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333 カッシーラーの芸術論

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
芸
術
論）

1
（

――
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
と
し
て
の
芸
術
の
位
置
づ
け
を
巡
っ
て
――

齊　

藤　
　

伸

は
じ
め
に
――
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
と
芸
術

本
稿
の
主
た
る
関
心
は
、
現
代
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
（E

rnst C
assirer, 1874

―1945

）
の
主
著
『
シ
ン
ボ

ル
形
式
の
哲
学
』（
一
九
二
三
―
二
九
）
に
お
け
る
「
芸
術
」
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
広
く
知
ら
れ
た
全
三
巻
か
ら

な
る
著
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
言
語
」、「
神
話
的
思
考
」、「
認
識
の
現
象
学
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、「
芸
術
」
に
関
す
る
独
立
し
た
論
考
は
含

ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
芸
術
は
、
一
貫
し
て
こ
れ
ら
の
主
題
と
並
ん
で
言
及
さ
れ
る
主
要
な
「
シ
ン
ボ

ル
形
式
」
の
一
つ
で
あ
り
続
け
た
。
そ
の
こ
と
は
次
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

精
神
文
化
の
さ
ま
ざ
ま
な
所
産
――
言
語
・
科
学
的
認
識
・
神
話
・
芸
術
・
宗
教
――
は
、
こ
う
し
て
、
す
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
内

的
な
差
異
を
も
ち
な
が
ら
も
、
た
だ
一
つ
の
大
き
な
問
題
連
関
の
一
部
と
な
る
。
そ
し
て
、
精
神
が
は
じ
め
そ
こ
に
捕
ら
え
ら

れ
て
い
た
か
に
見
え
る
単
に
受
動
的
な
諸
印
象
（E

indruck

）
の
世
界
を
、
純
粋
に
精
神
的
な
表
現
（A

usdruck

）
の
世
界
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に
作
り
変
え
る
と
い
う
一
つ
の
目
標
に
向
か
う
努
力
の
多
様
な
出
発
点
に
な
る
）
2
（

。

こ
れ
は
一
九
二
三
年
に
上
梓
さ
れ
た
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
一
巻
で
の
彼
の
主
張
で
あ
り
、「
芸
術
」
が
一
連
の
探
求
に
お
い
て

考
察
さ
れ
る
べ
き
事
柄
の
一
つ
に
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
彼
の
そ
う
し
た
芸
術
に
対
す
る
理
解
と
は

裏
腹
に
、
一
転
し
て
同
書
の
冒
頭
で
は
そ
の
全
体
の
構
想
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

目
下
の
こ
の
第
一
巻
は
言
語
形
式
の
分
析
に
限
ら
れ
、
第
二
巻
――
こ
れ
は
一
年
以
内
に
出
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
――
は
、

神
話
的
・
宗
教
的
思
考
の
現
象
学
の
構
想
を
内
容
と
す
る
は
ず
で
あ
り
、
最
後
の
第
三
巻
で
は
本
来
の
「
認
識
論
」、
つ
ま
り

科
学
的
思
考
の
形
式
論
が
述
べ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
）
3
（

。

こ
こ
で
は
全
三
巻
の
内
容
は
、「
言
語
」「
神
話
的
思
考
」「
認
識
論
」
に
な
る
と
さ
れ
て
お
り
、
ど
う
や
ら
一
九
二
三
年
の
時
点
で
は
そ

も
そ
も
そ
の
な
か
に
「
芸
術
論
」
を
独
立
し
た
論
考
と
し
て
宛
が
う
計
画
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
、
人
間
が
文
化

を
生
み
出
す
精
神
的
な
機
能
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
に
と
っ
て
、
芸
術
論
が
不
可

欠
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
先
に
引
い
た
言
葉
か
ら
も
明
瞭
で
あ
る
。
ま
た
、
晩
年
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
ポ
ー

ル
・
シ
ル
プ
（Paul Schilpp

）
に
宛
て
た
手
紙
で
は
、
こ
の
当
初
の
計
画
に
関
し
て
異
な
る
見
解
を
伝
え
て
い
る
。
彼
は
英
語
版
『
シ
ン

ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
を
出
版
す
る
よ
う
に
請
わ
れ
た
が
、
そ
れ
に
反
し
て
一
九
四
四
年
に
新
た
に
人
間
学
の
問
題
を
中
心
に
論
じ
た
著
作

A
n E

ssay on M
an

（
邦
訳
『
人
間
』）
を
上
梓
す
る
こ
と
に
な
っ
た
）
4
（

。
そ
の
著
作
と
の
関
係
か
ら
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
の
本
は
内
容
に
つ
い
て
は
新
し
い
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。
と
い
う
の
は
、
私
は
自
分
の
美
学
理
論
を
そ
こ
で
始
め
て
詳
し
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く
書
き
表
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
す
。
す
で
に
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
の
最
初
の
草
案
に
お
い
て
、
芸
術
に
つ
い

て
の
巻
を
書
く
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
時
代
の
も
た
ら
す
不
幸
が
そ
の
遂
行
を
幾
度
も
延
期
さ
せ
た
の
で
す
）
5
（

。

こ
こ
で
彼
が
「
最
初
の
草
案
に
お
い
て
」
と
述
べ
て
い
る
部
分
は
、
最
初
に
引
い
た
第
一
巻
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
構
想
と
矛
盾
し
て
い
る

が
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
の
芸
術
が
、
晩
年
に
至
っ
て
初
め
て
そ
の
価
値
が
認
め
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の

