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ア
ド
ル
ノ
美
学
の
集
大
成
と
い
う
べ
き
『
美
学
理
論
』
は
、
一
九
六
九
年
に
ア
ド
ル
ノ
が
没
し
た
と
き
未
完
の
ま
ま
残
さ
れ
た
著
作
で

あ
る（

１
）。

残
さ
れ
た
原
稿
は
ま
と
め
ら
れ
て
一
九
七
〇
年
に
早
く
も
公
刊
さ
れ
た
が
、
編
集
者
に
よ
る
と
、
書
か
れ
る
べ
き
内
容
は
ほ
と
ん

ど
書
か
れ
て
い
た
よ
う
で
、
最
後
の
仕
上
げ
を
ま
つ
段
階
だ
っ
た
と
い
う
。
ア
ド
ル
ノ
の
『
美
学
理
論
』
は
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
未
完

の
オ
ペ
ラ
《
モ
ー
セ
と
ア
ロ
ン
》
と
同
じ
よ
う
に
、
完
成
さ
せ
よ
う
に
も
結
果
と
し
て
完
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、
ア
ド
ル
ノ
の
考

え
の
一
端
を
は
か
ら
ず
も
証
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
追
求
さ
れ
る
真
理
は
、
完
成
さ
れ
た
か
た
ち
を
望
ま
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。『
美
学
理
論
』
の
内
容
に
つ
い
て
み
る
と
、
表
向
き
に
は
、
芸
術
の
哲
学
と
し
て
の
性
格
を
強
く
し
て
い
る
。
と
く
に
そ
れ
は
、

作
品
の
哲
学
で
あ
る
。
た
だ
し
一
般
論
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
、
近
代
主
義
の
芸
術
を
と
く
に
念
頭
に
お
い
た
話
と
な
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
ま
た
『
美
学
理
論
』
の
内
容
を
よ
く
吟
味
し
て
分
か
る
こ
と
は
、
根
底
に
お
い
て
、
理
性
の
あ
り
か
た
が
問
わ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
美
学 Ä

sthetik 

と
は
そ
の
語
義
か
ら
す
る
と
感
性
論
で
あ
る
が
、
ア
ド
ル
ノ
の
場
合
に
は
、
感
性
と
理
性
に
つ

い
て
同
時
に
問
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
美
学
と
し
て
の
著
し
い
特
徴
と
い
え
る
の
は
、
理
性
の
あ
り
か
た
が
問
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

　

ア
ド
ル
ノ
の
『
美
学
理
論
』
の
原
題
は Ä

sthetische Theorie 

で
あ
る
。
邦
訳
は
『
美
の
理
論
』
と
い
う
題
名
と
な
っ
て
い
る
。
た
し

ア
ド
ル
ノ
の
美
学
理
論
に
お
け
る
美
学
と
理
論

高　
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〇

か
に
そ
の
ほ
う
が
誰
に
で
も
受
け
入
れ
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
著
作
の
内
容
に
た
い
し
て
適
切
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然

美
や
芸
術
美
に
つ
い
て
語
っ
て
い
て
も
、
全
体
の
議
論
の
な
か
で
美
の
問
題
が
と
り
た
て
て
中
心
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
斜
に
構
え
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
著
作
は
た
し
か
に
美
的
な
理
論 Ä

sthetische Theorie 

だ
と
も
い
え
る
。
か
つ
て
ブ
プ

ナ
ー
は
「
理
論
は
美
的
に
な
り
う
る
か
」
と
い
う
皮
肉
の
き
い
た
論
文
で
、
興
味
深
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

２
）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ア
ド

ル
ノ
の
こ
の
著
作
は
、
玉
虫
色
の
題
名 Ä

sthetische Theorie 

か
ら
し
て
、
美
学 Ä

sthetik 

の
理
論
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
理
論
そ
の
も

の
が
美
的－

感
性
的 ästhetisch 

で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
理
論
は
も
は
や
基
本
命
題
な
る
も
の
を
想
定
で

き
な
く
な
り
、
思
考
の
動
き
は
よ
り
ど
こ
ろ
な
く
エ
ッ
セ
イ
形
式
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
は
、
理
性
へ
の
信
頼
は
ゆ
ら
ぎ
、
理

論
そ
の
も
の
が
美
的－

感
性
的 ästhetisch 

に
な
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
う
し
た
見
立
て
は
、
感
性
と
理
性
と
を
切
り
離
し
て
考
え
る

か
ぎ
り
誤
り
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
が
理
論
の
名
に
こ
だ
わ
る
こ
と
で
重
視
し
た
の
は
、
理
性
を
た
だ
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
理
性
の
あ

る
べ
き
姿
を
示
唆
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、ästhetisch 

の
語
の
多
く
の
含
み
を
考
慮
し
て
も
、
ア
ド
ル
ノ
美
学
は
と
も
か

く
理
論
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、『
美
学
理
論
』
が
や
は
り
原
題 Ä

sthetische Theorie 

に
ふ
さ
わ
し
い
。

　

本
論
の
ね
ら
い
は
、
ア
ド
ル
ノ
に
お
い
て
美
学
と
理
論
と
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
理
解
さ
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
ア
ド
ル

ノ
美
学
が
ど
ん
な
理
論
で
あ
っ
た
の
か
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
美
学
史
に
み
ら
れ
た

大
き
な
二
つ
の
傾
向
で
あ
る
。
一
つ
に
、
美
学
と
い
う
学
問
は
、
感
覚
論
と
し
て
出
発
し
た
も
の
の
、
感
覚
へ
の
敵
意
を
は
ら
み
な
が
ら

発
展
し
て
き
た
こ
と
。
も
う
一
つ
に
、
美
学
と
い
う
学
問
は
、
感
覚
論
と
し
て
出
発
し
た
も
の
の
、
芸
術
の
哲
学
と
し
て
発
展
し
て
き
た

こ
と
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
伝
統
美
学
の
こ
の
二
つ
の
傾
向
に
た
い
し
て
、
ア
ド
ル
ノ
美
学
が
ど
ん
な
反
省
を
し
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ

れ
に
よ
り
、
ア
ド
ル
ノ
美
学
が
ど
ん
な
特
徴
を
も
つ
に
至
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
ア
ド
ル
ノ
美
学
は
、
全
体
と
し
て
は
、
芸
術

の
哲
学
に
な
お
と
ど
ま
る
が
、
そ
れ
で
も
、
自
然
美
に
つ
い
て
の
考
察
が
ひ
と
つ
の
鍵
で
あ
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
九



五
一

ア
ド
ル
ノ
の
美
学
理
論
に
お
け
る
美
学
と
理
論

世
紀
以
来
の
美
学
に
お
い
て
自
然
美
は
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
ア
ド
ル
ノ
は
芸
術
に
内
在
す
る
問
題
を
あ
き

ら
か
に
す
る
た
め
に
自
然
美
に
あ
ら
た
に
注
目
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ア
ド

ル
ノ
が
自
身
の
知
の
い
と
な
み
を
理
論 Theorie 

と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
と
き
理
論
と
は
そ
の
原
語
の
ギ
リ

シ
ア
語 theoria 
に
そ
く
し
て
観
照
の
意
味
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
み
る
と
、
ア
ド
ル
ノ
美
学
は
、
芸
術
の
哲
学
で
あ
る

と
と
も
に
芸
術
の
理
論
で
あ
る
と
も
い
え
る
が
、
芸
術
を
モ
デ
ル
と
し
て
理
性
の
あ
り
か
た
を
問
う
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
理
論

自
体
に
お
い
て
も
理
性
の
あ
る
べ
き
姿
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　

感
覚
の
位
置

　

美
学
と
い
う
学
問
は
、
一
八
世
紀
に
哲
学
者
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る（
３
）。
た
し
か
に
、
古
代
か
ら
美
に
つ

い
て
の
思
索
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
世
紀
に
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
ラ
テ
ン
語
で aesthetica 

と
い
う
語
を
つ
く
っ
た
の
が
、
美
学
と

い
う
語
の
始
ま
り
と
さ
れ
、
名
は
体
を
表
す
と
い
う
よ
う
に
、
美
学
と
い
う
学
問
も
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
バ
ウ
ム

ガ
ル
テ
ン
は
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
で
あ
る
の
で
、
こ
う
し
た
見
方
は
、
ド
イ
ツ
系
美
学
を
権
威
づ
け
る
の
に
も
都
合
が
よ
か
っ
た
わ
け
だ

が
、
美
学
が
そ
の
名
に
お
い
て
近
代
の
学
問
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
美
学
の
語
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
ギ
リ
シ
ア
語
の
ア
イ
ス

テ
ー
シ
ス aisthesis 

は
、
も
と
も
と
、
感
覚
や
知
覚
を
あ
ら
わ
す
語
で
、
適
用
さ
れ
る
の
は
芸
術
と
は
か
ぎ
ら
な
か
っ
た
。
バ
ウ
ム
ガ
ル

テ
ン
の
美
学 aesthetica 

も
ま
た
「
感
性
の
認
識
の
学 scientia cognitionis sensitivae

」
と
謳
う
よ
う
に
認
識
論
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
詩

の
例
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
芸
術
の
哲
学
と
し
て
の
性
格
は
ま
だ
十
分
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
カ
ン
ト
も
同
様
で
あ



五
二

る
。
カ
ン
ト
の
美
学
は
、
文
字
通
り
に
は
、
一
七
八
一
年
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
超
越
論
的
感
性
論 Transzendentale Ä

sthetik

」

に
あ
る（

４
）。

こ
れ
も
ま
た
今
日
か
ら
み
る
と
プ
ロ
ト
美
学
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
認
識
の
基
礎
と
し
て
の
時
間
と
空
間

と
い
う
直
観
形
式
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
芸
術
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

美
学
と
い
う
学
問
の
発
展
は
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
一
つ
の
逆
説
と
と
も
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
美
学
は
も
と
も
と
一
種
の
感
覚

