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作
品
の
倫
理
性
が
芸
術
的
価
値
に
も
た
ら
す
影
響

|
|
不
完
全
な
倫
理
主
義
を
目
指
し
て

森

功
次

=
一
人
の
映
画
好
き
が
、

マ
フ
ィ
ア
映
画
の
傑
作
『
ゴ
ッ
ド

7
7
1
ザ
1
』
に
つ
い
て
、
こ
う
話
し
て
い
る
。

晴
郎
「
こ
の
映
画
の
見
所
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
ボ
ス
の
冷
酷
非
情
な
振
る
舞
い
だ
。
と
り
わ
け
、
あ
の
残
酷
な
殺
裁
シ

l

ン
は
、
素
晴
ら
し
い
。
」

長
治
「
何
言
っ
て
る
ん
だ
。
こ
の
作
品
が
傑
作
た
り
え
た
の
は
、
真
の
家
族
愛
を
描
い
て
い
る
か
ら
だ
よ
。
」

重
彦
「
い
や
、
残
虐
性
と
か
愛
と
か
、
作
品
の
評
価
に
関
係
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
絶
妙
な
音
楽
と
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
が
こ

の
映
画
を
傑
作
に
し
て
い
る
ん
だ
よ
。
」

こ
の
あ
り
ふ
れ
た
映
画
談
義
の
う
ち
に
現
れ
て
い
る
の
は
、
〈
芸
術
作
品
の
う
ち
に
あ
る
倫
理
的
な
要
素
は
、
作
品
の
価

値
に
ど
、
つ
関
わ
る
の
か
〉
と
い
う
、
美
学
に
お
け
る
伝
統
的
な
問
い
で
あ
る
。
作
品
の
倫
理
性
は
、
そ
も
そ
も
芸
術
的
価
値

に
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か
?
関
係
す
る
と
し
た
ら
、
普
を
描
く
こ
と
で
作
品
の
価
値
は
向
上
す
る
の
だ
ろ
う
か
?
逆
に
、

不
道
徳
な
行
為
の
賛
美
に
よ
っ
て
作
品
の
価
値
が
向
上
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
は
た
し
て
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
?
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近
年
、
英
語
圏
の
美
学
者
た
ち
の
間
で
、
こ
う
し
た
問
題
が
ふ
た
た
び
注
目
を
集
め
て
い
る
。
本
論
で
は
、
こ
の
近
年
の

議
論
を
紹
介
し
つ
つ
、
現
在
の
論
争
状
況
を
整
理
し
、
各
立
場
開
の
争
点
を
明
示
し
た
い
。
本
論
は
、
と
り
わ
け
ベ
リ
ス

ゴ
1
ト
の
三

O
O

七
年
の
著
作
、
』
主
同

S
号
室
民
主
回
昔
日
(
以
下
回
)
の
検
討
を
中
心
に
議
論
を
進
め
る
。
ゴ

l
ト
は
、
こ

レ
レ
パ
ン
ト

の
著
作
に
お
い
て
倫
理
主
義
(
島
笠
宮
)
を
提
唱
し
、
〈
作
品
の
倫
理
的
価
値
が
芸
術
的
価
値
に
影
響
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る

し
、
影
響
す
る
と
き
に
は
倫
理
的
長
所
(
自
+
)
は
必
ず
芸
術
的
価
値
を
向
上
さ
せ

(
T
)、
倫
理
的
欠
陥
(
自

I
)は
必
ず
芸
術

的
価
値
を
低
下
さ
せ
る
(
』
)
〉
と
主
張
し
て
い
討
。
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
家
族
愛
の
よ
う
な
倫
理
的
に
善
い
こ
と
を
称
揚

す
る
作
品
は
、
そ
の
点
に
お
い
て
芸
術
的
価
値
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
倫
理
主
義
の
主
張
を
検
討
し
、
そ
の
問
題
点

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
論
の
ひ
と
つ
の
目
標
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
節
で
は
、
倫
理
主
義
の
位
置
づ
け
を
、
自
律
主
義

(
E
。g
E
E
)
、
反
理
論
主
義
(
自
民
九
Z
O
B腎
巴
5
4弓
)
と
対

比
さ
せ
つ
つ
簡
単
に
確
認
す
る
。
つ
ぎ
に
第
二
節
で
は
、
ゴ

1
ト
が
倫
理
主
義
を
反
論
か
ら
擁
護
す
る
た
め
に
用
い
て
い
る

論
法
を
確
認
し
つ
つ
、
倫
理
主
義
の
主
張
を
よ
り
明
確
に
示
す
。
第
三
節
、
第
四
節
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
作
品
の
倫
理
的
な
悪

さ
、
善
さ
が
芸
術
的
価
値
に
与
え
る
影
響
を
、
不
道
徳
作
品
、
説
教
臭
い
作
品
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
。
最
終
的

に
本
論
が
目
指
す
の
は
〈
倫
理
的
に
悪
い
こ
と
が
作
品
の
価
値
を
高
め
る
こ
と
は
砂
か
え
か
い
が
、
倫
理
的
に
善
い
こ
と
が

作
品
の
価
値
を
低
め
る
こ
と
は
砂
り
う
か
〉
と
い
う
不
完
全
な
倫
理
主
義
定
住

i
g
Z
E
E
S
)

で
あ
る
。
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論

争

の

焦

点

と

、

倫

理

主

義

の

位

置

・

倫

理

主

義

、

自

律

主

義

、

反

理

論

主

義

本

論

が

考

察

す

る

の

は

、

芸

術

作

品

が

も

っ

倫

理

的

な

善

し

悪

し

は

、

は

た

し

て

そ

の

作

品

の

芸

術

的

価

値

に

影

響

す

る

倫理主義

の

か

、

ま

た

影

響

す

る

と

し

た

ら

ど

の

よ

う

な

影

響

を

あ

た

え

る

の

か

、

と

い

う

問

題

で

あ

お

。

こ

の

論

争

に

お

い

て

は

多

く

の

論

者

が

さ

ま

ざ

ま

な

主

張

を

行

っ

て

い

た

が

、

近

年

ゴ

l
ト

に

よ

っ

て

ひ

と

つ

の

簡

潔

な

分

類

が

提

示

さ

れ

て

い

る

。

ま

ず

は

ゴ

I
ト

に

な

ら

い

、

こ

の

論

争

に

お

け

る

立

場

を

倫

理

主

義

、

反

理

論

主

義

、

自

律

主

義

の

三

つ

に

区

分

し

よ

う

。

こ

の

区

分

に

よ

り

、

ゴ

l
ト

が

提

唱

す

る

倫

理

主

義

の

位

置

づ

け

が

明

確

に

な

る

。

こ

こ

で

各

立

場

を

分

け

る

基

準

と

な

る

の

は

、

倫

理

性

と

芸

術

的

価

値

と

の

聞

に

影

響

関

係

を

認

め

る

か

(

ゴ

l
ト

は

こ

の

影

響

関

係

を

「

美

的

関

連

性

(

耳

切

岳

E

W

E

Z

E

B

)

」

と

呼

ぶ

)

、

そ

し

て

、

倫

理

性

と

芸

術

的

価

値

と

の

影

響

に

負

の

相

関

を

認

め

る

か

ど

う

か

、

で

あ

る

【

図

参

照

]

。

だ

が

分

類

に

入

る

前

に

、

議

論

の

前

提

と

し

て

重

要

な

論

点

を

四

Y田

作品の倫理性が芸術的価値にもたらす影響

影響関係は必ず

正の相関となるか

No

民理論主義

Yes
美的関連性はありうるか

No

自立主義

つ

ほ

ど

確

認

し

て

お

き

た

い

。

ま

ず

作

品

の

倫

理

的

価

値

に

関

し

て

押

さ

え

て

お

く

べ

き

こ

と

が

三

つ

あ

る

。

ひ

と

つ

は

、

本

論

争

で

は

、

作

品

の

倫

理

的

価

値

を

査

定

す

る

さ

い

、

作

品

の

構

成

要

素

と

な

ら

な

い

倫

理

的

余

波

は

考

慮

に

入

れ

な

い

、

と

い

う

点

で

あ

る

。

た

と

え

ば

ロ

ッ

ク

ミ

ュ

ー

ジ

ッ

ク

が

子

供

に

悪

し

き

影

響

を

与

え

る

と

い

っ

た

外

在

的

な

教

育

効

果
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ゃ
、
あ
る
時
代
の
作
品
が
の
ち
の
時
代
に
勝
手
に
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
使
用
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
態
は
、
本
論
が
問
題

と
す
る
作
品
の
倫
理
性
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
と
み
な
す
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
ナ
チ
ス
が
ワ

l
グ
ナ
l
の
楽
劇

の
曲
を
軍
隊
の
鼓
舞
、
に
使
用
し
た
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
本
論
の
枠
組
か
ら
す
れ
ば
、
ワ

l
グ
ナ
l
の
作
品
の
倫
理
性
を
左

右
す
る
も
の
で
は
な
い
。

次
に
重
要
な
の
は
、
作
品
の
倫
理
性
は
何
を
基
準
に
決
定
さ
れ
る
の
か
、
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
い
か
な
る
倫
理
的
行
為

が
描
か
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
基
準
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
倫
理
的
に
悪
い
行
為
を
描
写
す
る
作
品

が
、
即
、
倫
理
的
に
悪
い
作
品
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。
殺
人
者
の
葛
藤
を
描
く
こ
と
で
観
賞
者
に
倫
理
的
反
省
を

求
め
る
作
品
は
、
む
し
ろ
倫
理
的
に
善
い
作
品
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ゴ

1
ト
は
倫
理
性
を
査
定
す
る
基
準
と
し
て
、

?
げ
がt
f
F
除
手
法
(
問
匠

E
2
2
m
)
ト
す
い
か
一
や
小
倉
骨
骨
堂
町
が
作
品
の
倫
理
性
を
決
定
す
る
、
と
い
う
考
え
方
を
提

出
し
て
い
る
(
旨
g
)。
こ
れ
に
従
え
ば
、
た
ん
に
盗
み
・
殺
人
の
場
面
を
描
く
だ
け
で
は
、
作
品
は
非
倫
理
的
な
作
品
に

は
な
ら
な
い
o
ま
た
、
募
金
す
る
人
聞
が
登
場
す
る
だ
け
で
、
倫
理
的
に
普
い
作
品
が
で
き
あ
が
る
わ
け
で
も
な
い
。
重
要

な
の
は
作
品
の
再
現
骨
骨
で
は
な
く
、
作
品
が
芸
術
的
手
法
を
通
じ
て
示
す
倫
理
的
勝
中

1
た
と
え
ば
、
〈
金
儲
け
の
た

め
の
農
薬
大
量
使
用
を
許
す
べ
き
で
は
な
い
〉
と
い
う
価
値
観
を
是
認

(
E
E
Z
)
し
た
り
、
そ
の
価
値
観
の
是
認
を
観
賞
者

に
要
求
し
た
り
と
い
っ
た
態
度1
1ー
で
あ
る
。
以
下
本
論
も
、
こ
の
基
準
を
採
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

第
三
一
に
押
さ
え
て
お
く
べ
き
点
は
、
作
品
の
倫
理
的
態
度
は
最
終
的
に
何
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
か
、
で
あ
る
。
こ
れ

は
作
品
解
釈
に
関
わ
る
問
題
と
も
い
え
る
。
こ
れ
に
関
し
て
ゴ
l
ト
は
、
実
際
の
作
者
の
意
図
を
重
視
す
る
立
場(
R
E包
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E

E

E

E
乱

高

ロ

)

