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原
理
な
き
、
目
的
な
き
「
経
過
」
と
し
て
の
自
然
と
藝
術

　
　
　

―
―
Th
・
W
・
ア
ド
ル
ノ
の
美
学
思
想
の
今
日
的
意
義
１

東
　
口
　
　
豊

序
︱
︱
問
題
設
定

　

Th
・
W
・
ア
ド
ル
ノ
（
一
九
〇
三
―
一
九
六
九
）
は
、
二
十
世
紀
に
お
い
て
美
学
思
想
の
中
に
再
び
自
然
美
の
議
論
を
導
入
し
た

思
想
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ア
ル
バ
ン
・
ベ
ル
ク
に
師
事
し
自
ら
も
作
曲
を
す
る
な
ど
、
と
り
わ
け
音
楽
に
造
詣
が

深
い
思
想
家
で
あ
っ
た
。
彼
が
著
し
た
著
作
の
中
で
音
楽
に
関
す
る
も
の
が
占
め
る
割
合
か
ら
し
て
も
、
ア
ド
ル
ノ
が
藝
術
に
つ
い

て
考
察
し
て
い
る
時
、
そ
の
モ
デ
ル
と
な
る
藝
術
ジ
ャ
ン
ル
が
音
楽
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
決
し
て
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ

れ
故
、
彼
が
語
る
藝
術
と
自
然
の
類
似
性
や
ミ
メ
ー
シ
ス
を
解
釈
す
る
際
に
は
、
音
楽
を
軸
と
し
つ
つ
藝
術
全
体
に
波
及
す
る
理
論

と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
絵
画
を
筆
頭
と
す
る
造
形
藝
術
と
音
楽
と
で
は
描
写
再
現
に
対
す
る
能
力
に
メ
デ
ィ
ア
の
差
が
あ
り
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス

（Q
uintus H

oratius Flaccus, 

前
六
五
―
前
八
）
のA

rs Poetica
に
由
来
し
、
そ
の
後
人
口
に
膾
炙
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
たut 

pictura poesis

を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
当
然
写
実
性
に
優
れ
る
絵
画
の
方
が
眼
前
に
広
が
る
光
景
を
模
倣
再
現
す
る

の
に
有
利
で
あ
る
。
他
方
音
楽
思
想
史
を
紐
解
け
ば
、
音
楽
と
自
然
の
類
似
性
あ
る
い
は
音
楽
が
世
界
の
本
質
を
照
応
す
る
と
捉
え

る
思
想
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
よ
り
音
楽
思
想
の
本
流
を
な
し
て
き
た
と
言
え
る
。



一
三
八

　

こ
こ
で
二
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
ま
ず
一
つ
目
は
、
西
洋
音
楽
思
想
史
に
お
い
て
ア
ド
ル
ノ
の
美
学
思
想
の
新
し
さ
と
は
何
で
あ

る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
的
か
つ
支
配
的
な
思
想
と
し
て
自
然
と
の
類
似
性
や
相
関
関
係
が
言
及
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
す
れ

ば
、
近
代
に
お
い
て
一
時
的
に
絶
対
音
楽
や
形
式
主
義
的
美
学
の
背
後
に
回
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
再
び
そ
れ
ら
を
持
ち
出
し
て
く

る
だ
け
で
は
単
な
る
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
と
の
そ
し
り
を
免
れ
得
な
い
だ
ろ
う
。
何
か
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
続
く
音
楽
（
藝
術
）
と
自

然
と
の
関
係
と
は
異
な
る
認
識
や
思
想
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
二
つ
目
は
、
そ
れ
が
何
故
自
然
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
く
二
十
世
紀
に
活
躍
し
た
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
マ

ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（M

artin H
eidegger, 

一
八
八
九
―
一
九
七
六
）
の
「
世
界
内
存
在 In-der-W

elt-Sein

」
は
、
生

物
学
者
ヤ
ー
コ
プ
・
フ
ォ
ン
・
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
（Jakob Johann Baron von U

exküll, 

一
八
六
四
―
一
九
四
四
）
が
構
想
し
た
「
環

世
界U

m
w

elt

」
２
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
一
九
三
五
年
か
ら
一
九
三
六
年
に
行
っ

た
講
演
で
あ
る
『
藝
術
作
品
の
根
源
』（D
er U

rsprung des K
unstw

erkes

）
で
示
し
た
藝
術
観
は
、
彼
と
ア
ド
ル
ノ
の
関
係
か

ら
想
像
す
る
以
上
に
近
い
所
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
よ
う
に
環
境
思
想
に
繋
が
る
概
念

で
は
な
く
、
自
然
と
い
う
言
葉
を
ア
ド
ル
ノ
が
用
い
る
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
ア
ド
ル
ノ
の
美
学
思
想
に
お
け
る
藝
術
と
自
然
の
関
係
と
、
そ
の
先
に
見
え
る
も
の
を
考
え

て
み
た
い
と
思
う
。

一
．pre-scription

と
し
て
の
数
比
論

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
よ
り
、
音
楽
は
宇
宙
の
原
理
と
相
関
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
思
想
の
創
始
者
と
見
な
さ
れ
て

い
る
の
が
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
（Π

υθαγόρας, 

前
五
八
二
―
前
四
九
六
）
で
あ
る
。
自
ら
は
著
作
を
残
さ
ず
、
そ
の
学
説
が
教
団
の
内
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一
三
九

部
で
口
伝
さ
れ
て
い
た
た
め
に
３
、
彼
の
思
想
や
生
涯
の
詳
細
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
後
世
に
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
（A

nicius 

M
anlius T

orquatus Severinus Boethius

、
四
八
〇
―
五
二
四
／
五
二
五
）
は
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
が
鍛
冶
屋
の
前
を
通
り
か
か
っ

た
時
に
槌
の
音
が
心
地
よ
く
響
く
こ
と
に
気
付
き
、
打
ち
手
を
交
換
し
て
み
た
が
槌
自
体
の
響
き
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
、
物
質

の
重
量
の
数
比
と
音
程
と
の
間
に
相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
、
と
い
う
伝
説
を
伝
え
て
い
る
４
。
彼
の
理
論
は
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
著
作
の
中
で
断
片
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
に
そ
れ
を
引
い
て
み
よ
う
。

（
前
略
）
い
わ
ゆ
る
「
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
の
徒
」
は
、
数
学
の
研
究
に
従
事
し
た
最
初
の
人
々
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
は
、
こ
の
研

究
を
さ
ら
に
進
め
る
と
と
も
に
、
数
学
の
な
か
で
育
っ
た
人
々
な
の
で
、
こ
の
数
学
の
原
理
を
さ
ら
に
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
原
理

で
あ
る
と
考
え
た
。（
中
略
）
さ
ら
に
、
音
階
の
属
性
や
割
合
も
数
で
表
さ
れ
る
の
を
認
め
た
の
で
、（
中
略
）
数
の
構
成
要
素

を
す
べ
て
の
存
在
の
構
成
要
素
で
あ
る
と
判
断
し
、
天
界
全
体
を
も
音
階
（
ハ
ル
モ
ニ
ア
ー
）
で
あ
り
、
数
で
あ
る
と
考
え
た
。

（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』A

5. 985b
）
５

あ
る
人
た
ち
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
地
上
に
お
い
て
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
の
大
き
さ
を
も
た
ず
、
ま
た
そ
れ
ほ
ど
の

早
さ
で
動
き
も
し
な
い
も
の
が
音
を
発
す
る
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
非
常
に
大
き
な
物
体
が
運
動
す
れ
ば
、
必
然
的
に
音
を
発
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
太
陽
や
月
や
さ
ら
に
数
と
大
き
さ
が
莫
大
な
星
た
ち
が
、
そ
ん
な
に
速
い
速
度
で
運
行
し
な
が
ら
、