論
と
し
て
出
発
し
た
が
、
そ
の
発
展
の
な
か
で
、
感
覚
へ
の
敵
意
を
は
ら
ん
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
正
確
に
い
う
と
、
美
学
は
、
感
覚
に

す
ぎ
な
い
も
の
を
低
く
み
な
す
傾
向
を
も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
う
み
る
と
、
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
の
「
美
の
分
析
論
」
に
は
、

そ
の
端
緒
と
な
る
区
別
が
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、「
快
適
な
も
の
」
と
「
美
し
い
も
の
」
と
の
区
別
で
あ
る（

５
）。

カ
ン
ト
に
よ
る
と
、

「
快
適
な
も
の
」
が
満
足
の
対
象
で
あ
る
よ
う
に
、「
美
し
い
も
の
」
も
ま
た
満
足
の
対
象
で
あ
っ
て
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
満
足
の
在
り

か
た
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。「
快
適
な
も
の
」
へ
の
満
足
は
、
関
心
や
欲
求
に
も
と
づ
く
満
足
の
う
ち
で
も
、
享
楽
に
よ
る
満
足
で
あ

る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、「
美
し
い
も
の
」
へ
の
満
足
は
、
関
心
や
欲
求
に
も
と
づ
か
な
い
満
足
で
あ
っ
て
、
享
楽
を
い
っ
さ
い
望
ま
な

い
と
こ
ろ
の
満
足
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
う
と
、「
快
適
な
も
の
」
へ
の
満
足
は
、
感
覚
の
満
足
に
と
ど
ま
る
の
に
た
い
し
て
、「
美
し
い
も

の
」
へ
の
満
足
は
、
判
定
の
満
足
と
さ
れ
る
（
第
五
四
節
）。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
の
い
う
「
美
し
い
も
の
」
へ
の
満
足
は
、
感
覚
に
心

地
の
よ
い
刺
激
に
お
ぼ
れ
る
こ
と
な
く
、
対
象
の
現
れ
か
た
を
見
極
め
る
こ
と
に
よ
る
満
足
で
あ
る（

６
）。
そ
の
か
ぎ
り
、
カ
ン
ト
は
「
美

し
い
も
の
」
へ
の
満
足
を
、
感
覚
自
体
か
ら
遠
ざ
け
て
い
る
か
に
も
み
る（

７
）。

カ
ン
ト
は
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、「
快
適
な
技
術 angenehm

e 

K
unst

」
と
「
美
し
い
技
術 schöne K

unst

」
と
い
う
区
別
を
立
て
る
が
（
第
四
四
節
）、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
帰
結
が
も
た
ら
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
今
日
の
芸
術
に
あ
た
る
の
が
「
美
し
い
技
術
」
で
あ
る
が
、
芸
術
の
所
産
と
し
て
の
作
品
に
た
い
し
て
は
、
感
覚
に
心

地
よ
い
刺
激
を
追
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
否
定
し
て
、
作
品
の
形
式
を
こ
ま
か
く
観
察
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
く
る
。

　

美
学
が
こ
れ
ま
で
感
覚
へ
の
敵
意
を
は
ら
ん
で
き
た
と
い
う
の
は
、
誇
張
で
は
な
い
。
美
学
は
こ
れ
ま
で
カ
ン
ト
の
区
別
の
な
か
に
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ア
ド
ル
ノ
の
美
学
理
論
に
お
け
る
美
学
と
理
論

価
値
判
断
を
含
ま
せ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
美
学
は
し
ば
し
ば
対
象
が
感
覚
に
あ
た
え
る
心
地
よ
い
刺
激
に
お
ぼ
れ
る
こ
と
を
戒
め
て
、

超
然
と
し
た
態
度
に
よ
っ
て
対
象
の
現
れ
を
つ
ぶ
さ
に
感
取
す
る
こ
と
を
求
め
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
享
楽 G

enuß 

を
否
定
し
、
観
照 

K
ontem

plation 

を
肯
定
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
語
で
い
う
感
覚 Em

pfindung 

の
語
が
ま
た
感
情
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
、
そ

こ
で
は
ま
た
、
自
然
に
わ
い
て
く
る
感
情
を
抑
え
よ
う
と
す
る
意
識
も
含
ま
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
感
覚
へ
の
敵
意
の
う
ち
で
大
き
い

の
は
、
享
楽
へ
の
敵
意
で
あ
っ
て
、
感
覚
に
心
地
の
よ
い
刺
激
へ
の
関
心
や
欲
求
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
人
間
の
不
自
由
と
み
ら

れ
て
き
た
。
美
学
は
、
こ
の
よ
う
に
、
感
覚
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
低
く
み
な
し
な
が
ら
、
高
次
の
感
覚
と
し
て
の
感
性
に
向
か
っ
て
い
く

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
、
芸
術
こ
そ
が
、
高
次
の
感
覚
と
し
て
の
感
性
に
ふ
さ
わ
し
い
場
で
あ
っ
て
、
芸
術
の
所
産
と
し
て
の

作
品
は
、
形
式
と
内
容
に
お
い
て
十
全
に
感
取
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
美
学
は
と
く
に
芸
術
の
哲
学
と
し
て
特
別
な
発
展

を
と
げ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
美
学
と
い
う
学
問
は
、
芸
術
の
哲
学
と
な
る
こ
と
を
通
し
て
、
感
覚
を
超
え
る
価
値
に
ゆ
き
つ

く
こ
と
も
あ
っ
た
。
西
洋
の
哲
学
思
想
は
、
総
じ
て
、
理
性
を
重
ん
じ
な
が
ら
、
感
覚
を
低
く
み
な
す
傾
向
を
有
し
て
い
た
か
ら
、
美
学

に
も
み
ら
れ
る
感
覚
へ
の
敵
意
は
、
皮
肉
に
も
、
美
学
の
地
位
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

　

ア
ド
ル
ノ
美
学
に
も
ま
た
感
覚
へ
の
敵
意
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
娯
楽
音
楽
へ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
攻
撃
に
み
る
よ
う
に
、

ア
ド
ル
ノ
は
も
と
も
と
、
作
品
が
も
た
ら
す
感
覚
に
心
地
よ
い
刺
激
に
お
ぼ
れ
る
こ
と
を
戒
め
て
、
作
品
の
形
式
を
そ
の
細
部
に
い
た
る

ま
で
十
全
に
と
ら
え
る
こ
と
を
説
い
て
き
た（

８
）。

し
た
が
っ
て
、
ア
ド
ル
ノ
は
『
美
学
理
論
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
美
学
に
た
い
し
て
一
定
の

評
価
を
あ
た
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
「
美
し
い
も
の
」
へ
の
満
足
を
「
関
心
を
と
も
な

わ
な
い
」
満
足
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り（

９
）、「
美
し
い
も
の
」
を
つ
い
に
は
感
覚
に
心
地
よ
い
刺
激
か
ら
も
遠
ざ
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（7.22 f

）。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
「
関
心
を
と
も
な
わ
な
い
」
と
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
利
害
関
心
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
所
有
の
関
心
か
ら
も
、
支
配
の
関
心
か
ら
も
、
自
由
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
関
心
を
と
も
な
わ
な
い
」
と
は
さ
ら
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に
、
欲
求
を
と
も
な
わ
な
い
状
態
で
あ
り
、
享
楽
を
い
っ
さ
い
望
ま
な
け
れ
ば
、
感
覚
に
心
地
よ
い
刺
激
を
い
っ
さ
い
望
ま
な
い
こ
と
で

も
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
が
そ
う
み
る
よ
う
に
、「
美
し
い
技
術
」
と
し
て
の
芸
術
に
た
い
し
て
も
「
関
心
を
と
も
な
わ
な
い
」
満
足
が
も
と

め
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
芸
術
を
日
常
の
必
要
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
芸
術
を
日
常
の
享
楽
か

ら
も
遠
ざ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
こ
う
し
て
「
芸
術
を
飽
く
こ
と
な
く
撫
で
ま
わ
し
味
わ
い
つ
く
そ
う
と
す
る
貪

欲
な
俗
物
根
性
か
ら
救
い
だ
し
た
」
と
み
ら
れ
て
い
る
（7.23

）。

　

ア
ド
ル
ノ
は
そ
れ
で
も
カ
ン
ト
の
矛
盾
を
見
逃
さ
な
い
。「
美
し
い
も
の
」
へ
の
満
足
を
「
関
心
を
と
も
な
わ
な
い
」
満
足
と
み
る
と

き
、「
カ
ン
ト
が
関
心
と
よ
ぶ
も
の
が
な
け
れ
ば
、
満
足
が
一
体
何
で
あ
る
か
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
美
の
規
定
に
も
は
や
役

立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」 

か
ら
で
あ
る
（7.22

）。
ア
ド
ル
ノ
の
う
が
っ
た
見
方
に
よ
る
と
、
カ
ン
ト
は
こ
う
し
て
「
美
し
い
も
の
」

を
も
っ
ぱ
ら
満
足
か
ら
説
明
し
よ
う
と
い
う
主
観
主
義
か
ら
逃
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、「
美
し
い
も
の
」
に
は
や
は
り
満
足
は
つ
き
も

の
で
あ
っ
て
、
関
心
を
否
定
し
て
も
な
お
何
ら
か
の
関
心
は
残
る
の
で
は
な
い
か
。
じ
つ
は
、
カ
ン
ト
自
身
も
ま
た
「
関
心
を
と
も
な
わ

な
い
」
満
足
と
い
う
言
い
か
た
に
躊
躇
し
て
い
て
、
ア
ド
ル
ノ
は
い
み
じ
く
も
カ
ン
ト
の
次
の
注
を
そ
っ
く
り
引
用
し
て
い
る
。「
満
足