を

採

っ

て

い

る

。

つ

ま

り

、

実

際

の

作

者

が

そ

の

作

品

を

通

じ

て

い

か

な

る

道

徳

的

態

度

を

示

し

て

い

る

の

か

、

が

倫

理

性

を

査

定

す

る

最

終

的

な

審

級

と

な

る

。

こ

の

見

解

に

従

え

ば

、

残

虐

な

主

人

公

を

描

き

つ

つ

、

作

者

が

そ

れ

を

通

じ

て

あ

る

道

徳

的

態

度

に

つ

い

て

反

省

的

に

考

察

さ

せ

る

よ

う

意

図

し

て

い

る

よ

う

な

作

品

は

、

倫

理

的

に

普

い

作

品

と

な

る

。

最

後

に

、

芸

術

的

価

値

に

関

し

て

ひ

と

つ

述

べ

て

お

こ

う

。

し

ば

し

ば

問

題

と

な

る

の

は

、

そ

も

そ

も

芸

術

的

価

値

は

何

作品の倫理性が芸術的価値にもたらす影響

に

よ

っ

て

決

定

さ

れ

る

の

か

、

で

あ

る

。

芸

術

的

価

値

に

関

し

て

は

、

実

は

各

論

者

が

様

々

な

見

解

を

も

っ

て

お

り

、

だ

統

一

的

な

見

解

は

な

い

。

芸

術

的

価

値

を

美

的

価

値

に

還

元

す

る

よ

う

な

一

元

論

的

見

解

を

採

る

者

も

い

れ

ば

、

芸

術

的

価

値

の

う

ち

に

認

識

的

価

値

や

歴

史

的

価

値

な

ど

様

々

な

要

素

を

認

め

る

多

元

論

的

見

解

を

採

る

論

者

も

い

お

。

だ

が

、

作

品

の

倫

理

性

を

め

ぐ

る

論

争

を

老

d察

す

る

に

は

、

美

的

価

値

一

元

論

は

あ

ま

り

ふ

さ

わ

し

く

な

い

。

と

い

う

の

も

、

批

評

の

実

践

を

見

れ

ば

明

ら

か

な

よ

う

に

、

わ

れ

わ

れ

は

芸

術

作

品

を

評

価

す

る

に

あ

た

っ

て

一

般

的

に

、

想

像

体

験

を

通

じ

て

あ

る

種

の

知

見

が

も

た

ら

さ

れ

る

と

い

っ

た

認

識

的

価

値

を

、

作

品

の

価

値

と

し

て

評

価

し

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

『

天

使

な

ん

か

じ

ゃ

な

い

』

な

ど

の

少

女

漫

画

が

恋

愛

バ

イ

ブ

ル

と

し

て

評

価

さ

れ

る

と

き

、

そ

の

一

面

と

し

て

は

、

〈

恋

に

落

ち

る

若

者

の

心

理

を

教

え

て

く

れ

る

〉

と

い

う

点

が

評

価

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

美

的

価

値

一

元

論

は

こ

の

批

評

実

践

を

す

く

う

こ

と

が

で

き

な

い

。

よ

っ

て

、

以

下

本

論

も

、

芸

術

的

価

値

に

関

し

て

は

、

認

識

的

価

値

を

含

み

入

れ

る

多

元

論

を

前

提

と

す

る

。

い

幸A

m

さ

て

、

以

上

を

踏

ま

え

、

こ

の

論

争

に

お

け

る

倫

理

主

義

の

位

置

の

特

定

に

入

ろ

う

。

こ

の

特

定

は

、

二

つ

の

ス

テ

ッ

プ

か

ら

な

る

。

ま

ず

ゴ

l
ト

は

最

初

の

ス

テ

ッ

プ

と

し

て

、

自

律

主

義

と

そ

れ

以

外

を

、

倫

理

的

な

善

し

悪

し

が

そ

の

作

品

の

芸

術

的

価

値

を

左

右

す

る

こ

と

は

そ

も

そ

も

あ

り

う

る

の

か

、

と

い

う

観

点

か

ら

区

別

す

る

。

こ

の

聞

い

に

「

そ

の

影

響

関

係

は

絶

対

に

あ

り

え

な

い

」

と

答

え

る

な

ら

ば

自

律

主

義

、

「

何

ら

か

の

仕

方

で

影

響

す

る

こ

と

が

と

き

に

あ

り

う

る

」

と

答

え

る

な

ら

ば

、

倫

理

主

義

も

し

く

は

反

理

論

主

義

と

な

る

。
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次
の
ス
テ
ッ
プ
で
は
、
そ
の
影
響
関
係
が
、
正
の
相
関
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
考
え
る
か
(
倫
理
主
義
て
そ
の
逆
の
関

係
も
あ
り
う
る
と
考
え
る
か
(
文
脈
主
義
)
で
、
立
場
が
区
別
さ
れ
る
。
倫
理
主
義
の
主
張
と
は
結
局
、
〈
芸
術
的
価
値
に
影

響
す
る
倫
理
的
長
所
(
同
?
)
は
必
ず
芸
術
的
価
値
を
向
上
さ
せ
(
主
、
芸
術
的
価
値
に
影
響
す
る
倫
理
的
欠
陥
(
有
)
は
必

ず
芸
術
的
価
値
を
低
下
さ
せ
る(
P
)
〉
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
一
方
、
反
理
論
主
義
の
主
張
は
、
そ
の
影
響
関
係
が
逆
に
な

つ
ま
り
、
富
l
p

ゃ
、
肩
↓
P
+と
い
っ
た
関
係
が
砂
ト
ト
か
(
と
ち
ら
に
な
る
か
は
、
そ
の
作

98

る

こ

と

が

あ

り

う

る

、

品

が

も

っ

他

の

性

質

と

の

関

係

に

お

い

て

決

ま

る

)

〉

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

倫

理

主

義

の

主

張

は

、

〈

倫

理

的

な

要

素

か

ら

芸

術

的

価

値

へ

の

影

響

が

そ

も

そ

も

給

妙

心

あ

り

え

な

い

〉

と

主

張

す

る

自

律

主

義

と

比

べ

れ

ば

、

そ

う

強

い

も

の

で

は

な

い

。

倫

理

主

義

は

、

そ

の

影

響

が

場

合

に

よ

っ

て

は

あ

り

う

る

、

と

認

め

て

い

る

か

ら

だ

。

だ

が

倫

理

主

義

は

〈

そ

の

影

響

関

係

が

あ

る

と

き

は

、

そ

れ

は

必

刊

で

車

↓

r
、

同T

P
と

い

う

正

の

相

関

関

係

と

な

る

〉

と

主

張

す

る

点

で

、

そ

こ

か

ら

逃

れ

る

よ

う

な

相

闘

が

b

h

v

、

小

か

と

考

え

る

反

理

論

主

義

と

比

べ

る

と

、

強

い

主

張

を

行

っ

て

い

る

。

倫

理

主

義

、

反

理

論

主

義

、

自

律

主

義

と

い

う

こ

の

=

一

つ

の

区

分

は

、

網

羅

的

か

つ

排

他

的

な

区

分

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

こ

の

論

争

に

参

入

す

る

論

者

は

す

べ

て

、

こ

の

三

つ

の

立

場

の

い

ず

れ

か

に

組

み

入

れ

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

。

た

と

え

ば

キ

ャ

ロ

ル

は

、

穏

健

な

道

徳

主

義

(

E

E

q

器

E

R島
ω自

)

を

表

明

し

、

「

芸

術

作

品

の

う

ち

に

あ

る

道

徳

的

欠

陥

は

と

き

に

芸

術

的

欠

陥

に

な

る

し

、

道

徳

的

長

所

は

と

き

に

芸

術

的

長

所

に

な

る

」

と

主

張

し

て

い

る

が

、

キ

ヤ

ロ

ル

の

立

場

は

「

と

き

に
(

8

5

E

g

)

」

と

い

う

副

詞

の

た

め

に

、

結

局

は

反

理

論

主

義

に

組

み

入

れ

ら

れ

る

(

P

E

-

G

8

0

]

百

句

引

で

ま

た

、

キ
l
ラ

ン

、

ジ

エ

イ

コ

ブ

ソ

ン

が

主

張

す

る

〈

作

品

の

不

道

徳

性

が

そ

の

芸

術

的

価

値

に

寄

与

し

う

る

〉

と

い

う

不

道

徳

主

号

、

こ

の

区

分

に

よ

れ

ば

反

理

論

主

義

に

組

み

入

れ

ら

れ

る

C

5

5量

三

塁

]

古

毎

日

ロ

星

回

)

O

ゴ
l
ト

の

倫

理

主

義

作品の倫理性が芸術的価値にもたらす影響

以

上

、

簡

単

に

倫

理

主

義

の

位

置

づ

け

を

確

認

し

た

と

こ

ろ

で

、

ゴ

l
ト

の

倫

理

主

義

の

主

張

を

よ

り

詳

細

に

確

認

し

て

い

こ

う

。

本

節

で

は

、

倫

理

主

義

に

向

け

ら

れ

る

い

く

つ

か

の

批

判

を

と

り

あ

げ

つ

つ

、

そ

れ

に

対

す

る

応

答

を

見

る

こ

と

で

、

倫

理

主

義

の

主

張

を

明

確

化

す

る

。

こ

の

作

業

を

通

じ

て

、

議

論

を

呼

び

が

ち

な

い

く

つ

か

の

作

品

に

つ

い

て

の

評

価

も

明

確

化

さ

れ

る

だ

ろ

う

。

お

そ

ら

く

真

っ

先

に

挙

げ

ら

れ

る

だ

ろ

う

批

判

は

、

「

不

道

徳

な

傑

作

」

(

た

と

え

ば

、

ベ

ド

フ

イ

リ

ア

を

賛

美

す

る

『

ロ

リ

l
タ

」

ゃ

、

ヤ

ク

ザ

の

価

値

観

を

賛

美

す

る

『

極

道

の

妻

た

ち

』

)

を

ど

う

考

え

る

の

か

、

と

い

う

批

判

で

あ

る

だ

ろ

う

が

、

不

道

徳

作

品

の

扱

い

に

つ

い

て

は

、

次

節

で

考

察

す

る

。

本

節

で

は

、

そ

れ

以

外

の

反

論

を

と

り

あ

げ

つ

つ

、

倫

理

主

義

の

主

張

を

確

認

す

る

こ

と

に

し

よ

う

。

第

一

に

、

芸

術

作

品

は

そ

も

そ

も

倫

理

的

な

善

し

悪

し

を

も

た

な

い

、

と

い

う

自

律

主

義

か

ら

の

反

論

が

あ

る

。

こ

れ

に

対

し

て

は

、

作

品

が

倫

理

的

な

極

性

(

宮

E

q

)を

も

つ

こ

と

は

可

能

で

あ

る

、

と

応

答

で

き

る

。

芸

術

作

品

に

制

作

者

が

何

ら

か

の

意

図

を

込

め

る

こ

と

は

可

能

で

あ

り

、

善

を

称

揚

す

る

作

品

や

、

悪

し

き

プ

ロ

パ

ガ

ン

ダ

の

た

め

の

作

品

は

実

際

に

し

ば

し

ば

制

作

さ

れ

て

い

る

。

第

二

に

、

倫

理

的

な

善

し

悪

し

が

あ

る

と

し

て

も

、

そ

の

こ

と

が

芸

術

的

価

値

を

左

右

す

る

こ

と

は

な

い

、

と

い

う

自

律

主

義

者

か

ら

の

再

反

論

が

あ

る

。

だ

が

、

こ

れ

は

わ

れ

わ

れ

の

批

評

実

践

に

そ

ぐ

わ

な

い

。

ゴ

l
ト

が

「

芸

術

的

手

法

を

通

じ

て

」

と

い

う

制

限

を

設

け

て

い

る

こ

と

に

着

目

し

よ

う

。

作

品

が

芸

術

的

手

法

を

通

じ

て

あ

る

時

長

を

示

す

こ

と

は

、

芸

術

的

価

値

の

査

定

対

象

に

な

り

う

る

。

「

子

供

に

新

し

い

お

も

ち

ゃ

を

次

々

と

買

い

与

え

る

現

代

消

費

社

会

の

風

潮

を

、

ユ

ー

モ

ラ

ス

に

批

判

し

た

作

品

」

と

い

う

批

評

文

に

は

、

そ

う

奇

妙

な

と

こ

ろ

は

な

い

。

ま

た

、

技

法

や

描

写

の

迫

真

性

が

同

じ
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く
ら
い
優
れ
て
い
る
三
つ
の
作
品
が
あ
っ
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
道
徳
的
洞
察
を
ま
っ
た
く
与
え
て
く
れ
な
い
作
品
よ
り
は
、

洞
察
を
与
え
て
く
れ
る
作
品
を
よ
り
評
価
す
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
倫
理
的
に
受
け
入
れ
が
た
い
態
度
を
要
求
し
て
く
る
作

品
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
想
像
的
な
没
頭
(
E
E問E
t
2
2
向
指g
o
E
)が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
(
こ
の
現
象
は
、
近

年
「
想
像
的
抵
抗
(
自
盈

E
E
g百
島E
5
0
)
」
と
呼
ば
れ
、
注
目
を
集
め
て
い
副
)
。
最
後
に
、
作
品
が
求
め
て
い
る
観
賞
態

度
が
倫
理
的
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
だ
と
認
識
さ
れ
、
そ
の
結
果
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
の
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
め
る

べ
き
で
は
な
い
と
判
断
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
情
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
倫
理
的
な
要
素
が
芸
術
的
価
値
と
無
関