し
か
も
な
に
か
巨
大
な
音
を
発
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
、
こ
れ
ら
の
こ
と
や
ま
た
速
さ
は

そ
の
距
離
に
応
じ
て
階
音
の
比
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
仮
定
し
て
お
い
て
、
か
れ
ら
は
円
運
動
す
る
星
た
ち
の
音
は
調
和
的
だ

と
主
張
し
て
い
る
。（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
天
体
論
』B9. 290b

）
６



一
四
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こ
の
よ
う
に
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
は
万
物
の
始
源
を
数
と
規
定
し
、
数
に
よ
っ
て
記
述
出
来
る
比
例
の
う
ち
に
世
界
の
調
和
を
見
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て「
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
は
、万
有
を
包
み
込
む
も
の
を
そ
の
中
に
あ
る
秩
序
に
基
づ
い
て
コ
ス
モ
ス（
秩
序
体
）

と
名
付
け
た
最
初
の
人
で
あ
っ
た
」７
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
世
界
を
数
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
秩
序
と
見
な
し
、
後
の

ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
思
想
に
繋
が
る
も
の
を
準
備
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
自
身
の
学
説
は
そ
の
詳
細
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
の
数
比
論
は
、
天
動
説
を
体
系
的

に
完
成
さ
せ
た
こ
と
で
も
名
高
い
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
ス
・
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
（Κ

λαύδιος Π
τολεμα ῖος, 

前
八
三
―
前
一
六
八
）
の
『
ハ

ル
モ
ニ
ア
論
』
を
経
て
、
中
世
に
お
い
て
最
も
影
響
力
の
あ
っ
た
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
音
楽
教
程
』（D

e institutione m
usica

）
に

継
承
さ
れ
て
行
っ
た
。
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
そ
の
第
一
巻
第
二
章
に
お
い
て
、
有
名
な
三
つ
の
音
楽
の
分
類
「
宇
宙
の
音
楽 m

usica 

m
undana

」「
人
間
の
音
楽 m

usica hum
ana

」「
道
具
の
音
楽 m

usica instrum
entalis

」
に
つ
い
て
言
及
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
音

楽
に
つ
い
て
「
宇
宙
の
音
楽
」
は
天
体
の
運
行
、
諸
元
素
の
融
合
、
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
、「
人
間
の
音
楽
」
は
魂
の
諸
部
分
の

結
合
や
魂
と
肉
体
の
融
合
を
、
そ
し
て
「
道
具
の
音
楽
」
は
キ
タ
ラ
や
ア
ウ
ロ
ス
な
ど
の
楽
器
だ
け
で
な
く
、
人
間
の
声
も
含
ん

だ
音
響
そ
の
も
の
の
こ
と
を
指
す
と
規
定
し
た
８
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
前
二
者
「
宇
宙
の
音
楽
」
と
「
人
間
の
音
楽
」
は
実
際

の
音
響
と
し
て
聴
く
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
鳴
り
響
く
音
響
は
そ
れ
ら
を
例
示
す
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
音
楽
の
実
践
に
も
増
し
て
協
和
音
の
理
論
が
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
く
る
９
。
協
和
音
は
宇
宙
と
人
間
の

魂
の
調
和
を
現
象
と
し
て
示
す
も
の
で
あ
る
の
で
、
単
純
な
整
数
比
で
表
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
構
想
さ
れ
た
の
が
、

m
ultiplex

（an

：n

）
で
あ
る
オ
ク
タ
ー
ブ
（
二
：
一
、diapason
）、
完
全
十
二
度
（
三
：
一
、diapason cum

 diapente

）、
二

オ
ク
タ
ー
ブ
（
四
：
一
、bis diapason

）
と
、superparticularis
（n+1
：n

）
で
あ
る
完
全
五
度
（
二
：
三
、diapente

）
と

完
全
四
度
（
三
：
四
、diatessaron

）
を
協
和
音
と
す
る
理
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
先
述
の
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
『
ハ
ル
モ
ニ
ア
論
』
は
お
よ
そ
千
年
の
時
を
経
て
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ケ
プ
ラ
ー
（Johannes 
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一
四
一

K
epler, 

一
五
七
一
―
一
六
三
〇
）
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る

10
。『
ハ
ル
モ
ニ
ア
論
』
の
未
完
の
第
三
巻
分
を
再
構
築

し
よ
う
と
し
た
ケ
プ
ラ
ー
は
、
彼
が
自
ら
発
見
し
た
ケ
プ
ラ
ー
の
第
一
法
則
、
即
ち
楕
円
軌
道
の
法
則
に
基
づ
き
、
一
六
一
九
年
に

出
版
さ
れ
た
『
宇
宙
の
調
和
』（H

arm
onice m

undi

）
に
お
い
て
、
惑
星
固
有
の
旋
律
を
考
案
す
る
。
図
一
に
示
さ
れ
た
各
惑
星
の

音
律
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
公
転
の
近
日
点
と
遠
日
点
に
お
け
る
角
速
度
の
差
を
数
比
に
よ
っ
て
表
現
し
、
そ
れ
を
音
程
化
し
た
も
の
で

あ
る
。
例
え
ば
土
星Saturnus

は
近
日
点
と
遠
日
点
の
速
度
の
比
率
が
五
：
四
に
な
る
の
で
、
長
三
度
を
往
復
す
る
旋
律
に
な
る

と
い
う
具
合
で
あ
る

11
。

　

こ
れ
ら
の
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
に
始
ま
り
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
を
経
て
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
や
ケ
プ
ラ
ー
へ
と
継
承
さ
れ
て
行
っ
た
音
楽
の

数
比
論
は
、
実
際
の
聴
体
験
を
念
頭
に
構
築
さ
れ
た
理
論
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ

ス
は
聴
覚
の
判
断
を
重
視
し
、
完
全
四
度
と
完
全
五
度
の
差
か
ら
音
程
の
基
準
と
な
る
全
音
を
導
き
出
し
た
ア
リ
ス
ト
ク
セ
ノ
ス
を

批
判
し
て
、

ハ
ル
モ
ニ
ア
の
判
別
者
は
聴
覚
と
理
性
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
じ
意
味
で
語
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
聴
覚
は
質
量
つ
ま
り
情
態

と
し
て
の
判
定
者
な
の
で
あ
り
、
理
性
は
形
相
つ
ま
り
原
因
と
し
て
の
判
定
者
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
般
的
に
言
っ
て
、
近

似
値
を
発
見
し
、
正
確
な
値
を
受
け
容
れ
る
こ
と
が
感
覚
に
固
有
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
近
似
値
を
受
け
容
れ
た
上
で
正
確
な

値
を
発
見
す
る
こ
と
が
理
性
に
固
有
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
質
量
は
形
相
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
情
態
は
運
動
の
原
因
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
、
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
、
前
者
は
感
覚
に
後
者
は
理
性
に
固
有
で
あ
る
か
ら
に
は
、
感
覚
的
な

受
容
能
力
は
、
当
然
、
理
性
的
な
受
容
能
力
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

12
。

と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
実
際
の
音
響
の
感
覚
的
受
容
は
、
そ
の
原
因
で
あ
る
数
比
に
基
づ
く
調
和
の
原
理
に
よ
っ
て
予
め
規
定
さ



一
四
二

れ
る
（pre-scribe

）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
ケ
プ
ラ
ー
が
提
示
し
た
よ
う
な
音
階
は
何
人
も
聴
く
こ
と
が
出