の
対
象
に
つ
い
て
の
あ
る
判
断
は
、
ま
っ
た
く
無
関
心
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
そ
れ
で
も
き
わ
め
て
関
心
を
惹
く
こ
と
が
あ
り
う
る
。

つ
ま
り
こ
の
判
断
は
、
関
心
に
も
と
づ
か
な
い
が
、
し
か
し
あ
る
関
心
を
生
み
出
す
」（
第
二
節
）。
結
局
の
と
こ
ろ
、
ア
ド
ル
ノ
は
カ
ン

ト
の
矛
盾
を
つ
く
こ
と
で
、
芸
術
経
験
に
は
ら
ま
れ
る
同
じ
矛
盾
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
関
心
を
放

棄
し
た
と
こ
ろ
で
、
新
し
い
関
心
が
生
み
だ
さ
れ
る
こ
と
。
欲
求
を
放
棄
し
た
と
こ
ろ
で
、
新
し
い
欲
求
が
生
み
だ
さ
れ
る
こ
と
。
享
楽

を
放
棄
し
た
と
こ
ろ
で
、
新
し
い
享
楽
が
生
み
だ
さ
れ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
幸
福
を
断
念
し
た
と
こ
ろ
で
、
新
し
い
幸
福
が
ひ
ら
か
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
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ア
ド
ル
ノ
の
美
学
理
論
に
お
け
る
美
学
と
理
論

　
　

芸
術
経
験
は
、
享
楽
趣
味
を
投
げ
捨
て
て
は
じ
め
て
、
自
ら
の
原
理
に
従
う
も
の
と
な
る
。
芸
術
経
験
へ
と
い
た
る
道
は
、
無
関
心

の
状
態
を
経
る
も
の
で
あ
る
。
芸
術
は
、
料
理
や
ポ
ル
ノ
と
い
っ
た
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
歩
み
を
も
は
や
取
り
消

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
歩
み
は
、
無
関
心
の
状
態
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
い
。
無
関
心
の
状
態
は
お
の
ず
と
変
化

し
て
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
関
心
を
再
生
す
る
。
偽
り
の
世
界
の
な
か
で
は
享
楽
は
こ
と
ご
と
く
偽
り
と
な
る
。
幸
福
の
た
め
に
幸

福
は
断
念
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
断
念
す
る
こ
と
で
幸
福
へ
の
欲
求
は
、
芸
術
の
な
か
に
生
き
残
る
（7.26

）

　

芸
術
の
哲
学　

　

美
学
に
お
け
る
感
覚
へ
の
敵
意
を
ひ
も
と
け
ば
、
美
学
が
な
ぜ
芸
術
の
哲
学
と
し
て
発
展
し
て
き
た
か
も
分
か
る
。
な
ぜ
な
ら
、
感
覚

そ
の
も
の
が
低
く
み
な
さ
れ
る
と
き
、
芸
術
こ
そ
が
高
次
の
感
覚
に
ふ
さ
わ
し
い
場
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
芸
術
自
体
が

な
お
も
感
覚
に
と
ど
ま
る
分
野
で
あ
る
か
ぎ
り
、
哲
学
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
以
来
、

美
学
が
と
く
に
芸
術
の
哲
学
と
し
て
発
展
し
て
き
た
背
後
に
は
、
こ
う
し
た
志
向
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
今
日
で
も
、
美
学
は

な
お
芸
術
の
哲
学
と
し
て
の
命
脈
を
保
っ
て
い
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
は
、
芸
術
の
哲
学
の
一
つ
の
典
型
と
い
え
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
美
学
講
義
』（
一
八
三
五
）
で
は）

（1
（

、
冒
頭
で
述
べ
ら
れ

る
よ
う
に
、
美
学 Ä

sthetik 

の
語
は
、
便
宜
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
美
学
の
語
の
も
と
で
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
「
芸
術
の

哲
学
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
（13

）。
こ
れ
は
ま
た
、
美
学
が
も
は
や
認
識
論
と
し
て
の
感
性
論
で
は
な
い
と
い
う
主
張
で
も
あ
る
。
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、
そ
う
い
う
と
き
、
二
つ
の
大
き
な
前
提
の
う
え
に
立
っ
て
い
る
。
一
方
に
お
い
て
、
哲
学
と
芸
術
と
は
、
同
じ
真
理
を
目
指
し

て
い
る
こ
と
。
他
方
に
お
い
て
、
哲
学
と
芸
術
と
は
、
真
理
と
の
関
係
に
お
い
て
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、



五
六

芸
術
の
「
最
終
目
的
」
は
、
作
品
の
な
か
に
「
真
理
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
」
で
あ
る
（82

）。
と
は
い
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
な
ら
、

作
品
は
も
っ
ぱ
ら
人
間
の
感
覚
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
作
品
の
真
理
も
ま
た
感
覚
に
と
ど
ま
る
の
で
、
哲
学
の
概
念
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
作
品
に
お
い
て
真
理
が
お
の
ず
と
現
れ
る
に
し
て
も
、
作
品
に
お
け
る
真
理
は
、
現
れ
と
し
て
感
覚

に
と
ど
ま
る
の
で
、
哲
学
の
概
念
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
こ
と
を
待
つ
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
考
え
か
た
に
は
、
二
つ
の
こ
と
が
隠
さ
れ

て
い
る
。
一
つ
に
、
芸
術
の
哲
学
は
、
根
本
に
お
い
て
、
感
覚
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
低
く
み
な
す
傾
向
か
ら
き
て
い
る
こ
と
。
も
う
一
つ

に
、
芸
術
の
哲
学
は
た
ん
に
芸
術
一
般
に
つ
い
て
論
じ
る
だ
け
で
な
く
、
作
品
の
解
釈
と
し
て
の
性
格
も
そ
な
え
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
以
上
の
よ
う
な
前
提
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
二
〇
世
紀
の
解
釈
学
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
考

え
か
た
で
あ
る
。

　

ア
ド
ル
ノ
の
『
美
学
理
論
』
で
は
、
芸
術
の
哲
学
が
い
ま
だ
十
分
成
功
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
芸
術
の
哲
学

は
、
た
し
か
に
こ
れ
ま
で
、
芸
術
一
般
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
甘
ん
じ
て
き
た
。
た
と
え
そ
れ
が
個
々
の
作
品
を
解
釈
す
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
、
個
々
の
作
品
そ
れ
ぞ
れ
の
在
り
か
た
に
忠
実
で
あ
っ
た
た
め
し
は
な
い
。
近
代
芸
術
の
そ
の
つ
ど
の
新
し
い
実
践
は
、
芸
術

な
る
も
の
の
例
示
で
は
な
く
、
芸
術
概
念
を
そ
の
つ
ど
更
新
す
る
試
み
だ
っ
た
し
、
個
々
の
作
品
は
ど
れ
も
唯
一
無
二
あ
る
こ
と
を
目
指

し
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
芸
術
の
哲
学
は
そ
も
そ
も
始
め
か
ら
失
敗
す
る
よ
う
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
そ

れ
を
み
と
め
て
こ
う
述
べ
る
。「
哲
学
と
芸
術
に
は
同
じ
精
神
が
支
配
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
哲
学
が
作
品
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
な
く

芸
術
の
本
質
に
つ
い
て
論
じ
て
い
て
も
許
さ
れ
て
い
た
。
む
ろ
ん
、
芸
術
と
い
わ
れ
る
も
の
と
芸
術
の
一
般
規
定
と
が
一
致
し
な
い
と
い

う
理
由
か
ら
、
芸
術
の
特
殊
な
あ
り
か
た
を
考
え
よ
う
と
す
る
当
然
の
試
み
も
あ
っ
た
が
、
哲
学
と
し
て
の
美
学
は
い
つ
も
そ
れ
に
失
敗

し
て
き
た
」（7.496

） 

。

　

ア
ド
ル
ノ
美
学
は
そ
れ
で
も
芸
術
の
哲
学
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
。
し
か
も
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
み
ら
れ
る
二
つ
の
大
き
な
前
提
を
引
き
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ア
ド
ル
ノ
の
美
学
理
論
に
お
け
る
美
学
と
理
論

受
け
て
も
い
る
。
一
つ
に
、
哲
学
と
芸
術
は
と
も
に
同
一
の
真
理
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
。
も
う
一
つ
に
、
芸
術
の
所
産
と
し
て
の
作

品
の
な
か
に
真
理
が
現
れ
る
と
は
い
え
、
哲
学
に
よ
る
解
明
を
ま
つ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
哲
学
と
芸
術
と
は
そ
れ
ら
の
真
理
内
容
に
お
い
て
交
わ
る
。
段
々
と
明
か
さ
れ
て
い
く
作
品
の
真
理
は
、
哲
学
概
念
の
真
理
と
別
の
も

の
で
は
な
い
。
…
…
作
品
自
体
の
こ
の
真
理
は
、
哲
学
の
解
釈
に
な
じ
む
も
の
で
あ
っ
て
、
…
…
哲
学
の
真
理
と
一
致
す
る
も
の
で
あ

る
」（7.197

）。
た
だ
し
「
ど
ん
な
作
品
で
あ
れ
十
全
に
経
験
さ
れ
る
に
は
、
思
想
と
と
も
に
哲
学
を
必
要
と
す
る
」（7.391

）。

　

ア
ド
ル
ノ
が
『
美
学
理
論
』
の
冒
頭
で
述
べ
る
よ
う
に
「
芸
術
に
か
ん
し
て
何
一
つ
自
明
な
こ
と
は
な
く
な
っ
た
」（7.9

） 

の
な
ら
、

芸
術
の
哲
学
が
こ
れ
ま
で
目
指
し
て
き
た
芸
術
の
一
般
論
は
、
も
は
や
通
用
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
、
ア
ド
ル
ノ
は
そ
れ
で
も