100

係

と

は

や

は

り

言

い

が

た

い

。

第

三

に

、

作

品

の

倫

理

性

が

す

べ

て

芸

術

的

価

値

に

関

わ

る

わ

け

で

は

な

い

、

と

い

う

反

論

が

あ

る

。

も

ち

ろ

ん

、

作

品

が

も

っ

倫

理

的

要

素

の

す

べ

て

が

芸

術

的

価

値

を

左

右

す

る

わ

け

で

は

な

い

。

芸

術

観

賞

に

お

い

て

、

些

細

な

倫

理

的

価

値

観

の

不

一

致

は

無

視

さ

れ

う

る

も

の

で

あ

る

。

倫

理

主

義

の

王

張

は

、

〈

作

品

の

倫

理

的

態

度

が

芸

術

的

価

値

に

影

響

す

る

と

き

に

は

、

そ

の

影

響

は

必

ず

正

の

相

関

と

な

る

〉

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

ま

た

、

た

と

え

ば

小

説

の

最

後

の

ベ

I
ジ

に

物

語

内

容

と

は

関

係

の

無

い

道

徳

的

簸

一

吉

が

お

ま

け

の

よ

う

に

付

加

さ

れ

いる

と者
ゴ
l そ
トの
は倫
述理
rく 白台

て内
lハガさ

"".，ま
二芸
E 術

巳手
お法
い ι

7 品
もじ
重 て要主

主雪
迂全
「、

芸い
術る

望号
法は
'.!: tr
通ふ
じた
三め

宮芸
れ刑
る的
措価
議値
的に
熊は
度関
でわ
あら
るな
。

さうた
え二し
てつか
おのに
く教
こ司I[こ
と的の
旦立召
E宵三三 f ~

要め術
で m 的
ぁ付子
るに 1官
。ょコ:
つ~f 範
件 F
ロ T

ZE
布百 つ

撞塑
小宮 足三

夫す
野手
i I~

E?
れ ι
ヲっ

この

E 目
は空

tj
しだ

ぶ号
ぅ 1
ゴ
7 だ
卜カ?
の〈

眼た
目ん
をに
押ー

第
四
に
、
不
道
徳
な
態
度
を
示
し
つ
つ
も
傑
作
と
認
め
ら
れ
て
い
る
作
品
が
現
に
あ
る
、
と
い
う
反
理
論
主
義
か
ら
の
反

作品の倫理性が芸術的価値にもたらす影響

論
が
あ
る
。
だ
が
ゴ
l
ト
は
決
し
て
、
事
が
あ
る
作
品
が
必
ず
伶
作
に
な
る
と
か
、
慣
を
も
っ
作
品
は
必
ず
駄
作
に
な

る
と
い
っ
た
主
張
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
いo
ゴ
l
ト
の
主
張
は
、
〈
作
品
は
、
同
国
+
を
も
っ
限
り
に
お
い
て
、
芸
術
的
価

値
を
向
上
さ
せ
て
い
る
〉
〈
作
品
は
、
国
同
γ
を
も
っ
限
り
に
お
い
て
、
芸
術
的
価
値
を
低
下
さ
せ
て
い
る
〉
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
た
ん
に
「
ー
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
」
と
い
う
点
で
の
主
張
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
議
論
の
焦
点
が

向
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
あ
る
作
品
が
倫
理
的
善
さ
を
も
っ
て
い
る
と
き
〈
そ
の
作
品
が
総
体
的
に
見
て
良
い
作
品
な
の
か
〉

で
は
な
く
、
〈
そ
の
作
品
に
、
芸
術
的
に
見
て
評
価
に
価
す
る
面
が
備
わ
る
の
か
ど
う
か
〉
で
あ
る
。

第
五
に
、
不
道
徳
作
品
の
不
道
徳
な
要
素
は
ま
さ
に
そ
の
作
品
の
価
値
の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
り
、
そ
の
作
品
の
価

ほ
か
の
諸

7
ァ
ク

値
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
反
論
が
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
回
同
γ
を
取
り
除
い
た
と
き
、

タ
!
と
の
関
係
次
第
で
、
作
品
の
価
値
が
さ
ら
に
損
な
わ
れ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
は
た
し
か
に
あ
る
。
こ
れ
は
ゴ

l
ト
も
認

め
て
い
る
。
ゴl
ト
は
、
倫
理
的
に
悪
い
箇
所
を
取
り
除
け
ば
そ
の
ぶ
ん
作
品
の
全
体
的
価
値
が
向
上
す
る
、
と
い
う
主
張

を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ゴ

1
ト
の
主
張
は
、
作
品
の
改
変
後
の
価
値
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
の

作
品
が
卦
在
も
っ
て
い
る
倫
理
的
悪
(
/
普
)
に
よ
っ
て
、
作
品
の
卦
や
か
価
値
が
低
く
な
っ
て
い
る
(
/
高
く
な
っ
て
い
る
て

と
い
う
主
張
で
あ
る
。

倫
理
的
欠
陥
が
与
え
る
影
響
一
不
道
徳
作
品
の
価
値
と
は
?

第五章

以
上
、
ゴ
l
ト
の
倫
理
主
義
の
重
要
な
主
張
を
い
く
つ
か
詳
細
に
確
一
認
し
た
。
以
下
で
は
、
倫
理
主
義
の
主
張
を
、
道
徳

的
に
善
い
作
品
(
こ
れ
を
正
の
方
向
と
呼
ぼ
う
)
に
つ
い
て
と
、
悪
い
作
品
(
負
の
方
向
)
に
つ
い
て
の
、
二
つ
の
方
向
に
わ
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け
て
老
丞
市
し
て
い
き
た
い
。
ゴl
ト
は
倫
理
主
義
に
、
同
開
+
↓
』
+
と
、
国
間

γ
↓
b
rと
い
う
こ
つ
の
主
張
を
込
め
て
い
る
(
こ
の

二
つ
の
主
張
を
備
え
た
倫
理
主
義
を
、
ゴ

1
ト
は
「
完
全
な
倫
理
主
義
(
世
E
Z
E
E
o
p
E
S
)」
と
呼
び
、
ゴ
l
ト
自
身
も

こ
の
立
場
を
支
持
し
て
い
る)
O本
論
の
狙
い
は
、
こ
の
倫
理
主
義
の
完
全
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
考

察
を
通
じ
て
、
ゴ
l
ト
の
主
張
が
よ
り
明
確
化
さ
れ
、
ほ
か
の
立
場
と
の
争
点
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
節
で
は
ま
ず
、

負
の
方
向
性
(
国
間
γ
↓
恥
)
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
正
の
方
向
性
(
自
+
↓
〉
+
)
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
検
討
す
る

o

負
の
方
向
で
の
主
張
に
対
し
て
真
っ
先
に
反
論
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
不
道
徳
な
傑
作
」
で
あ
る
。
そ

の
例
と
し
て
は
、
社
会
慣
習
に
反
す
る
性
癖
を
巧
み
に
描
く
ナ
ポ
コ
フ
著
『
ロ
リ
l
タ
』
な
ど
の
性
的
小
説
、
ま
た
、
暴
力

的
表
現
を
あ
り
あ
り
と
描
く
北
野
武
監
督
作
品
『
ア
ウ
ト
レ
イ
ジ
」
の
よ
う
な
ヴ
ア
イ
オ
レ
ン
ス
映
画
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

よ
う
。
こ
う
し
た
作
品
に
対
し
て
は
、
ま
さ
に
不
道
徳
な
面
を
描
く
こ
と
が
作
品
の
質
を
向
上
さ
せ
て
い
る
、
と
い
う
評

価
が
し
ば
し
ば
与
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
論
争
に
お
い
て
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
例
と
し
て
は
、
レ
ニ
・
リ
1
7
ェ
ン

シ
ユ
タ
l
ル
監
督
「
意
志
の
勝
利
』
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
映
像
表
現
に
よ
っ
て
ナ
チ
ス
の
党
集
会
を
描
き
、

ナ
チ
ス
思
想
を
全
面
的
に
賛
美
す
る
姿
勢
を
打
ち
出
し
て
い
る
こ
の
作
品
に
対
し
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
評
価
を
与
え

る
べ
き
な
の
か
。
こ
の
問
題
は
、
本
論
争
に
お
い
て
各
論
者
の
立
場
を
分
類
す
る
ひ
と
つ
の
試
金
石
と
な
っ
て
い
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
倫
理
主
義
者
は
〈

E
Z

慣
は
』
ー
と
な
る
〉
と
い
う
強
い
主
張
を
行
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
反

理
論
、
平
主
義
者
が
こ
れ
に
反
曹
ヲ
る
た
め
に
は
、
「
肩
↓

T
」
と
な
る
よ
う
な
反
例
を
か
小
かt
r
b
Z
Tげ
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。

反
理
論
主
義
者
が
挙
げ
る
べ
き
は
、
次
の
条
件
を
満
た
す
作
品
で
あ
る
。
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(
i
)
そ
の
作
品
は
、
あ
る
価
値
観
を
是
認
し
た
り
、
ま
た
観
賞
者
に
そ
の
価
値
観
を
是
認
さ
せ
よ
う
と
し
た
り

) す

そ る
の こ
態 と
度 で
は
、 あ

イ 命 る
理 種
的 の
に 態
み 度
て を
悪 、 と
しh つ

も て
の い
で る
あ 。

る

そ
の
態
度
が
芸
術
的
手
法
を
通
じ
て
示
さ
れ
る
こ
と
が
芸
術
的
評
価
の
対
象
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
芸
術
的
価
値

が
向
上
し
て
い
る
。

(…

m)

作品の倫理性が芸術的価値にもたらす影響

反
理
論
主
義
に
対
抗
す
る
倫
理
主
義
者
は
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
挙
げ
ら
れ
る
こ
う
し
た
不
道
徳
作
品
の
例
を
、
火
消
し
作
業
を

行
う
よ
う
に
ひ
と
つ
ず
つ
論
駁
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
際
ゴ

l
ト
も
、
不
道
徳
な
作
品
を
挙
げ
て
「
同
伊
↓

T
」
が
あ

り
う
る
こ
と
を
主
張
す
る
反
理
論
主
義
者
た
ち
に
対
し
、
倫
理
主
義
の
立
場
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
論
駁
を
加
え
て
い
る
。
私
の

(
臼
)

見
る
と
こ
ろ
、
倫
理
主
義
者
が
行
う
論
駁
は
、
主
に
以
下
の
五
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
区
別
で
き
よ
う
。

(
α
)
当
該
作
品
の
価
値
を
高
め
て
い
る
の
は
同
開
・
で
は
な
く
、
む
し
ろ
回
開
+
で
あ
る
、
と
い
う
論
駁
。

ゴ
l
ト
は
『
ロ
リ

l
タ
』
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
評
価
を
加
え
て
い
る
(
こ
れ
は
(
と
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
)
。
ゴ

l

ト
に
よ
れ
ば
『
ロ
リ

l
タ
」
は
ベ
ド
フ
イ
リ
ア
を
賛
美
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
よ
く
読
む
と
、
『
ロ
リ

1
タ
』
は

ベ
ド
フ
ィ
リ
ア
的
価
値
観
を
是
認
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
ロ
リ

1
タ
』
は
、
わ
れ
わ
れ
人
聞
が
い
か
に
ベ
ド
フ
ィ
リ

ア
に
容
易
に
陥
っ
て
し
ま
う
か
を
鮮
や
か
に
示
し
た
作
品
で
あ
り
、
こ
の
作
品
は
、
そ
の
描
写
を
通
じ
て
、
む
し
ろ
ベ
ド

フ
イ
リ
ア
の
倫
理
性
に
対
す
る
反
省
的
老
丞
小
を
読
者
に
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
『
ロ
リ

l
タ
」
は
、

般
的
な
受
け
と
め
ら
れ
方
と
は
逆
に
、
倫
理
的
に
優
れ
た
作
品
だ
と
ゴ

1
ト
は
一
言
う
。

第五章

(
F
)
当
該
作
品
の
評
価
を
高
め
て
い
る
の
は
、
実
は
同
国
・
で
は
な
く
、
倫
理
と
は
関
係
の
無
い
要
素
で
あ
る
、
と
い
う

論
駁
。
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激
し
い
暴
力
シ

l
ン
が
満
載
な
『
ア
ウ
ト
レ
イ
ジ
』
の
よ
う
な
暴
力
映
画
に
対
し
て
は
、
こ
の

(
F
)よ
う
な
反
駁
が
可
能

104

で

あ

る

だ

ろ

う

。

わ

れ

わ

れ

が

心

を

動

か

さ

れ

て

い

る

の

は

、

実

は

、

ダ

イ

ナ

ミ

ッ

ク

な

カ

メ

ラ

ワ

ー

ク

や

効

果

的

な

音

響

【

日

間

}

に

よ

る

映

像

の

躍

動

感

だ

っ

た

り

す

る

。

こ

の

場

合

、

そ

も

そ

も

作

品

評

価

に

倫

理

的

な

態

度

は

関

わ

っ

て

い

な

い

(

(

I

)

の

否

定

)

。

(

y

)作

品

は

あ

る

種

の

態

度

を

打

ち

出

し

て

い

る

が

、

そ

れ

は

倫

理

的

に

み

て

ニ

ュ

ー

ト

ラ
ル

な

も
の

で

あ

る

と
い

う

論
駁
。

ま

た

、

「

ア

ウ

ト

レ

イ

ジ

』
の

よ

う

な

作

品

の

大

半

に

お

い

て

は

、

そ

も

そ

も

悪

を

是

認

す

る
こ

と

は

観

賞
者

に

求
め

ら

れ

て

い

な

い

。

悪

の

価

値

観

を

是

認

す

る

作

品

で

あ

る

か

の

よ

う

に

捉

え

ら

れ

が

ち

な

こ

れ
ら

の

作

品

は
、

実

は
作

品
は
単

に
暴
力
的
場
面
を
再
現
し
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
、
観
賞
者
に
(
芸
術
慣
習
の
範
囲
内
で
)
暴