は
、
彼
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
芸
術
論
は
、
確
か
に
晩
年
に
集
中
し
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
「
芸
術
」
は
当
初
か
ら
「
シ
ン
ボ

ル
形
式
」
の
一
つ
と
し
て
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
一
九
二
五
年
に
著
さ
れ
た
『
言
語
と
神
話
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
意

義
が
強
調
さ
れ
て
さ
え
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
彼
の
遺
稿
集
の
第
一
巻
に
収
め
ら
れ
た
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
形
而
上
学
」
と
い
う

草
稿
は
、
本
来
は
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
三
巻
の
結
論
部
と
し
て
一
九
二
八
年
に
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
主
張

さ
れ
て
い
る
芸
術
に
関
す
る
議
論
は
、
後
年
に
彼
が
語
っ
た
も
の
と
共
通
す
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て

「
芸
術
」
の
問
題
は
、
や
は
り
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
の
構
想
段
階
か
ら
、
絶
え
ず
そ
の
意
義
を
失
わ
な
か
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
私
た
ち
が
用
い
得
る
彼
の
芸
術
論
に
関
す
る
資
料
は
、
そ
の
他
の
研
究
に
比
べ
る
と
圧
倒
的
に
少

数
で
は
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
僅
か
な
資
料
か
ら
、
彼
の
哲
学
に
お
け
る
芸
術
の
意
義
を
再
考
し
た
い
。

1
．「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
と
し
て
の
芸
術
の
基
本
的
特
性

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
言
う
シ
ン
ボ
ル
形
式
と
は
、「
そ
れ
を
通
じ
て
或
る
精
神
的
な
意
味
内
容
が
具
体
的
な
感
性
的
記
号
と
結
び
つ
き
、
ま

た
そ
れ
が
こ
の
記
号
に
内
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
、
各
々
の
精
神
的
な
力
（E

nergie des geiste

）
6
（s

）」
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
言
葉
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で
は
、「
受
動
的
な
諸
印
象
の
世
界
を
、
純
粋
に
精
神
的
な
表
現
の
世
界
に
作
り
変
え
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
能
動
的
に

作
用
し
て
、
独
自
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
創
り
出
す
機
能
で
あ
る
。
同
様
に
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
と
し
て
の
芸
術
の
機
能
も
ま
た
、
独
自

な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
創
り
出
す
点
に
そ
の
本
質
が
あ
る
。
そ
の
た
め
彼
は
、「
見
る
術
を
心
得
る
」（saper vedere

）
と
言
っ
た
ル
ネ

サ
ン
ス
の
巨
匠
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
芸
術
観
に
同
意
し
て
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

ひ
と
た
び
、
私
た
ち
が
芸
術
家
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
立
ち
入
る
や
い
な
や
、
私
た
ち
は
彼
の
眼
を
も
っ
て
世
界
を
見
な
い

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
あ
た
か
も
私
た
ち
は
未
だ
か
つ
て
世
界
を
こ
の
よ
う
な
特
別
な
光
の
も
と
で
は
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た

か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
こ
の
光
が
た
だ
瞬
間
的
な
フ
ラ
ッ
シ
ュ
で
は
な
い
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。
芸

術
作
品
の
お
か
げ
で
、
そ
の
光
は
持
続
的
と
な
り
、
永
久
的
と
な
っ
た
。
ひ
と
た
び
現
実
が
こ
の
特
殊
な
方
法
で
私
た
ち
の
眼

前
に
さ
ら
け
出
さ
れ
た
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
そ
れ
以
後
、
現
実
を
常
に
こ
の
形
状
の
も
の
と
し
て
見
る
の
で
あ
る
）
7
（

。

芸
術
の
才
能
は
言
語
の
才
能
と
は
異
な
り
、
万
人
に
等
し
く
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
こ
に
は
カ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に
「
普
遍

性
」
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
は
か
つ
て
の
天
才
た
ち
が
創
造
し
て
用
い
た
認
識
の
形
式
を
後
か

ら
そ
れ
を
辿
る
よ
う
に
獲
得
し
、
そ
の
形
式
に
し
た
が
っ
て
世
界
の
「
客
観
化
」
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
に
よ
れ
ば
「
他
の

す
べ
て
の
シ
ン
ボ
ル
形
式
と
同
様
、
芸
術
は
た
だ
、
既
成
の
、
与
え
ら
れ
た
現
実
の
再
生
（reproduction

）
で
は
な
い
。
そ
れ
は
物
お
よ

び
人
間
生
活
に
関
す
る
、
客
観
的
な
見
解
に
至
ら
せ
る
方
法
の
一
つ
で
あ
る
）
8
（

」。
そ
の
た
め
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
の
芸
術
と
は
、
人
に

「
美
」
と
い
う
特
殊
で
あ
り
な
が
ら
も
普
遍
性
を
も
つ
形
式
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
「
客
観
化
」
を
可
能
に
さ
せ
る
機
能
で
あ

る
と
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
続
く
考
察
で
は
、
こ
の
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
言
う
芸
術
形
式
に
よ
る
世
界
の
「
客
観
化
」
と
は
い
か
な
る
も

の
か
を
さ
ら
に
詳
細
に
考
察
し
た
い
。
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2
．
言
語
と
芸
術
に
お
け
る
異
な
る
客
観
化
の
道
程

現
実
の
強
化
と
し
て
の
芸
術　
　

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
し
ば
し
ば
芸
術
の
機
能
と
、
言
語
の
機
能
と
を
比
較
し
て
論
じ
て
お
り
、『
人
間
』

