。

芸
術
と
倫
理
、
そ
し
て
美
と
善
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
一
見
す
る
と
両
立
し
え
な
い
二
つ
の
芸
術
に
関
す
る
哲
学
的
立
場
の
あ
い
だ
の
近
さ
と
隔

た
り
を
確
認
す
る
こ
と
も
本
論
の
目
的
で
あ
る
。

１
．
醜
さ
と
美
し
さ

芸
術
作
品
は
そ
れ
を
鑑
賞
す
る
側
に
様
々
な
反
応
を
引
き
起
こ
す
。
そ
の
反
応
と
は
、
色
が
綺
麗
だ
、
写
実
的
で
本
物
み
た
い
だ
、
知
り
合
い

の
誰
か
に
似
て
い
る
と
い
っ
た
ご
く
シ
ン
プ
ル
な
も
の
に
止
ま
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
一
方
、
自
分
た
ち
が
属
す
る
社
会
に
つ
い

て
政
治
的
な
議
論
を
提
示
す
る
作
品
、
そ
れ
ま
で
何
一
つ
疑
問
を
抱
く
こ
と
な
く
享
受
し
て
き
た
社
会
的
規
範
や
常
識
を
混
乱
さ
せ
、
自
己
や
世
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界
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
の
再
検
討
と
再
構
成
を
促
す
よ
う
な
反
応
を
引
き
起
こ
す
作
品
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
作
品
は
往
々
に
し
て
難
解
な
も
の
・
意
味
不
明
な
も
の
と
し
て
忌
避
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
芸
術
作
品
と
し
て
の
存
在
自
体
が

疑
問
視
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
『
受
胎
告
知
』
の
場
合
と
比
べ
て
、「
制
作
の
た
め
に
滞
在
し
て
い
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
美
術
館
で
訪

れ
た
人
々
に
カ
レ
ー
を
振
る
舞
う
」
と
記
述
さ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
芸
術
作
品
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
は
些
か
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
も

の
と
な
る
。

前
述
し
た
「
観
客
に
カ
レ
ー
を
振
る
舞
う
と
い
う
行
為
」
を
そ
の
内
容
と
す
る
作
品
『
無
題
（
静
止
）U

ntitled

』
は
、
リ
ク
リ
ッ
ト
・
テ
ィ

リ
ャ
ヴ
ァ
ー
ニ
ャ
が
一
九
九
三
年
に
発
表
し
た
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
複
合
的
な
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
最
も
根
幹

に
あ
る
も
の
は
、
美
術
館
と
い
う
公
的
・
制
度
的
空
間
と
、
食
事
を
す
る
・
歓
談
す
る
と
い
う
私
的
な
生
活
空
間
と
の
あ
い
だ
の
区
別
を
無
効
化

し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
同
時
に
、
作
者
と
観
客
と
の
あ
い
だ
の
区
別
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
我
々
は
テ
ィ
リ
ャ
ヴ
ァ
ー
ニ
ャ

の
作
品
を
通
じ
て
、
美
術
館
と
い
う
制
度
化
さ
れ
た
「
芸
術
」、
そ
し
て
「
製
作
者
と
鑑
賞
者
と
い
う
二
分
法
」
と
い
う
今
ま
で
意
識
化
さ
れ
な

か
っ
た
問
題
へ
と
目
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
同
時
に
「
食
べ
る
こ
と
」、「
食
べ
物
を
差
し
出
す
／
受
け
取
る
」
と
い
う
「
日
常
性
」
へ

の
新
た
な
視
点
、
さ
ら
に
は
美
術
館
と
い
っ
た
公
的
な
場
所
で
不
特
定
多
数
の
人
々
と
出
会
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
他
者
」
や
「
偶
然
性
」
と
い
っ

た
問
題
を
我
々
は
提
示
さ
れ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
、
収
蔵
庫
あ
る
い
は
美
の
殿
堂
と
し
て
の
美
術
館
に
閉
じ
こ
も
る
の
で
は
な
く
、
世
界
・
他
者
・

日
常
と
い
っ
た
様
々
な
次
元
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
芸
術
作
品
の
あ
り
方
、
ニ
コ
ラ
・
ブ
リ
オ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
関
係
性
の
美
学）

（
（

」
と
も

呼
べ
る
芸
術
作
品
の
存
在
様
式
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

上
記
の
例
で
は
、
一
見
す
る
と
我
々
の
日
常
性
に
あ
ま
り
に
密
着
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
問
題
と
し
て
前
景
化
す
る
こ
と
の
な
い
行
為
（
こ
の
場

合
は
「
食
べ
る
」
と
い
う
行
為
）
が
、
芸
術
作
品
を
通
じ
て
、
芸
術

－

社
会
、
製
作
者

－

観
客
、
自
己

－

他
者
と
い
っ
た
様
々
な
対
立
軸
の
あ
い

だ
に
相
互
作
用
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
作
品
は
社
会
的
（
場
合
に
よ
っ
て
は
政
治
的
）
文
脈
を
付
与
さ
れ
、
日
常
を
生
き
る
こ
と
の
意
味
と
そ
の

豊
か
さ
、
自
己
と
他
者
と
世
界
の
相
互
性
に
つ
い
て
新
た
な
視
野
が
観
客
に
提
示
さ
れ
る
。
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し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
肯
定
的
な
学
び
へ
と
導
く
作
品
で
は
な
く
、
例
え
ば
嫌
悪
感
、
不
快
感
、
強
烈
な
心
理
的
拒
絶
を
生
じ
さ
せ
る
作
品
で

あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
作
品
経
験
を
通
じ
て
、
我
々
は
ど
の
よ
う
な
「
新
た
な
世
界
に
つ
い
て
の
認
識
」
を
得
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
昆
虫

研
究
で
著
名
な
曽
祖
父
を
も
つ
ベ
ル
ギ
ー
出
身
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
ヤ
ン
・
フ
ァ
ー
ブ
ル
（Jan Fabre, 1（（（  - 

）
が
二
〇
一
六
年
に
エ
ル
ミ
タ
ー

ジ
ュ
美
術
館
で
行
っ
た
「K

night of D
espair/ W

arrior of B
eauty

（
絶
望
の
騎
士
／
美
の
戦
士
）」
と
題
さ
れ
た
個
展
は
、
作
品
そ
の
も
の
に
つ

い
て
の
評
価
以
外
の
面
で
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
展
示
に
お
い
て
動
物
の
剥
製
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
一
部
観
客
の
反
感
を
招
い
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
よ
り
ヤ
ン
・
フ
ァ
ー
ブ
ル
は
昆
虫
や
動
物
の
死
骸
を
使
っ
た
作
品
で
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
に
関
し
て
こ
れ
ま
で

に
も
動
物
愛
護
団
体
や
動
物
の
権
利 anim

al rights 

を
主
張
す
る
団
体
か
ら
非
難
さ
れ
て
き
た
。
今
回
の
批
判
も
展
示
に
お
い
て
犬
や
猫
、
う
さ

ぎ
な
ど
動
物
の
剥
製
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
当
該
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
絵
画
の
す
ぐ
隣
に
ウ
サ
ギ
の
剥
製
が
吊
り
下

げ
ら
れ
て
い
た
ほ
か
、
特
に
非
難
の
対
象
と
な
っ
た
『A

 carnival of dead stray dods

』
と
題
さ
れ
た
作
品
で
は
、
交
通
事
故
で
死
ん
だ
野
犬
や

猫
、
ウ
サ
ギ
を
回
収
し
剥
製
化
し
た
も
の
が
天
井
か
ら
吊
る
さ
れ
て
い
た
。

縦
に
真
っ
二
つ
に
切
断
さ
れ
た
牛
と
子
牛
を
ホ
ル
マ
リ
ン
漬
け
に
し
た
『
引
き
裂
か
れ
た
親
子M

other and C
hild D

ivided

』（1（（3

）
で
有

名
な
イ
ギ
リ
ス
出
身
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
ダ
ミ
ア
ン
・
ハ
ー
ス
ト
（D

am
ien H

irst, 1（6（  - 

）
の 『
千
年A

 T
housand Years

』（1（（0

）
は
、
密

閉
さ
れ
た
巨
大
な
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
中
に
蝿
と
蛆
虫
の
培
養
箱
、
そ
し
て
牛
の
死
骸
の
頭
部
が
設
置
さ
れ
、
さ
ら
に
牛
の
死
骸
の
上
方
に
は
殺
虫

灯
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
蝿
は
牛
の
死
骸
に
卵
を
産
み
、
卵
か
ら
孵
っ
た
蛆
は
死
骸
を
食
べ
て
成
長
す
る
。
し
か
し
成
虫
に
な
っ
た
と
し
て
も
死

骸
の
上
部
に
設
置
さ
れ
た
殺
虫
灯
に
よ
っ
て
命
を
落
と
し
、
蝿
の
死
骸
は
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
内
に
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
。
観
客
は
腐
敗
す
る
牛
の

頭
部
と
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
中
を
蠢
く
蛆
、
そ
し
て
無
数
の
蝿
の
死
骸
を
見
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

観
客
に
は
こ
れ
ら
の
作
品
に
対
し
て
嫌
悪
感
や
不
快
感
を
主
張
す
る
権
利
が
あ
る
。
そ
れ
は
芸
術
と
い
う
名
の
下
に
動
物
の
死
そ
し
て
死
骸
が

い
た
ず
ら
に
見
世
物
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
抗
議
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
シ
ン
プ
ル
に
、
そ
こ
に
腐
敗
し
た
動
物

の
死
骸
が
あ
る
と
い
う
事
実
へ
嫌
悪
と
吐
き
気
に
よ
っ
て
作
品
に
対
す
る
拒
絶
感
を
主
張
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
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と
は
い
え
、
た
と
え
作
品
の
在
り
方
が
観
る
側
に
不
快
な
感
情
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
「
生
と
死
」
と
い
う
人
間
に

と
っ
て
普
遍
的
な
問
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
対
す
る
見
方
も
自
ず
と
変
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

我
々
は
フ
ァ
ー
ブ
ル
や
ハ
ー
ス
ト
の
作
品
に
対
し
て
、
慰
み
や
快
さ
と
い
っ
た
芸
術
経
験
に
通
常
期
待
さ
れ
る
も
の
と
は
明
ら
か
に
異
質
の
も
の

を
感
じ
取
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
死
や
残
酷
さ
へ
の
恐
怖
で
あ
り
、
不
快
感
、
嫌
悪
感
と
呼
べ
る
感
情
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
感
情
は

「
こ
の
よ
う
な
表
現
が
許
さ
れ
る
の
か
」「
作
品
が
観
客
含
め
た
社
会
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
」
と
い
う
倫
理
的
な
問
題
を
生
じ
さ
せ