来
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
議
論
が
成
立
す
る
の
は
、
天
体
の
よ
う
に
早
く
、
大
き
く
動
く
も
の
は
必
ず
音
が
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
天
体
の
世
界
は
完
全
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
二
つ
の
前
提
を
、
同
時
に
満
た
す
た
め
の
論
理
を
求
め

た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
の
は
、
聴
体
験
に
お
い
て
協
和
し
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
長
三
度
や
長
六
度
と

い
っ
た
音
程
は
、
単
純
な
整
数
比
と
は
ほ
ど
遠
い
音
程
比
で
あ
る
が
た
め
に
、
理
論
上
は
十
五
世
紀
に
入
る
ま
で
協
和
音
程
と
し
て

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る

13
。
つ
ま
り
、
飽
く
ま
で
も
数
を
原
理
と
し
て
調
和
し
て
い
る
と
さ
れ
る
自
然
観
が
先
立
っ
て
あ

り
、
そ
れ
に
照
応
す
る
音
楽
の
思
想
が
構
築
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

先
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
数
比
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
調
和
の
相
に
あ
る
自
然
を
モ
デ
ル
に
し
た
音
楽
観
は
、
西
洋
音
楽
史
に
長
ら
く

大
き
な
影
響
力
を
振
る
っ
て
き
た

14
。
勿
論
よ
り
現
実
的
・
実
践
的
音
楽
論
が
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
数
学
的
音
楽
観
を

批
判
し
、
修
辞
学
に
基
づ
く
音
楽
論
を
語
っ
た
ヨ
ハ
ン
・
マ
ッ
テ
ゾ
ン
（Johann M

attheson, 

一
六
八
一
―
一
七
六
四
）
は
、
ジ
ョ
ン
・

ロ
ッ
ク
の
経
験
主
義
に
影
響
を
受
け
て
、
自
然
学
に
基
づ
く
単
純
な
旋
律
を
優
先
す
る
音
楽
論
を
述
べ
た

15
。
バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
ポ
リ

フ
ォ
ニ
ー
か
ら
古
典
派
の
ホ
モ
フ
ォ
ニ
ー
へ
の
過
渡
期
に
位
置
す
る
マ
ッ
テ
ゾ
ン
は
、複
雑
性
を
排
し
た
旋
律
を
彩
る
も
の
と
し
て「
装

飾
」
を
重
視
し
、美
し
く
旋
律
を
飾
る
た
め
に
は
実
践
に
先
立
つ
数
学
的
理
論
で
は
な
く
「
巧
み
さ
」「
良
い
趣
味
」「
健
全
な
判
断
力
」

と
い
っ
た
実
践
知
が
必
要
と
考
え
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
マ
ッ
テ
ゾ
ン
が
主
張
す
る
実
践
知
を
得
る
た
め
に
は
、
そ
の
都
度
の
判

断
以
前
に
存
在
す
る
「
慣
習
」
に
倣
う
必
要
が
あ
る
こ
と
、
具
体
的
な
記
述
が
殆
ど
な
い
と
は
言
え
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
修
辞
学
の

枠
組
み
を
借
用
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
神
の
賛
美
と
情
念
の
喚
起
と
い
う
目
的
論
の
上
に
音
楽
論
が
形
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
音
楽
論
に
お
い
て
も
作
品
の
外
に
モ
デ
ル
を
求
め
る
態
度
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
ア
ド
ル
ノ
は
こ

の
よ
う
な
音
楽
と
自
然
（
宇
宙
）
の
原
理
的
な
相
応
関
係
の
理
論
を
、
そ
の
美
学
思
想
に
お
い
て
復
活
さ
せ
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

次
に
は
、
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
自
然
美
と
藝
術
の
関
係
に
つ
い
て
の
思
想
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
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二
．「
経
過V

erlauf

」
と
し
て
の
音
楽
と
自
然
美

　

ア
ド
ル
ノ
の
『
美
学
理
論
』
の
中
心
的
な
テ
ー
ゼ
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
一
節
は
、
音
楽
と
自
然
美
の
類
似
性
を
語
っ
て
い

る
箇
所
で
あ
っ
た
。

自
然
美
の
理
論
が
不
運
の
星
の
下
に
あ
る
こ
と
の
責
任
は
、
自
然
美
に
対
す
る
反
省
が
訂
正
し
得
る
弱
点
を
持
つ
か
ら
で
も
、

探
求
さ
れ
る
も
の
の
内
容
が
貧
し
い
か
ら
で
も
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
自
然
美
の
不
確
定
性
、
つ
ま
り
概
念
の
不
確
定
性
に

劣
ら
ず
対
象
の
不
確
定
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
様
々
な
規
定
に
対
立
す
る
不
確
定
的
な
も
の
と
し
て
自
然
美
は
確

定
し
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
自
然
美
は
音
楽
に
似
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
自
然
と
の
非
対
象
的
な
類
似

性
か
ら
最
も
深
い
効
果
を
引
き
出
し
た
の
は
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
音
楽
に
お
い
て
で
あ
る
。
音
楽
の
場
合
と
同
様
に
、
自
然

に
お
い
て
も
美
し
い
も
の
が
き
ら
め
き
輝
く
が
、
そ
れ
を
把
捉
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
前
で
は
た
ち
ま
ち
に
し
て
消
え
去
っ

て
し
ま
う
。
藝
術
は
自
然
を
模
倣
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
個
々
の
自
然
美
を
模
倣
す
る
の
で
も
な
く
、
自
然
美
そ
の
も
の
を

模
倣
す
る
。（V

II. 113.

）16

　

今
回
着
目
す
る
の
は
、
自
然
美
並
び
に
そ
れ
に
類
似
す
る
音
楽
が
規
定
に
対
立
し
て
確
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
自
然
美
が
瞬
間
的
な
も
の
で
あ
っ
て
持
続
の
相
に
な
い
と
ア
ド
ル
ノ
が
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
様
々
な
規
定
に
対
立
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
先
程
述
べ
た
議
論
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
音
楽
思
想
に
お
い

て
は
数
比
に
基
づ
く
調
和
的
世
界
観
が
具
体
的
音
楽
に
先
立
っ
て
確
立
さ
れ
た
規
定
と
し
て
振
る
舞
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
音
楽

理
論
に
よ
れ
ば
、
不
協
和
音
は
「
解
決
」
さ
れ
て
協
和
音
に
回
帰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
有
機
体
説
や
十
九
世
紀
以
降
の
交



一
四
四

響
詩
や
音
画
（T

onm
alerei

）
の
よ
う
に
絵
画
的
な
描
写
を
目
指
す
ジ
ャ
ン
ル
や
表
現
方
法
も
、
明
ら
か
に
作
品
の
外
に
存
在
す
る

対
象
や
理
念
を
再
現
す
べ
き
モ
デ
ル
と
し
て
持
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
ア
ド
ル
ノ
の
前
記
の
文
章
は
、
模
倣
や
ミ
メ
ー
シ
ス
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
具
体
的
な
形
姿

を
描
写
再
現
す
る
こ
と
も
な
く
、
様
々
な
規
定
に
抗
う
が
故
に
、
藝
術
や
自
然
美
に
共
通
す
る
原
理
さ
え
抽
出
す
る
こ
と
を
拒
む
か

の
よ
う
に
見
え
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
し
ば
し
ば
両
者
に
対
し
て
「
モ
ナ
ド
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
も
藝
術
や
自

然
美
は
外
部
と
の
関
わ
り
を
持
た
ず
、
規
範
的
原
理
や
収
斂
す
べ
き
あ
る
べ
き
姿
を
持
た
な
い
と
ア
ド
ル
ノ
が
考
え
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。
自
然
美
や
藝
術
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
な
ら
、
彼
が
言
う
自
然
美
や
藝
術
の
不
確
定
性
と
い
う
主
張
も
差
し

