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二　

崇
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の
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析

　
　

三
―
二
―
一　

美
的
判
断
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

崇
高
な
も
の
に
つ
い
て
の
判
断

　

次
に
、「
崇
高
な
も
の
」（das Erhabene

）
に
つ
い
て
の
判
断
の
場

合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、

　
　
「
美
し
い
も
の
と
崇
高
な
も
の
と
は
、
い
ず
れ
も
そ
れ
自
身
だ
け

で
満
足
を
与
え
る
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
両
者
と

も
、
感
能
判
断
を
前
提
す
る
わ
け
で
も
、
論
理
的
・
規
定
的
判
断

を
前
提
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
反
省
判
断
（R

eflexionsurtheil

）

を
前
提
す
る
点
で
も
一
致
し
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の
満
足
は
、
快

適
な
も
の
に
於
け
る
感
覚
の
よ
う
に
或
る
感
覚
に
依
存
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
善
い
も
の
に
つ
い
て
の
満
足
の
よ
う
に
或
る
一
定

の
概
念
に
依
存
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
こ

の
満
足
は
、
や
は
り
概
念
に
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
概
念
で
あ
る

か
は
未
規
定
で
あ
る
に
し
て
も
、
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
従
っ

て
、
そ
の
満
足
は
、
単
な
る
描
出
（D

arstellung

）
に
、
或
い
は

描
出
の
能
力
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
描
出
の

能
力
言
い
換
え
れ
ば
構
想
力
は
、
或
る
与
え
ら
れ
た
直
観
に
際
し

て
、
悟
性
と
い
う
概
念
の
能
力

0

0

0

0

0

或
い
は
理
性
と
、
こ
れ
ら
の
能
力

を
促
進
す
る
も
の
と
し
て
調
和
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
ま
た
、
両
種
の
判
断
は
単
称
判
断
で
あ
る
が
、
そ

れ
で
も
な
お
あ
ら
ゆ
る
主
観
に
関
し
て
普
遍
妥
当
的
で
あ
る
と
自

ら
を
告
知
す
る
判
断
で
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
、
単
に
快
の
感
情

に
対
す
る
要
求
で
あ
っ
て
、
対
象
の
認
識
に
対
す
る
要
求
で
な
い

に
し
て
も
、
そ
う
で
あ
る
。」（§ 23, S. 74.

）

と
述
べ
て
、
美
し
い
も
の
に
つ
い
て
の
判
断
即
ち
趣
味
判
断
と
崇
高
な

も
の
に
つ
い
て
の
判
断
と
が
、
基
本
的
に
は
同
じ
類
の
判
断
で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
崇
高
な
も
の
に
つ
い
て
の
判
断

は
、
趣
味
判
断
と
同
様
に
美
的
反
省
的
判
断
力
の
判
断
で
あ
る
（§ 24, 

S. 79.

）。
従
っ
て
、
崇
高
な
も
の
に
つ
い
て
も
満
足
も
、
趣
味
判
断
の

場
合
と
同
様
に
判
断
の
四
契
機
に
従
っ
て
、「
量0

か
ら
見
れ
ば
普
遍
妥

当
的
と
し
て
、
質0

か
ら
見
れ
ば
関
心
を
欠
い
た
も
の
と
し
て
、
関
係

0

0

か

ら
見
れ
ば
主
観
的
合
目
的
性
と
し
て
、
様
相

0

0

か
ら
見
れ
ば
そ
の
主
観
的

合
目
的
性
を
必
然
的
と
し
て
表
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。」（ebd.

）
と
カ
ン

ト
は
述
べ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
趣
味
判
断
に
於
い
て
は
「
形
態
」（Form

）
が
問
題
と

な
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
形
態
そ
の
も
の
が
美
と
呼
ば
れ
た
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
崇
高
な
も
の
は
、「
形
態
の
な
い
対
象
」（ein 

form
loser G

egenstand

）（§ 23, S. 75.

）
に
於
い
て
も
見
出
さ
れ
る
。
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三

い
や
む
し
ろ
、「
本
来
の
崇
高
な
も
の
は
感
性
的
形
態
に
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
は
で
き
な
い
。」（§ 23, S. 77.

）
即
ち
、
本
来
崇
高
と
呼
ば
れ

る
べ
き
も
の
は
、
形
態
の
な
い
も
の
で
あ
り
、「
我
々
の
描
出
能
力
に

不
適
合
な
」（unangem

essen unserm
 D

arstellungsverm
ögen

）（§   
23, S. 76.