に
お
い
て
彼
は
両
者
の
差
異
を
印
象
的
に
も
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
言
語
と
科
学
は
現
実
の
簡
略
化
（abbreviation

）

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
芸
術
は
現
実
の
強
化
（intensification

）
で
あ
る
）
9
（

」
と
。
彼
に
と
っ
て
の
芸
術
は
、
決
し
て
現
実
の
「
捨
象
」
で

は
な
く
、
む
し
ろ
言
語
や
科
学
の
ほ
う
が
、
多
彩
な
特
徴
を
示
す
諸
々
の
対
象
を
区
別
・
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
た
ち
が
接
近
し
や
す

い
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
や
は
り
そ
れ
ら
は
現
実
の
「
簡
略
化
」
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
カ
ッ

シ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
芸
術
は
対
象
の
「
形
象
的
直
観
」
を
捉
え
る
形
式
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
け
っ
し
て
概
念
的
単
純
化
や
演
繹
的
一
般
化

を
必
要
と
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
芸
術
は
、
言
語
や
科
学
と
は
異
な
る
方
向
へ
と
展
開
す
る
認
識
機
能
で
あ
る
。「
太
陽
は
日
々
に
新
し
い
」

と
い
う
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
葉
は
、
自
然
科
学
的
な
認
識
に
と
っ
て
は
妥
当
し
な
い
と
し
て
も
、
芸
術
家
の
認
識
に
と
っ
て
は
真
理
で
あ

り
得
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
二
人
の
芸
術
家
が
、
自
然
科
学
的
な
意
味
で
「
同
一
の
対
象
」
を
描
い
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
て

も
、
美
的
経
験
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
そ
れ
は
妥
当
し
な
い
。
私
た
ち
は
、
二
人
の
芸
術
家
が
捉
え
る
「
同
一
の
現
実
」
と
い
う
も
の
を
語
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
こ
れ
ら
を
明
確
に
区
別
し
て
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
感
性
的
知
覚
に

お
い
て
、
私
た
ち
は
周
囲
の
事
物
の
共
通
で
恒
常
的
な
姿
を
知
る
こ
と
で
満
足
し
て
い
る
。
美
的
経
験
は
こ
れ
と
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
豊

富
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
普
通
の
感
性
的
経
験
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
無
限
の
可
能
性
で
充
た
さ
れ
て
い
る
）
10
（

」
と
。

そ
の
た
め
ク
ロ
イ
ス
（John M

ichael K
rois, 1943

―2010

）
も
言
う
よ
う
に
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
の
芸
術
は
単
な
る
美
学
的
充

足
を
与
え
る
こ
と
や
、
趣
味
、
あ
る
い
は
現
実
逃
避
で
も
な
く
、「
単
な
る
〈
経
験
的
な
〉
観
察
に
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
生
命
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の
認
識
を
可
能
に
す
る
）
11
（

」。
し
た
が
っ
て
そ
れ
の
目
的
は
、
現
実
の
世
界
が
内
包
し
て
い
る
無
限
の
可
能
性
を
具
現
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
こ
そ
が
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
言
う
芸
術
形
式
に
よ
る
客
観
化
の
機
能
で
あ
る
。

客
観
化
へ
の
も
う
一
つ
の
道
筋
と
し
て
の
芸
術　
　

と
こ
ろ
で
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
そ
の
名
も
「
言
語
と
芸
術
」
と
題
し
た
晩
年
の
講
演

（
一
九
四
二
）
の
な
か
で
、
言
語
と
芸
術
を
比
較
し
な
が
ら
、
そ
の
冒
頭
で
文
化
に
お
け
る
「
言
語
」
の
意
義
を
明
確
に
認
め
て
次
の
よ
う

に
言
う
。
す
な
わ
ち
、「
人
間
は
言
語
と
い
う
媒
体
の
外
で
は
呼
吸
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
言
語
は
精
神
的
大
気
の
ご

と
き
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
思
考
と
感
情
の
、
ま
た
人
間
の
知
覚
と
概
念
と
の
全
面
に
ゆ
き
わ
た
り
、
充
ち
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
）
12
（

」

と
。
彼
に
と
っ
て
の
言
語
は
、
私
た
ち
人
間
が
客
観
的
な
世
界
へ
と
至
る
道
を
開
示
す
る
条
件
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
は
「
言
語
能
力
は
結

局
の
と
こ
ろ
、
と
り
わ
け
人
間
学
的
な
（anthropological

）
概
念
で
あ
り
、
と
り
わ
け
人
間
学
的
な
能
力
で
あ
る
）
13
（

」
と
言
う
。
し
た
が
っ

て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
言
語
観
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
（Johann G

ottfried von H
erder, 1744

―1803

）
が
『
言
語
起
源
論
』（
一
七
七
二
）
の
考
察

に
お
い
て
力
説
し
た
言
語
の
人
間
学
的
考
察
と
い
う
視
点
を
受
容
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
、
そ
れ
に
続
い
て
た
だ
ち

に
次
の
よ
う
に
問
い
な
お
す
。「
し
か
し
、
こ
れ
が
唯
一
の
道
で
あ
る
と
私
た
ち
は
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
言
語
を
欠
く
な
ら
ば
人
間
は

暗
黒
の
な
か
に
見
失
わ
れ
、
人
間
の
感
情
・
思
想
・
直
観
は
暗
々
と
し
て
不
可
解
の
う
ち
に
包
ま
れ
る
、
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
）
14
（