当
た
り
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
何
も
言
っ
て
い
な
い
に
等
し
い
。
例
え
予
め
設
定
さ
れ
た
原
理
や
最
終
的
に
辿
り
着
く
べ
き
姿
を

語
れ
な
い
に
せ
よ
、
今
自
然
美
や
藝
術
が
ど
の
よ
う
に
現
象
し
て
い
る
の
か
を
記
述de-scription

出
来
な
け
れ
ば
、
そ
の
類
似
性

の
指
摘
す
ら
不
可
能
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
自
然
美
が
瞬
間
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
持
続
的
に
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な

い
と
い
う
、
先
の
引
用
に
お
け
る
二
つ
目
の
問
題
点
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
『
否
定
弁
証
法
』
に
お
い
て
、
哲
学
の

有
り
様
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。

音
楽
理
論
か
ら
は
楽
曲
が
如
何
に
始
ま
り
そ
し
て
終
わ
る
の
か
、
楽
曲
そ
れ
自
体
や
そ
の
経
過
に
つ
い
て
何
も
学
べ
な
い
、
と

い
う
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
指
摘
し
た
経
験
は
、
哲
学
に
お
い
て
証
明
さ
れ
る
。
音
楽
と
同
様
に
哲
学
は
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
還
元

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
意
味
で
初
め
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
哲
学
は
そ
の
進
展
の
中
で
、
自
ら
を
測
る
も
の

と
の
摩
擦
に
よ
っ
て
と
同
様
に
、
自
分
自
身
の
力
に
よ
っ
て
も
、
絶
え
ず
自
己
を
刷
新
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
決
定

す
る
の
は
哲
学
に
お
い
て
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
命
題
や
立
場
で
は
な
い
。
つ
ま
り
織
物
で
あ
っ
て
、
演
繹
的
あ
る
い
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は
帰
納
的
な
単
線
的
思
考
過
程
で
は
な
い
の
で
あ
る
（V

I. 44.

）

　

こ
の
文
章
は
哲
学
の
有
り
様
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
趣
旨
で
は
あ
る
が
、
裏
を
返
せ
ば
音
楽
の
有
り
様
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
来

る
。
つ
ま
り
音
楽
は
何
者
か
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
初
め
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
進
展
に
お
い
て
絶
え
ず
自
ら
を
更
新
し
続
け
る

も
の
で
あ
る
と
。
例
え
ば
ソ
ナ
タ
形
式
の
楽
曲
に
お
い
て
最
初
に
提
示
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
楽
曲
全
体
を
統
率
す
る
調
、
即
ち
主
調

で
奏
で
ら
れ
る
第
一
主
題
で
あ
る
。
ま
た
、
提
示
部
で
主
に
属
調
で
提
示
さ
れ
る
第
二
主
題
は
、
再
現
部
に
お
い
て
主
調
へ
と
統
合

さ
れ
、
楽
曲
は
大
抵
の
場
合
主
調
の
主
和
音
で
終
結
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
そ
の
音
楽
の
有
り
様
を
語
っ
た
こ
と
に
な
る
の
か
と

問
わ
れ
れ
ば
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
時
々
刻
々
と
変
化
す
る
モ
テ
ィ
ー
フ
、
移
り
行
き
現
象
に
現
れ
て
は
消
え
て
行
く
音
響
こ

そ
が
音
楽
の
本
体
と
言
っ
て
良
い

17
。
そ
し
て
音
楽
が
そ
の
よ
う
に
現
れ
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
「
構
成 K

om
position

」
が
重

要
に
な
っ
て
く
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
主
観
的
制
作
が
様
々
な
連
絡
を
形
作
り
「
構
成
」
と
な
る
時
、「
星
座
的
布
置 K

onstellation

」

と
等
し
く
な
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
「
星
座
的
布
置
」
と
は
「
探
求
さ
れ
る
中
心
概
念
の
輪
郭
を
実
際
的
目
的
の
た
め
に
描
く

代
わ
り
に
、そ
の
周
囲
に
様
々
な
概
念
を
集
め
る
こ
と
で
中
心
概
念
が
目
指
す
も
の
を
表
現
す
る
試
み
」（V

I. 168.

）
の
こ
と
で
あ
り
、

中
心
概
念
や
最
終
的
な
結
論
を
語
ら
ず
し
て
語
ろ
う
と
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
哲
学
的
態
度
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
「
構
成
」
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
作
り
出
さ
れ
る
「
経
過
」
を
重
視
す
る
思
想
は
、
藝
術
作
品
が
自
己
の
同
一
性
を

追
求
す
る
た
め
に
、
徹
頭
徹
尾
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
に
も
接
続
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
人
の
手
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
構
成
さ
れ
た
藝
術
作
品
は
、
あ
る
意
味
自
然
と
は
正
反
対
の
存
在
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、「
自
然
美
に
お
い
て
質
的
に
区
別
す
る
も
の
が
、
も
し
も
ど
こ
か
に
求
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ

て
い
な
い
も
の
が
語
る
度
合
い
に
、
つ
ま
り
自
然
の
表
現
に
求
め
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
」（V

II. 110f.

）
と
い
う
よ
う
に
、
自
然
は

人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
度
合
い
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
、
よ
り
純
粋
に
「
自
然
の
表
現
」
に
な
り
、



一
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自
然
美
は
普
遍
的
な
同
一
性
の
呪
縛
の
中
で
、
諸
事
物
に
お
け
る
非
同
一
的
な
も
の
の
痕
跡
で
あ
る
。
こ
の
呪
縛
が
働
い
て
い

る
か
ぎ
り
、
非
同
一
的
な
も
の
は
肯
定
的
に
存
在
し
な
い
。
そ
れ
故
自
然
美
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
約
束
さ
れ
て
い
る
も
の
が
人

間
の
内
に
あ
る
も
の
全
て
を
凌
駕
す
る
も
の
と
同
様
に
、
拡
散
さ
れ
て
い
て
不
確
か
な
ま
ま
で
あ
る
。
美
し
い
も
の
を
前
に
し

て
感
じ
る
苦
痛
は
、
ど
こ
よ
り
も
自
然
の
経
験
に
お
い
て
あ
り
あ
り
と
感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
、
美
が
自
然
経
験
に
お
い
て
自
ら

を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
な
く
約
束
す
る
も
の
へ
の
憧
れ
で
あ
る
と
同
様
に
、
美
に
等
し
く
な
ろ
う
と
し
な
が
ら
そ
れ
を
断
念
し

て
し
ま
う
現
象
の
不
十
分
さ
に
対
す
る
苦
悩
で
あ
る
。（V

II. 114.

）

と
あ
る
よ
う
に
、
自
然
美
は
人
間
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
営
為
を
凌
駕
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
で
、
合
理
化
の
進
展

し
た
世
界
に
お
い
て
、
自
然
は
あ
ま
ね
く
素
材
と
し
て
支
配
さ
れ
尽
く
さ
れ
て
お
り
、
人
間
の
手
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
、
今
な
お
存
在

す
る
自
然
の
有
り
様
は
不
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
然
は
素
材
と
し
て
支
配
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
固
定
的
・
静
的
な
も

の
で
は
な
い
。
ア
ド
ル
ノ
は
「
自
然
史
の
理
念
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
移
ろ
い
易
さV

ergänglichkeit 

」（I. 

357.

）
を
軸
と
し
て
、
自
然
と
「
そ
こ
に
お
い
て
質
的
に
新
し
い
も
の
が
現
れ
る
」（I. 346.

）
運
動
と
規
定
さ
れ
る
「
歴
史
」
と
を

媒
介
し
、「
自
然
自
身
が
移
ろ
い
行
く
自
然
と
し
て
、
つ
ま
り
歴
史
と
し
て
現
れ
る
」（I. 358.