芸
術
の
哲
学
に
と
ど
ま
る
が
、
そ
こ
で
ま
ず
重
ん
じ
ら
れ
る
の
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
個
々
の
作
品
そ
れ
ぞ
れ
の
個
々
の
在
り
か
た
に
忠
実

に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
個
々
の
作
品
の
形
式
を
明
ら
か
に
す
る
内
在
分
析
が
欠
か
せ
な
い
。
と
は
い
え
、
ア

ド
ル
ノ
に
と
っ
て
芸
術
の
哲
学
は
、
個
々
の
作
品
そ
れ
ぞ
れ
の
個
々
の
在
り
か
た
に
満
足
す
る
も
の
で
も
な
い
。
芸
術
の
哲
学
は
、
作

品
の
内
在
分
析
に
よ
り
な
が
ら
も
、
作
品
の
内
在
分
析
を
超
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
作
品
の
形
式
を
明
ら
か
に

す
る
内
在
分
析
に
と
と
も
に
、
個
々
の
作
品
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
解
釈
が
さ
ら
に
必
要
と
さ
れ
る
。
と
く
に
、
作
品
の
真
理
内
容 

W
ahrheitsgehalt 

と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
社
会
全
体
に
か
か
わ
る
真
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
芸
術
の
哲
学
は
、
個
々
の
作
品
の
解
釈

を
と
お
し
て
、
個
々
の
作
品
の
う
ち
な
る
真
理
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
個
々
の
作
品
を
超
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
美
学
は
、

芸
術
の
哲
学
と
し
て
の
役
割
か
ら
す
れ
ば
、「
作
品
の
内
在
分
析
の
考
え
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
の
、
作
品
の
内
在
分
析
が
お
よ

ば
な
い
と
こ
ろ
を
持
ち
場
と
し
て
い
る
。
美
学
の
さ
ら
な
る
省
察
は
、
作
品
の
内
在
分
析
が
直
面
す
る
事
態
を
乗
り
超
え
て
、
強
い
批
判

に
よ
っ
て
真
理
内
容
へ
と
迫
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
品
の
内
在
分
析
そ
の
も
の
は
窮
屈
な
の
で
、
社
会
を
意
識
し
な
が
ら
芸
術
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
」（7.517-8

）。
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ア
ド
ル
ノ
の
『
美
学
理
論
』
で
は
相
反
す
る
二
つ
の
主
張
な
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
は
、
作
品
は
「
解
釈
の
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
べ
き
で
は
な
い
」（7.（79

） 

と
い
わ
れ
る
。
他
方
で
は
、「
作
品
は
、
最
高
の
価
値
を
そ
な
え
た
作
品
は
な
お
さ
ら
、
解
釈
さ
れ
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
る
」（7.（93

） 

と
も
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
主
張
は
、
相
反
す
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
一
貫
し
た
考
え
と
み
る
べ

き
で
あ
る
。
こ
う
述
べ
ら
れ
る
。「
理
解
さ
れ
る
べ
き
は
、
現
状
に
お
い
て
は
、
作
品
が
理
解
し
が
た
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

（7.179

）。「
芸
術
の
哲
学
に
あ
た
え
ら
れ
た
使
命
は
、
哲
学
の
思
索
が
ほ
と
ん
ど
不
可
避
に
試
み
て
き
た
よ
う
に
、
理
解
で
き
な
い
と
こ

ろ
を
説
明
に
よ
っ
て
解
消
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
使
命
は
、
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
」

（7.5（6

）。
た
し
か
に
こ
の
考
え
は
ど
ん
な
作
品
に
も
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
ベ
ケ
ッ
ト
の
作
品
が
そ
の
最
た
る
例
と
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
真
正
の
作
品
こ
そ
が
理
解
し
が
た
い
も
の
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
な
ら
、
作
品
の
理
解
し
が
た
さ

や
、
作
品
の
謎
性
格 R

ätselcharakter 
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
現
代
に
お
い
て
は
、
社
会
の
同
一
化
の
力
へ
の
抵
抗
か
ら
く
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
真
理
を
含
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
解
釈
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ア
ド
ル
ノ
美
学
が
と
く
に
芸
術
の
哲
学
と
し
て
目
指
す
の
は
、
個
体
と
し
て
の
作
品
か
ら
始
ま
っ
て
、
個
体
と
し
て
の
作
品
を
超
え
る

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
体
と
し
て
の
作
品
に
お
い
て
、
思
い
が
け
ず
、
社
会
全
体
に
か
か
わ
る
真
理
と
出
会
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
ア
ド
ル
ノ
の
『
美
学
理
論
』
自
体
お
の
れ
の
理
念
を
ど
れ
ほ
ど
実
現
で
き
て
い
る
の
か
は
、
問
わ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
著
作
も
ま
た
芸
術
の
一
般
論
か
ら
逃
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ド
ル
ノ
の
『
美
学
理
論
』
が

そ
れ
ま
で
の
数
々
の
作
品
批
評
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
含
み
入
れ
る
な
ら
ば
、
次
の
点
で
は
一
貫
し
て
い
る
と
い
え
る
。
第
一

に
、
個
々
の
作
品
そ
れ
ぞ
れ
の
個
々
の
問
題
か
ら
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
体
系
あ
り
き
で
は
な
く
、
個
々
の
問
題
の
な

か
か
ら
相
互
の
つ
な
が
り
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
、
個
々
の
作
品
の
か
か
え
る
個
々
の
問
題
に
お
い
て
、
社
会
全
体
に
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ア
ド
ル
ノ
の
美
学
理
論
に
お
け
る
美
学
と
理
論

か
か
わ
る
真
理
が
み
と
め
ら
れ
て
い
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
作
品
に
お
け
る
不
協
和
、
ベ
ケ
ッ
ト
の

作
品
に
お
け
る
不
条
理
、
ツ
ェ
ラ
ン
の
作
品
に
お
け
る
寡
黙
さ
な
ど
は
、
個
々
の
問
題
で
あ
り
な
が
ら
、
相
互
に
ま
っ
た
く
無
関
係
で
な

く
、
社
会
全
体
に
か
か
わ
る
真
理
を
し
め
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　

ア
ド
ル
ノ
美
学
に
お
け
る
芸
術
の
哲
学
は
、
た
し
か
に
ま
た
、
芸
術
に
か
か
わ
る
対
象
に
つ
い
て
論
じ
る
と
い
う
側
面
の
ほ
か
に
、
芸

術
に
か
か
わ
る
概
念
に
つ
い
て
論
じ
る
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
概
念
と
は
、
定
義
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
自
体
も
ま
た
論
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
芸
術
に
か
か
わ
る
概
念
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
、
事
実
上
、
芸
術
に
つ

い
て
論
じ
る
た
め
の
語
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ア
ド
ル
ノ
美
学
が
な
お
ド
イ
ツ
観
念
論
か
ら
の
議
論
を
引
き
ず
っ
て

い
る
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
新
し
い
概
念
の
使
用
を
避
け
な
が
ら
、
カ
ン
ト
以
降
の
美
学
の
中
心
に
あ
っ
た
概
念
に
つ
い
て
反
省
す
る
と

い
う
仕
事
か
ら
き
て
い
る
。『
美
学
理
論
』
で
は
た
し
か
に
、
崇
高
・
表
現
・
作
品
・
仮
象
・
形
式
・
内
容
・
経
験
・
解
釈
・
理
解
な
ど
、

使
い
古
さ
れ
た
概
念
に
つ
い
て
、
新
し
い
状
況
の
な
か
で
ど
ん
な
意
味
を
も
ち
う
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
仕
事
は
、

ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
二
重
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
ま
ず
も
っ
て
、
概
念
の
歴
史
に
つ
い
て
問
う
こ
と
は
、
対
象
の
歴
史
を
そ
こ
に
透
か

し
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
の
歴
史
を
そ
こ
に
透
か
し
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
議
論
の
一
般
化
や
体
系
化

を
企
て
る
ま
え
に
、
そ
れ
を
支
え
て
き
た
概
念
に
つ
い
て
反
省
す
る
こ
と
で
、
概
念
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
個
々
の
対
象
に
た

い
し
て
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
作
品
に
た
い
し
て
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、『
美
学
理
論
』
の
論

述
で
は
、
芸
術
に
か
か
わ
る
対
象
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
、
芸
術
に
か
か
わ
る
概
念
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
、
相
互
に
区
別
で
き
な

い
ほ
ど
絡
ん
で
い
る
。
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自
然
美
の
問
題

　

美
学
は
こ
れ
ま
で
自
然
と
芸
術
の
二
つ
の
領
域
に
か
か
わ
っ
て
き
た
。
自
然
と
芸
術
は
と
も
に
美
し
い
対
象
と
な
り
う
る
の
で
、
美
学

の
考
察
の
お
も
な
対
象
と
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
た
し
か
に
、
美
学
は
こ
れ
ま
で
自
然
美
と
芸
術
美
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て

き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
美
学
の
あ
り
か
た
に
か
か
わ
る
問
題
が
そ
こ
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
と
く
に
、
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル

に
か
け
て
自
然
美
と
芸
術
美
と
の
区
別
が
取
り
ざ
た
さ
れ
る
と
き
に
は
、
自
然
美
と
芸
術
美
と
の
優
劣
も
ま
た
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
カ

ン
ト
は
自
然
美
を
な
お
高
く
評
価
し
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
な
る
と
自
然
美
よ
り
も
芸
術
美
の
ほ
う
を
上
と
み
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
そ

れ
に
と
も
な
い
、
カ
ン
ト
以
降
の
美
学
に
お
い
て
自
然
美
は
あ
ま
り
問
題
と
な
ら
な
く
な
り
、
美
学
は
も
っ
ぱ
ら
芸
術
の
哲
学
と
し
て
発

展
を
と
げ
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
二
〇
世
紀
も
後
半
と
な
る
と
、
美
学
に
お
い
て
自
然
美
が
ふ
た
た
び
前
向
き
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
く