）
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
我
々
の
構
想
力
の

能
力
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
感
能
の
対
象
と
し
て
の
自
然

に
存
す
る
対
象
と
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
「
我
々
は
非
常
に
多
く
の
自
然
の
対
象
を
極
め
て
正
当
に
美
し
い

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
自
然
の
対

象
を
崇
高
と
呼
ん
で
も
、
そ
れ
は
一
般
に
不
当
な
表
現
を
し
て
い

る
…
…
（
以
下
略
）
…
…
。」（ebd.
）

こ
の
よ
う
に
、
美
が
制
限
（B

egränzung

）
に
於
い
て
成
立
す
る
対
象

の
形
態
と
し
て
あ
る
の
に
対
し
て
、
崇
高
は
む
し
ろ
、
対
象
の
無
形

態
（Form

losigkeit

）
と
し
て
、
無
制
限
性
（U

nbegränztheit
）
と
し

て
あ
る
（§ 23, S. 75.

）。
美
し
い
も
の
が
、「
悟
性
の
未
規
定
的
概
念

の
描
出
」（die D

arstellung eines unbestim
m

ten Verstandesbegriffs
）

と
し
て
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、
崇
高
な
も
の
は
、「
理
性
の
未
規
定
的
概

念
の
描
出
」（die D

arstellung eines unbestim
m

ten Vernunftbegriffs

）

と
し
て
見
ら
れ
る
（ebd.

）。
こ
の
よ
う
に
、
崇
高
な
も
の
は
、
理
性

概
念
（Vernunftbegriff

）
即
ち
理
念
（Idee

）
の
描
出
で
あ
る
と
カ
ン

ト
は
言
う
。
そ
し
て
、
理
念
が
数
学
的
理
念
（die m

athem
atischen 

Ideen

）
と
力
学
的
理
念
（die dynam

ischen Ideen

）
と
に
分
け
ら
れ

る
こ
と
か
ら
（V

gl. K
drV., A

 528ff. / B
 556ff.

）、
崇
高
も
ま
た
数
学

的
崇
高
と
力
学
的
崇
高
と
に
分
か
れ
る（
（3
（

。
そ
し
て
、
数
学
的
に
崇
高
な

も
の
の
分
析
に
於
い
て
は
、
主
に
崇
高
な
も
の
に
つ
い
て
の
判
断
の
量

と
質
の
契
機
か
ら
、
力
学
的
に
崇
高
な
も
の
の
分
析
に
於
い
て
は
、
関

係
と
様
相
の
契
機
か
ら
、
分
析
が
行
わ
れ
る
。

　
　

三
─
二
─
二　

数
学
的
に
崇
高
な
も
の
に
つ
い
て

　
「
数
学
的
に
崇
高
な
も
の
」（das M

athem
atisch-Erhabene

）
と
は
、

「
端
的
に
大
な
る
も
の
」（das, w

as schlechthin groß ist

）
で
あ
る
（§ 

25, S. 80.

）。
換
言
す
れ
ば
、「
崇
高
と
は
、
そ
れ
と
比
較
し
て
は
、
他

の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
小
さ
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。」（Erhaben ist 

das, m
it w

elchem
 in Vergleichung alles andere klein ist.

）（§ 25, S. 
84.

）
つ
ま
り
、
崇
高
な
も
の
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
比
較
を
絶
し
て
大
き

い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
崇
高
な
も
の
に
つ
い
て
の
判
断
の
「
量
」
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
も
の
は
自
然
の
事
物
に
於
い
て
は
見
出

さ
れ
え
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
「
我
々
の
理
念
の
内
に
の
み
求
め
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。」（ebd.

）
何
故
な
ら
、「
真
に
比
較
を
絶
し
て
大
な
る

も
の
は
、
た
だ
無
限
な
る
も
の
、
絶
対
な
る
も
の
、
即
ち
理
性
の
対
象

た
る
理
念
の
み（
（（
（

」
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
哲
学
に
於
い
て

は
、
理
念
は
直
観
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
崇
高
は
我
々

の
直
接
的
認
識
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、

我
々
は
崇
高
の
感
情
を
も
つ
。
即
ち
、
崇
高
は
何
ら
か
の
仕
方
で
我
々



四

の
心
に
触
れ
て
く
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

カ
ン
ト
は
、
こ
の
崇
高
な
も
の
に
つ
い
て
の
満
足
に
関
し
て
も
、
美

に
つ
い
て
の
満
足
と
同
様
に
、
認
識
諸
力
の
活
動
か
ら
解
明
し
よ
う

と
す
る
。
即
ち
、
構
想
力
の
二
つ
の
働
き
、「
把
捉
」（A

uffassung 

（apprehensio
））
と
「
綜
括
」（Zusam

m
enfassung 

（com
prehensio 

aesthetica

））
と
に
着
目
し
、
前
者
に
限
界
は
な
い
が
、
後
者
に
は
限

界
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（§ 26, S. 87.