）
と
い
う
よ
う
に
、
自
然
に
お
け
る

歴
史
性
を
指
摘
す
る
。
事
実
、
自
然
は
常
に
同
一
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
自
然
は
そ
れ
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
瞬
間
移
り
変
わ

り
、
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
は
過
去
の
も
の
に
、
目
の
前
に
あ
る
自
然
は
ま
た
異
な
る
姿
を
現
前
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
人
間
の
手
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
は
な
い
自
然
の
「
経
過
」
に
よ
っ
て
、
捉
え
た
自
然
は
常
に
過
去
性
、
即
ち
太
古

の
イ
メ
ー
ジ
を
担
わ
さ
れ
る
と
同
時
に
、
今
現
象
し
て
い
る
自
然
は
、
現
在
の
自
然
の
姿
を
越
え
て
「
い
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
も

の das noch nicht Seiende

」
を
そ
の
内
に
持
ち
続
け
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
移
り
変
わ
り
行
く
自
然
の
動
的
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な
有
り
様
、
つ
ま
り
現
在
の
姿
は
常
に
過
去
で
あ
り
今
存
在
し
な
い
姿
へ
と
移
行
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
自
然
美
の
捉
え
難
さ
や
不

確
か
さ
を
も
た
ら
す
要
因
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
我
々
が
自
然
美
を
観
照
す
る
と
き
、
自
然
の
始
原
や
原
理
、
も

し
く
は
自
然
が
到
達
し
た
究
極
的
な
姿
を
見
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
然
の
「
経
過
」
そ
の
も
の
を
見
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
「
経
過
」
と
し
て
の
藝
術
と
自
然
美
の
類
似
性
と
い
う
考
え
方
は
、
前
節
で
見
て
き
た
音
楽
論
と
は
根
本
的

に
異
な
る
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
ア
ド
ル
ノ
が
考
え
る
藝
術
や
自
然
美
は
、
予
め
規
定
さ
れ
て
い
た
原
理
に
従
う

で
も
な
く
、
蓄
積
さ
れ
て
き
た
慣
習
に
倣
う
の
で
も
な
く
、
最
終
的
に
収
斂
さ
れ
て
行
く
目
的
を
目
指
す
の
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
自

体
の
外
に
規
範
的
な
モ
デ
ル
を
持
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
目
の
前
に
現
れ
て
い
る
の
は
藝
術
が
藝
術
で
あ
る
た
め
に

現
在
進
行
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
「
経
過
」
で
あ
り
、
現
在
を
過
去
に
押
し
や
っ
て
現
在
あ
る
姿
を
越
え
た
「
い
ま
だ
存
在
し
て
い

な
い
も
の
」
へ
と
移
行
し
続
け
て
い
る
自
然
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
固
定
化
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
よ
う
な
藝
術
と
自
然
美

の
あ
り
方
は
、
確
か
に
不
確
定
的
で
捉
え
難
さ
を
両
者
に
与
え
、
藝
術
が
個
別
的
な
自
然
物
を
描
写
再
現
す
る
こ
と
な
く
、
両
者
が

接
近
す
る
と
い
う
一
見
矛
盾
し
た
自
然
と
藝
術
の
本
質
的
な
類
似
性
を
も
た
ら
す
と
い
う
主
張
に
繋
が
っ
て
行
く
だ
ろ
う
。
ア
ド
ル

ノ
は
そ
の
美
学
思
想
に
お
い
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
て
き
た
ミ
メ
ー
シ
ス
や
自
然
と
の
類
似
性
と
い
う
思
想
を

再
び
導
入
し
た
が
、
そ
こ
に
は
従
来
の
思
想
と
は
根
本
的
に
異
な
る
自
然
と
藝
術
の
関
係
性
の
思
想
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
．
自
然
と
環
境
︱
︱
ア
ド
ル
ノ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

　

こ
こ
ま
で
、
ア
ド
ル
ノ
の
美
学
思
想
に
お
け
る
自
然
と
藝
術
の
類
似
性
の
議
論
が
、
単
な
る
古
代
思
想
の
復
古
的
性
質
の
も
の
で

は
な
く
、pre-scription

と
し
て
の
規
範
や
モ
デ
ル
の
不
在
、
絶
え
ず
移
り
変
わ
り
ゆ
く
現
象
の
「
経
過
」
に
内
在
す
る
「
太
古
」
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と
現
象
を
越
え
る
「
い
ま
だ
存
在
し
な
い
も
の
」
と
い
う
対
極
的
性
質
の
共
存
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
同
一
化
を
阻
む
不

確
定
性
と
捉
え
難
さ
と
い
う
独
自
の
思
想
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
藝
術
作
品
の
根
源
』
に
お
け
る
次
の
一
節
を
見
る
時
、ア
ド
ル
ノ
と
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
思
想
的
立
場
の
違
い
を
越
え
て
奇
妙
な
シ
ン
ク
ロ
を
見
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

作
品
の
中
へ
真
理
を
整
え
入
れ
る
こ
と
は
、
未
だ
か
つ
て
存
在
し
て
お
ら
ず
今
後
も
決
し
て
存
在
し
な
い
よ
う
な
存
在
者
を
産

出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
存
在
者
を
産
出
す
る
こ
と
は
、
も
た
ら
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
現
れ
る
空
け
開
か
れ
た
も
の

の
空
け
開
き
を
初
め
て
切
り
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
け
開
き
の
中
に
立
て
ら
れ
る
。
産
出
が
存
在
者
の
空
け
開
き
、
即
ち
真

理
を
こ
と
さ
ら
に
も
た
ら
す
と
き
、
産
出
さ
れ
る
も
の
が
作
品
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
産
出
が
創
作
な
の
で
あ
る
。（U

K
. 50.

）18

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
著
作
に
お
い
て
藝
術
作
品
を
「
世
界 W

elt

」
と
「
大
地 Erde

」、「
明
け
透
き Lichtung

」
と
「
隠
匿 

V
erbergung

」
の
不
断
の
「
闘
争 Streit

」
が
生
起
す
る
場
と
し
て
捉
え
、
そ
の
よ
う
な
真
理
の
生
起
す
る
動
的
な
場
を
作
り
出

す
典
型
的
な
あ
り
方
が
藝
術
作
品
の
創
作
だ
と
主
張
す
る
。
作
品
の
作
品
存
在
を
予
め
規
定
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
藝
術
が
創
作
さ

れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
対
立
す
る
も
の
が
「
出
来 Ereignis
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
開
か
れ
た
場
に
真
理
が
立
ち
現
れ
る
と
い

う
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
議
論
は
、
ア
ド
ル
ノ
が
パ
ラ
タ
ク
シ
ス
論
に
お
い
て
哲
学
上
の
テ
ー
ゼ
を
作
品
に
押
し
付
け
て
い
る
と
批
判
し

た
時
よ
り
も
（cf. X

I. 485.

）、
そ
の
事
例
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
神
殿
や
ゴ
ッ
ホ
の
靴
の
絵
の
分
析
と
共
に
（Cf. U

K
. 18 – 21, 27 – 

29.

）、
遥
か
に
実
際
の
作
品
の
有
り
様
に
即
し
て
い
る
よ
う
に
す
ら
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
「
投
企 Entw

urf

」（Cf. U
K

. 60ff.

）
や
「
環
境 U

m
gebung

」（Cf. U
K

. 29.

）
な
ど
の
用
語
、
神
殿

が
立
ち
上
げ
る
世
界
の
中
に
神
々
の
住
ま
い
が
現
前
す
る
と
い
う
よ
う
な
主
張
（Cf. U

K
. 30.