る
。
ア
ド
ル
ノ
美
学
は
ま
さ
に
そ
の
先
駆
と
い
え
る
。
一
九
六
九
年
に
ア
ド
ル
ノ
が
没
し
て
か
ら
は
、
自
然
環
境
へ
の
意
識
の
高
ま
り
に

と
も
な
っ
て
、
自
然
美
は
と
く
に
重
要
な
問
題
と
み
ら
れ
て
き
て
い
る
。
以
下
で
は
ま
ず
、
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
か
け
て
の
変
化
を

押
さ
え
て
お
く
。
そ
し
て
、
ア
ド
ル
ノ
が
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
自
然
美
を
ど
う
論
じ
て
い
る
か
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

　

カ
ン
ト
は
、『
判
断
力
批
判
』
の
第
四
二
節
で
、
自
然
美
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る）

（（
（

。
そ
の
と
き
、
自
然
美
と
は
何
か
に
つ
い
て
の
説
明

と
い
う
よ
り
も
、
自
然
美
へ
の
関
心
に
つ
い
て
の
説
明
を
と
お
し
て
、
自
然
美
に
た
い
し
て
高
い
評
価
を
あ
た
え
て
い
る
。
解
釈
上
と
く

に
注
意
し
た
い
の
は
、『
判
断
力
批
判
』
の
第
二
節
以
降
に
お
い
て
、「
美
し
い
も
の
」
へ
の
満
足
は
、「
関
心
を
と
も
な
わ
な
い
」
満
足

と
さ
れ
る
の
に
、
同
書
の
第
四
二
節
で
は
、
自
然
美
へ
の
関
心
が
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
い
う
自
然
美
へ
の
関
心
は
、
あ

く
ま
で
、
利
害
関
心
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
の
関
心
で
あ
る
。
説
明
の
な
か
で
強
調
さ
れ
る
の
は
、
自
然
美
へ
の
関
心
が
、
芸
術
美
に
み
ら



六
一

ア
ド
ル
ノ
の
美
学
理
論
に
お
け
る
美
学
と
理
論

れ
る
虚
飾
や
虚
栄
か
ら
離
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
カ
ン
ト
の
い
う
自
然
美
へ
の
関
心
は
、
自
然
に
た
い
し
て

心
地
よ
さ
す
ら
求
め
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
、
自
然
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
関
心
か
ら
離
れ
て
い
る
。
自
然
美
へ
の
関
心
は
、
い

う
な
ら
ば
、
無
関
心
の
う
ち
な
る
関
心
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
直
接
の
関
心
」
だ
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
美
へ
の
関
心
は
、

ま
ず
も
っ
て
、
自
然
の
観
照
に
つ
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
々
を
善
へ
と
向
か
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
る
と
、

「
芸
術
美
に
た
い
し
て
関
心
を
も
つ
か
ら
と
い
っ
て
、
道
徳
上
の
善
に
ふ
さ
わ
し
い
考
え
か
た
を
も
つ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
し
、
道
徳
上
の

善
へ
の
傾
向
を
し
め
す
に
す
ぎ
な
い
考
え
か
た
さ
え
も
つ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
」。「
自
然
美
に
た
い
し
て
直
接
の
関
心
を
も
つ
こ
と
は
、
い

つ
で
も
、
善
い
魂
の
一
つ
の
特
徴
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
関
心
が
習
慣
と
な
っ
て
、
好
ん
で
自
然
を
観
照
す
る
よ
う
に
な
れ

ば
、
少
な
く
と
も
そ
れ
は
道
徳
感
情
に
と
っ
て
好
ま
し
い
心
情
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
」。
カ
ン
ト
か
ら
す
る
と
、
芸
術
の
世
界
は
む

し
ろ
虚
飾
と
虚
栄
に
み
ち
て
い
る
。
芸
術
愛
好
家
は
か
な
ら
ず
し
も
善
人
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
自
然
美
の
ほ
う
は
、

道
徳
感
情
に
は
た
ら
き
、
人
々
を
善
へ
と
向
か
わ
せ
る
。
自
然
を
愛
す
る
ひ
と
に
悪
人
は
い
な
い
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
美
学
講
義
』
の
冒
頭
で）

（1
（

、
美
学 Ä

sthetik 

の
語
は
あ
く
ま
で
便
宜
上
の
も
の
だ
と
し
た
う
え
で
、
自
分
が
論
じ
る
の
は

「
芸
術
の
哲
学
」
で
あ
る
と
宣
言
し
、「
自
然
美
を
除
外
す
る
」
こ
と
を
か
か
げ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
芸
術
美
は
「
精
神
」
か
ら
生
ま
れ

て
く
る
の
で
「
自
然
美
よ
り
も
優
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
美
学
講
義
』
は
、
自
然
美
に
つ
い
て
少
な
か

ら
ず
論
じ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
芸
術
美
の
ほ
う
が
自
然
美
よ
り
も
優
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術

美
が
い
か
に
完
全
な
美
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
比
べ
て
、
自
然
美
が
い
か
に
不
完
全
な
美
で
あ
る
か
を
い
う
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
問

わ
れ
る
の
は
、「
自
然
が
そ
の
美
し
さ
に
お
い
て
不
完
全
と
な
っ
て
し
ま
う
の
は
な
ぜ
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
完
全
さ
は
何
に
よ
っ

て
生
じ
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（190

）。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
美
学
講
義
』
に
お
い
て
自
然
美
を
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
有
機
体

の
美
が
と
く
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
の
と
き
、
植
物
よ
り
も
動
物
の
ほ
う
が
上
で
あ
り
、
人
体
の
美
が
も
っ
と
も
優
れ
て
い
る
と
さ
れ
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る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
自
然
の
風
景
は
あ
ま
り
話
に
な
ら
な
い
し
、
無
機
物
に
も
美
を
み
と
め
る
つ
も
り
は
な
い
よ
う
だ
。
ヘ
ー
ゲ
ル

の
美
の
基
準
は
、
よ
う
す
る
に
、
生
命
な
い
し
魂
が
い
か
に
外
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
精
神
が
い
か
に
外
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
無
機
物
よ
り
も
有
機
体
の
ほ
う
が
上
で
あ
り
、
植
物
よ
り
も
動
物
の
ほ
う
が
上
で
あ

り
、
人
体
は
そ
の
な
か
で
も
最
上
位
に
く
る
が
、
そ
も
そ
も
、
自
然
美
よ
り
も
芸
術
美
の
ほ
う
が
上
に
く
る
。

　

ア
ド
ル
ノ
の
『
美
学
理
論
』
で
も
、
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
か
け
て
の
変
化
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
シ
ェ

リ
ン
グ
の
美
学
は
、
芸
術
の
哲
学
と
い
わ
れ
る
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
以
来
、
美
学
の
関
心
は
、
芸
術
作
品
に
集
中
し
て
き
た
。『
判
断
力
批

判
』
の
も
っ
と
も
鋭
い
規
定
は
な
お
も
自
然
美
に
通
じ
る
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
の
ち
、
自
然
美
は
も
は
や
理
論
の
主
題
と
し
て
難

し
く
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
自
然
美
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
説
に
よ
る
な
ら
、
自
然
美
が
も
っ

と
高
度
な
も
の
に
よ
っ
て
乗
り
超
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
自
然
美
は
つ
ま
り
追
放
さ
れ
た
の
だ
」（7.97

）。
そ
し
て
ま
た
、
続
く
文
章

で
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
芸
術
作
品
が
も
と
も
と
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
大
い
に
こ
の
問
題
と
関
係
し
て
い
る

（7.98

）。
芸
術
作
品
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
自
然
に
「
暴
力
」
を
ふ
る
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
痕
跡
と
し
て
、
何
ら

か
の
「
傷
口
」
を
と
ど
め
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
普
通
そ
の
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
が
ち
だ
が
、
自
然
美
は
そ
の
こ
と
を
想
い
起
さ
せ
る
も
の

な
の
で
、
美
学
は
そ
れ
を
ご
ま
か
す
た
め
に
、
自
然
美
を
問
題
と
し
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
疑
念
を
ぬ
ぐ
い
去
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
と
、
美
学
は
こ
れ
ま
で
、
芸
術
作
品
に
つ
い
て
、
人
工
物
で
あ
り
な
が
ら
人
の
手
が
加
わ
っ

て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
自
然
美
に
も
と
も
と
帰
せ
ら
れ
て
い
た
無
垢
な
あ

り
よ
う
を
、
芸
術
作
品
そ
れ
自
体
に
み
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
美
学
は
こ
れ
ま
で
芸
術
に
く
み
し
な
が
ら
、
自

然
へ
の
負
い
目
を
や
わ
ら
げ
よ
う
と
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。

　

ア
ド
ル
ノ
は
『
美
学
理
論
』
に
お
い
て
自
然
美
に
あ
ら
た
に
注
目
し
て
い
る
。
た
だ
し
ア
ド
ル
ノ
は
、
自
然
美
を
け
っ
し
て
原
初
の
も
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三

ア
ド
ル
ノ
の
美
学
理
論
に
お
け
る
美
学
と
理
論

の
と
は
見
な
い
し
、
歴
史
を
超
え
た
も
の
と
も
見
な
い
。
た
と
え
ば
こ
う
述
べ
る
。「
自
然
が
人
間
た
ち
を
圧
倒
し
て
い
る
時
代
に
は
、

自
然
美
な
ど
あ
り
え
な
い
。
農
業
に
と
っ
て
自
然
の
現
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
行
動
の
対
象
で
あ
っ
て
、
農
業
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
が
風

景
の
こ
と
を
何
と
も
思
わ
な
い
こ
と
は
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
。
自
然
美
は
、
歴
史
を
も
た
ぬ
と
誤
解
さ
れ
て
い
る
が
、
歴
史
の
核
心