）（
（3
（

。
と
同
時
に
、
そ
れ
に

も
拘
わ
ら
ず
理
性
は
構
想
力
に
対
し
て
つ
ね
に
あ
ら
ゆ
る
対
象
を
（
無

限
な
る
も
の
さ
え
を
も
）「
一
つ
の
全
体
と
し
て
」
総
括
す
る
よ
う
に

要
求
す
る
、
と
い
う
我
々
の
心
の
事
実
を
指
摘
す
る
（§ 26, S. 91f.

）。

こ
の
事
実
、
即
ち
「
無
限
な
る
も
の
を
も
一
つ
の
全
体
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

単
に
思

惟
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
感
能
の
あ
ら
ゆ
る
尺
度
を

超
越
し
た
心
の
或
る
能
力
を
示
し
て
い
る
」（§ 26, S. 92.

）
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
或
る
対
象
の
判
定
に
際
し
て
、
構
想
力
の
能
力
が

理
性
の
能
力
に
適
合
し
な
い
こ
と
（
即
ち
無
力
さ
）
が
我
々
の
心
に
於

い
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
通
し
て
、
我
々
が
「
そ
れ
自
身
超
感
性
的

で
あ
る
能
力
」（ein Verm

ögen, das selbst übersinnlich ist

）（ebd.
）

を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
想
い
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
心
の
状
態
（G

em
üthszustand

）
即
ち
「
反
省
的
判
断
力
を

働
か
せ
る
或
る
種
の
表
象
に
よ
る
精
神
の
気
分
（G

eistesstim
m

ung

）」

（§ 25, S. 85.

）
こ
そ
が
、
本
来
崇
高
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

「
客
観
が
崇
高
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」（ebd.

）
の
で
あ
る
。
即

ち
こ
こ
で
は
、
美
的
反
省
的
判
断
力
は
、
構
想
力
を
理
念
の
能
力
で
あ

る
理
性
及
び
理
性
の
未
規
定
的
理
念
と
関
係
さ
せ
、
そ
の
よ
う
な
関
係

に
於
い
て
成
立
す
る
心
の
状
態
に
基
づ
い
て
、
崇
高
な
も
の
を
判
定
す

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
判
定
は
、『
実
践
理
性
批
判
』
に
於
い
て
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
、

「
規
定
さ
れ
た
諸
理
念
（
実
践
的
諸
理
念
）
の
影
響
が
感
情
に
惹
き
起

こ
す
で
あ
ろ
う
よ
う
な
或
る
心
の
気
分
（eine G

em
üthstim

m
ung

）」

（§ 26, S. 94f.

）
と
同
様
の
心
の
状
態
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
即

ち
、「
我
々
の
能
力
が
我
々
に
と
っ
て
法
則
で
あ
る
と
こ
ろ
の
理
念

に
到
達
す
る
の
に
不
適
合
で
あ
る
と
い
う
感
情
」
即
ち
「
尊
敬
」

（A
chtung

）（§ 27, S. 96.

）
を
我
々
の
心
に
起
こ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
道
徳
法
則
に
対
す
る
尊
敬
」（A

chtung fürs m
oralische 

G
esetz

）
は
、
道
徳
法
則
に
反
す
る
一
切
の
傾
向
性
（N

eigung

）
を

否
定
し
、
挫
折
せ
し
め
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
（V

gl. K
dpV., S. 

129f.

）。
こ
れ
と
同
様
に
、
崇
高
の
感
情
に
於
い
て
も
、
感
性
に
属
す

る
能
力
で
あ
る
構
想
力
が
理
念
に
対
し
て
不
適
合
で
あ
る
と
い
う
否

定
、
即
ち
不
快
を
媒
介
と
し
て
、
理
性
能
力
の
感
性
能
力
に
対
す
る

優
越
に
対
す
る
尊
敬
、
つ
ま
り
「
こ
の
超
感
性
的
使
命
の
感
情
」（das 

G
efühl dieser übersinnlichen B

estim
m

ung

）（§ 27, S. 98.