）
か
ら
『
存
在
と
時
間
』
と
の
繋
が
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り
を
想
起
さ
せ

19
、
ア
ド
ル
ノ
の
自
然
概
念
と
の
相
違
も
ま
た
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
勿
論
言
及
さ
れ
て
い
る
藝
術
ジ
ャ
ン
ル
の

違
い
も
、
そ
の
一
つ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
『
藝
術
作
品
の
根
源
』
で
例
に
挙
げ
る
藝
術
ジ
ャ
ン

ル
は
、
建
築
と
絵
画
と
詩
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
ア
ド
ル
ノ
が
藝
術
を
考
え
る
際
に
規
範
と
し
た
音
楽
な
ど
の
表
演

藝
術
と
は
異
な
り
、
そ
の
都
度
作
品
を
形
に
す
る
た
め
の
作
業
を
必
要
と
し
な
い

20
。
そ
の
一
方
で
、
絵
画
が
美
術
館
に
「
陳
列 

A
ufstellung

」（
上
に
立
て
る
こ
と
）
さ
れ
、
神
殿
が
岩
盤
の
上
で
「
安
ら
ぐ aufrufen

」
時
、
作
品
内
で
の
闘
争
の
上
で
切
り
開

か
れ
る
「
空
け
開
き das O

ffene

」
と
は
別
の
次
元
の
空
間
が
必
要
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
作
品
を
担
う
も
の
、
受
け
入

れ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
空
間
が
作
品
の
創
作
以
前
に
有
る
も
の
と
措
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
自
身
が
常
に
移
ろ
い
続

け
る
も
の
で
あ
り
、
現
在
が
太
古
へ
と
追
い
や
ら
れ
、
ま
た
現
在
の
姿
を
越
え
る
も
の
と
し
て
の
「
い
ま
だ
存
在
し
な
い
も
の
」
を

常
に
志
向
す
る
と
い
う
、
ア
ド
ル
ノ
の
自
然
や
藝
術
に
対
す
る
指
摘
と
は
や
は
り
異
な
る
議
論
と
言
っ
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

で
は
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
の
違
い
か
ら
、
ア
ド
ル
ノ
の
美
学
に
お
け
る
自
然
と
藝
術
の
類
似
性
の
意
義
は
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
や
は
り
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
い
く
ら
異
な
る
二
つ
の
原
理
の
不
断
の
「
闘
争
」
と

い
う
議
論
を
持
ち
出
し
て
き
て
も
、「
真
理
が
据
え
ら
れ
る Ins-W

erk-Setzen der W
ahrheit

」
場
と
し
て
の
「
空
け
開
き das 

O
ffene

」
や
、
藝
術
作
品
が
据
え
ら
れ
立
ち
上
が
ら
せ
る
空
間
が
、
藝
術
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
真
理
や
藝
術
作
品
そ
の
も
の
に
比

べ
て
二
次
的
な
位
置
に
留
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
れ
自
体
の
美
は
決
し
て
語
ら
れ
な
い
こ
と
。
そ
し
て
、
明
確
な
原
理
や
真
理
内

容
そ
の
も
の
の
記
述
は
な
い
も
の
の
、
藝
術
作
品
の
目
的
と
し
て
真
理
の
開
示
と
い
う
こ
と
が
確
か
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
そ

し
て
何
よ
り
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
議
論
に
お
い
て
「
大
地
」
の
上
に
様
々
な
も
の
が
「
現
れ
出 herauskom

m
en

」、「
立
ち
上
る 

aufgehen

」
と
い
う
議
論
の
中
で
ピ
ュ
シ
ス
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
も
の
の（U

K
. 28.

）、
彼
の
議
論
は
自
然
美
に
適
用
す
る
こ
と
を

念
頭
に
置
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
出
発
点
と
し
て
の
原
理
で
も
最
終
目
標
で
も
な
く
、
常
に
途
上
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で
あ
っ
て
、
明
言
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
現
状
を
越
え
る
も
の
に
至
る
た
め
の
「
経
過
」
の
経
験
で
あ
る
と
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
思
想

は
、
自
然
美
と
藝
術
の
体
験
に
い
つ
か
語
ら
れ
ざ
る
も
の
に
誘
っ
て
く
れ
る
と
い
う
希
望
を
与
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

結

こ
こ
で
、
ア
ド
ル
ノ
の
『
新
音
楽
の
哲
学
』
に
お
け
る
一
節
を
引
い
て
み
た
い
。

音
楽
の
空
間
化
は
、
絵
画
へ
と
音
楽
が
疑
似
形
象
化
す
る
こ
と
、
核
心
に
お
い
て
音
楽
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
す
る
こ
と
の
証
で

あ
る
。（
中
略
）
し
か
し
、
音
楽
的
天
分
に
対
す
る
絵
画
的
天
分
の
勝
利
は
、
時
代
全
体
の
実
証
主
義
的
傾
向
に
順
応
し
て
い
る
。

抽
象
画
で
あ
れ
全
て
の
絵
画
は
存
在
し
て
い
る
も
の
に
対
し
て
パ
ト
ス
を
持
っ
て
い
る
。
音
楽
は
皆
「
生
成
」
を
意
味
す
る
が
、

ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
に
お
い
て
音
楽
は
「
単
な
る
存
在
」
と
い
う
虚
構
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
逃
げ
去
ろ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。（X

II. 174f.

）

　

ア
ド
ル
ノ
は
こ
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
絵
画
は
固
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
描
写
再
現
力
か
ら
現
状
の
模
写
、
そ
の

固
定
化
で
あ
る
と
す
る
一
方
、
音
楽
が
本
来
的
に
は
「
生
成
」
で
あ
っ
て
、
今
な
き
も
の
を
作
り
続
け
る
の
が
そ
の
真
の
有
り
様
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
音
楽
が
生
成
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
現
在
を
太
古
の
も
の
へ
と
押
し
や
り
、
現
状
を
越
え
て
「
い

ま
だ
存
在
し
な
い
も
の
」
へ
と
絶
え
間
な
く
進
む
自
然
と
変
わ
り
は
な
い
。
な
ら
ば
何
故
藝
術
が
自
然
美
と
同
じ
有
り
様
で
あ
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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藝
術
作
品
に
内
在
す
る
行
為
性
は
、
た
と
え
い
か
に
藝
術
作
品
が
持
続
す
る
物
と
し
て
素
材
の
中
で
実
現
さ
れ
よ
う
と
も
、
藝

術
作
品
に
瞬
間
的
な
も
の
、
突
発
的
な
も
の
を
与
え
る
。
あ
ら
ゆ
る
優
れ
た
作
品
を
目
の
前
に
し
て
感
じ
る
、
不
意
を
付
か
れ

た
よ
う
な
感
情
は
、
こ
の
瞬
間
的
な
も
の
や
突
発
的
な
も
の
を
記
録
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
全
て
の
藝
術
作
品

は
自
然
美
と
同
様
に
音
楽
と
の
類
似
性
を
、
か
つ
て
ム
ー
サ
の
女
神
と
い
う
名
前
で
記
憶
し
て
い
た
あ
の
類
似
性
を
受
け
取
る

の
で
あ
る
。（V

II. 123f.

）

　

常
に
移
り
変
わ
り
、
自
ら
を
更
新
し
続
け
る
自
然
は
、
そ
の
美
的
体
験
も
戦
慄
も
等
し
く
過
去
へ
と
追
い
や
っ
て
し
ま
う
。
そ
う

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
自
然
の
外
見
を
模
写
し
て
固
定
化
す
る
の
で
は
な
く
、
自
然
美
の
瞬
間
性
や
突
発
性
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
感
情