を
は
ら
む
」（7.102

）。
ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
は
、
自
然
美
は
あ
く
ま
で
、
近
代
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
逆
説
で
あ
る
が
、

人
間
は
そ
も
そ
も
自
然
支
配
に
よ
っ
て
自
然
の
脅
威
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
然
支
配
の
関
心
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
、
超
然
と
し
た
態
度
を
も
っ
て
自
然
を
そ
の
も
の
と
し
て
観
照
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
自
然
美
は
ま
さ
に
そ
こ
で
見
出
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。

　
　

自
然
美
の
経
験
は
も
っ
ぱ
ら
現
象
と
し
て
の
自
然
に
か
か
わ
る
の
で
あ
っ
て
、
労
働
の
素
材
と
し
て
の
自
然
に
か
か
わ
る
の
で
な
け

れ
ば
、
生
命
の
維
持
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
の
自
然
に
か
か
わ
る
の
で
も
な
い
。
ま
し
て
や
、
科
学
の
土
台
と
し
て
の
自
然
に

も
か
か
わ
る
の
で
も
な
い
。
自
然
美
の
経
験
は
、
芸
術
経
験
と
お
な
じ
よ
う
に
、
形
象
の
経
験
で
あ
る
。
現
象
す
る
美
と
し
て
の
自

然
は
、
行
為
の
対
象
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
自
己
保
存
の
目
的
を
断
念
す
る
こ
と
は
、
芸
術
に
お
い
て
顕
著
で
あ

る
に
し
て
も
、
自
然
美
の
経
験
に
お
い
て
も
成
し
遂
げ
ら
れ
る
。（7.103

）

　

ア
ド
ル
ノ
は
ま
た
次
の
こ
と
を
指
摘
す
る
。「
実
際
の
と
こ
ろ
、
自
然
が
征
服
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
征
服
さ
れ
て
い
な
い
自

然
の
形
象
は
、
恐
怖
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
の
う
ち
に
左
右
対
称
の
秩
序
を
み
る
こ
と
は
奇
異
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
古
く
か
ら
愛
好
さ
れ
て
も
い
た
」（7.（02 f.

）。
西
洋
文
化
で
は
自
然
の
う
ち
に
左
右
対
称
の
秩
序
が
み
と
め
ら
れ
て
き
た
が
、

そ
れ
は
ま
た
、
自
然
の
う
ち
に
左
右
対
称
の
美
が
み
と
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
自
然
を
征
服
し
よ
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う
と
す
る
願
望
の
現
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
古
典
主
義
者
た
ち
の
自
然
の
理
想
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
人
間
化
さ
れ
た
自
然
で
あ
っ
た
。

ア
ド
ル
ノ
は
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
自
然
美
を
み
と
め
な
い
。
ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
自
然
美
と
は
、
形
作
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
美
で
あ
る

か
ぎ
り
、
形
式
を
欠
く
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
手
に
よ
る
秩
序
を
も
た
ぬ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
自
然
美
の
そ
れ
ら
し
さ
は
「
ま
と
ま
り
が
な
く
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
い
」
と
こ
ろ
に
あ
る
（7.（14

）。

　

現
代
で
は
手
つ
か
ず
の
自
然
な
ど
あ
り
え
な
い
。
当
然
そ
こ
で
問
わ
れ
る
の
は
、
自
然
美
が
ほ
ん
と
う
に
存
在
す
る
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
自
然
美
の
経
験
が
ほ
ん
と
う
に
可
能
な
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
も
す
で
に
手
つ
か
ず
の
自
然
な
ど
あ
り
え
な
い
と

み
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
美
が
そ
の
ま
ま
で
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
し
、
自
然
美
の
経
験
は
い
ず
れ
に
せ
よ
直

接
に
は
あ
り
あ
え
な
い
と
考
え
て
い
た
。
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
自
然
の
経
験
は
、
完
全
に
個
人
に
と
っ
て
の
経
験
と
し
て
、
管

理
の
手
が
お
よ
ば
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
偽
り
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
す
べ
て
が
関
連
し
あ
っ
て
い
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、
自
然
美
と

み
ら
れ
た
も
の
は
、
自
然
美
の
戯
画
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
自
然
美
は
い
ま
や
商
品
の
刻
印
で
も
っ
て
覆
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
、
自

然
美
に
た
い
し
て
畏
敬
の
念
を
い
だ
く
の
な
ら
、
な
お
さ
ら
、
自
然
美
の
観
照
を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
」（7.116

）。
ア
ド
ル

ノ
に
と
っ
て
自
然
美
は
、
現
実
に
お
い
て
存
在
す
る
か
は
疑
わ
し
い
に
し
て
も
、
一
つ
の
理
念
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　

ア
ド
ル
ノ
の
『
美
学
理
論
』
は
、
全
体
と
し
て
は
、
芸
術
の
哲
学
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
な
か
で
、
自
然
美
を
め
ぐ
る
議
論
は
ひ
と

つ
の
鍵
と
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
に
は
、
芸
術
美
の
優
位
を
い
う
た
め
に
自
然
美
に
つ
い
て
考
察
が
な
さ
れ

た
が
、
ア
ド
ル
ノ
の
場
合
に
は
、
芸
術
に
内
在
す
る
罪
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
自
然
美
が
い
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
芸
術
に
内
在
す
る

罪
と
は
、
一
言
で
い
う
と
、
自
然
支
配
の
罪
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
素
材
を
あ
つ
か
っ
て
、
思
い
の
ま
ま

に
加
工
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
自
然
美
と
は
、
自
然
支
配
の
対
象
に
な
る
ま
い
と
す
る
、
自
然
の
現
れ
の
こ
と
で
あ

る
。
ア
ド
ル
ノ
の
特
別
な
言
い
か
た
に
従
う
な
ら
、
自
然
美
と
は
、「
同
一
性
」
の
支
配
の
も
と
に
あ
り
な
が
ら
、｢

同
一
性｣

の
支
配
に
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ア
ド
ル
ノ
の
美
学
理
論
に
お
け
る
美
学
と
理
論

屈
し
な
い
も
の
と
し
て
、「
非
同
一
な
も
の
」
の
痕
跡
だ
と
さ
れ
る
（7.114

）。
す
な
わ
ち
、「
同
一
性
」
と
は
、
自
己
の
目
的
に
す
べ
て

を
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
力
で
あ
り
、「
同
一
性
」
の
力
が
あ
ま
ね
く
支
配
す
る
な
か
で
は
、
自
然
美
こ
そ
が
「
同
一
性
」
に
吸
収
さ
れ
な

い
「
非
同
一
な
も
の
」
を
と
ど
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
美
は
、「
お
そ
ら
く
い
ま
だ
実
現
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
支
配
な
き
状
態
」

（7.104

） 

を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
、
自
然
美
は
、
た
し
か
に
、
何
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
が
、

何
か
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
何
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
か
同
定
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
こ
と
に
よ
っ

て
、
何
か
に
つ
い
て
語
る
も
の
だ
と
い
え
る
。

　

美
学
に
お
い
て
自
然
が
問
題
と
な
る
と
き
に
は
、
一
方
に
お
い
て
、
自
然
美
と
芸
術
美
と
の
区
別
を
め
ぐ
る
議
論
が
あ
り
、
他
方
に
お

い
て
、
芸
術
が
い
か
に
自
然
に
近
い
も
の
で
あ
る
か
を
み
る
議
論
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
カ
ン
ト

が
自
然
美
と
芸
術
美
と
の
区
別
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
こ
と
は
み
た
が
、『
判
断
力
批
判
』
の
第
四
五
節
で
は
こ
う
も
述
べ
ら
れ
る
。「
技

術
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
技
術
で
あ
る
と
意
識
し
な
が
ら
も
、
わ
れ
わ
れ
に
自
然
の
よ
う
に
み
え
る
場
合
に
の
み
、
美
し
い
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
」。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
が
「
美
し
い
技
術 schöne K

unst

」
と
い
う
と
き
に
は
、
私
た
ち
の
い
う
芸
術 K

unst 

に
相
当
す

る
も
の
を
指
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
芸
術
と
は
、
技
術
の
一
種
で
あ
り
な
が
ら
自
然
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
を
目
指
す

も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ア
ド
ル
ノ
も
ま
た
、
自
然
美
と
芸
術
美
と
の
区
別
に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
、
芸
術
が
い
か
に
自
然
に
近
い
も
の
と
な
り
う
る
か
に
つ

い
て
も
論
じ
て
い
る
。
た
だ
し
、
カ
ン
ト
よ
り
も
ア
ド
ル
ノ
の
ほ
う
が
も
っ
と
強
く
逆
説
を
う
ち
だ
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
ア
ド
ル
ノ

は
、
自
然
の
模
写
に
た
い
し
て
強
く
反
対
し
て
お
り
、
芸
術
は
む
し
ろ
自
然
の
模
写
を
お
こ
な
わ
な
い
こ
と
で
自
然
に
近
く
な
る
と
み
て

い
る
。
な
お
こ
の
と
き
、
ア
ド
ル
ノ
が
自
然
の
模
写
に
た
い
し
て
強
く
反
対
す
る
わ
け
は
、
自
然
を
写
し
と
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
自
然

美
を
写
し
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
芸
術
は
そ
も
そ
も
、
自
然
へ
と
近
づ
こ
う
と
す
る
ほ
ど
、
自
然
か
ら
遠
の
く
も
の
で
あ
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る
。
た
と
え
ば
、
絵
画
が
も
し
そ
れ
を
無
理
に
す
る
な
ら
、
滑
稽
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。「
自
然
の
模
写
が
よ
い
趣
味
と
よ
ば
れ
る
範

囲
に
と
ど
ま
る
な
ら
不
快
感
は
さ
ほ
ど
感
じ
ら
れ
な
い
が
、
自
然
の
模
写
が
あ
ま
り
度
を
超
す
と
、
不
快
感
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
ド