）
で
あ
る

尊
敬
の
感
情
が
成
立
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
構
想
力
の
理
性
理
念
へ
の

不
適
合
に
つ
い
て
の
判
断
が
理
念
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

同
時
に
呼
び
起
こ
さ
れ
た
「
快
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

即
ち
、
美
の
判
定
に
於
い
て
は
、
構
想
力
と
悟
性
と
の
調
和
に
よ
っ

て
主
観
的
合
目
的
性
が
成
立
し
、
そ
こ
に
快
が
生
ま
れ
た
の
に
対
し



カ
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批
判
」
の
一
考
察
（
三
）

五

て
、
崇
高
の
判
定
に
於
い
て
は
、「
構
想
力
と
理
性

0

0

と
が
両
者
の
闘
争

を
通
し
て
心
の
諸
力
の
主
観
的
合
目
的
性
を
生
み
出
す
」（§ 27, S. 

99.
）
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
闘
争
は
、
直
接
的
に
は
不
快
の
感

情
で
あ
る
が
、「
し
か
も
同
時
に
そ
の
不
快
が
合
目
的
的
と
表
象
さ
れ

る
」（§ 27, S. 100.

）
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
よ
り
高
い
我
々
の
超
感

性
的
能
力
（
理
性
）
に
と
っ
て
は
合
目
的
的
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
快
の
感
情
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

が
崇
高
な
も
の
に
つ
い
て
の
判
断
の
「
質
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

崇
高
の
感
情
は
、
我
々
の
心
の
動
き
に
於
い
て
成
立
す
る
「
不
快
を

媒
介
と
し
て
だ
け
可
能
な
快
」（eine Lust, die nur verm

ittelst einer 

U
nlust m

öglich ist

）（§ 27, S. 102.
）
と
い
う
性
質
（Q

ualität

）
を

も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

三
─
二
─
三　

力
学
的
に
崇
高
な
も
の
に
つ
い
て

　

次
に
、「
力
学
的
に
崇
高
な
も
の
」（das D

ynam
isch-Erhabene

）

は
、「
自
然
は
、
美
的
判
断
に
於
い
て
我
々
に
如
何
な
る
威
力
も
も
た

な
い
力0

（M
acht, die über uns keine G

ew
alt hat

）
と
し
て
見
ら
れ
た

と
き
、
力
学
的
に
崇
高
で
あ
る
。」（§ 28, S. 102.

）
と
定
義
さ
れ
る（
（3
（

。

こ
の
場
合
で
も
、
数
学
的
崇
高
と
同
様
に
、
自
然
の
事
物
が
崇
高
な
の

で
は
な
い
。
本
来
崇
高
な
も
の
と
は
、
や
は
り
我
々
の
心
の
状
態
で
あ

る
。

　
　
「
絶
壁
を
な
し
て
覆
い
か
か
り
脅
し
迫
っ
て
く
る
懸
崖
、
閃
光
と

轟
雷
を
伴
っ
て
中
空
に
盛
り
上
が
る
雷
雲
、
破
壊
の
猛
威
を
振
る

う
火
山
、
荒
廃
を
残
し
て
去
る
暴
風
、
怒
濤
逆
巻
く
果
て
し
な
き

大
洋
、
大
河
の
丈
高
き
瀑
布
等
々
」（§ 28, S. 104.

）

こ
れ
ら
は
、
我
々
の
抵
抗
を
空
し
く
す
る
よ
う
な
恐
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
は
、
好
ん
で
崇
高
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
こ
れ

ら
は
、
我
々
を
恐
れ
さ
せ
る
が
故
に
崇
高
と
呼
ば
れ
る
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
こ
れ
ら
恐
る
べ
き
自
然
の
力
を
前
に
し
て
も
、
な
お
そ
れ
に

打
ち
負
か
さ
れ
な
い
、
そ
の
よ
う
な
自
然
に
す
ら
優
越
し
た
心
の
能

力
を
、
即
ち
「
我
々
の
人
格
に
於
け
る
人
間
性
」（die M

enschheit in 

unserer Person

）（§ 28, S. 105.

）
を
我
々
が
も
っ
て
い
る
こ
と
を
見

出
す
と
き
、
我
々
は
崇
高
の
感
情
を
も
ち
、
そ
れ
を
対
象
に
い
わ
ば
投

影
し
て
、
こ
れ
ら
の
対
象
を
崇
高
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

　
　
「
自
然
は
、
我
々
の
美
的
判
断
に
於
い
て
、
恐
怖
を
惹
き
起
こ
す

限
り
で
崇
高
と
判
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
我
々
の
力

（
自
然
で
は
な
い
力
）
を
我
々
の
内
に
呼
び
起
こ
す
が
故
に
、
崇

高
と
判
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」（ebd.