共
々
、
自
然
美
の
経
験
を
現
象
以
上
の
も
の
へ
と
移
行
さ
せ
る
「
経
過
」
的
性
格
を
伴
っ
て
模
倣
再
現
す
る
。
合
理
化
が
進
ん
で
自

然
と
我
々
の
距
離
が
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
た
現
在
だ
か
ら
こ
そ
、
自
然
が
太
古
に
押
し
や
り
、
今
は
な
い
自
然
美
の
経
験
を
そ
の
自

己
超
克
の
プ
ロ
セ
ス
そ
の
ま
ま
に
記
憶
と
し
て
蘇
ら
せ
る
。
そ
れ
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
藝
術
は
我
々
に
と
っ
て
自
然
美
の
代
替
物
に

な
り
得
、
非
同
一
的
な
も
の
の
痕
跡
と
し
て
今
は
存
在
し
な
い
自
然
美
を
、
又
そ
の
推
移
の
先
に
再
び
我
々
の
前
に
現
象
さ
せ
る
と

い
う
希
望
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
続
け
る
と
ア
ド
ル
ノ
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
議
論
は
近
年
の
環
境
美
学
の
議
論
や
、
実
際
の
自
然
環
境
に
大
規
模
に
手
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
ラ

ン
ド
ア
ー
ト
、
ア
ー
ス
ワ
ー
ク
と
い
っ
た
試
み
と
は
全
く
次
元
を
異
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
ら
が
今
日
の
環

境
の
あ
り
方
に
具
体
的
に
問
題
提
起
を
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
も
つ
か
ら
で
あ
る

21
。
そ
の
意
味
で
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
議
論
は
高
ま

り
つ
つ
あ
る
環
境
意
識
に
そ
ぐ
わ
な
い
、
机
上
の
空
論
の
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
議

論
や
創
作
の
試
み
が
鑑
賞
と
い
う
視
覚
モ
デ
ル
や
関
与
を
基
礎
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
以
上
、
ど
れ
程
中
心
の
欠
如
や
自
然
と
人

工
の
境
界
の
曖
昧
化
を
目
指
そ
う
と
し
て
も
、
主
体
と
し
て
の
人
間
と
客
体
と
し
て
の
自
然
環
境
と
い
う
二
分
法
か
ら
免
れ
る
こ
と



一
五
二

は
出
来
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
目
の
前
に
存
在
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
自
然
を
、
ど
う
し
た
ら
我
々
は
想
像
し
、
思
考
す
る

こ
と
が
出
来
る
の
か
。
ア
ド
ル
ノ
の
議
論
や
そ
れ
に
即
し
て
藝
術
を
考
察
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
保
護
す
る
こ

と
も
科
学
的
に
捉
え
る
こ
と
も
出
来
ず
、
否
応
な
く
巻
き
込
ま
れ
ざ
る
を
得
な
い
移
ろ
い
の
中
で
、
自
己
の
存
在
の
意
味
を
改
め
て

問
う
時
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註

１ 

本
稿
は
二
〇
一
七
年
六
月
三
日
、
一
橋
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
二
十
一
回
一
橋
大
学
哲
学
・
社
会
思
想
学
会
に
お
け
る
【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】《
今
日

に
お
け
る
自
然
美
か
ら
芸
術
美
へ
の
連
続
性
》
で
「
Th
・
W
・ 

ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
自
然
と
藝
術
の
関
係
―
―
原
理
な
き
、
目
的
な
き
「
経
過
」
と

し
て
」
の
タ
イ
ト
ル
で
口
頭
発
表
し
た
原
稿
に
、
若
干
の
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
Th
・
W
・ 

ア
ド
ル
ノ
の
自
然
美

の
思
想
に
つ
い
て
の
発
表
を
お
誘
い
下
さ
っ
た
貴
学
会
並
び
に
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
府
川
純
一
郎
氏
に
対
し
て
、こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

２ 
Cf. Jakob von U

exküll, U
m

w
elt und Innenw

elt der T
iere. 2., verm

. u. verbesserte A
ufl., Berlin, Julius Springer, 1921.

３ 

し
か
しW

alther K
ranz

に
拠
れ
ば
、
秘
密
厳
守
の
掟
の
成
立
以
前
に
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
本
人
に
よ
る
も
の
か
あ
る
い
は
彼
の
教
説
の
詳
細
を
伝
え

る
書
物
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
。Cf. H

erm
ann D

iels, D
ie Fragm

ente der V
orsokratiker, G

riechisch und D
eutsch (6. 

verb. A
ufl. / herausgegeben von W

alther K
ranz), Berlin, Beidm

ann, Bd. 1, 1951, S. 96. 

４ 
A

nicius M
anlius T

orquatus Severinus Boethius, D
e institutione m

usica. Gottfried Friedlein(ed.), Leipzig, B.G. T
eubneri, 1867, 

pp. 196ff.

５ 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』（
上
）、
出
隆
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
九
年
、
四
〇
︲
四
一
頁
。

６ 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
天
体
論
』（『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
』
第
四
巻
天
体
論
・
生
成
消
滅
論
、
出
隆
監
修
、
山
本
光
雄
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
八

年
所
収
）
七
八
―
七
九
頁
。 

７ 
D

iels und K
ranz, op. sit., p. 105.

（『
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
哲
学
者
断
片
集
』第
一
分
冊
、内
山
勝
利　

他
訳
、岩
波
書
店
、一
九
九
六
年
、二
一
六
頁
。）

８ 
Boethius, op. sit., pp. 187ff.  

９ 

一
方
で
津
上
英
輔
は
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
が
三
種
類
のm

usica

の
分
類
に
際
し
て
、harm

onia

で
は
な
くm

usica

の
語
を
用
い
た
こ
と
に
着
目
し
、

音
響
現
象
を
不
可
欠
の
も
の
と
見
な
さ
な
か
っ
た
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
デ
・
グ
ロ
ケ
イ
オ
（Johannes de Grocheio, 

一
二
五
五
頃
―
一
三
二
〇
頃
）
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と
は
異
な
り
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
お
い
て
は
「
宇
宙
の
音
楽
」
と
「
人
間
の
音
楽
」
は
比
喩
的
に
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
耳
で
聴
く
こ

と
が
出
来
る
現
象
と
し
て
の
音
響
が
ム
ー
シ
カ
の
不
可
欠
な
要
件
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。Cf. 

津
上
英
輔
「
ボ
エ
ー
テ
ィ
ウ
ス
『
音
楽

教
程
』
に
お
け
るm

usica

の
概
念
」（『
美
學
美
術
史
論
集
』
十
二（
一
九
九
九
）、
成
城
大
学
、
一
六
二
―
一
四
五
頁
。）

10 
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
ケ
プ
ラ
ー
は
ト
ー
マ
ス
・
ク
ー
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
な
近
代
自
然
科
学
の
誕
生
へ
の
科
学
革
命
を
起
こ
し
た
側
面
が
あ
る
一

方
で
、
む
し
ろ
神
秘
的
な
世
界
観
に
基
づ
く
調
和
的
自
然
論
の
伝
統
の
上
に
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
出
来
る
。Cf. 

村
上
陽
一
郎
『
西
欧
近
代
科
学
：

そ
の
自
然
観
の
歴
史
と
構
造
』
新
曜
社
、
一
九
七
一
年
、
一
〇
八
―
一
〇
九
頁
。

11 
Cf. Joannis K

eppleri, H
arm

onices m
undi. Sum

ptibus Godofredi T
am

pachii Bibl. Francof. excudebat Ioannes Plancus, 1619-
1622, pp. 192-207.