る
。

２
．
吐
き
気
と
お
ぞ
ま
し
さ

死
や
苦
痛
、
そ
し
て
吐
き
気
や
お
ぞ
ま
し
さ
の
感
情
を
人
は
忌
避
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
結
果
と
し
て
嫌
悪
感
や
不
快
感
、

道
徳
的
非
難
を
生
じ
さ
せ
る
と
し
て
も
、
人
間
や
動
物
の
死
体
、
身
体
的
損
壊
や
排
泄
物
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
芸
術
作
品
が
美
的
対
象
と
し
て

扱
わ
れ
る
こ
と
は
今
日
で
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
先
に
挙
げ
た
フ
ァ
ー
ブ
ル
や
ハ
ー
ス
ト
以
外
に
も
、
Ａ
・
ウ
ォ
ー
ホ
ル
の
連
作
『
死

と
惨
事D

eath and disaster

』（1（62 -6（

）
は
事
故
現
場
で
血
を
流
し
て
倒
れ
て
い
る
死
体
が
映
っ
た
写
真
が
作
品
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｇ
・

リ
ヒ
タ
ー
も
『
一
九
七
七
年
一
〇
月
一
八
日
』（1（（（

）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
フ
ォ
ト
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
作
品
（
写
真
を
キ
ャ
ン
バ
ス
上
で
精
密

に
再
現
す
る
と
い
う
手
法
で
描
か
れ
た
油
彩
画
）
を
多
く
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
題
材
と
な
る
写
真
の
多
く
は
、
戦
争
や
犯
罪
な
ど
悲
惨
な
出
来

事
の
犠
牲
者
が
選
ば
れ
て
い
る
。
現
代
美
術
作
品
に
限
定
せ
ず
と
も
、
美
術
史
的
文
脈
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
死
や
痛
み
、
死
体
な
ど
グ
ロ
テ
ス

ク
な
主
題
を
描
く
作
品
は
キ
リ
ス
ト
の
受
難
や
殉
教
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
伝
統
的
な
宗
教
絵
画
の
な
か
に
多
く
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と

は
、
現
実
的
に
は
醜
さ
や
不
快
感
、
畏
れ
の
感
情
を
鑑
賞
者
に
抱
か
せ
る
「
美
」
と
は
相
い
れ
な
い
よ
う
な
事
柄
も
、
芸
術
作
品
と
し
て
表
現
さ

れ
れ
ば
、
美
的
な
も
の
へ
と
転
換
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
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芸術作品と倫理

芸
術
が
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
卓
越
し
た
あ
り
方
を
示
す
の
は
、
芸
術
が
事
物
を
、
そ
れ
が
自
然
の
う
ち
で
は
醜
く
、
ま
た
は
意
に
か
な
わ
な
い

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
美
し
く
描
き
だ
す
場
合
で
あ
る
。
復
讐
、
病
気
、
戦
禍
な
ど
は
災
禍
で
あ
り
な
が
ら
、
き
わ
め
て
美
し
く
描
写

さ
れ
る）

（
（

。

カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
の
第
一
部
第
一
篇
第
二
章
の
第
四
八
節
「
天
才
と
趣
味
の
関
係
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
の
は
ま
さ

に
こ
の
美
醜
を
め
ぐ
る
逆
説
で
あ
る
。
現
実
的
に
は
醜
い
、
生
理
的
・
感
覚
的
な
嫌
悪
感
を
抱
か
せ
る
出
来
事
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
文
学
作
品

や
芸
術
作
品
と
し
て
表
現
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
の
醜
さ
と
し
て
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
性
格
が
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
に
反
転
し
、
む
し
ろ
美
し
い
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
前
に
立
ち
現
わ
れ
る）

（1
（

。

し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
醜
く
不
快
な
事
象
が
作
品
化
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
過
す
る
こ
と
で
そ
の
不
快
さ
や
苦
痛
が
無
効
化
さ
れ
、
美
し
い
描

写
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
上
の
引
用
に
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
あ
る
種
の
醜
悪
さ
に
限
っ
て
は
、
自
然
の
ま
ま
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
も
し
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る

美
的
な
悦
び
を
、
そ
し
て
ま
た
芸
術
美
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
嘔
吐E

kel

を
催
さ
せ
る
醜
悪
さ
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
嘔
吐
は
異
常
な
、
ま
っ
た
く
の
想
像
に
基
づ
く
感
覚
で
あ
り
、
そ
こ
で
対
象
は
あ
た
か
も
享
受
を
強
要
す
る
か
の
よ
う
に

表
象
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
極
力
抵
抗
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
対
象
の
芸
術
的
表
象
が
対
象
そ
れ
自
身
の
本
質
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
に

お
い
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
も
は
や
な
く
、
美
し
い
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る）

（（
（

。

病
気
や
戦
禍
も
、
芸
術
作
品
と
し
て
表
現
さ
れ
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
で
、
従
来
の
「
醜
悪
で
不
快
な
も
の
」
と
い
う
評
価
は
逆
転

し
、
美
し
い
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
得
る
。
そ
う
語
っ
た
カ
ン
ト
は
、
こ
こ
で
別
の
種
類
の
醜
さ
・
不
快
さ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
た
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と
え
芸
術
的
表
象
に
変
換
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
美
的
な
喜
び
や
心
地
よ
さ
は
存
在
し
え
な
い
種
類
の
醜
さ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
当
の
対
象
は
嫌
悪
す
べ
き
そ
の
本
質
を
以
て
わ
れ
わ
れ
に
受
け
入
れ
る
よ
う
強
引
に
迫
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
鑑
賞
者
は
吐
き
気
を
も
っ
て
抵
抗
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