S刀
的
価
値
観
を

是

認

す

る

こ

と

を

想

像

す

る

こ

と

を

求

め

る

に

週

き

な

い

。

こ

れ

は

、

暴

力

的

価

値

観

を

是

認
さ

せ

よ
う

と

す

る

こ
と

と
は
、

ふ
つ
う
わ
れ
わ
れ
は
悪
の
想
像
を

指

定
(
胃

E
E

Z

)す
る
こ

と

そ
れ

自
体

は
、

倫
理

的
に

ま
っ
た
く
別
の
こ
と
で
あ
る
し
、

良

い

こ

と

と

も

悪

い

こ

と

と

も

み

な

さ

な

い
(

(

n

)
の

否

定

)

。

(
d
)作
品
の
倫
理
性
は
た
し
か
に
悪
か
も
し
れ
な
い
が

、

そ
の
惑

は

作
品
の

価

値
に

影
響

す
る

ほ
ど

の
も
の
で

は
な
い

(

つ

ま

り

、

同

開

ー

で

は

な

く

た

ん

に

同

・

て

と

い

う

論

駁

。

た
し
か
に
厳
格
な
倫
理
観
を
も
っ
者
か
ら
す
れ
ば
、
悪
へ
の
共
感
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
す
ら
も
悪

し
き
行
為
と
み
な
さ
れ

コ

ン

ヴ

ェ

ン

ン

自

ン

る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
芸
術
観
賞
と
い
う
慣
行
に
鑑
み
れ

ば

、
こ
の

想

像
的
共

感

の
指

定
は

一
般

的
な

も
の
で
あ

り
、
そ
う
あ
か
ら
さ
ま
に
批
判
さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
た
と
え
こ
の
指
定
そ
れ
自

体
が
悪

だ
と
し

て

も
、
こ
の
悪
へ
の
共
感
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
悪
性
は
、
作
品
の
価
値
を
決
定
的
に
左
右

す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は

作品￠倫理性が芸術的価値にもたらす影響

な

吋

。

悪

を

想

像

さ

せ

る

こ

と

は

、

読

者

の

心

の

動

き

を

操

作

す
る

た

め

に

行
わ

れ
る
、

ご
く

ふ
?
っ

の
「

仕
掛
け

」

で
あ
り

、

そ

の

悪

性

そ

の

も

の

が

作

品

の

価

値

を

高

め

て

い

る

わ
け

で

は
な
い

(

(
山
)

の

否
{
疋

)

。
作

品
の

価

値

を
上

げ

て

い

る
の

は

む
し
ろ
、
残
酷
に
殺
さ
れ
る
チ
ン
ピ
ラ
の
心
理
を
想
像
さ
せ
た
り
、
違
法
薬
物
の
取
引
現
場
の
緊
張

感
を
想
像
的
に
追
体
験

さ
せ
た
り
と
い
っ
た
、
稀
少
性
の
高
い
想
像
体
験
を
さ
せ
る
仕

掛

け
の
創

意

性
や
巧

み

き
で

あ
る

(
ま

た
こ

こ
で
は
、

カ
メ

ラ

ワ

ー

ク

や

音

響

効

果

に

よ

っ

て

引

き

起

こ

さ

れ

る

肉

体
感
覚

が

、
わ
れ

わ

れ
の
情

動

的
反
応

の

強

度
を

強

め

る

だ
ろ

う

)

。

よ

っ

て

結

局

、

『

ア

ウ

ト

レ

イ

ジ

」

の

よ

う

な

暴

力

的

作

品

は

、

反

理

論

主

義

を

支

持

す

る
事

例

に

は

な
ら

な

い
。

(
E
)当
該
作
品
が
も
っ
て
い
る
同
開
は
結
局
〉
と
し
て
働
く
。
そ
の
作
品
は
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
ひ
と
つ
の
傑
作
と

し

て

評

価

さ

れ

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

そ

れ

で

も

や

は

り

、

回

開

・

を

保

持

し

て

い

る
点

に

お

い

て
〉

ー

を
被

っ
て
い

る
、

と

い

う

論

駁

。

ゴ
1
ト
は
『
意
志
の
勝
利
』
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
評
価
を
与
え
て
い
る
。
『
意
志
の
勝
利
」
は
全
体
と
し
て
は
高
い
芸

術
的
価
値
を
与
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
が
、
そ
れ
で
も
倫

理

的
な
面

に

お
い
て

は

、
ナ

チ
ス

思
想

の
賛

美
と
い
う

際
立
っ

た
欠
陥
を
抱
え
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
芸
術
的
価
値
は
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
ゴ

l
ト
は
一
言
、
つ
(
局
窓
品
目
)
。
な
ぜ
ゴ

1

ト
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
と
、
作
品
が
倫
理
的
に
問
題
の
あ
る
態
度
を
示
し
て
い
る
と
き
、
作
品
の
そ
の
態
度

を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
よ
う
な
反
応
を
す
る
こ
と
は
、

や

は
り
「

ふ

さ
わ
し

い

(
E

S

Z
品
)

」

こ
と

で
は

な
い

か
ら

だ
、
と

い

う

の

が

そ

の

理

由

で

あ

的

。

芸

術

的

手

法

に

は

、

そ

れ

ぞ

れ

ふ

さ
わ

し

い
反

応
が
あ

る
。

凶
暴
な

モ
ン
ス

タ

ー
の
描

写

に

は
「
怖
が
る
」
の
が
ふ
さ
わ
し
い
反
応
で
あ
る
し
、
プ
ロ
ポ
ー
ズ
の
成
就
、
結
婚
式
に
お
け
る
親
か
ら
の
言
葉
な
ど
の
描
写

第五章

の

が

ふ

さ

わ

し

い

反

応

で

あ

る
。
こ

の

ふ
さ
わ

し

い
反
応

を

引
き
起

こ

せ
な
い

作

品

は

、
芸

術

に

は

「

共

感

、

感

動

す

る

」
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的

に

失

敗

し

て

い

る

。

だ

が

、

こ

の

「

ふ

さ

わ

し

さ

」

は

倫

理

的

反

省

の

影

響

を

、

つ

け

る

、

と

ゴ

1
ト

は

一

言

早

つ

。

『

意

志

の

勝



利
』
の
映
像
技
法
が
い
か
に
優
れ
て
い
よ
う
と
も
、
「
意
志
の
勝
利
』
を
十
全
に
観
賞
す
る
た
め
に
は
、
ナ
チ
ス
賛
美
と
い
う

倫
理
的
に
見
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
態
度
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
ナ
チ
ス
の
価
値
観
を
容
認
で
き
な
い
わ
れ
わ

れ
は
、
「
意
志
の
勝
利
』
を
十
全
に
観
賞
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
観
賞
は
作
品
の
非
倫
理
性
に
よ
っ

て
妨
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
結
局
、
非
倫
理
的
な
作
品
は
そ
の
ぷ
ん
だ
け
芸
術
的
価
値
が
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
。
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以

上

、

五

つ

の

主

な

反

駁

パ

タ

ー

ン

を

見

た

。

こ

の

「

火

消

し

作

業

」

は

あ

る

程

度

上

手

く

い

っ

て

い

る

よ

う

に

|

|

少

な

く

と

も

私

に

は

|

|

思

わ

れ

る

。

倫

理

主

義

は

、

不

道

徳

作

品

の

例

を

退

け

る

こ

と

を

通

じ

て

、

少

な

く

と

も

負

の

方

向

性

に

お

い

て

は

、

こ

の

論

争

に

お

け

る

ひ

と

つ

の

あ

り

う

る

立

場

を

打

ち

出

す

こ

と

に

成

功

し

て

い

る

。

先

に

述

べ

た

よ

う

に

キ

ヤ

ロ

ル

も

、

作

品

の

不

道

徳

性

が

価

値

を

高

め

て

い

る

よ

う

な

作

品

が

存

在

す

る

か

も

し

れ

な

い

と

述

べ

て

い

る

も

の

の

、

結

局

こ

う

し

た

作

品

の

具

体

例

を

提

出

で

き

て

は

い

な

い

(

円

R

Eコ
8

8

]

Z

3

)

。

ま

た

ス

テ

ッ

カ

ー

も

、

不

道

徳

主

義

と

呼

ば

れ

る

立

場

を

検

討

し

た

結

果

、

そ

う

し

た

実

例

を

提

出

す

る

こ

と

は

難

し

い

と

し

て

、

倫

理

主

義

を

擁

護

す

る

姿

勢

を

見

せ

て

い

組

合

言

宮

ユ

8

5

]

)

0

そ

し

て

私

も

、

正

直

な

と

こ

ろ

、

倫

理

王

義

を

批

判

で

き

る

よ

う

な

反

例

を

思

い

つ

く

こ

と

が

で

き

な

い

。

よ

っ

て

現

時

点

で

は

私

も

、

彼

ら

同

様

、

こ

の

負

の

方

向

に

関

し

て

は

倫

理

主

義

を

擁

護

す

る

側

に

立

た

ざ

る

を

得

な

叫

。

四

倫

理

的

長

所

が

与

え

る

影

響

一

説

教

臭

い

作

品

次

に

、

ゴ1
ト

の

倫

理

主

義

を

正

の

方

向

か

ら

検

討

し

よ

う

。

こ

こ

で

検

討

さ

れ

る

の

は

〈

回

+

は

必

ず

』

+

と

な

る

〉

と

い

う

主

張

で

あ

る

。

こ

う

主

張

す

る

に

あ

た

っ

て

、

ゴ

l
ト

が

主

に

依

拠

し

て

い

る

の

は

、

道

徳

美

論

法

(

呂

。

E

Z

E

q

時

官

自

由

同

)

と

、

認

識

主

義

的

論

法

令

指

昆

E
庄

司

官E

E乙

で

あ

る

。

ま

ず

道

徳

美

論

法

で

は

、

徳

は

美

し

い

も

の

だ

、

と

言

わ

れ

一

位

。

た

し

か

に

伝

統

的

に

は

徳

は

ひ

と

つ

の

美

と

し

て

語

ら

れ

て

き

た

。

忠

臣

蔵

の

物

語

に

お

い

て

は

、

し

ば

し

ば

主

君

へ

の

忠

義

心

が

ひ

と

つ

の

美

と

し

て

描

か

れ

て

い

る

。

徳

を

賞

揚

す

る

と

い

う

作

品

の

態

度

に

よ

っ

て

、

作

品

自

体

も

美

の

側

面

を

も

つ

よ

う

に

な

り

、

そ

の

ぶ

ん

芸

術

的

価

値

も

上

昇

す

る

、

と

い

う

の

が

こ

の

論

法

の

考

え

で

あ

る

。

次

に

、

作品の倫理性が芸術的価値にもたらす影響

認

識

主

義

的

論

法

で

は

、

倫

理

的

な

洞

察

を

与

え

る

こ

と

は

ひ

と

つ

の

芸

術

的

価

値

だ

、

と

一

言

わ

れ

る

。

た

し

か

に

芸

術

批

評

の

場

で

は

一

般

的

に

、

道

徳

的

知

見

を

与

え

る

こ

と

は

ひ

と

つ

の

芸

術

的

価

値

と

し

て

語

ら

れ

る

。

た

と

え

ば

、

『

ゴ

ツ

ド

フ

ァl
ザ
I
』

は

、

家

族

へ

の

愛

か

ら

冷

酷

な

選

択

を

行

う

主

人

公

を

描

く

こ

と

で

、

そ

う

い

う

立

場

に

あ

る

人

物

が

行

う

倫

理

的

選

択

の

一

例

を

わ

れ

わ

れ

に

示

し

て

く

れ

る

。

そ

う

し

た

作

品

が

「

人

間

本

性

の

一

面

を

開

示

し

て

く

れ

る

作

品

」

一

般

に

作

品

の

芸

術

的

評

価

に

プ

ラ

ス

に

働

く

と

さ

れ

て

い

る

。

よ

っ

て

こ

の

点

で

も

、

自

+

↓

T

と

言

え

る

。

以

上

、

こ

れ

ら

の

論

法

に

鑑

み

れ

ば

、

と

し

て

評

価

さ

れ

る

の

は

、

そ

う

奇

妙

な

こ

と

で

は

な

い

。

道

徳

的

な

認

識

を

与

え

る

こ

と

は

、

倫

理

主

義

の

主

張

は

、

正

の

方

向

に

お

い

て

も

一

見

も

っ

と

も

ら

し

そ

う

に

思

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

倫

理

主

義

に

反

論

す

る

者

は

、

先

ほ

ど

と

対

称

的

に

、

以

下

の

条

件

を

満

た

す

作

品

を

挙

げ

ね

ば

な

ら

な

い

。

(

a〕

そ

の

作

品

は

、

あ

る

価

値

観

を

是

認

し

て

い

た

り

、

ま

た

観

賞

者

に

そ

の

価

値

観

を

是

認

さ

せ

よ

う

と

し

た

り

と

い

う

、

あ

る

種

の

倫

理

的

態

度

を

と

っ

て

い

る

。

(

b

)そ

の

倫

理

的

時

往

凪

は

、

善

い

も

の

で

あ

る

。

(

C

)
そ

の

熊

品

民

が

芸

術

的

手

法

を

通

じ

て

示

さ

れ

る

こ

と

が

芸

術

的

評

価

の

対

象

と

な

り

、

結

果

、

そ

の

作

品

の

芸

術

的

第豆章
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価
値
が
低
下
し
て
い
る
。

108

こ

う

し

た

例

と

し

て

挙

げ

ら

れ

う

る

も

の

の

ひ

と

つ

に

、

説

教

臭

い

作

品

(

E

R

U

の

き

岳

)