」
と
。

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
こ
う
し
た
問
い
立
て
か
ら
出
発
し
て
、
人
間
の
世
界
を
二
つ
に
分
類
す
る
。
す
な
わ
ち
一
方
は
科
学
的
思
考
へ
と
展
開
す

る
言
語
能
力
・
言
語
的
象
徴
に
基
づ
く
世
界
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
音
楽
や
詩
、
絵
画
や
彫
刻
か
ら
成
る
芸
術
の
世
界
で
あ
る
。
言
語
的
世

界
に
お
い
て
は
、「
概
念
」
が
現
実
へ
と
接
近
す
る
手
掛
か
り
と
な
る
が
、
芸
術
的
世
界
に
お
い
て
は
そ
の
実
在
を
「
具
体
的
で
個
別
的
な

形
で
直
観
）
15
（

」
す
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
の
芸
術
は
こ
う
し
た
直
観
の
形
式
を
生
み
出
す
生
産
的
な
機
能
で
あ

る
。
言
語
的
な
認
識
に
お
け
る
直
接
的
具
体
性
は
、
そ
れ
が
科
学
的
思
考
に
接
近
す
る
に
つ
れ
て
次
第
に
薄
れ
て
い
く
。
言
語
は
や
が
て
世

界
を
自
然
科
学
的
な
仕
方
で
把
握
す
る
新
た
な
形
式
と
し
て
作
用
し
始
め
、
日
常
的
な
言
語
か
ら
や
が
て
科
学
的
な
言
語
と
な
る
。
そ
れ
は
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確
か
に
人
間
の
精
神
が
辿
る
べ
き
客
観
化
の
極
め
て
重
要
な
道
筋
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う

に
、
そ
れ
と
は
異
な
る
「
客
観
化
」
を
芸
術
の
う
ち
に
見
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、「
芸
術
に
お
い
て
は
、
私
た
ち
の
感
覚
的
経
験
の
地
平

が
拡
大
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
私
た
ち
の
視
野
、
つ
ま
り
、
実
在
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
眺
望
が
変
化
す
る
）
16
（

」。
た
と
え
ば
言
語
は
、
一
方

で
は
科
学
的
な
思
考
へ
と
向
か
い
、
他
方
で
は
芸
術
的
な
言
語
、
つ
ま
り
「
詩
」
へ
と
向
か
っ
て
い
く
）
17
（

。
そ
れ
ゆ
え
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ

れ
ば
、
人
間
の
世
界
は
こ
こ
で
二
重
に
な
る
。
彼
の
理
解
で
は
、
両
者
は
異
な
る
性
質
を
も
つ
世
界
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
根
源
を
一

に
し
て
い
る
。
そ
の
共
通
し
た
根
源
と
は
彼
が
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
二
巻
で
主
題
に
据
え
る
「
神
話
的
思
考
」
で
あ
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
彼
は
人
間
の
精
神
を
二
つ
の
異
な
る
方
向
へ
と
進
む
客
観
化
と
し
て
包
括
的
に
理
解
す
る
。
続
く
考
察
で
は
、
こ
の
芸
術
的
な
世
界

と
他
の
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
世
界
と
の
相
違
を
さ
ら
に
詳
細
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

3
．
特
異
な
認
識
機
能
と
し
て
の
芸
術

『
言
語
と
神
話
』
に
お
け
る
芸
術　
　
『
言
語
と
神
話
』
は
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
芸
術
理
解
を
明
瞭
に
示
す
資
料
で

あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
彼
は
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ウ
ゼ
ナ
ー
（H

erm
ann U

sener, 1834

―1905

）
が
神
々
の
名
称
に
関
す
る
研
究
の
な
か
で
説

い
た
「
瞬
間
神
」（A

ugenblicksgötter

）
と
い
う
概
念
を
手
が
か
り
と
し
て
、
神
話
と
言
語
が
並
行
的
な
発
達
過
程
を
辿
る
も
の
と
し
て

理
解
し
た
）
18
（

。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
言
う
「
神
話
的
思
考
」
も
ま
た
、
精
神
に
お
け
る
客
観
化
の
過
程
の
一
つ
で
あ
り
、
人
が
自
然
現
象
な
ど
に

抱
く
何
ら
か
の
神
的
な
印
象
に
対
し
て
与
え
る
名
称
が
変
化
す
る
に
つ
れ
て
そ
の
抽
象
度
は
高
ま
っ
て
ゆ
き
、
や
が
て
神
話
的
思
考
は
言
語

的
思
考
と
な
り
、
最
終
的
に
は
科
学
的
思
考
に
結
実
す
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
神
話
的
思
考
を
、
や
が
て
科
学
的
思
考
に
至
る
精
神
の
弁
証

法
的
発
達
の
出
発
点
と
見
な
し
て
い
る
）
19
（

。
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し
か
し
な
が
ら
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
神
話
的
思
考
が
言
語
化
あ
る
い
は
抽
象
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
的
思
考
に
至
る

と
い
う
い
わ
ば
「
直
線
的
な
」
発
達
過
程
の
み
を
捉
え
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
精
神
の
発
達
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
複
線
が
存
在
す

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
は
、
単
な
る
自
然
科
学
的
認
識
の
優
越
性
を
強
調
す
る
こ
と

や
、
あ
る
い
は
単
な
る
主
知
主
義
的
な
観
念
論
に
陥
る
こ
と
か
ら
免
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
モ
メ
ン
ト
こ
そ
が
シ
ン
ボ
ル
形
式
と
し
て