先
に
触
れ
た
動
物
や
人
間
の
死
体
を
使
っ
た
作
品
や
、
暴
力
や
猥
雑
、
身
体
的
損
壊
・
排
泄
物
を
内
容
と
し
て
持
つ
作
品
―
い
わ
ゆ
る
ア
ブ

ジ
ェ
ク
ト
・
ア
ー
トA

bject art

）
（1
（

 

―
を
目
の
前
に
し
た
と
き
、
お
そ
ら
く
同
様
の
事
態
が
発
生
す
る
。
鑑
賞
者
の
経
験
す
る
嫌
悪
感
や
不
快
さ

が
美
と
し
て
変
換
・
回
収
さ
れ
得
な
い
種
類
の
も
の
で
あ
る
場
合
、
鑑
賞
者
は
言
語
化
不
可
能
な
不
快
感
や
不
安
、
居
心
地
悪
さ
の
な
か
に
置
き

去
り
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
作
品
が
そ
も
そ
も
存
在
す
る
こ
と
、
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
問
い
質
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
不
快
な
も
の
が
芸
術
な
の
か
。
芸
術
は
倫
理
に
背
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
。
こ
う
し
て
芸
術
と
倫
理
の

問
題
が
立
ち
上
が
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
性
を
揺
る
が
し
、
感
情
を
い
た
ず
ら
に
揺
さ
ぶ
り
、
道
徳
的
通
念
や
一
般
的
な
倫
理
観
に
背
き
、
逆
撫
で
す
る
よ

う
な
「
有
害
」
な
芸
術
は
す
べ
て
否
定
し
排
除
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
作
品
の
芸
術
的
価
値

に
対
し
て
外
的
な
倫
理
的
価
値
を
も
っ
て
芸
術
作
品
を
評
価
す
る
こ
と
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
当
然
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
芸
術
作

品
と
認
知
さ
れ
て
い
る
作
品
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
文
学
作
品
と
い
う
領
域
に
眼
を
向
け
て
み
れ
ば
、
例
え
ば
芥
川
龍
之
介
の
『
地
獄
変
』
の
よ

う
に
、
作
品
の
た
め
に
は
如
何
な
る
犠
牲
も
厭
わ
な
い
芸
術
家
の
姿
を
描
い
た
作
品
も
あ
れ
ば
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
『
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
』
の

よ
う
に
マ
キ
ャ
ベ
リ
的
狡
知
に
長
け
た
極
悪
な
主
人
公
を
描
い
た
作
品
が
存
在
す
る
。
も
し
常
識
的
な
道
徳
通
念
に
反
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
芸

術
作
品
の
成
立
す
る
条
件
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
排
除
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
手
元
に
は
ご
く
僅
か
な
作
品
し
か
残
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
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芸術作品と倫理

３
．
自
律
主
義
と
道
徳
主
義

芸
術
作
品
と
倫
理
性
と
い
う
問
題
に
お
い
て
、
大
き
く
分
け
て
少
な
く
と
も
次
の
二
つ
の
立
場
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
作
品
の
芸
術
的
価

値
と
そ
の
内
容
に
関
わ
る
倫
理
的
価
値
の
間
に
い
か
な
る
関
係
性
も
認
め
な
い
立
場
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
両
者
の
間
に
何
ら
か
の
影
響
関
係
を

認
め
る
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
立
場
は
そ
れ
ぞ
れ
「
自
律
主
義autonom

ism

」
そ
し
て
「
道
徳
主
義m

oralism

」
と
呼
ば
れ
る
。
さ
ら
に
、
後

者
つ
ま
り
道
徳
主
義
に
お
い
て
は
、
そ
の
影
響
関
係
の
内
容
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
影
響
関
係
は
常
に
成
り
立
つ
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
常
に

で
は
な
く
、
何
ら
か
の
条
件
が
揃
っ
た
と
き
に
の
み
成
り
立
つ
も
の
な
の
か
。
そ
し
て
そ
の
影
響
関
係
は
芸
術
的
価
値
と
倫
理
的
価
値
の
双
方
に

ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
す
の
か
。
作
品
内
部
に
お
け
る
道
徳
的
欠
陥
は
常
に
必
ず
芸
術
的
価
値
を
低
下
さ
せ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
場
合
に
よ
っ

て
は
芸
術
的
価
値
を
高
め
る
こ
と
に
寄
与
し
得
る
の
か
。
以
下
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
概
観
し
、
比
較
検
討
を
行
う
。

「
自
律
主
義
」
と
は
、
た
と
え
作
品
が
不
道
徳
な
内
容
を
含
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
作
品
の
芸
術
的
価
値
の
瑕
疵
と
な
る
こ
と
は
な

い
と
主
張
す
る
立
場
で
あ
る
。
逆
に
「
道
徳
主
義
」
は
、
そ
の
芸
術
作
品
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
作
品
の
美
的
価
値
は
、
そ
れ
が
道

徳
的
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
主
張
す
る
立
場
で
あ
る
。
Ｄ
・
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
は
「
も
っ
と
も
一
般
的
な
装
い
の
も
と
で
は
、

価
値
評
価
に
関
わ
る
全
領
域
で
道
徳
上
の
配
慮
を
優
先
さ
せ
る
傾
向）

（1
（

」
と
い
う
言
い
方
で
「
道
徳
主
義
」
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。