が

あ

る

。

つ

ま

り

、

説

教

臭

い

作

品

は

、

ま

さ

に

倫

理

的

に

普

い

こ

と

を

述

べ

る

こ

と

で

作

品

の

価

値

を

下

げ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

、

と

い

う

反

論

が

な

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

こ

の

反

論

に

対

し

ゴ

l
ト

は

、

説

教

臭

い

作

品

は

あ

る

種

の

視

野

の

狭

さ

を

示

し

て

お

り

、

そ

れ

は

あ

る

意

味

で

倫

理

的

な

欠

陥

で

あ

る

、

と

応

答

し

て

い

る

(

』

回

定

)

。

あ

る

作

品

に

対

し

て

「

こ

の

作

品

は

や

け

に

道

徳

的

だ

」

「

説

教

臭

い

」

な

ど

の

批

判

が

な

さ

れ

る

こ

と

が

あ

る

が

、

そ

こ

で

は

〈

こ

の

作

品

は

不

道

徳

の

対

極

に

あ

る

〉

と

い

う

こ

と

が

言

わ

れ

て

い

る

の

で

は

な

く

、

む

し

ろ

〈

提

示

す

る

姿

勢

に

道

徳

的

繊

細

さ

が

欠

け

て

い

る

〉

〈

押

し

付

け

が

ま

し

い

〉

〈

思

慮

が

浅

い

〉

と

い

、

?

主

張

が

な

さ

れ

て

い

る

の

だ

、

と

。

ゴ

1

ト

は

こ

う

し

て

、

上

の

定

式

化

の

(

b

)
を

否

定

す

る

。

だ

が

、

私

の

見

る

と

こ

ろ

、

こ

の

応

答

に

は

問

題

が

あ

る

。

ゴ

l
ト

は

説

教

臭

い

ん

に

対

す

る

批

判

と

説

教

臭

い

作

骨

に

対

す

る

批

判

の

両

方

を

、

同

様

に

〈

説

教

臭

さ

と

は

倫

理

的

欠

陥

で

あ

る

〉

と

い

う

ひ

と

つ

の

応

答

で

処

理

し

て

い

る

が

、

そ

の

処

理

の

仕

方

に

は

問

題

が

あ

る

。

人

聞

が

説

教

臭

い

こ

と

と

芸

術

作

品

が

説

教

臭

い

こ

と

は

、

実

際

に

は

別

の

観

点

か

ら

批

判

さ

れ

う

る

の

で

あ

る

。

ま

ず

説

教

臭

い

人

に

対

す

る

批

判

に

つ

い

て

見

て

み

よ

う

。

な

る

ほ

ど

日

常

生

活

に

お

い

て

説

教

臭

い

人

が

批

判

さ

れ

て

い

る

の

は

、

視

野

の

狭

さ

や

空

気

の

読

め

な

さ

と

い

っ

た

、

見

方

に

よ

っ

て

は

倫

理

的

欠

陥

と

も

言

え

る

も

の

で

あ

一

位

。

で

は

、

説

教

臭

い

芸

術

作

品

に

つ

い

て

は

ど

う

だ

ろ

う

か

。

な

る

ほ

ど

、

作

品

に

対

し

て

も

、

説

教

臭

い

人

に

対

す

る

批

判

と

同

様

、

押

し

付

け

が

ま

し

い

な

ど

の

批

判

が

な

さ

れ

る

こ

と

は

あ

り

う

る

。

こ

れ

は

作

品

の

倫

理

的

態

度

に

対

す

る

批

判

で

あ

る

o
作

品

の

こ

う

し

た

倫

理

的

欠

陥

に

対

し

て

、

わ

れ

わ

れ

観

賞

者

は

反

感

・

嫌

悪

を

覚

え

る

だ

ろ

う

(

よ

っ

て

、

こ

れ

は

芸

術

的

欠

陥

と

な

る

)

。

だ

が

、

説

教

臭

い

芸

術

作

品

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

と

は

別

様

の

批

判

が

少

な

く

と

も

二

つ

あ

る

。

そ

し

て

そ

の

ど

ち

ら

の

批

判

も

、

反

感

の

出

処

を

倫

理

的

欠

陥

に

見

る

こ

と

は

で

き

な

い

よ

う

な

批

判

で

あ

る

。

作品の倫理性が芸術的価値にもたらす影響

そ

の

ひ

と

つ

は

〈

芸

術

的

手

法

が

う

ま

く

働

い

て

い

な

い

〉

と

い

う

点

か

ら

の

批

判

で

あ

る

。

こ

の

場

合

、

批

判

は

、

説

教

臭

さ

の

倫

理

的

欠

陥

に

で

は

な

く

、

観

賞

者

に

説

教

臭

い

と

思

わ

せ

て

し

ま

っ

た

そ

の

表

現

手

法

の

未

熟

さ

に

向

け

ら

れ

る

。

こ

れ

は

ま

さ

に

芸

術

的

観

点

か

ら

の

批

判

で

あ

り

、

〈

視

野

が

狭

い

〉

と

か

、

〈

相

手

の

立

場

に

対

す

る

認

識

が

欠

け

て

い

る

〉

な

ど

と

い

っ

た

批

判

と

は

異

な

る

も

の

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

こ

の

批

判

は

、

伝

達

の

姿

勢

や

態

度

に

向

け

ら

れ

る

批

判

で

は

な

く

、

〈

説

教

性

を

描

く

手

法

・

描

写

が

未

熟

な

せ

い

で

観

賞

者

を

没

入

感

動

さ

せ

ら

れ

な

か

っ

た

〉

と

い

う

点

で

、

伝

達

技

巧

に

向

け

ら

れ

る

批

判

で

あ

る

。

と

は

い

え

、

こ

れ

は

芸

術

的

側

面

に

特

化

し

た

批

判

で

あ

る

。

作

品

の

質

を

下

げ

て

い

る

芸

術

的

未

熟

さ

は

、

倫

理

性

と

つ

ま

り

こ

の

ケ

ー

ス

に

お

い

て

は

、

芸

術

低

価

値

の

低

下

と

倫

理

的

な

善

さ

と

の

問

に

、

必

然

的

な

結

び

つ

き

は

存

在

し

な

い

0
〈

倫

理

的

に

善

い

態

度

を

取

る

〉

と

い

う

こ

と

と

〈

伝

え

方

が

下

手

だ

〉

と

い

う

こ

と

は

独

立

な

の

だ

。

そ

の

意

味

で

こ

れ

は

、

C

G
や

効

果

音

が

う

ま

く

機

能

せ

ず

に

狙

い

と

す

る

反

応

を

引

き

起

こ

せ

な

か

っ

た

ケ
l
ス

と

同

様

の

失

敗

で

あ

る

(

そ

の

意

味

で

は

こ

れ

は

、

「

技

術

的

観

点

か

ら

の

批

判

」

と

も

言

え

る

も

の

で

あ

る

)

。

よ

っ

て

結

局

、

こ

の

ケ

l
ス

は

条

件(

C

)
を

満

た

す

こ

と

が

で

き

な

い

。

こ

の

事

例

は

、

倫

理

主

義

の

立

場

を

危

う

く

す

る

よ

う

な

事

例

で

は

な

い

の

で

あ

る

。

切

り

離

し

う

る

も

の

で

あ

る

。
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だ

が

、

説

教

臭

い

作

品

に

は

も

う

ひ

と

つ

の

批

判

が

な

さ

れ

う

る

。

そ

れ

は

、

ま

さ

に

説

教

的

な

姿

勢

を

示

し

て

し

ま

っ



た
こ
と
で
作
品
が
除
府
必
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
批
判
で
あ
苧
肝
心
な
と
こ
ろ
で
主
人
公
が
案
の
定
、
道
徳
的
態
度
を

一
不L
、
興
ざ
め
に
な
っ
て
し
ま
う
作
品
を
考
え
て
み
よ
う
(
ま
た
同
様
の
例
と
し
て
、
勧
善
懲
悪
で
終
わ
る
こ
と
で
批
判
さ

れ
る
よ
う
な
作
品
を
考
え
て
み
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い

)
0さ
ら
に
こ
の
作
品
は
芸
術
的
に
優
れ
た
手
法
を
駆
使
し
て
お

り
、
倫
理
的
な
姿
勢
を
打
ち
出
す
プ
ロ
ッ
ト
以
外
は
、
非
の
打
ち
所
が
無
い
と
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
ケ

1
ス
に
お
い
て
は
、

ー
な
と
こ
ろ
で
あ
る
種
の
倫
理
的
に
善
い
態
度

l

た
と
え
ば
「
友
達
は
大
切
だ
よ
l
」
と
訴
え
る
態
度
ー
を
か
主

的
に
打
ち
出
し
て
し
ま
っ
た
た
だ
そ
の
点
に
お
い
て
、
作
品
の
価
値
が
低
下
し
て
し
ま
う
。
作
者
が
あ
る
種
の
善
を
是
認
し
、

そ
こ
に
美
を
見
出
し
、
そ
の
普
を
美
的
な
も
の
と
し
て
提
示
し
て
く
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
観
賞
者
に
飽
き
飽
き
と
し
た
た

め
息
を
つ
か
せ
る
こ
と
に
な
り
、
と
き
に
は
不
快
感
を
与
え
さ
え
す
る
の
で
あ
話
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
倫
理
的
に
善
い
態
度

を
と
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
作
品
の
質
を
下
げ
る
ケ

l
ス
で
あ
一
位
。
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こ

の

ケI
ス

に

対

し

て

は

次

の

よ

う

な

再

反

論

が

あ

り

得

ょ

う

。

こ

の

ケ

ー

ス

で

批

判

さ

れ

て

い

る

の

は

、

作

品

が

あ

る

種

の

善

を

是

認

す

る

こ

と

そ

の

も

の

で

は

な

い

。

こ

こ

で

批

判

さ

れ

て

い

る

の

は

、

作

者

が

あ

る

種

の

普

に

美

砂

か

良

さ

を

見

出

し

て

い

る

こ

と

、

ま

た

、

作

者

が

あ

る

種

の

普

を

勢

除

じ

観

賞

す

る

よ

う

観

賞

者

側

に

要

求

し

て

く

る

こ

と

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

こ

こ

で

批

判

さ

れ

る

の

は

結

局

、

倫

理

的

な

態

度

そ

の

も

の

で

は

な

く

、

あ

く

ま

で

倫

理

的

要

素

と

結

び

つ

い

た

芸

術

的

手

法

で

あ

る

。

そ

の

意

味

で

、

や

は

り

こ

れ

は

善

な

る

能

得

守

ぞ

の

も

の

が

芸

術

的

価

値

を

下

げ

る

ケ

l
ス

で

は

な

い

、

ル

」

。
私

は

こ

の

再

反

論

を

部

分

的

に

受

け

入

れ

る

。

た

し

か

に

、

こ

の

ケ

1
ス

で

批

判

さ

れ

て

い

る

の

は

、

実

際

に

は

、

倫

理

的

な

善

を

そ

の

ま

ま

芸

術

的

に

素

晴

ら

し

い

も

の

と

し

て

描

こ

う

と

し

た

、

そ

の

セ

ン

ス

の

無

き

で

あ

る

。

そ

の

意

味

で

こ

れ

は

、

や

は

り

一

面

と

し

て

は

美

的

な

失

敗

な

の

だ

。

だ

が

、

こ

の

セ

ン

ス

の

無

さ

に

対

す

る

批

判

は

、

先

の

ケ

l
ス

と

異

作品の倫理性が芸術的価暗にもたらす影響

な

り

、

倫

理

的

な

普

さ

と

完

全

に

切

り

離

せ

る

も

の

で

は

な

い

。

そ

れ

は

こ

の

陳

腐

さ

が

、

円

の

や

映

像

技

法

の

陳

腐

さ

と

違

っ

て

、

作

品

の

倫

理

的

態

度

と

連

動

し

て

も

た

ら

さ

れ

る

陳

腐

さ

だ

か

ら

で

あ

る

。

こ

の

ケ

l
ス

に

お

い

て

は

、

倫

理

的

価

値

を

高

め

る

要

素

(

倫

理

的

に

普

い

態

度

を

と

っ

て

い

る

こ

と

)

が

、

芸

術

的

価

値

を

下

げ

る

要

素

(

そ

の

倫

理

的

態

度

を

、

芸

術

的

手

法

を

通

じ

て

提

示

す

る

こ

と

)

へ

と

結

び

つ

い

て

い

る

。

倫

理

的

態

度

が

芸

術

的

手

法

を

通

じ

て

打

ち

出

さ

れ

る

こ

と

ま

さ

に

そ

の

こ

と

に

よ

っ

て

、

わ

れ

わ

れ

は

陳

腐

さ

を

感

じ

と

り

、

そ

れ

に

よ

っ

て

作

品

へ

の

没

頭

が

途

切

れ

る

の

で

レ

レ

パ

ン

ス

あ

る

。

こ

の

ケ
l
ス

で

は

、

倫

理

的

な

要

素

と

芸

術

的

価

値

と

の

問

に

切

り

離

し

え

な

い

関

連

性

が

存

在

し

て

お

り

、

さ

ら

に

、

そ

の

影

響

は

芸

術

的

価

値

を

下

げ

る

側

に

働

い

て

い

る

。

以

上

に

よ

り

、

私

は

倫

理

的

に

善

い

方

向

に

お

い

て

は

、

た

と

え

ま

さ

に

倫

理

的

に

善

い

態

度

そ

の

も

の

が

作

品

の

価

値

を

下

げ

る

の

で

は

な

い

と

し

て

も

、

少

な

く

と

も

倫

理

的

に

善

い

態

度

を

示

す

こ

と

が

芸

術

的

価

値

の

低

下

に

つ

な

が

り

う

る

、

と

考

え

る

。

最

後

に

、

よ

り

一

般

的

な

観

点

か

ら

も

う

少

し

こ

の

議

論

を

敷

街

し

つ

つ

、

本

論

の

結

論

と

し

よ

う

。

結

.