の
「
芸
術
」
で
あ
る
。
神
話
的
思
考
か
ら
言
語
へ
と
繋
が
る
発
達
は
、
自
然
科
学
的
な
思
考
の
発
達
を
叙
述
す
る
も
の
と
し
て
は
極
め
て
興

味
深
く
、
ま
た
有
意
義
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
そ
の
可
能
性
に
気
づ
い
て
い
る
よ
う
に
、
人

間
の
認
識
機
能
が
自
然
科
学
的
な
認
識
に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
そ
の
点
を
踏
ま
え
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
す
で

に
一
九
二
五
年
の
時
点
で
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
の
体
系
の
な
か
に
「
芸
術
形
式
」
を
採
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
や
科
学
と

は
異
な
る
領
域
へ
も
敷
衍
可
能
な
体
系
と
し
て
の
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
を
構
想
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
彼
の
哲

学
に
お
い
て
芸
術
は
、
そ
の
他
の
形
式
か
ら
は
特
異
な
シ
ン
ボ
ル
形
式
で
、
人
間
の
認
識
機
能
に
い
わ
ば
「
生
彩
」
を
与
え
る
も
の
と
理
解

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
『
言
語
と
神
話
』
に
お
い
て
、
言
語
・
神
話
・
芸
術
の
三
項
関
係
を
次
の
よ
う
に
叙
述

す
る
。

進
化
の
過
程
に
お
い
て
、
語
は
ま
す
ま
す
単
な
る
概
念
的
な
記
号
（B

egriffszeichen

）
の
地
位
に
還
元
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
し

て
こ
の
分
離
と
解
放
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
も
の
に
よ
っ
て
対
比
さ
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
芸
術
が
、
言
語
と
同

じ
よ
う
に
、
元
来
ま
っ
た
く
神
話
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
。
神
話
と
言
語
と
芸
術
と
は
、
具
体
的
な
不
分
離
の
統
一
体
と
し

て
始
ま
り
、
た
だ
徐
々
に
精
神
的
創
造
性
の
独
立
し
た
方
式
の
三
つ
組
へ
と
解
体
し
て
ゆ
く
）
20
（

。

こ
こ
で
の
彼
の
芸
術
に
つ
い
て
の
記
述
は
ま
こ
と
に
僅
か
で
は
あ
る
が
、
芸
術
に
対
す
る
彼
の
基
本
的
立
場
を
明
瞭
に
表
現
し
た
も
の
と
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し
て
有
意
義
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
上
述
し
た
よ
う
に
彼
の
芸
術
論
は
晩
年
の
一
九
四
〇
年
代
に
至
っ
て
初
め
て
ま
と
ま
っ
た
論
述
を

見
る
が
、
こ
こ
で
は
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
の
構
想
段
階
に
お
い
て
も
精
神
の
「
複
線
的
展
開
」
と
し
て
の
「
芸
術
」
に
一
定
の
地
位

が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
か
つ
て
同
一
の
精
神
的
な
力
を
保
持
し
て
い
た

言
語
と
神
話
と
の
関
係
を
繋
ぎ
止
め
る
役
割
を
芸
術
の
う
ち
に
見
て
お
り
、
そ
れ
は
言
語
が
漸
次
的
に
抽
象
度
を
増
す
に
つ
れ
て
失
っ
て
い

く
生
彩
を
取
り
戻
す
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
こ
の
点
に
つ
い
て
更
に
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

言
葉
が
本
来
の
創
造
的
な
ち
か
ら
を
保
持
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
た
え
ず
更
新
し
て
や
ま
な
い
よ
う
な
領
域
、
言
葉
が
一
種
の

不
断
の
よ
み
が
え
り
と
同
時
に
、
感
覚
で
あ
り
か
つ
精
神
的
で
あ
る
よ
う
な
化
身
と
を
行
う
よ
う
な
知
的
領
域
が
存
在
す
る
の

だ
。
こ
う
し
た
再
生
（R

egeneration

）
は
、
言
語
が
芸
術
的
表
現
に
通
じ
る
道
に
な
る
と
き
に
成
就
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い

て
、
言
語
は
生
命
の
充
実
ぶ
り
を
取
り
戻
す
。
し
か
し
そ
れ
は
も
は
や
神
話
的
に
束
縛
さ
れ
拘
束
さ
れ
た
生
命
で
は
な
く
て
、

審
美
的
に
解
放
さ
れ
た
生
命
で
あ
る
）
21
（

。

こ
の
よ
う
に
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
一
九
二
五
年
の
著
作
に
お
い
て
既
に
芸
術
に
対
し
て
重
要
な
働
き
を
認
め
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
マ
イ
ケ
ル
・
ホ
ル
ク
イ
ス
ト
（M

ichael H
olquist

）
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
の
芸
術
と
美
学
は
、
神
話
と
科
学
の
双
方
に
対

立
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
個
々
の
シ
ン
ボ
ル
形
式
を
孤
立
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
を
結
び
つ
け
る
役
割
と
し
て
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る

と
言
う
）
22
（

。
そ
の
た
め
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
は
、
人
間
精
神
の
発
達
を
科
学
へ
と
向
か
っ
て
進
む
い
わ
ば
直
線
的
な

「
一
本
道
」
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
複
線
的
に
」
芸
術
に
よ
っ
て
再
び
生
命
的
な
も
の
の
領
野
へ
と
回
帰
す
る
可
能
性
を
与
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
単
な
る
「
認
識
の
現
象
学
」
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
い
っ
そ
う
包
括
的
に
人
間
の
本
質
を
問
う
「
文
化
の
哲
学
」
と