ま
た
、「
自
律
主
義
」
と
「
道
徳
主
義
」
双
方
に
は
、
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
各
々
文
字
通
り
「
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
自
律
主
義radical autonom

ism

」、「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
道
徳
主
義radical m

oralism

」
と
呼
ば
れ
る
。

「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
自
律
主
義
」
を
Ｎ
・
キ
ャ
ロ
ル
は
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
自
律
主
義
と
は
、
芸
術
は
実
践
的
な
領
域
か
ら
は
厳
密
に
自
律
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
芸
術
の
領
域
は
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認
識
的
価
値）

（1
（

、
政
治
的
価
値
あ
る
い
は
道
徳
的
価
値
に
従
う
他
の
社
会
的
領
域
か
ら
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、

芸
術
は
他
の
社
会
的
価
値
の
領
域
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
、
認
識
的
、
道
徳
的
そ
し
て
政
治
的
影
響
と
い
う
点
か
ら
芸
術
作
品
を
評
価
す
る

こ
と
は
適
切
で
は
な
い
し
、
矛
盾
し
て
さ
え
い
る）

（1
（

。

も
う
一
方
の
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
道
徳
主
義
」
は
、
倫
理
的
価
値
が
作
品
の
芸
術
的
価
値
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
主
張
を
よ
り
発
展
さ
せ
、
作

品
の
芸
術
的
価
値
は
そ
の
倫
理
的
価
値
に
よ
っ
て
の
み
決
定
す
る
と
主
張
す
る
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
自
律
主
義
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
道
徳
主
義
は
一
見

す
る
と
対
照
的
な
関
係
に
あ
る
が
、
芸
術
と
倫
理
の
あ
い
だ
の
影
響
関
係
の
有
無
に
関
す
る
極
め
て
単
純
な
二
項
対
立
図
式
を
採
用
し
て
い
る
と

い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
厳
格
さ
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実
的
な
芸
術
経
験
を
語
る
に
は
両
者
と
も
説
得
力
を
欠
く
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

４
．
穏
健
な
自
律
主
義
と
穏
健
な
道
徳
主
義

し
か
し
、
自
律
主
義
の
内
に
は
、
改
良
さ
れ
た
「
穏
健
な
自
律
主
義m

oderate autonom
ism

」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
作

品
に
関
す
る
美
的
価
値
と
倫
理
的
価
値
は
独
立
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
維
持
し
つ
つ
も
、
作
品
に
関
す
る
倫
理
的
判
断
が
時
と
し
て
適
切
な
場
合

も
あ
り
う
る
と
主
張
す
る
。
Ｎ
・
キ
ャ
ロ
ル
に
よ
れ
ば
、「
穏
健
な
自
律
主
義
」
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。

芸
術
作
品
は
そ
の
道
徳
的
長
所
の
価
値
に
よ
っ
て
美
的
に
よ
り
良
い
も
の
と
な
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
し
、
道
徳
的
欠
陥
に
よ
っ
て
美
的
価

値
が
減
ず
る
こ
と
も
決
し
て
な
い
。
穏
健
な
自
律
主
義
の
主
張
に
お
け
る
決
定
的
な
点
は
、
道
徳
的
欠
陥
は
作
品
の
美
的
長
所
に
対
し
て
決

し
て
不
利
に
は
働
か
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
作
品
は
観
衆
を
道
徳
的
に
欠
陥
の
あ
る
視
点
へ
と
導
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
こ
と
が
作
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品
の
美
的
価
値
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
は
な
い）

（1
（

。

つ
ま
り
、「
穏
健
な
自
律
主
義
」
で
は
作
品
が
時
と
し
て
不
道
徳
で
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
作
品
が
不
道

徳
な
も
の
と
な
る
要
素
を
含
み
、
そ
の
た
め
に
作
品
自
体
が
不
道
徳
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
下
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
そ
の
も

の
の
美
的
価
値
な
い
し
芸
術
的
価
値
が
減
少
す
る
こ
と
ま
で
は
認
め
な
い
。

そ
う
し
た
「
穏
健
な
自
律
主
義
」
に
対
し
て
「
穏
健
な
道
徳
主
義m

oderate m
oralism

」
が
存
在
す
る
。
Ｎ
・
キ
ャ
ロ
ル
は
自
ら
の
立
場
で
も

あ
る
「
穏
健
な
道
徳
主
義
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

穏
健
な
道
徳
主
義
は
（
穏
健
な
自
律
主
義
と
は
対
照
的
に
）、
芸
術
作
品
の
な
か
に
は
道
徳
的
に
評
価
さ
れ
る
作
品
が
存
在
し
、
道
徳
的
長
所

な
い
し
短
所
は
、
時
と
し
て
作
品
の
美
的
価
値
に
関
与
す
る
。
芸
術
作
品
は
常
に
道
徳
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
し
、
芸
術
作
品
に
お
け
る
道
徳
的
欠
陥
や
長
所
の
す
べ
て
が
作
品
の
美
的
価
値
に
関
与
す
る
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ

う
主
張
す
る
こ
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
道
徳
主
義
へ
至
る
こ
と
に
な
る）

（1
（

。

「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
自
律
主
義
」
と
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
道
徳
主
義
」
が
道
徳
的
判
断
に
対
し
て
そ
の
態
度
が
対
極
的
で
あ
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
作

品
の
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
は
道
徳
的
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
自
体
を
認
め
る
と
い
う
点
で
「
穏
健
な
自
律
主
義
」
と
「
穏
健
な
道
徳
主
義
」
は
一
致