正

の

方

向

に

お

け

る

、

美

と

倫

理

と

の

講

離

本

論

の

議

論

が

不

十

分

で

あ

る

の

は

承

知

の

上

で

、

最

後

に

私

は

見

通

し

と

し

て

、

次

の

よ

う

な

考

え

を

提

示

し

て

お

き

た

い

。

正

の

方

向

に

お

い

て

は

、

没

頭

を

妨

げ

る

か

ど

う

か

や

、

ふ

さ

わ

し

い

反

応

に

対

し

て

反

発

す

る

か

ど

う

か

は

、

倫

理

性

の

有

無

と

は

一

致

し

な

い

こ

と

が

あ

る

、

と

。
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私

の

見

る

と

こ

ろ
倫

理

的

長

所

と

倫

理

的

欠

陥

が

美

的

経

験

に

与

え

る

影

響

は

非

対

称

的

で

あ

る

。

先

に

見

た

よ

う

に

、

III

負

の

方

向

に

お

い

て

は

、

倫

理

的

欠

陥

が

さ

ま

ざ

ま

な

仕

方

で

わ

れ

わ

れ

の

観

賞

を

妨

げ

る

。

悪

し

き

態

度

の

是

認

を

要

求



さ
れ
る
こ
と
か
ら
想
像
的
抵
抗
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
は
現
に
あ
る
し
、
ま
た
、
倫
理
的
反
省
に
よ
っ
て
、
当
該
作
品
を

芸
術
作
品
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
判
断
す
る
こ
と
も
あ
る
。
要
す
る
に
、
負
の
側
に
お
い
て
は
、
嫌
悪
や
反
発
か

ら
、
ま
た
義
務
や
規
範
に
つ
い
て
の
反
省
的
考
察
か
ら
、
芸
術
的
価
値
は
低
め
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
(
さ
ら
に
は
芸
術
と
し

て
の
地
位
を
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
訪
)
。

だ
が
、
そ
れ
と
対
称
的
な
こ
と
が
す
べ
て
正
の
側
で
も
起
こ
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
倫
理
的
に
正
し
い
こ
と

が
、
わ
れ
わ
れ
の
想
像
的
没
頭
を
促
進
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
(
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
、
わ
れ
わ
れ
の
想
像
を
妨
げ
な
い
、
と

い
う
程
度
で
あ
る
)
0
ま
た
、
あ
る
作
品
に
芸
術
と
し
て
の
地
位
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
倫
理
的
に
善
い
こ
と
が
理

由
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
作
品
の
価
値
の
大
小
に
は
倫
理
的
な
普
さ
は
寄
与
す
る
け
れ
ど
、
作
品
が

芸
術
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
倫
理
的
な
善
さ
は
寄
与
し
な
い
の
で
あ
る
(
一
方
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
倫
理
的
な
悪
さ
は
、

作
品
が
芸
術
か
ど
う
か
を
左
右
す
る
か
も
し
れ
な
い
)
。
結
局
、
倫
理
的
に
普
い
こ
と
は
、
必
ず
し
も
芸
術
的
価
値
を
促
進 112

す

る

わ

け

で

は

な

い

の

で

あ

る

。

わ

れ

わ

れ

は

こ

こ

で

、

倫

理

的

価

値

と

芸

術

的

価

値

が

、

ア

ナ

ロ

ジ

カ

ル

な

関

係

に

は

か

い

と

い

う

考

え

方

に

、

あ

ら

た

(

犯

}

め

て

着

目

す

べ

き

だ

ろ

う

。

た

と

え

ば

、

倫

理

的

価

値

は

(

と

り

わ

け

徳

倫

理

の

立

場

に

立

つ

な

ら

ば

)

時

代

を

通

じ

て

あ

る

程

度

不

変

的

な

も

の

で

あ

る

が

、

芸

術

的

価

値

は

、

他

の

作

品

や

文

化

慣

習

と

の

関

連

で

価

値

が

大

幅

に

左

右

さ

れ

る

(

こ

の

理

由

の

ひ

と

つ

と

し

て

は

、

倫

理

的

価

値

を

評

価

す

る

際

に

は

、

独

自

性

や

創

意

性

と

い

っ

た

基

準

が

採

用

さ

れ

な

い

、

と

い

う

点

が

挙

げ

ら

れ

よ

う

)

。

ま

た

、

倫

理

的

価

値

判

断

が

な

さ

れ

る

の

は

於

妊

に

対

し

て

で

あ

る

が

、

芸

術

的

価

値

判

(

伺

)

断

が

な

さ

れ

る

の

は

対

象

に

対

し

て

で

あ

る

、

と

い

う

意

見

も

あ

る

。

さ

ら

に

、

善

や

悪

と

は

そ

も

そ

も

、

好

み

や

飽

き

の

つ

ま

り

趣

味

の

対

象

と

な

る

よ

う

な

も

の

で

は

な

い

。

わ

れ

わ

れ

は

当

該

の

事

柄

が

善

で

あ

る

こ

と

そ

れ

自

体

を

趣

対

象

、

味

の

観

点

か

ら

否

定

す

る

こ

と

は

な

い

し

、

あ

る

善

な

る

態

度

を

好

み

に

合

わ

な

い

か

ら

と

い

っ

て

悪

と

み

な

す

こ

と

も

で

き

な

い

。

一

方

、

善

を

描

く

あ

る

手

法

が

芸

術

的

価

値

を

も

つ

か

ど

う

か

は

、

つ

ね

に

美

的

観

点

か

ら

議

論

さ

れ

う

る

。

善

を

描

く

手

法

ゃ

、

そ

こ

で

善

を

美

的

に

見

る

態

度

の

芸

術

性

は

、

時

代

状

況

や

他

の

作

品

と

の

関

連

に

お

い

て

査

定

さ

れ

る

も

の

で

あ

る

し

、

ま

た

、

飽

き

の

対

象

と

な

り

う

る

の

で

あ

る

。

作品の倫理性が芸術的価値にもたらす影響

こ

れ

ら

の

点

に

鑑

み

れ

ば

、

徳

を

つ

ね

に

美

と

み

な

す

べ

き

だ

と

い

う

ゴ

l
ト

の

主

張

に

は

、

私

と

し

て

は

や

は

り

賛

同

し

か

ね

る

。

徳

の

美

と

い

う

考

え

方

そ

れ

自

体

ま

だ

正

当

化

は

不

十

分

で

あ

る

し

、

た

と

え

徳

の

美

し

さ

の

よ

う

な

も

の

が

あ

り

う

る

と

し

て

も

、

そ

れ

が

時

代

不

変

的

な

美

で

あ

る

の

か

ど

う

か

、

ま

た

、

文

化

か

ら

独

立

的

な

も

の

な

の

か

な

ど

に

つ

い

て

も

、

検

討

の

余

地

が

あ

る

だ

ろ

う

。

ゴ

l
ト

は

「

徳

の

美

」

と

い

う

考

え

は

古

来

か

ら

の

伝

統

的

な

考

え

で

あ

っ

た

(

型

と

述

べ

て

い

る

が

、

単

に

歴

史

性

を

主

張

す

る

だ

け

で

は

、

そ

の

考

え

方

の

正

当

化

に

は

不

十

分

で

あ

る

。

こ

の

点

に

つ

い

て

検

討

す

る

こ

と

は

、

本

論

の

範

囲

を

超

え

て

い

る

し

、

よ

り

膨

大

な

紙

幅

を

必

要

と

す

る

だ

ろ

う

。

こ

こ

で

は

、

こ

れ

ら

の

事

項

を

検

討

課

題

と

し

て

挙

げ

る

に

と

ど

め

て

お

く

。

と

は

い

え

本

論

の

議

論

に

よ

り

、

ゴ

l
ト

の

倫

理

主

義

が

負

の

方

向

の

説

明

に

関

し

て

は

か

な

り

の

妥

当

性

を

保

持

し

て

い

る

こ

と

、

ま

た

正

の

方

向

の

説

明

に

関

し

て

は

い

ま

だ

検

討

の

余

地

が

あ

る

こ

と

、

な

ど

は

明

示

さ

れ

た

の

で

は

な

い

か

と

思

うo
本

論

が

最

終

的

な

見

通

し

と

し

て

提

示

し

た

の

は

、

ゴ

1
ト

の

い

う

完

全

な

倫

理

主

義

(

E

F

『E
邑

旦
o

E骨

邑

)

で

は

な

く

、

不

完

全

な

倫

理

主

義

(

E明

書

官

昏
5

5

)で

あ

る

。

私

と

し

て

も

、

本

論

の

議

論

で

こ

の

立

場

が

十

分

に

確

立

で

き

た

と

は

考

え

て

い

な

い

。

お

そ

ら

く

こ

の

立

場

を

擁

護

す

る

た

め

に

は

、

飽

き

や

情

動

、

想

像

的

抵

抗

ゃ

、

規

範

的

判

断

な

ど

、

本

論

で

扱

え

な

か

っ

た

様

々

な

ト

ピ

ッ

ク

に

関

し

て

さ

ら

な

る

議

論

が

必

要

と

な

る

だ

ろ

う

。

本

論

は

、

そ

の

長

く

複

雑

な

議

論

へ

取

り

組

む

た

め

の

、

あ

く

ま

で

ひ

と

つ

の

足

が

か

り

を

示

し

た

に

過

き

な

い

。

本

論

が

示

し

た

の

は

、

芸

術

第五章
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-
注

(
1
)本
論
で
は
以
下
の
よ
う
な
略
語
を
用
い
る
。
芸
術
的
価
値
に
影
響
す
る
倫
理
的
長
所
崩
+
(
同
号
耳
目
仲
間

F
W色
冨
E
号
、
芸

術
的
価
値
に
影
響
す
る
倫
理
的
欠
陥
・
自
(
室
ぬ
ぐ
皇

E
E
-
思
考
)
、
芸
術
的
価
値
の
向
上
e
T
E
晋
青
己
詰
)
、
芸
術
的

価
値
の
低
下

.
P
。

(
2
)ゴ
l
ト
自
身
は
こ
の
立
場
を
説
明
す
る
と
き
、
反
理
論
主
義
で
は
な
く
「
文
脈
主
義

(
g
E
E
E
m
-
E

回
)
」
と
い
う
名
称
を
用

い
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
論
告
，
に
お
い
て
は
作
品
が
観
賞
さ
れ
る
文
脈
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
本

論
で
は
、
よ
り
内
実
に
即
し
か
っ
誤
解
を
招
か
な
い
名
称
と
し
て
、
印
昨
日
}
自
門

[
N
2
2に
な
ら
い
、
反
理
論
主
義
と
い
う
語
を

採
用
し
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
立
場
の
主
張
は
〈
倫
理
的
な
善
し
悪
し
と
芸
術
的
価
値
の
上
下
に
、
一
定
の
方
向
性
は
存
在
せ

ず
、
価
値
が
上
が
る
か
下
が
る
か
は
各
作
品
を
見
る
し
か
な
い
〉
と
い
う
主
張
で
あ
っ
て
、
〈
倫
理
的
特
徴
か
ら
芸
術
的
価
値

へ
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
、
そ
も
そ
も
理
論
的
考
察
が
不
可
能
だ
〉
と
い
う
主
張
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
反
理
論
主
義
は
、