な
る
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

時
代
背
景
と
芸
術
形
式
の
意
義　
　

こ
こ
ま
で
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
る
シ
ン
ボ
ル
形
式
と
し
て
の
芸
術
の
理
解
を
考
察
し
て
き
た
。
彼
に

と
っ
て
の
芸
術
は
、
他
の
シ
ン
ボ
ル
形
式
と
同
様
に
世
界
を
「
客
観
化
」
す
る
形
式
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
然
科
学
的
な
認
識
へ

と
進
ん
で
い
く
言
語
や
科
学
と
は
異
な
る
方
向
で
作
用
す
る
。

ま
た
、『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
一
巻
の
邦
訳
者
で
あ
る
生
松
敬
三
は
、
こ
の
主
著
が
悟
性
的
認
識
の
考
察
の
み
に
終
始
す
る
も
の

で
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
「
理
性
の
批
判
」
が
「
文
化
の
批
判
」
に
ま
で
展
開
さ
せ
ら
れ
た
理
由
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
生
き
た
二
〇
世
紀
初

頭
と
い
う
時
代
背
景
が
大
き
く
影
響
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
）
23
（

。
そ
れ
ま
で
の
科
学
・
技
術
へ
の
確
信
的
信
頼
が
揺
ら
い
だ
第
一
次
世
界
大
戦

後
の
一
九
二
〇
年
代
に
あ
っ
て
は
、
自
然
科
学
的
な
認
識
だ
け
で
は
汲
み
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
人
間
の
内
面
的
な
豊
か
さ
の
探
求
が
、

す
な
わ
ち
ロ
マ
ン
主
義
的
な
も
の
へ
の
回
帰
が
再
び
こ
の
時
代
の
要
請
す
る
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
ベ
ル
リ
ン
大

学
の
私
講
師
と
い
う
立
場
で
上
梓
し
た
『
実
体
概
念
と
関
数
概
念
』（
一
九
一
〇
）
は
、『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』（
一
九
二
三
―
二
九
）

の
先
行
研
究
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
、
前
者
に
続
い
て
た
だ
ち
に
後
者
の
仕
事
に
取
り
掛
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
つ

ま
り
彼
は
第
一
次
大
戦
後
、
こ
れ
ら
一
連
の
仕
事
の
あ
い
だ
に
『
自
由
と
形
式
』（
一
九
一
六
）『
理
念
と
形
姿
』（
一
九
二
一
）
と
い
う
二

つ
の
著
作
で
文
学
者
の
思
想
研
究
に
従
事
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
著
作
と
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
と
の
関
係
を
、
生
松
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
精
神
史
的
研
究
の
労
作
に
お
い
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
そ
れ
以
前
の
著
作
に
示
さ
れ
た
科
学
へ
の
深
い
理
解
に
劣
ら
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ぬ
、
文
学
の
あ
ら
ゆ
る
形
式
へ
の
鋭
く
繊
細
で
豊
か
な
感
受
性
を
示
し
て
お
り
、
と
く
に
ゲ
ー
テ
へ
の
強
い
傾
倒
ぶ
り
は
注
目

に
値
す
る
。
ゲ
ー
テ
の
言
葉
――
た
と
え
ば
「
精
確
な
感
性
的
想
像
力
」
と
か
「
内
か
ら
外
へ
の
啓
示
」
と
か
「
世
界
と
精
神

と
の
綜
合
」
と
か
等
々
――
は
『
象
徴
形
式
の
哲
学
』
に
お
い
て
基
本
的
に
重
要
な
箇
所
で
、
し
ば
し
ば
援
用
さ
れ
て
い
る
も

の
だ
が
、
そ
の
「
象
徴
形
式
」
と
い
う
問
題
発
想
に
も
こ
の
ゲ
ー
テ
か
ら
の
影
響
は
深
く
浸
透
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
）
24
（

。

こ
こ
で
生
松
が
言
う
よ
う
に
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
は
、
彼
の
思
想
的
遍
歴
か
ら
鑑
み
る
と
、
自
然
科
学
的
認

識
の
問
題
か
ら
出
発
し
た
彼
が
、
文
学
の
問
題
を
経
由
し
た
後
に
辿
り
つ
い
た
地
点
で
あ
り
、
ナ
ト
ル
プ
（Paul G

erhard N
atorp, 1854

―1924

）
や
コ
ー
エ
ン
（H

erm
an C

ohen, 1842

―1918

）
に
代
表
さ
れ
る
新
カ
ン
ト
学
派
か
ら
の
離
反
を
決
定
付
け
た
著
作
と
な
っ
て
い

る
。
彼
は
一
方
で
「
科
学
は
、
人
間
の
精
神
発
達
に
お
け
る
最
後
の
段
階
で
あ
り
、
人
間
文
化
の
、
最
高
に
し
て
最
も
特
徴
的
な
成
果
）
25
（

」
で

あ
る
と
認
め
る
が
、
決
し
て
科
学
や
技
術
を
万
能
的
に
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
世
界
大
戦
と
い
う
大
事
件
に
よ
っ
て
科
学
の

あ
り
方
自
体
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
な
か
で
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
自
身
も
ま
た
芸
術
形
式
と
い
う
科
学
と
根
源
を
一
に
し
な
が
ら
も
そ
れ
と

は
異
な
る
領
野
へ
と
展
開
す
る
機
能
に
よ
っ
て
、
文
化
を
生
み
出
す
精
神
に
お
け
る
本
質
的
な
機
能
を
根
本
か
ら
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
と
し
て
の
芸
術
論
の
可
能
性　
　