し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
あ
い
だ
の
最
も
顕
著
な
違
い
は
、「
穏
健
な
道
徳
主
義
」
は
道
徳
的
判
断
が
場
合
に
よ
っ
て
は
美
的
判
断
で
も
あ
る

の
に
対
し
て
、「
穏
健
な
自
律
主
義
」
に
お
い
て
道
徳
的
判
断
は
、
依
然
と
し
て
常
に
美
的
判
断
の
範
囲
外
で
あ
り
、
そ
の
美
的
価
値
な
い
し
芸
術

的
価
値
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
決
し
て
な
い
と
す
る
点
に
あ
る
。
ま
た
、「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
道
徳
主
義
」
と
「
穏
健
な
道
徳
主
義
」
の
違
い
は
、

前
者
が
道
徳
的
欠
陥
は
常
に
必
ず
作
品
の
芸
術
的
価
値
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
時
と
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
影
響
が
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あ
る
と
主
張
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。

Ｎ
．
キ
ャ
ロ
ル
は
、「
穏
健
な
自
律
主
義
」
は
様
々
な
作
品
に
お
い
て
道
徳
的
前
提
が
作
品
成
立
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
見
落

と
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。「
穏
健
な
道
徳
主
義
」
に
よ
れ
ば
、
物
語
作
品
が
作
品
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
作
品
そ
れ
自
体
の
み
で
は
不
十
分

で
あ
り
、
作
品
内
容
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
関
心
な
い
し
解
釈
が
要
求
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
の
『
罪
と
罰
』
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、『
罪
と
罰
』
を
読
ん
で
殺
人
が
悪
で
あ
る
こ
と
を
そ
こ
で
初
め
て
学
ぶ
の
で
は
な
く
て
、
あ
ら
か
じ

め
殺
人
は
悪
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
前
提
と
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
他
の
読
者
と
の
あ
い
だ
で
道
徳
的
理
解
を
深
め
る
た
め
の
議
論
を
促
し
、
活

性
化
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、「
あ
る
種
の
芸
術
作
品
は
、
そ
れ
が
道
徳
教
育
に
対
し
て
な
す
貢
献
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
だ
ろ

う）
（1
（

」
と
Ｎ
・
キ
ャ
ロ
ル
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
「
穏
健
な
自
律
主
義
」
は
道
徳
的
価
値
と
美
的
価
値
と
を
峻
別
し
て
い
る
が
た

め
に
、『
罪
と
罰
』
の
よ
う
な
種
類
の
作
品
に
つ
い
て
そ
の
美
的
な
い
し
芸
術
的
価
値
に
つ
い
て
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
穏
健
な
道
徳
主
義
に
お
い
て
は
、
非
倫
理
的
な
描
写
や
表
現
が
契
機
と
な
っ
て
、
芸
術
と
倫
理
の
関
係
に
つ
い
て
の
議

論
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
鑑
賞
者
は
自
分
自
身
が
ど
の
よ
う
な
倫
理
な
い
し
共
同
体
的
な
規
範
の
下
に
行
動
し
て
い
る
の
か
を
問
い

直
し
、
そ
れ
ま
で
自
身
が
学
ん
で
き
た
制
度
や
道
徳
、
現
実
世
界
に
対
す
る
認
識
、
そ
れ
ら
全
て
を
包
含
す
る
信
念
体
系
を
一
旦
宙
吊
り
に
し
、

世
界
の
見
方
を
学
び
直
す
こ
と
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
。

５
．
倫
理
主
義
と
不
道
徳
主
義

Ｂ
・
ゴ
ー
ト
が
主
張
す
る
「
倫
理
主
義ethicism

」
は
、
Ｎ
・
キ
ャ
ロ
ル
の
「
穏
健
な
道
徳
主
義
」
と
同
様
に
倫
理
的
価
値
が
作
品
の
芸
術
的

価
値
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
。
倫
理
主
義
は
道
徳
的
長
所
な
い
し
欠
陥
が
作
品
の
芸
術
的
価
値
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
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点
で
は
道
徳
主
義
的
な
姿
勢
を
共
有
し
て
い
る
が
、
一
番
の
違
い
は
Ｎ
・
キ
ャ
ロ
ル
の
主
張
す
る
穏
健
な
道
徳
主
義
が
「
時
と
し
てsom

etim
es

」

道
徳
的
長
所
は
芸
術
的
長
所
に
、
道
徳
的
欠
陥
は
芸
術
的
欠
陥
と
な
り
う
る
と
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、
芸
術
的
価
値
に
影
響
す
る
道
徳
的
長
所

は
必
ず
そ
の
作
品
の
芸
術
的
価
値
を
向
上
さ
せ
、
同
様
に
、
芸
術
的
価
値
に
影
響
す
る
道
徳
的
欠
陥
は
必
ず
そ
の
芸
術
的
価
値
を
低
下
さ
せ
る
と

主
張
す
る
点
に
あ
る
。

ま
た
、「
倫
理
主
義
」
に
お
い
て
は
、
作
品
の
道
徳
的
長
所
は
芸
術
的
価
値
を
高
め
、
道
徳
的
欠
陥
は
そ
の
芸
術
的
価
値
は
減
少
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
が
、
逆
の
影
響
（
倫
理
的
長
所
が
芸
術
的
価
値
を
減
少
さ
せ
、
倫
理
的
欠
陥
が
芸
術
的
価
値
を
高
め
る
）
は
な
い
こ
と
が
同
時
に
主
張
さ
れ