し
か
じ
か
の
倫
理
的
特
徴
が
出
揃
え
ば
芸
術
的
価
値
は
必
ず
下
が
る
(
も
し
く
は
上
が
る
て
と
い
っ
た
理
論
の
構
築
可
能
性

を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(
3
)本
論
が
考
察
す
る
の
は
、
作
品
の
倫
理
性
が
芸
術
的
価
値
じ
与
え
る
影
響
で
あ
る
。
本
論
は
そ
の
逆
、
す
な
わ
ち
美
的
な
要

素
が
倫
理
的
帰
結
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
考
察
し
な
い
し
、
ま
た
、
い
か
な
る
作
品
を
規
制
す
べ
き
か
と
い
う
公
共
政
策

的
な
問
題
に
つ
い
て
も
考
察
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
問
題
に
と
り
く
む
に
は
、
〈
美
的
な
レ
ベ
ル
で
の
心
の
動
き
(
た

と
え
ば
感
動
や
エ
キ
サ
イ
ト
メ
ン
ト
)
が
、
倫
理
的
教
化
堕
落
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
〉
と
い
っ
た
認
知
社
会
学
的
、
教

育
学
的
、
ひ
い
て
は
政
治
的
な
考
察
が
必
要
と
な
り
、
そ
れ
は
私
の
能
力
の
範
囲
を
大
き
く
超
え
る
か
ら
で
あ
る
。

(
4
)と
は
い
え
、
ワl
グ
ナ
l
自
身
が
「
音
楽
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
性
』
p
g
c
)に
お
い
て
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
を
打
ち
出
し
て
い
る

以
上
、
彼
の
作
品
に
は
幾
許
か
の
非
倫
理
性
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

(
5
)と
は
い
え
ゴ
l
ト
は
、
作
者
の
意
図
が
ま
さ
に
作
品
の
意
味
と
な
る
と
い
う
、
〈
意
図
と
意
味
の
同
一
説
〉
を
採
っ
て
い
る

116

作品の倫理性が芸術的価値にもたらす影響

わ

け

で

は

な

い

。

作

者

の

意

図

に

関

す

る

ゴ

l
ト

の

見

解

は

』

勾

ヤ

訟

を

参

照

。

ち

な

み

に

2

2

E

L

M

S

-

]

は

、

〈

作

品

の

意

味

は

基

本

的

に

は

作

家

の

意

図

に

従

う

が

、

慣

習

的

解

釈

を

大

幅

に

逸

脱

す

る

よ

う

な

読

解

が

要

求

さ

れ

る

場

合

に

は

、

意

味

は

慣

習

に

支

配

さ

れ

る

〉

と

い

う

実

際

の

意

図

主

義

の

穏

健

な

ヴ

ァ

l
ジ

ョ

ン

を

擁

護

し

て

い

る

(

留

宮

r
耳

[

8

8

]
の

第

七

章

を

見

よ

)

。

私

と

し

て

も

、

本

問

題

を

考

察

す

る

に

当

た

っ

て

は

、

こ

の

立

場

を

採

る

の

が

よ

い

と

考

え

て

い

る

。

(

6

)ゴ
l
ト

の

理

論

を

検

討

す

る

際

に

注

意

す

べ

き

は

、

ゴ

l
ト

は

「

美

的

価

値

」

と

い

う

語

に

、

一

般

に

言

わ

れ

る

「

芸

術

的

価

値

」

と

い

う

意

味

を

含

め

て

い

る

、

と

い

う

点

で

あ

る

安

田

十

本

H

)。

こ

の

用

語

法

に

つ

い

て

は

、

回

E

n

r

q

E

8

田

]

が

述

べ

る

よ

う

に

、

コ

ン

セ

プ

チ

ユ

ア

ル

ア

l
ト

に

つ

い

て

の

言

明

|

|

た

と

え

ば

「

美

的

価

値

を

排

除

し

つ

く

し

た

傑

作

」

な

ど

の

言

明

ー

ー

が

理

解

し

づ

ら

く

な

る

な

ど

、

幾

多

の

問

題

を

含

む

た

め

、

本

論

で

は

こ

こ

で

行

わ

れ

て

い

る

論

争

を

、

作

品

の

倫

理

性

と

「

芸

術

的

価

値

」

と

の

関

係

に

つ

い

て

の

論

争

と

し

て

、

議

論

を

進

め

る

(

私

と

し

て

も

、

こ

の

美

的

価

値

と

芸

術

的

価

値

の

概

念

は

最

終

的

に

は

区

別

さ

れ

る

べ

き

だ

と

考

え

て

い

る

)

。

と

は

い

え

注

意

が

必

要

な

の

は

、

ゴ

l
ト

は

芸

術

的

価

値

に

関

し

て

、

い

わ

ゆ

る

「

美

的

な

も

の

」

二

冗

論

の

よ

う

な

狭

い

見

解

を

採

っ

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

、

と

い

う

点

で

あ

る

。

ゴ1
ト

が

採

っ

て

い

る

の

は

、

芸

術

的

H
美

的

価

値

に

関

し

て

、

倫

理

的

価

値

認

識

的

価

値

を

含

み

入

れ

る

多

元

主

義

で

あ

る

。

(

7

)芸

術

的

価

値

に

関

し

て

は

、

こ

こ

で

は

個

別

観

賞

者

の

好

み

を

問

題

に

し

て

い

る

の

で

は

な

い

、

と

い

う

点

も

押

さ

え

て

お

く

べ

き

だ

ろ

う

。

た

し

か

に

あ

る

変

質

者

は

幼

児

殺

人

を

賛

美

す

る

作

品

こ

そ

が

良

い

作

品

だ

と

考

え

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

本

論

争

は

そ

の

よ

う

な

個

人

的

晴

好

を

問

題

に

し

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

。

こ

こ

で

問

題

と

し

て

い

る

の

は

、

よ

り

一

般

的

、

芸

術

史

的

な

観

点

か

ら

作

品

に

与

え

ら

れ

る

芸

術

的

価

値

で

あ

り

、

ま

た

、

そ

の

価

値

の

高

低

を

説

明

す

る

理

由

と

し

て

、

倫

理

的

要

素

が

ど

う

用

い

ら

れ

る

べ

き

か

、

で

あ

る

。

(

8

)と

は

い

え

、

キ

ャ

ロ

ル

自

身

は

結

局

、

作

品

の

不

道

徳

性

が

作

品

の

価

値

を

高

め

て

い

る

具

体

的

事

例

を

提

示

し

て

い

な

い

。

よ

っ

て

、

こ

の

「

と

き

に

」

の

解

釈

次

第

で

は

(

つ

ま

り

こ

の

「

と

き

に

」

を

〈

影

響

関

係

が

あ

る

と

き

に

は

つ

ね

に

正

比

例

関

係

で

あ

る

が

、

と

き

に

影

響

関

係

が

な

い

こ

と

が

あ

る

〉

と

い

う

意

味

で

解

釈

す

る

な

ら

ば

)

、

キ

ャ

ロ

ル

は

倫

理

主

義

に
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組
み
入
れ
ら
れ
う
る
。

(
9
)
キ
l
ラ
ン
は
同
古
田
ロ
[
H
8
2

に
お
い
て
は
倫
理
主
義
に
近
い
立
場
を
と
っ
て
い
た
が
、
の
ち
に
尽
司
自
[
N
D
D
M
]

に
お
い
て
、

反
理
論
主
義
の
側
に
立
場
を
変
え
て
い
る
。

(m)
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
と
デ
ィ

l
ン
は
穏
健
な
自
律
主
義
と
い
う
立
場
を
打
ち
出
し
、
〈
芸
術
に
対
す
る
倫
理
的
批
評
は
妥
当
で
あ

る
が
、
そ
の
倫
理
的
批
評
が
作
品
が
も
っ
芸
術
そ
の
も
の
と
し
て
の
価
値
守
弘
5
0同
自

R
Z
o
k
r
宮
m
号
室
。
岳
)
に
影
響
す
る

こ
と
は
な
い
〉
と
主
張
し
て
い
る
(
皆
丘
耳
g
ロ
自
且
ロ
自
ロ
ロ

S
白
]
)
。
こ
の
芸
術
そ
の
も
の
と
し
て
の
価
値
に
閲
す
る
彼
ら
の

見
解
は
、
美
的
価
値
と
芸
術
的
価
値
を
同
一
視
す
る
ゴ

l
ト
の
見
解
と
異
な
る
た
め
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン

と
デ
イ
l
ン
の
い
う
芸
術
的
価
値
は
、
認
識
的
価
値
な
ど
を
含
み
入
れ
な
い
と
い
う
点
で
、
ゴ

l
ト
の
美
的
H
芸
術
的
価
値
よ

り
も
狭
い
。
そ
し
て
、
ゴ

l
ト
の
区
分
に
よ
れ
ば
、
最
終
的
に
彼
ら
の
位
置
は
自
律
主
義
に
位
置
す
る
と
思
わ
れ
る
。
ア
ン

ダ
ー
ソ
ン
と
デ
イ

1
ン
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、

3
0
r
s
g
印
]
を
見
ょ
。
一
方
、
口
R
E
O
[
N
O
-
-一
日
]
は
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
と

デ
イ
l
ン
の
主
張
を
、
キ
ヤ
ロ
ル
の
穏
健
な
道
徳
主
義
と
比
較
し
つ
つ
、
擁
護
し
て
い
る
。

(
日
)
「
想
像
的
抵
抗
」
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
因
や
特
徴
づ
け
に
関
し
て
、
近
年
盛
ん
に
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
問
題
を
近
年
取
り
上
げ
た
の
は
リ
チ
ャ

l
ド
モ
ラ
ン
や
ケ
ン
ダ
ル
・
ウ
ォ
ル
ト
ン
で
あ
る
が
、
そ
の
後
タ
マ

1
・
ゲ
ン

ド
ラ
l
、
ダ
ス
テ
ィ
ン
ス
ト
ー
ク
ス
ら
に
よ
っ
て
考
察
が
進
め
ら
れ
、
心
の
哲
学
や
心
理
学
の
領
域
と
結
び
つ
き
つ
つ
、
今

も
さ
ら
な
る
解
明
が
進
め
ら
れ
て
い
る
(
富
耳
目
[
H
S
色
・
巧
巴
宮
ロ
[
H
S
D
]
[
H
S
色・

m
g
a司
[
M
8
2
・
2
o
r
E
G
g由
]
)
。
こ

の
抵
抗
に
よ
り
想
像
的
没
頭
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
即
、
芸
術
的
価
値
の
低
下
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
と
は
い
え
両
者
の

聞
に
関
係
が
ま
っ
た
く
な
い
と
も
言
い
が
た
い
。

(
ロ
)
西
村
清
和
は
近
年
、
「
美
的
7
レ
l
ミ
ン
グ
」
と
い
う
概
念
を
提
出
し
、
こ
う
し
た
判
断
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
(
西
村

[N20])O
先
の
「
想
像
的
抵
抗
」
が
〈
倫
理
的
な
反
感
か
ら
、
観
賞
者
が
作
品
内
容
を
想
像
す
る
こ
と
に
伶
奇
静
心
抵
抗
し

て
し
ま
う
〉
と
い
う
事
態
で
あ
る
の
に
対
し
、
西
村
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
〈
作
品
の
不
道
徳
性
を
つ
よ
く
認
識
す
る
こ

と
で
、
観
賞
者
が
観
賞
態
度
そ
れ
自
体
を
意
志
的
に
慎
む
〉
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
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(
臼
)
ゴ

l
ト
自
身
は
こ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
区
分
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
の
ま
と
め
は
、
私
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

(
M
)
た
だ
し
こ
う
し
た
主
張
は
恋
意
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
解
釈
を
正
当
化
さ
せ
る
た
め
の
明
確
な
材

料
が
必
要
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ふ
つ
う
、
自
分
の
解
釈
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
文
学
史
的
事
実
や
作
品
内
の
記
述
な
ど
、

客
観
的
な
材
料
を
用
い
て
い
る
。

(
河
川
)
ゴ

l
ト
は
わ
れ
わ
れ
が
い
か
に
し
て
不
道
徳
な
態
度
に
陥
っ
て
し
ま
う
か
を
描
く
よ
う
な
表
現
手
法
を
「
誘
惑
戦
略

(自

E
S
E
E
R司
)
」
と
名
づ
け
て
い
る
(
旨

5
5。
一
方
、
倫
理
的
葛
藤
を
?
っ
じ
て
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
倫
理
的
に
重
要

な
本
質
を
認
識
す
る
さ
ま
を
描
く
、
と
い
う
手
法
を
「
倫
理
探
究
戦
略

(
O
岳

Eご
E
2
4
m
q再
m句
)
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
ら

は
共
に
、
作
品
の
倫
理
的
価
値
を
高
め
る
戦
略
で
あ
る
。

(
日
)
作
品
の
価
値
を
高
め
て
い
る
の
が
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
意
志
の
強
さ
や
勇
敢
さ
に
対
す
る
賞
賛
で
あ
る
場
合
も
あ
り
う
る
が
、