イ
ツ
の
印
象
主
義
者
た
ち
に
よ
る
緑
の
森
は
、
ホ
テ
ル
の
壁
に
描
か
れ
た
ケ
ー
ニ
ヒ
湖
を
し
の
ぐ
品
位
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
こ
れ
に

た
い
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
印
象
主
義
者
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
純
粋
な
自
然
を
め
っ
た
に
主
題
と
し
て
選
ば
な
か
っ
た
わ
け
を
よ
く
分

か
っ
て
い
た
…
」（7.115

）。

　

ア
ド
ル
ノ
は
、
芸
術
の
所
産
と
し
て
の
作
品
に
つ
い
て
、
自
然
で
な
く
な
る
ほ
ど
自
然
に
近
く
な
る
と
い
う
逆
説
を
唱
え
て
い
る
が
、

そ
の
と
き
に
は
、
複
数
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
作
品
は
、
技
術
の
粋
を
尽
く
す
こ
と
で
、
素
朴
な
も
の
に
似
て
く
る
こ

と
。
第
二
に
、
作
品
は
、
作
り
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
作
ら
れ
て
い
な
い
も
の
に
似
て
く
る
こ
と
。
第
三
に
、
作
品
は
、
自
然
の
模
写
を

お
こ
な
わ
な
い
こ
と
で
、
自
然
の
あ
る
が
ま
ま
に
似
て
く
る
こ
と
。
第
四
に
、
作
品
は
、
表
現
を
強
く
す
る
こ
と
で
、
表
現
を
も
た
ぬ

も
の
に
似
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
作
品
は
、
素
朴
さ
に
う
っ
た
え
た
り
模
写
し
た
り
す
る
こ
と
を

厳
し
く
自
制
す
る
ほ
ど
、
成
功
し
た
作
品
は
そ
れ
だ
け
自
然
に
近
づ
く
」（7.120

）。「
作
品
が
む
し
ろ
作
り
上
げ
ら
れ
て
、
形
作
ら
れ
て

い
な
い
自
然
か
ら
遠
の
く
ほ
ど
、
か
え
っ
て
、
自
然
ら
し
さ
が
戻
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
形
作
ら
れ
て
い
な
い
も
の
、
形
な
き
も
の
が

戻
っ
て
く
る
」（7.155

）。
ア
ド
ル
ノ
は
た
と
え
ば
ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ン
の
音
楽
を
あ
え
て
「
自
然
の
声
」
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
（7.121

）。

ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ン
は
限
ら
れ
た
音
に
よ
っ
て
極
小
の
作
品
を
つ
く
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
丹
念
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
音
を
作
り
込
ん
で
、

緻
密
に
そ
れ
ら
を
組
み
立
て
て
お
り
、
そ
れ
で
い
て
ま
た
、
強
い
情
感
も
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ン
の
音
楽
は
、
こ
の
よ
う

に
し
て
、
技
術
と
表
現
の
二
面
に
お
い
て
人
為
の
極
み
と
も
い
え
る
か
ら
こ
そ
、
自
然
な
の
だ
と
み
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
技
術
の

粋
を
尽
く
す
こ
と
で
素
朴
な
も
の
に
近
づ
き
、
作
り
込
ま
れ
る
こ
と
で
作
ら
れ
て
な
い
も
の
に
近
づ
き
、
自
然
の
模
写
を
お
こ
な
わ
な
い

こ
と
で
自
然
の
あ
り
の
ま
ま
に
近
づ
き
、
表
現
を
強
く
す
る
こ
と
で
表
現
を
も
た
ぬ
も
の
に
近
づ
い
て
い
る
。
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ア
ド
ル
ノ
の
美
学
理
論
に
お
け
る
美
学
と
理
論

理
論
と
実
践

　

ア
ド
ル
ノ
は
自
身
の
知
の
い
と
な
み
を
理
論 Theorie 

と
し
て
理
解
し
て
い
た
。
た
だ
し
そ
こ
で
い
う
理
論
と
は
語
源
の
ギ
リ
シ
ア
語 

theoria 

に
そ
く
し
て
観
照
の
意
味
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
無
私
の
状
態
で
眺
め
る
こ
と
が
く
み
と
ら
れ
て
い
る
。
Ｍ
・

ゼ
ー
ル
は
『
ア
ド
ル
ノ
の
観
照
の
哲
学
』
に
お
い
て
「
ア
ド
ル
ノ
の
哲
学
は
そ
の
核
心
に
お
い
て
観
照 K

ontem
plation 

の
哲
学
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
た
し
か
に
、
ア
ド
ル
ノ
の
哲
学
が
そ
の
核
心
に
お
い
て
理
論
だ
と
い
う
こ
と
と
も
重
な
っ
て
い
る）

（1
（

。
ラ

テ
ン
語
の contem

platio 
が
し
ば
し
ば
ギ
リ
シ
ア
語
の theoria 

の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
両
者
は
も
と
も
と
同
類
の

語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ド
ル
ノ
は
理
論
に
つ
い
て
観
照
の
意
味
を
く
み
な
が
ら
二
つ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。
一
つ
に
、
理
論

と
は
、
事
柄
を
分
か
り
や
す
く
整
理
す
る
た
め
の
枠
組
み
で
は
な
く
、
事
柄
の
矛
盾
を
そ
の
ま
ま
記
述
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。
も
う

一
つ
に
、
理
論
と
は
、
実
践
か
ら
距
離
を
お
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
実
践
か
ら
距
離
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
実
践
と
し
て
働

く
こ
と
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
、
初
期
の
こ
ろ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
書
き
か
た
に
感
化
さ
れ
て
前
者
の
ほ
う
を
強
調
し
て
い
た
が
、
晩
年
に

な
っ
て
学
生
運
動
の
高
ま
り
の
な
か
で
後
者
の
ほ
う
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

ア
ド
ル
ノ
は
、
一
九
三
一
年
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
の
私
講
師
に
就
任
す
る
と
き
に
「
哲
学
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
い
う
講
演

を
お
こ
な
っ
た
が
、
結
び
に
お
い
て
、
理
論
に
た
い
す
る
基
本
姿
勢
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る）

（1
（

。
そ
こ
で
ま
ず
確
認
さ
れ
て
い
る
の
は
、
現

実
の
社
会
は
そ
も
そ
も
理
性 ratio 

に
も
と
づ
い
て
一
貫
し
て
形
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
根
本
原
理
へ
と
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
論
が
そ
の
こ
と
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
根
本
原
理
か
ら
出
発
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
し
、
根
本
原
理
に
ま
で
遡
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
理
論
は
む
し
ろ
根
本
原
理
へ
と
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
不

合
理
な
事
態
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
立
ち
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
と
き
、
理
論
に
と
っ
て
は
、
気
ま
ま
だ
と
さ
れ
て



六
八

き
た
エ
ッ
セ
イ
の
ゆ
き
か
た
こ
そ
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
今
日
の
理
論
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
体
系
と
い
う
「
大
き
な
哲

学
の
形
式
」
で
は
な
く
、
エ
ッ
セ
イ
と
い
う
「
美
学
の
小
さ
な
形
式
」
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
（1.343

）。

　

ア
ド
ル
ノ
の
一
九
六
六
年
の
『
否
定
弁
証
法
』
で
は
、
ド
イ
ツ
観
念
論
か
ら
の
体
系
哲
学
へ
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
現
代
の
理

論
に
お
け
る
体
系
志
向
に
た
い
す
る
批
判
に
も
な
っ
て
い
る）

（5
（

。
ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
体
系
と
は
、
事
柄
を
分
か
り
や
す
く
整
理
す
る
た
め

の
網
目
で
あ
り
、
事
柄
に
あ
て
が
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
事
柄
か
ら
生
じ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ド
ル
ノ
の
ね
ら

い
は
、
体
系
に
よ
っ
て
事
柄
を
分
か
り
や
す
く
整
理
す
る
の
で
は
な
く
、
反
体
系
の
姿
勢
に
よ
っ
て
事
柄
の
矛
盾
を
そ
の
ま
ま
記
述
す
る

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
方
法
や
視
点
を
も
た
な
い
こ
と
も
ま
た
、
事
柄
の
矛
盾
を
そ
の
ま
ま
記
述
す
る
う
え
で
大
事
な
こ
と
と
み
ら
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
た
め
に
、
ア
ド
ル
ノ
の
理
論
そ
れ
自
体
が
よ
り
ど
こ
ろ
の
な
い
叙
述
と
な
り
が
ち
で
あ
る
。
た
だ
し
、
事
柄
の

ほ
う
か
ら
拒
ん
で
い
た
も
の
が
戻
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
柄
の
な
か
か
ら
体
系
ら
し
き
連
関
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
こ
の
こ
と
こ
そ
、
ア
ド
ル
ノ
が
ひ
そ
か
に
期
待
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
混
沌
に
た
い
し
て
論
理
を
あ
て
が
う

の
で
は
な
く
、
混
沌
の
な
か
か
ら
論
理
を
引
き
出
す
こ
と
で
あ
り
、
事
柄
に
た
い
し
て
体
系
を
あ
て
が
う
の
で
は
な
く
、
事
柄
の
な
か
か

ら
体
系
を
引
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。

　

ア
ド
ル
ノ
の
小
論
集
『
見
出
し
語
』
に
は
「
理
論
と
実
践
に
つ
い
て
の
傍
注
」
と
い
う
文
章
が
所
収
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ

の
学
生
運
動
が
高
ま
り
を
み
せ
た
一
九
六
〇
年
代
末
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
も
の
で
、
題
名
に
あ
る
よ
う
に
理
論
と
実
践
と
の
関
係
に
つ
い

て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
で
い
わ
れ
る
理
論 Theorie 
と
は
、
目
的
や
関
心
に
と
ら
わ
れ
ず
に
社
会
を
観
察
し
よ
う
と
す
る
精