私
た
ち
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
芸
術
論
に
関
し
て
は
僅
か
な
資
料
し
か
も
っ
て
い
な

い
た
め
、
彼
の
芸
術
形
式
に
関
す
る
一
般
的
な
機
能
的
考
察
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
彼
が
言
語
や
神
話
、
そ
し
て
科
学
な
ど
に
対
し
て

行
っ
て
い
る
よ
う
な
考
察
、
す
な
わ
ち
芸
術
そ
れ
自
体
の
考
察
を
も
っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
主
張
は
経
験
的
な
具
体
性
を
欠
い
て

い
る
と
い
う
点
で
は
、
彼
の
芸
術
論
が
不
完
全
で
あ
る
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
人
間
の
認
識
機
能
の
本
質
を
弁
証

法
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
は
、
芸
術
を
一
つ
の
独
立
し
た
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
と
見
な
し
、
科
学
的
認
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識
の
み
に
傾
倒
し
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
複
線
的
な
広
が
り
と
し
て
の
芸
術
論
へ
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
の
な

い
事
実
で
あ
る
）
26
（

。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
時
代
の
要
請
に
応
え
つ
つ
、
人
間
の
文
化
的
な
多
様
性
を
そ
の
全
体
像
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
が

ゆ
え
に
、
人
間
に
お
け
る
豊
か
な
創
造
的
主
観
性
の
可
能
性
を
広
く
認
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
も
、
彼
の
シ
ン
ボ
ル
形
式
の

哲
学
に
お
け
る
芸
術
形
式
は
、
他
の
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
と
は
異
質
で
あ
り
な
が
ら
も
、
固
有
で
特
殊
な
価
値
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
　
　
注

（
1
） 

本
稿
は
二
〇
一
二
年
六
月
に
行
わ
れ
た
日
本
ヘ
ル
ダ
ー
学
会
春
期
研
究
発
表
会
で
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
し
て
、
加
筆
と
修
正
を
加
え
た
も
の

で
あ
る
。

（
2
） C

assirer, Philosophie der Sym
bolischen Form

en, Teil 1, D
ie Sprache, W

issenschaftliche B
uchgesellschaft, D

arm
stadt, 1977, S.12.

（『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
一
巻
「
言
語
」
生
松
敬
三
・
木
田
元
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
、
三
三
頁
）
以
下
、
邦
訳
書
で
の
出
典
箇

所
は
括
弧
内
に
頁
番
号
の
み
を
記
す
。
尚
、
引
用
文
は
適
宜
文
脈
に
相
応
し
く
な
る
よ
う
に
必
要
な
修
正
を
加
え
た
う
え
で
用
い
た
。

（
3
） C

assirer, Philosophie der Sym
bolischen Form

en, Teil 1, V

―V
I.

（
一
〇
頁
）

（
4
） 

こ
の
著
作
は
「
人
間
文
化
の
哲
学
へ
の
入
門
」
と
い
う
副
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
当
初
の
そ
れ
は
「
哲
学
的
人
間
学
」
と
い
う
副
題
で
あ
っ

た
。

（
5
） 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
手
紙
は
、Sym

bol, M
yth, and C

ulture, E
ssays and Lectures of E

rnst C
assirer 1935

―1945, Yale U
niversity Press, 

N
ew

 H
aven and London, 1979, p.25. 

に
所
収
さ
れ
た
、
編
者
ド
ナ
ル
ド
・
ヴ
ィ
リ
ー
ン
に
よ
る
序
章
か
ら
の
引
用
。（『
象
徴
・
神
話
・
文
化
』
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D
・
P
・
ヴ
ィ
リ
ー
ン
編
、
神
野
慧
一
郎
・
薗
田
坦
・
中
才
敏
郎
・
米
沢
穂
積
訳
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
五
年
、
三
一
頁
）

（
6
） C

assirer, D
er B

egriff der sym
bolischen Form

 im
 A

ufbau der G
eistesw

issenschaften, in; W
esen und W

irkung des Sym
bolbegriffs, 

W
issenschaftliche B

uchgesellschaft, D
arm

stadt, 1977, S.175.
こ
の
論
文
は
ワ
ー
ル
ブ
ル
ク
文
庫
に
お
い
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
行
っ
た
講
演
録
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
一
巻
の
刊
行

に
先
立
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
講
演
に
お
い
て
も
芸
術
に
つ
い
て
触
れ
た
箇
所
が
あ
り
、
そ
れ
が
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
彼
の
知
的
関
心
の
的

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
7
） C

assirer, A
n E

ssay on M
an, Yale U

niversity Press, N
ew

 H
aven, 1944, p.146.

（『
人
間
』
宮
城
音
弥
訳
、
岩
波
書
店
、
三
〇
九
頁
）

（
8
） C

assirer, A
n E

ssay on M
an, p.143.

（
三
〇
三
頁
）

（
9
） C

assirer, A
n E

ssay on M
an, p.143.

（
三
〇
四
頁
）

（
10
） C

assirer, A
n E

ssay on M
an, p.145.

（
三
〇
七
頁
）

（
11
） J. M

. K
rois, C

assirer, Sym
bolic Form

s and H
istory, Yale U

niversity Press, N
ew

 H
aven, 1987, p.132.