る）
（1
（

。
影
響
関
係
の
方
向
性
と
い
う
点
お
い
て
倫
理
主
義
と
Ｄ
・
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
が
主
張
す
る
「
不
道
徳
主
義im

m
oralism

」
と
は
対
照
的
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
「
不
道
徳
主
義
」
に
お
い
て
は
道
徳
的
影
響
の
方
向
性
が
時
と
し
て
逆
転
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。

或
る
芸
術
は
不
道
徳
性
の
た
め
に
い
っ
そ
う
良
く
な
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
物
語
芸
術
な
ら
び
に
劇
芸
術
が
重
要
な
倫
理
的
機
能
を
果
た

す
の
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
不
道
徳
性
を
潜
在
さ
せ
て
い
る
が
故
で
あ
る）

11
（

。

「
倫
理
主
義
」
に
お
い
て
道
徳
的
欠
陥
は
芸
術
的
価
値
の
低
下
と
い
う
結
果
し
か
導
か
な
い
こ
と
に
対
し
て
、「
不
道
徳
主
義
」
は
道
徳
的
欠
陥

が
と
き
と
し
て
芸
術
的
価
値
を
高
め
る
と
い
う
よ
う
に
影
響
関
係
の
逆
転
が
起
こ
り
得
る
と
主
張
す
る
。
例
え
ば
『
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
』
の
よ
う

な
道
徳
的
に
共
感
で
き
な
い
極
悪
人
が
活
躍
す
る
不
道
徳
な
作
品
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
道
徳
的
判
断
に
関
す
る
問
い
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
で
「
倫

理
的
機
能
を
果
た
す
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
い
か
に
不
道
徳
な
内
容
を
含
ん
で
い
よ
う
と
も
作
品
と
し
て
成
立
し
、
芸
術
作
品
と
し
て

価
値
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
影
響
関
係
の
逆
転
と
い
う
論
点
に
対
し
て
、
倫
理
主
義
の
側
か
ら
は
次
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
『
指

輪
』
や
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
の
記
録
映
画
『
意
志
の
勝
利
』
が
後
世
へ
の
影
響
も
含
め
て
優
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
し
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か
し
、
そ
れ
ら
は
そ
の
作
品
中
に
含
ま
れ
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
や
人
種
差
別
、
ナ
チ
ス
思
想
へ
の
追
従
と
賛
美
と
い
う
倫
理
的
に
「
ふ
さ
わ
し
く
な

い
（not m

erited

）」
態
度
の
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
芸
術
的
価
値
は
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
と
ゴ
ー
ト
は
主
張
す
る）

1（
（

。
例
え
ば
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
『
ニ
ー

ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
指
輪
』
や
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
の
『
意
志
の
勝
利
』
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
内
容
す
べ
て
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
同
時
に

反
ユ
ダ
ヤ
主
義
や
ナ
チ
ス
賛
美
と
い
う
態
度
も
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
倫
理
的
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

或
る
観
点
か
ら
見
れ
ば
芸
術
的
価
値
の
高
い
作
品
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
作
品
で
あ
っ
て
も
、
倫
理
的
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
反
応
を
わ
れ
わ

れ
に
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
芸
術
作
品
と
し
て
失
敗
し
て
い
る
と
ゴ
ー
ト
は
主
張
す
る
。
倫
理
主
義
に
お
い
て
は
、
倫
理
的
に
「
ふ

さ
わ
し
い
反
応m

erited respons

）
11
（e

」
を
鑑
賞
者
に
引
き
起
こ
し
得
る
か
否
か
が
そ
の
作
品
の
芸
術
的
価
値
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。
し
か
し
、

倫
理
主
義
の
主
張
す
る
「
ふ
さ
わ
し
い
反
応
」
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
何
を
以
て
そ
の
反
応
を
倫
理
的
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
す
る
か
の
基

準
が
ゴ
ー
ト
の
記
述
に
お
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
仮
に
何
ら
か
の
明
確
な
基
準
が
設
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
基
準
は
絶
対
的
な
も
の
な

の
か
、
そ
れ
と
も
作
品
自
体
や
そ
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
わ
れ
わ
れ
が
置
か
れ
た
歴
史
的
・
文
化
的
文
脈
に
依
存
す
る
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
も
や

は
り
明
確
な
解
答
は
読
み
取
れ
な
い
。
も
し
そ
の
基
準
が
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
時
代
の
変
化
や
作
品
の
多
様
化
と
い
う
事
態
に
倫

理
主
義
で
は
対
処
し
え
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
作
品
の
置
か
れ
た
社
会
的
・
文
化
的
文
脈
に
よ
っ
て
ふ
さ
わ
し
さ
の
基
準
が
決
定
さ
れ
る

と
す
れ
ば
、
あ
る
一
つ
の
作
品
に
関
し
て
も
そ
の
時
代
の
倫
理
観
に
よ
っ
て
芸
術
的
価
値
が
変
動
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

結
論

本
論
考
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
芸
術
論
が
我
々
の
日
常
的
・
人
間
的
な
生
を
支
え
る
土
台
と
し
て
の
「
原
初
的
な
世
界
」
や
「
非
人
間
的

な
自
然
」
の
探
求
を
目
的
と
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、「
真
理
」
や
「
存
在
」
を
め
ぐ
る
存
在
論
的
問
題
と
同
等
の
意
義
を
持
つ
こ
と
を
ま
ず
確