神
の
活
動
で
あ
る
な
ら
ば
、
実
践 Praxis 

と
は
、
社
会
変
革
の
目
的
や
関
心
に
も
と
づ
く
活
動
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
お
も
に

当
事
者
た
ち
に
向
け
て
書
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ア
ド
ル
ノ
の
考
え
は
い
つ
に
な
く
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
理
論
と
は
な
に

よ
り
も
、
実
践
の
あ
ら
ゆ
る
目
的
や
関
心
に
服
さ
な
い
こ
と
で
、
社
会
を
観
察
す
る
も
の
で
あ
り
、
理
論
が
そ
の
こ
と
に
成
功
す
る
な
ら
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ア
ド
ル
ノ
の
美
学
理
論
に
お
け
る
美
学
と
理
論

ば
、
理
論
そ
の
も
の
が
「
実
践
の
一
形
態
」
と
し
て
働
く
だ
ろ
う
（10.761

）。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
と
、
学
生
運
動

に
お
け
る
実
践
は
、
ま
す
ま
す
理
論
を
蔑
ろ
に
す
る
よ
う
に
な
り
、
経
験
す
る
力
を
な
く
し
て
し
ま
う
。
社
会
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

な
け
れ
ば
、
社
会
変
革
を
お
こ
な
う
こ
と
も
難
し
い
だ
ろ
う
。
実
践
は
や
み
く
も
に
な
る
ほ
ど
、
社
会
の
目
的
合
理
性
に
も
と
づ
く
支
配

の
構
造
を
み
ず
か
ら
引
き
受
け
て
し
ま
う
が
、
実
践
は
そ
の
と
き
自
己
を
反
省
す
る
力
も
な
く
し
て
し
ま
う
。
こ
の
か
ぎ
り
、
実
践
は
も

は
や
実
践
で
は
な
い
。
一
九
六
九
年
に
ア
ド
ル
ノ
は
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
誌
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
政
治
実
践
に
あ
ま
り
に
後
ろ
向
き
で
あ
る
こ

と
を
問
わ
れ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
わ
た
し
は
自
分
の
著
作
の
な
か
で
何
か
あ
る
行
為
や
行
動
の
た
め
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
た

こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
理
論
の
人
間
で
す
。
理
論
思
考
が
お
の
れ
の
芸
術
志
向
に
き
わ
め
て
近
い
と
感
じ
て
い
る
人
間

で
す）

（7
（

」。

　

ア
ド
ル
ノ
の
最
後
の
著
作
と
な
っ
た
『
美
学
理
論
』
で
ま
ず
注
目
す
べ
き
点
は
、
理
論
と
実
践
と
の
関
係
と
同
じ
こ
と
が
、
芸
術
と

実
践
と
の
関
係
に
お
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（7.358

）。
芸
術
も
ま
た
実
践
を
否
定
す
る
こ
と
で
実
践
と
な
る
。
す
な
わ

ち
、
芸
術
の
所
産
と
し
て
の
作
品
は
、
社
会
の
目
的
や
関
心
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
で
、
社
会
へ
の
反
省
を
う
な
が
す
も
の
で
あ
り
、
社

会
の
真
理
を
あ
ら
わ
に
で
き
る
。
そ
し
て
、
作
品
は
そ
の
か
ぎ
り
実
践
と
し
て
働
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
ア
ド
ル
ノ
に
よ

る
と
、
政
治
参
加
を
ね
ら
う
作
品
は
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
社
会
を
あ
り
の
ま
ま
に
認
識
す
る
も
の
と

は
な
り
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
理
論
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
同
じ
こ
と
が
芸
術
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ

に
お
い
て
も
、
自
由
な
精
神
と
し
て
の
理
性
が
い
か
に
再
生
し
う
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。『
美
学
理
論
』
は
お

お
む
ね
芸
術
の
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
み
て
き
た
が
、
芸
術
の
理
論
と
し
て
み
る
な
ら
ば
二
つ
の
特
質
を
も
っ
て
い
る
。
一
つ
に
、
こ
の
理

論
は
か
な
ら
ず
し
も
体
系
立
て
て
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
個
々
の
問
題
が
た
が
い
に
連
関
し
あ
っ
て
お
り
、
内
か
ら
体
系
め
い
た
も
の
が

沸
き
上
が
っ
て
く
る
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
。
も
う
一
つ
に
、
こ
の
理
論
は
け
っ
し
て
特
定
の
実
践
に
向
け
ら
れ
て
は
い
な
い
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が
、
思
弁
と
い
う
内
向
き
の
方
向
を
あ
え
て
と
る
こ
と
で
実
践
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
が
こ
の
よ
う
に
自
身
の

理
論
自
体
に
お
い
て
も
理
性
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　

注

　

ズ
ー
ア
カ
ン
プ
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
ア
ド
ル
ノ
全
集Theodor W

. A
dorno. G

esam
m

elte Schriften. B
d.1-20 . Frankfurt am

 M
ain: Suhrkam

p. 1970-
1986. 

を
、
以
下
で
はA

G
S

と
略
し
、
こ
の
全
集
か
ら
引
用
す
る
と
き
に
は
、
原
則
と
し
て
、
本
文
中
の
カ
ッ
コ
内
に
そ
の
巻
数
と
頁
数
を
し
め
す
。

（
１
）　Theodor W

. A
dorno, Ästhetische Theorie, in AG

S, B
d.7. 

邦
訳
『
美
の
理
論
』
大
久
保
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
七
。

（
２
） 

R
üdiger B

ubner, “K
ann Theorie ästhetisch w

erden? Zum
 H

auptm
otiv der Philosophie A

dornos,” in M
ateriealien zur ästhetischen Theorie 

Adornos, K
onstruktion der M

oderne, hrsg. von B
urkhardt Lindner und W

. M
artin Lüdke, Frankfurt am

 M
ain: Suhrkam

p, 1980, 109.

（
３
）　

以
下
の
記
述
の
一
部
は
、
次
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
拙
稿
「
美
学
と
い
う
学
問
へ
の
問
い
」『
人
文
学
の
現
在
』
創
風
社
出
版
、
二
〇
一
二
、三
〇
─

四
八
。

（
４
）　Im

m
anuel K

ant, K
ritik der reinen Vernunft I, Frankfurt am

 M
ain: Suhrkam

p, 1974. 

カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』（『
カ
ン
ト
全
集
４
』）
有
福
孝
岳

訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
。

（
５
）　Im

m
anuel K

ant, K
ritik der U

rteilskraft, Frankfurt am
 M

ain: Suhrkam
p, 1974. 

カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』（『
カ
ン
ト
全
集
８
』）
牧
野
英
二
訳
、
岩
波

書
店
、
一
九
九
九
。

（
６
）　

社
会
学
者
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
』
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
が
区
別
し
た
満
足
の
三
つ
の
様
態
を
、
社
会
階
層
ど
う
し
を
隔
て
る
性
向
の

区
別
と
し
て
再
発
見
し
て
い
る
。「
美
し
い
も
の
」
へ
の
満
足
は
、
芸
術
作
品
を
そ
の
形
式
に
お
い
て
十
全
に
感
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
教
養
人
の
性
向
と
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ア
ド
ル
ノ
の
美
学
理
論
に
お
け
る
美
学
と
理
論

し
て
、「
善
い
も
の
」
へ
の
満
足
は
、
上
昇
志
向
ゆ
え
に
知
識
偏
重
に
な
り
が
ち
な
中
間
階
層
の
性
向
と
し
て
、「
快
適
な
も
の
」
へ
の
満
足
は
、
快
楽
に
臆

す
る
こ
と
の
な
い
庶
民
の
性
向
と
し
て
、
社
会
空
間
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
。
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
』
石
井
洋
二
郎
訳
、
藤

原
書
店
、
一
九
九
〇
。 

（
７
）　

カ
ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
、「
美
し
い
も
の
」
へ
の
満
足
を
で
き
る
か
ぎ
り
感
覚
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
、「
快
適
な
も
の
」

を
「
感
官
趣
味
」
と
結
び
つ
け
、「
美
し
い
も
の
」
を
「
反
省
趣
味
」
と
結
び
つ
け
る
と
こ
ろ
（
第
八
節
）。「
美
し
い
技
術
」
と
し
て
の
芸
術
が
も
た
ら
す

の
は
「
た
ん
な
る
感
覚
か
ら
く
る
享
楽
の
快
で
は
な
い
」
の
で
あ
っ
て
「
反
省
の
快
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
（
第
四
四
節
）。

（
８
）　

た
と
え
ば
、
ア
ド
ル
ノ
は
「
音
楽
社
会
学
序
説
」
に
お
い
て
、
音
楽
の
聴
き
か
た
の
様
々
な
類
型
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
模
範
と
な
っ
て
い
る

の
は
、
音
楽
の
形
式
に
み
ず
か
ら
入
り
込
む
よ
う
に
聴
く
「
専
門
家
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
準
ず
る
の
が
「
良
い
聴
取
者
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
た
い
し

て
、「
娯
楽
型
聴
取
者
」
な
ど
に
は
厳
し
い
批
判
を
加
え
て
い
る
。
ア
ド
ル
ノ
『
音
楽
社
会
学
序
説
』
高
辻
知
義
・
渡
辺
健
訳
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、

一
九
九
九
、
一
七
以
下
。 

（
９
）　

カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
の
第
二
節
か
ら
第
五
節
ま
で
を
参
照
。
カ
ン
ト
は
し
か
し
一
貫
し
て
お
ら
ず
、
第
四
二
節
で
は
、
自
然
美
や
芸
術
美
に
た
い

す
る
「
関
心
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
自
然
美
へ
の
「
関
心
」
を
こ
と
さ
ら
評
価
す
る
の
は
、
自
然
美
へ
の
「
関
心
」
が
と
も
か
く
目

先
の
利
害
関
心
に
と
ら
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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