（
12
） C

assirer, Sym
bol, M

yth and C
ulture, E

ssays and Lectures of E
rnst C

assirer 1935

―1945, Yale U
niversity Press, N

ew
 H

aven, 1979, 

p.145

（
一
七
一
頁
）
以
下
参
照
。

（
13
） C

assirer, Sym
bol, M

yth, and C
ulture, p.150.
（
一
七
七
頁
）

（
14
） C

assirer, Sym
bol, M

yth, and C
ulture, p.152.

（
一
八
〇
頁
）

（
15
） C

assirer, Sym
bol, M

yth, and C
ulture, p.152.

（
一
八
〇
頁
）

（
16
） C

assirer, Sym
bol, M

yth, and C
ulture, p.160.

（
一
八
九
頁
）

（
17
） 

芸
術
形
式
と
し
て
の
「
詩
」
が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
偉
大
な
詩
人
た
ち
の
名
を
挙
げ
つ
つ
次
の
よ
う
に
力
説
す
る
。「
ダ

ン
テ
の
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
、
そ
し
て
ゲ
ー
テ
の
作
品
に
よ
っ
て
本
質
的
な
変
化
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
言
語
は
新
し
い
言
葉
に
よ
っ

て
豊
か
に
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
新
し
い
形
式
に
よ
っ
て
も
豊
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
詩
人
は
完
全
に
新

し
い
言
語
を
鋳
造
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
は
自
分
の
言
語
の
基
本
的
な
構
造
法
則
を
尊
重
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
詩
人
は
自

分
の
言
語
の
文
法
的
、
語
形
論
的
、
統
辞
論
的
諸
規
則
に
順
応
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
諸
規
則
を
守
っ
て
い
て

も
、
詩
人
は
そ
れ
に
た
ん
に
服
従
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
詩
人
は
そ
れ
ら
の
規
則
を
支
配
し
新
し
い
目
的
へ
と
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
。
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C
assirer, Sym

bol, M
yth, and C

ulture, p.161

―162.

（
一
九
一
頁
）

（
18
） 
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
る
ウ
ゼ
ナ
ー
の
受
容
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
は
、
齊
藤
伸
『
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
シ
ン
ボ
ル
哲
学
』
知
泉
書
館
、
二
〇
一
一

年
、
五
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
19
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
は
齊
藤
伸
、
同
上
書
、
五
五
頁
以
下
参
照
。

（
20
） C

assirer, Sprache und M
ythos, in; W

esen und W
irkung des Sym

bolbegriffs, W
issenschaftlicheB

uchgesellschaft, D
arm

stadt, 1977, 

S.156.

（『
言
語
と
神
話
』
岡
三
郎
・
岡
富
美
子
共
訳
、
国
文
社
、
一
九
七
二
年
、
一
三
五
頁
）

（
21
） C

assirer, Sprache und M
ythos, S.157.

（
一
三
六
頁
）

（
22
） M

ichael H
olquist, “A

rt ” and “Science ” in T
he Philosophy of Sym

bolic Form
s; in Sym

bolic Form
s and C

ultural Studies, ed. by 

H
am

lin and K
rois, Yale U

niversity Press, 2004, p.58

―59 

参
照
。

（
23
） 

生
松
は
次
の
よ
う
に
当
時
の
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
お
か
れ
て
い
た
状
況
を
推
測
し
て
い
る
。

「
歴
史
的
諸
事
件
の
嵐
の
ご
と
き
進
行
は
、
現
実
の
諸
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
一
新
し
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
の
別
の
手
段
・
方
法
を
必
要

と
す
る
こ
と
を
教
え
た
の
で
あ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
、
悟
性
的
認
識
だ
け
が
精
神
的
活
動
の
す
べ
て
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
の
と
ら
え
る
現
実

だ
け
が
現
実
の
す
べ
て
で
は
あ
り
え
な
い
と
し
て
、
認
識
理
論
の
原
理
的
拡
大
の
必
要
を
痛
感
し
、〈
シ
ン
ボ
ル
形
式
〉
の
理
論
の
構
想
に
到
達

し
た
の
も
、
直
接
的
な
だ
れ
か
れ
の
影
響
云
々
は
別
と
し
て
（
た
と
え
ば
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
方
法
の
摂
取
の
問
題
）、
ま
さ
し
く
時
代
の

要
請
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
」
と
。（
生
松
敬
三
『
現
代
思
想
の
源
流
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
七
年
、
八
二
頁
）

（
24
） 

生
松
敬
三
、
前
掲
書
、
八
一
頁
。
こ
こ
で
生
松
が
指
摘
し
て
い
る
ゲ
ー
テ
へ
の
言
及
は
、C

assirer, Philosophie der Sym
bolischen Form

en, 

Teil 1

の
な
か
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、「
精
確
な
感
性
的
想
像
力
」（exaktesinnlichePhantasie

）
がS.20

（
四
五
頁
）、「
内
か
ら
外
へ
の

啓
示
」（von dem

Inneren an das Ä
ußereergehendeO

ffenbarung
）
と
「
世
界
と
精
神
と
の
綜
合
」（Synthese von W

elt und G
eist

）
は

S.48

（
九
〇
―
九
一
頁
）
に
見
ら
れ
る
。

（
25
） C

assirer, A
n E

ssay on M
an, p.207.

（
四
三
八
頁
）

（
26
） 

た
と
え
ば
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
取
り
上
げ
た
シ
ン
ボ
ル
の
問
題
を
「
美
学
」
へ
と
拡
大
さ
せ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
の
美
学
者
ス
ザ
ン
ヌ
・
K
・
ラ
ン

ガ
ー
で
あ
り
、
彼
女
が
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
の
孕
む
い
わ
ば
欠
損
部
を
補
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
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