12 

プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
『
ハ
ル
モ
ニ
ア
論
』（
ア
リ
ス
ト
ク
セ
ノ
ス
／
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
『
古
代
音
楽
論
集
』
山
本
建
郎
訳
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

二
〇
〇
七
年
所
収
）
一
一
〇
頁
。

13 

そ
れ
に
対
し
て
実
践
上
は
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
早
く
か
ら
三
度
や
六
度
の
音
程
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
既
に
十
三
世
紀
に

は
オ
ー
ク
ニ
ー
諸
島
で
作
ら
れ
た
賛
歌
《
気
高
く
、
謙
虚
な
る
マ
グ
ヌ
スN

obilis hum
ilis M

agne

》
の
よ
う
に
三
度
の
並
行
で
動
く
作
例
が
見

ら
れ
る
他
、
定
旋
律
に
即
興
的
に
六
の
和
音
を
付
し
て
歌
う
「
イ
ギ
リ
ス
・
デ
ィ
ス
カ
ン
ト
」
が
十
三
世
紀
末
か
ら
十
五
世
紀
に
掛
け
て
数
多
く
作

曲
さ
れ
た
。
一
方
大
陸
に
お
い
て
は
、
ギ
ヨ
ー
ム
・
デ
ュ
フ
ァ
イ
（Guillaum

e D
ufay

、
一
四
〇
〇
頃
―
一
四
七
四
）
の
時
代
に
、
イ
ギ
リ
ス
・

デ
ィ
ス
カ
ン
ト
の
影
響
を
受
け
て
「
フ
ォ
ー
ブ
ル
ド
ン fauxbourdon

」
と
呼
ば
れ
る
六
の
和
音
の
連
続
を
中
心
と
し
た
書
法
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。

Cf. 

皆
川
達
夫
『
西
洋
音
楽
史　

中
世
・
ル
ネ
サ
ン
ス
』
音
楽
之
友
社
、
一
九
八
六
年
。

14 

西
洋
音
楽
思
想
に
留
ま
ら
ず
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
（W

illiam
 Shakespeare, 

一
五
六
四
―
一
六
一
六
）
や
ミ
ル
ト
ン
（John M

ilton, 

一
六
〇
八

―
一
六
七
四
）
な
ど
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。Cf. D

onald Jay Grout and Claude V
. Palisca, A

 history of 
w

estern m
usic. 5th ed., N

orton, 1996, p. 5.

15 

マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
音
楽
理
論
に
つ
い
て
は
、
松
原
薫
「
マ
ッ
テ
ゾ
ン
『
完
全
な
る
楽
長
』
に
お
け
る
旋
律
論
：
数
学
的
音
楽
観
批
判
と
対
位
法
理
論
の

調
停
」『
美
學
』
第
六
十
六
巻
第
一
号
、
美
学
会
編
、
二
〇
一
五
年
六
月
、
一
六
一
―
一
七
二
頁
、
米
良
ゆ
き
「
ヨ
ハ
ン
・
マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
音
楽
論

に
お
け
る
〈
経
験
〉 

―
自
然
と
旋
律
と
の
関
わ
り
か
ら
―
」『
第
六
十
二
回
美
学
会
全
国
大
会 

若
手
研
究
者
フ
ォ
ー
ラ
ム
発
表
報
告
集
』
第
六
十
二

回
美
学
会
全
国
大
会
実
行
委
員
会
編
、
二
〇
一
二
年
、
四
二
―
五
〇
頁
（url: https://w

w
w

2.sal.tohoku.ac.jp/estetica/w
akate62/pdf/

w
akate_07.pdf

（
二
〇
一
七
年
十
一
月
二
〇
日
閲
覧
））、同
「「
ヨ
ハ
ン
・
マ
ッ
テ
ゾ
ン
に
お
け
る
装
飾
と
ギ
ャ
ラ
ン
ト
」『
デ
ア
ル
テ
』
第
三
十
三
号
、

九
州
藝
術
学
会
、
二
〇
一
七
年
、
六
七
―
八
八
頁
、
等
を
参
照
。

16 

Th
・
W
・ 

ア
ド
ル
ノ
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
全
てT

h. W
. A

dorno, T
h. W

. A
dorno G

esam
m

elte Schriften. 20 Bde. H
rsg. von Rolf 



一
五
四

T
iedem

ann, Frankfurt am
 M

ain, 1970-86.(suhrkam
p taschenbuch w

issenschaft, 1997)

か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
以
下
、引
用
箇
所
は
本
文
中
に
ア
ド
ル
ノ
全
集
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、ペ
ー

ジ
数
を
算
用
数
字
で
示
す
こ
と
と
す
る
。

17 
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ア
ド
ル
ノ
は
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
（Eduard H

anslick, 
一
八
二
五
―
一
九
〇
四
）
が
『
音
楽
美
論
』
の
中
で
述
べ
た
「
音
楽
の
内
容
は
鳴
り
響
き
つ
つ
変
動

す
る
形
態
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
と
近
い
所
に
位
置
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ハ
ン
ス
リ
ッ

ク
は
特
殊
音
楽
的
な
美
を
説
明
す
る
際
、
ア
ラ
ベ
ス
ク
と
木
の
葉
や
花
な
ど
の
自
然
物
を
引
き
合
い

に
出
し
て
語
っ
て
い
る
点
も
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。Cf. Eduard H

anslick, V
om

 M
usikalisch 

- Schönen. (1854) in D
ietm

ar Strauß
(H

rsg.), E
duard H

anslick: V
om

 M
usikalisch-

Schönen. T
eil 1: H

istorisch - kritische A
usgabe. M

ainz, Schott, 1990, S. 75, 80f.

18 
M

artin H
eidegger, 

“Der U
rsprung des K

unstw
erkes

” in H
olzw

ege. [herausgegeben 
von　

F
riedrich-W

ilhelm
 von H

errm
ann]

（G
esam

tausgabe / M
artin H

eidegger, 1. 
A

bt. . V
eröffentlichte Schriften 1910-1976 ; Bd. 5

）V
ittorio K

losterm
ann, 2003, c1972, 

unveränderte A
ufl. 

以
下
、
引
用
はU
K
と
略
記
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

19 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
、『
藝
術
作
品
の
根
源
』
の
中
で
『
存
在
と
時
間
』
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

Cf. U
K

. 55.

20 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
そ
の
代
わ
り
に
作
品
の
具
象
化
の
た
め
に
観
者
に
よ
る
「
見
守
り Bew

ahrung

」

と
い
う
概
念
を
導
入
し
た
と
思
わ
れ
る
。

21 

例
え
ば
、
環
境
美
学
の
代
表
的
論
者
の
一
人
で
あ
る
ア
レ
ン
・
カ
ー
ル
ソ
ン
は
、
伝
統
的
美
学
の
批

判
と
し
て
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
景
観
や
ポ
ー
ル
・
セ
ザ
ン
ヌ
や
ア
ン
セ
ル
・
ア
ダ
ム
ス
に
み
ら
れ
る

形
式
主
義
の
影
響
を
指
摘
し
た
上
で
、
環
境
保
護
論
と
科
学
的
認
知
主
義
を
融
合
し
た
環
境
美
学
の

モ
デ
ル
を
提
案
す
る
が
、
そ
の
際
に
道
徳
的
関
与
や
鑑
賞
の
た
め
の
具
体
的
自
然
物
や
環
境
の
対
象

と
し
て
の
「
環
境
」
の
存
在
を
前
提
と
す
る
点
で
、
視
覚
的
で
静
的
な
自
然
観
に
拠
っ
て
い
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。Cf. A

llen Carlson, 

“Contem
porary Environm

ental A
esthetics and the 

Requirem
ents of Environm

entalism

” in E
nvironm

ental V
alue. 19(3), 2010, pp. 289 – 314.

図１　ケプラー『宇宙の調和』（1619）より