認
し
た
。
次
に
、
芸
術
的
価
値
と
倫
理
的
価
値
と
の
影
響
関
係
を
認
め
る
か
否
か
、
認
め
る
と
す
れ
ば
道
徳
的
長
所
（
欠
陥
）
が
芸
術
的
価
値
を
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ど
う
左
右
す
る
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
意
見
の
異
な
る
複
数
の
立
場
を
概
観
し
た
。
芸
術
作
品
に
お
け
る
倫
理
性
を
問
う
こ
と
は
、
作
品
内
容

が
倫
理
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
し
、
そ
こ
に
非
倫
理
的
な
も
の
認
め
ら
れ
た
作
品
を
排
除
す
る
よ
う
な
身
振
り
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
。

芸
術
と
倫
理
性
の
議
論
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
存
在
論
的
芸
術
論
と
対
立
し
排
除
し
合
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
倫
理
性
と
い
う

観
点
か
ら
、
人
間
の
生
と
世
界
を
支
え
る
地
平
に
つ
い
て
の
反
省
・
再
認
識
を
遂
行
し
、「
美
」
と
「
善
」
と
が
調
和
す
る
点
を
探
求
す
る
試
み
な

の
で
あ
る
。

仮
に
芸
術
作
品
と
い
う
も
の
が
、
美
し
さ
や
醜
さ
、
美
術
史
的
な
背
景
、
道
徳
的
長
所
あ
る
い
は
道
徳
的
欠
陥
と
い
っ
た
様
々
な
要
素
か
ら
成

立
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
総
体
が
最
終
的
に
芸
術
的
価
値
を
生
み
出
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
道
徳
的
な
長
所
あ
る
い
は
欠
陥
と
い
う
も
の
は
、
あ

く
ま
で
作
品
を
成
立
さ
せ
て
い
る
一
要
素
に
す
ぎ
な
い
。
ゆ
え
に
、
そ
の
一
要
素
に
す
ぎ
な
い
道
徳
的
内
容
の
有
無
や
評
価
に
よ
っ
て
作
品
自
体

の
芸
術
的
価
値
を
評
価
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
本
論
で
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
く
つ
か
の
作
品
の
よ
う
に
、
実
際
問
題
と
し
て
芸
術
作
品
は
―
そ
れ
が
意
図
的
か
否
か
に
か
か
わ
ら

ず
―
倫
理
的
に
評
価
さ
れ
、
社
会
あ
る
い
は
鑑
賞
者
個
人
に
影
響
を
及
ぼ
す）

11
（

。
確
か
に
道
徳
的
内
容
や
倫
理
性
は
作
品
を
構
成
す
る
一
要
素
に

す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
芸
術
作
品
は
そ
も
そ
も
様
々
な
仕
方
で
評
価
さ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
芸
術
作
品
に
お
け
る
倫
理
性
の
議
論
に
意
義

を
見
出
す
こ
と
は
、
芸
術
作
品
の
多
様
な
解
釈
可
能
性
を
同
時
に
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

芸
術
作
品
の
倫
理
性
を
巡
っ
て
複
数
の
立
場
と
各
々
の
主
張
を
本
論
で
は
考
察
の
対
象
と
し
て
き
た
。
し
か
し
次
の
よ
う
な
疑
問
が
残
る
。（
一
）

各
立
場
に
お
い
て
言
わ
れ
る
道
徳
的
長
所
や
道
徳
的
欠
陥
と
い
う
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
に
お
い
て
長
所
あ
る
い
は
欠
陥
と
定
義
さ
れ
て
い

る
の
か
。
い
ず
れ
の
立
場
に
お
い
て
も
、
主
張
者
の
倫
理
的
判
断
や
美
醜
の
判
断
を
支
え
て
い
る
習
慣
的
・
制
度
的
・
共
同
体
的
信
念
が
そ
の
判

断
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
考
慮
を
欠
い
た
倫
理
的
考
察
は
意
義
を
失
い
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
か
。（
二
）
芸
術
と

倫
理
の
問
題
に
対
し
て
様
々
な
立
場
が
あ
り
得
る
の
は
確
か
だ
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
中
で
最
も
説
得
力
が
あ
る
の
は
ど
の
立
場
な
の
か
。

そ
も
そ
も
他
の
立
場
を
排
除
し
、
一
つ
の
立
場
の
み
に
よ
っ
て
芸
術
作
品
と
倫
理
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
。
例
え
ば　

或
る
作
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品
Ａ
に
つ
い
て
は
穏
健
な
道
徳
主
義
に
よ
る
説
明
が
最
も
説
得
力
を
も
つ
一
方
、
或
る
作
品
Ｂ
に
つ
い
て
は
不
道
徳
主
義
に
よ
る
説
明
が
最
も
説

得
力
を
持
つ
と
い
う
場
合
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
芸
術
と
倫
理
の
関
係
性
と
い
う
問
題
の
重
要
性
を
減
じ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
芸
術

作
品
が
表
現
す
る
暴
力
や
死
、
正
義
や
悪
徳
、
残
酷
さ
と
醜
さ
は
現
実
問
題
と
し
て
我
々
が
依
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
常
識
や
世
界
に
対
す
る
見
方

を
大
き
く
揺
さ
ぶ
り
、
時
に
は
根
底
か
ら
覆
そ
う
と
す
る
。
世
界
認
識
と
自
己
認
識
の
破
壊
と
再
構
築
に
寄
与
す
る
芸
術
の
意
義
を
考
察
す
る
上

で
も
、
芸
術
作
品
に
お
け
る
倫
理
性
と
い
う
問
題
は
今
後
も
重
要
な
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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