そ
の
場
合
に
は
(

α

)

の
応
答
が
な
さ
れ
る
。

(
ロ
)
印
Z
n
r
o
三
M
G
H
C
]

旬
。
一
回
目
∞
も
同
様
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

(
四
)
ゴ

l
ト
は
、
〈
人
種
差
別
ジ
ョ
ー
ク
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
倫
理
的
に
悪
し
き
態
度
を
と
る
こ
と
が
作
品
の
価
値
を
構
成

し
て
い
る
〉
と
い
う

F
E
Z
S
[
H
S叶
]
の
主
張
に
対
し
で
も
、
こ
の

(
8
)
の
パ
タ
ー
ン
の
論
駁
を
加
え
て
い
る
。
差
別
的

ジ
ョ
ー
ク
に
つ
い
て
は
、
ユ
ー
モ
ア
に
関
す
る
複
雑
な
議
論
に
踏
み
込
む
こ
と
に
な
る
の
で
、
本
論
で
は
扱
わ
な
い
。
た
だ
し
、

有
色
人
種
の
者
が
そ
の
よ
う
な
ジ
ョ
ー
ク
を
聞
く
と
き
、
実
際
に
ジ
ョ
ー
ク
の
対
象
と
な
る
有
色
人
種
の
者
に
と
っ
て
は
こ
う

し
た
結
論
が
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
と
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
、
と
ゴ

l
ト
は
認
め
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、

そ
の
差
別
的
ジ
ョ
ー
ク
に
は
、
次
の
(

E

)

の
よ
う
な
評
価
が
与
え
ら
れ
る
。
同
様
に
、
暴
力
作
品
の
う
ち
に
無
視
で
き
な
い

仕
方
で
倫
理
的
悪
が
現
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
次
の
(

E

)

の
よ
う
な
対
応
が
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

(
印
)
ゴ

l
ト
が
最
初
に
倫
理
主
義
を
提
出
し
た
際

(
P
E
ロ
S
∞
]
)
に
述
べ
て
い
た
「
ふ
さ
わ
し
い
反
応
(
自

S
R
ι
2昌
吉
詔
)
」

と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
ふ
さ
わ
し
さ
」
が
何
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
の
か
が
や
や
殴
味
で
あ
っ
た
た
め
解
釈

に
混
乱
が
見
ら
れ
た
(
ジ
エ
イ
コ
プ
ソ
ン
や
ハ
ロ
ル
ド
が
、
こ
の
概
念
の
殴
味
さ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

C
R。
Z
B
G
8
2・
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同時。
E
[
N
g由]))。

m
m
E
[
N
D
C叶
]
で
は
こ
う
し
た
批
判
を
、
つ
け
て
「
非
倫
理
的
な
反
応
は
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
反
応
で
あ
る
」

な
ど
と
補
足
的
応
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ゴ

1
ト
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
反
応
の
ふ
さ
わ
し
さ
は
、
単
に
功
利
的
な
帰
結
を
も
た

ら
す
と
か
、
場
の
空
気
に
従
う
と
い
う
点
か
ら
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
倫
理
的
な
(
お
そ
ら
く
徳
倫
理
的
な
)
考
察
に
従
う
。

ゴ
l
ト
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
ギ
ロ
チ
ン
公
開
処
刑
の
例
を
挙
げ
て
い
る
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
観
衆

た
ち
が
斬
首
を
見
て
楽
し
ん
で
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
斬
首
が
楽
し
む
べ
き
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
、
あ
る
反
応
が
慣
習
に
よ
っ
て
容
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
反
応
が
倫
理
的
に
責
め
ら
れ
な
い
も
の
と
な
る
わ

け
で
は
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
反
応
が
ふ
さ
わ
し
い
反
応
に
な
る
と
も
限
ら
な
い
の
で
あ
る
宮
尽
臼
由
)
。

そ
し
て
こ
こ
が
、
ゴ

1
ト
と
ジ
エ
イ
コ
プ
ソ
ン
の
立
場
が
分
か
れ
る
地
点
と
な
る
。
ジ
エ
イ
コ
プ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
可
笑
し

い
け
ど
状
況
に
鑑
み
る
と
笑
う
べ
き
で
は
な
い
よ
う
な
差
別
的
・
皮
肉
的
ジ
ョ
ー
ク
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
笑
う
べ
き
で
は
な

い
と
は
い
え
や
は
り
可
笑
し
い
ジ
ョ
ー
ク
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ジ
ョ
ー
ク
の
面
白
さ
は
、
道
徳
的
に
み
て
ア
ク
セ
ス
し
に
く
い

も
の
(
自
。
E
与
E
R
B
E
H
E
O
)
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
ジ
ョ
ー
ク
が
面
白
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、

と
い
う
わ
け
だ
。
一
方
、
ゴ

l
ト
に
よ
れ
ば
、
反
応
の
ふ
さ
わ
し
さ
は
倫
理
的
考
察
に
も
と
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

倫
理
的
考
察
を
踏
ま
え
れ
ば
、
や
は
り
差
別
的
ジ
ョ
ー
ク
は
可
笑
し
く
な
い
と
さ
れ
る
。

(
初
)
と
は
い
え
、
ス
テ
ッ
カ
ー
は
反
理
論
主
義
を
支
持
す
る
作
品
が
絶
対
に
存
在
し
得
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
今
後
そ

の
よ
う
な
作
品
が
現
れ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
と
述
べ
、
反
理
論
主
義
に
一
定
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
。

(
幻
)
と
は
い
え
、
ゴ

l
ト
自
身
が
倫
理
主
義
を
擁
護
す
る
た
め
の

7
・
プ
リ
オ
リ
な
論
証
と
し
て
提
示
し
て
い
る

(
1
)
道
徳
美

論
法

(
E。
邑

Z
E
q
肉
片
岡
ロ
自
由
号
、

(
2
)
認
識
主
義
的
論
法

(
2官
E
E門
R
官
E
O
E
)
、
(
3
)
ふ
さ
わ
し
い
反
応
か
ら
の
論

法

(EOロ
E

E
宮
口
百
時
間

5
2
)
の
三
つ
の
論
法
が
そ
れ
ぞ
れ
上
手
く
い
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
さ
ら
な
る
検
証
の
余
地

が
あ
る
だ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
本
論
に
は
そ
の
検
討
を
詳
細
に
行
う
余
裕
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、

e
E
[
N
8
2
に
対
す
る
書

評
の
な
か
で
、
ス
テ
ッ
カ
ー
が

(
1
)
に
対
し
て
、
ま
た
ジ
ヨ
ヴ
ア
ン
、
ネ
ツ
リ
は

(
3
)
に
対
し
て
、
疑
念
を
提
示
し
て
い
る

こ
と
だ
け
指
摘
し
て
お
く
(
印
青
島
耳

[Mg色
也
白
吉
川
、
自
問
耳
目
[
N
O
B
]
)

。
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(n)
「
も
し
あ
る
性
質
が
道
徳
的
徳
(
自
o
亘
書
EO)
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
美
し
い
特
性

(
n
E
R
R耳
EHH)

逆
に
、
も
し
あ
る
性
質
が
悪
徳
(
自
。

E
i
s
)
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
醜
い
特
性
で
あ
る
」
(
包
H
N
S
。

(
お
)
と
は
い
え
、
そ
の
説
教
臭
い
人
は
、
決
し
て
悪
し
き
態
度
を
是
認
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
説
教
臭
い
」

と
い
う
批
判
は
、
暴
力
平
嘘
つ
き
を
悪
だ
と
責
め
る
よ
う
な
積
極
的
批
判
で
は
な
く
、
視
野
が
狭
い
、
相
手
の
立
場
に
つ
い
て

の
認
識
が
欠
け
て
い
る
な
ど
の
消
極
的
批
判
で
あ
る
。

(
担
)
「
陳
腐
」
と
い
う
性
質
の
構
成
に
は
、
各
個
人
が
当
該
性
質
に
対
し
て
飽
き
る
こ
と
が
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、

「
陳
腐
」
概
念
は
単
に
個
人
的
な
飽
き
の
問
題
に
は
回
収
さ
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
陳
腐
」
と
は
、
他
の
作
品
や
社
会
的
価

値
観
な
ど
の
、
当
の
作
品
を
と
り
ま
く
関
係
性
の
う
ち
に
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
背
景
の
も
と
で
語
ら
れ
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

(
お
)
と
は
い
え
、
こ
の
飽
き
は
倫
理
的
な
嫌
悪
反
発
と
は
異
な
る
反
応
で
あ
る
。
飽
き
は
、
必
ず
し
も
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
嫌
悪
・

反
発
に
結
び
つ
く
と
は
限
ら
な
い
。
飽
き
る
と
い
う
反
応
の
複
雑
な
構
造
に
つ
い
て
は
、
ま
た
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し

た
い
。

(
お
)
こ
れ
は
、
視
野
の
狭
い
倫
理
観
を
打
ち
出
し
た
が
た
め
に
作
品
の
質
が
下
が
る
の
と
は
、
ま
た
別
の
ケ
l
ス
で
あ
る
。
ゴ
ー

ト
が
否
定
す
る
説
教
臭
い
作
品
は
、
打
ち
出
し
た
倫
理
的
態
度
が
倫
理
的
欠
陥
を
抱
え
て
い
た
た
め
に
、
倫
理
的
に
悪
い
作
品

と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
倫
理
的
な
態
度
を
打
ち
出
す
よ
り
も
、
倫
理
的
な
態
度
を
打
ち
出
さ

な
か
っ
た
ほ
う
が
良
か
っ
た
の
に
:
、
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

(
幻
)
芸
術
と
し
て
の
地
位
と
、
作
品
の
芸
術
的
価
値
を
独
立
の
も
の
と
し
て
考
え
る
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
い
か
に
作
品
の
芸
術

的
価
値
が
下
が
ろ
う
と
も
そ
れ
が
芸
術
で
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
主
張
は
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
倫
理
的
価
値
が

あ
ま
り
に
低
い
作
品
を
、
芸
術
制
度
、
慣
習
が
芸
術
作
品
と
し
て
つ
ね
に
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

(
お
)
国
ω
E官
E
E
口
白
色
は
こ
の
よ
う
な
考
え
を
提
出
し
た
古
典
的
論
考
で
あ
る
。
一
方
、
近
年
思
宮
口

[NCC
由
]
は
、
同
様
の
考

え
を
提
出
し
つ
つ
も
、
両
価
値
の
聞
に
深
い
関
連
性
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

で
あ
る
。
ま
た
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(
却
)
印
守
E
m
B
o
a
[
N
C
H
H
]

こ
の
論
文
で
、
ス
ト
ラ
ン
ド
パ
1
グ
は
美
的
価
値
判
断
と
倫
理
的
価
値
判
断
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
成

り
立
た
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
彼
の
以
下
の
飯
言
は
、
頭
の
隅
に
留
め
て
お
い
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
「
美
学
者
た
ち
は
、
同

僚
の
倫
理
学
者
の
研
究
結
果
に
も
と
づ
い
て
自
身
の
見
解
を
構
築
し
な
い
よ
う
、
注
意
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
」
(
印
q
E
B
耳
問

hNGHH]
甘町一『)。

(初)印
Z
n
z
Z
M
G
O
∞
]
も
同
様
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
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第
六
章

自
己
表
現
と
〈
癒
し
〉

|
|
〈
臨
生
〉
芸
術
へ
の
試
論

荒
井
裕
樹

は
じ
め
に
:
:
:
:
〈
臨
生
〉
の
試
み

言
語
表
現
に
せ
よ
、
非
一
言
語
表
現
に
せ
よ
、
自
己
の
内
側
に
欝
屈
し
た
感
情
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
果
た
し
て
人
聞
を

〈
癒
し
〉
得
る
の
か
o

そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
う
な
自
己
表
現
が
人
聞
を
〈
癒
す
〉
と
は
、
具
体
的
に
い
か
な
る
事
態
の
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
の
か
。
手
垢
に
ま
み
れ
、
ひ
ど
く
擦
り
切
れ
て
し
ま
っ
た
感
の
あ
る
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
(
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
可
能
性
を
諦
め
き
れ
な
い
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
て
今
更
な
が
ら
考
え
て
み
る
こ
と
も
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
表
現
と
い
う
行
為
が
持
つ
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
「
芸
術
療
法
」
や
「
ア
l
ト
・
セ
ラ
ピ
I
」
と
い
っ
た
形
で
、
主

に
「
精
神
病
者
」
の
描
画
表
現
を
中
心
に
貴
重
な
研
究
実
践
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
担
。
か
つ
て
は
「
患
者
」
の
特
異
な
表

現
が
病
理
学
的
な
サ
ン
プ
ル
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
「
医
療
者
」
が
構
築
し
た
理
論
に
よ
っ
て
(
あ
る
い
は
「
医
療
者
」
が
理
論
を

一
方
的
に
解
釈
・
意
味
付
け
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
近
年
で
は
、
む
し
ろ
表
現
と
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構
築
す
る
た
め
に
)