）

即
ち
、
力
学
的
に
崇
高
な
も
の
に
つ
い
て
の
満
足
に
於
い
て
も
、
我
々

は
感
性
的
自
己
の
否
定
を
媒
介
と
し
て
、
超
感
性
的
・
叡
智
的
自
己
に

想
到
す
る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
も
や
は
り
「
不
快
を
媒
介
と
し
た
快
」

と
い
う
性
質
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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三
─
二
─
四　

崇
高
の
感
情
と
超
感
性
的
な
も
の
の
理
念

　

こ
の
よ
う
に
、
崇
高
な
も
の
に
つ
い
て
の
判
断
に
於
い
て
は
、
我
々

が
単
な
る
感
性
的
存
在
者
で
は
な
く
、
同
時
に
叡
智
的
存
在
者
で
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
我
々
は
、
自
然
に
支
配

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
然
（
我
々
の
外
な
る
、
ま
た
我
々

の
内
な
る
自
然
）
に
優
越
す
る
自
由
な
存
在
者
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
る
（V

gl. § 28, S. 109.

）。
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、
我
々
が

「
純
粋
な
自
立
的
理
性
」（§ 27, S. 99.

）
を
も
つ
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
理
性
は
、
数
学
的
崇
高
に
於
い
て
は
超
越
論
的
理
念
（die 

transscendentale Idee

）
の
能
力
と
し
て
の
理
性
と
し
て
、
力
学
的

崇
高
に
於
い
て
は
実
践
的
理
念
（die praktische Idee

）
の
能
力
と
し

て
の
理
性
と
し
て
現
れ
る
。
即
ち
、
数
学
的
崇
高
に
於
い
て
は
、「
自

然
の
、
ま
た
同
時
に
、
思
惟
す
る
我
々
の
能
力
の
根
底
に
横
た
わ
る
」

「
超
感
性
的
基
体
（ein übersinnliches Substrat

）」（§ 26, S. 94.

）
が

感
じ
ら
れ
、
力
学
的
崇
高
に
於
い
て
は
、
自
然
を
超
え
た
「
我
々
の
能

力
の
使
命
、
並
び
に
我
々
の
本
性
の
内
に
存
す
る
そ
の
能
力
へ
の
素

質
」（§ 28, S. 106.

）
が
感
じ
ら
れ
る（
（3
（

。
こ
こ
に
於
い
て
、
崇
高
な
も

の
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
自
然
に
存
す
る
事
物
（
崇
高
と
呼
ば
れ
う
る

も
の
）
を
契
機
と
し
て
、「
理
性
に
本
来
的
な
領
域
（
実
践
的
領
域
）」

（§ 29, S. 110.

）
へ
の
展
望
を
我
々
に
与
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
崇
高
に
関
す
る
判
断
の
様
相
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
確
と
な
る
。

　

崇
高
な
も
の
に
つ
い
て
の
判
断
も
、
趣
味
判
断
と
同
様
に
、
ア
・
プ

リ
オ
リ
に
普
遍
妥
当
的
か
つ
必
然
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
必
然
性

の
根
拠
は
、
我
々
の
「（
実
践
的
）
理
念
に
対
す
る
感
情
、
つ
ま
り
道

徳
的
感
情
へ
の
素
質
の
内
に
」（§ 29, S. 112.

）
存
す
る
。
そ
れ
故
、

「
教
養
」（C

ultur

）
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
こ
の
必
然
性
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
（V

gl. § 29, S. 111.

）。

何
故
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
素
質
」（A

nlage

）
は
、「
人
間
の
本
性
」

（die m
enschliche N

atur

）
と
し
て
、「
あ
ら
ゆ
る
人
に
期
待
す
る
こ
と

が
出
来
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
」（§ 29, S. 

111.

）
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
崇
高
の
感
情
（das G

efühl des Erhabenen

）

を
道
徳
的
感
情
（das m

oralische G
efühl

）
の
前
提
の
下
で
考
え
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
崇
高
の
感
情
と
道
徳
的
感
情
と
を
比
較
し
て
み
れ

ば
、
理
解
さ
れ
る
。

　

崇
高
の
感
情
と
は
、
反
省
的
判
断
力
が
構
想
力
を
理
念
の
能
力
と
し

て
の
理
性
に
関
わ
ら
せ
る
こ
と
に
於
い
て
成
立
す
る
我
々
の
心
の
状

態
（
不
快
を
媒
介
と
し
た
快
）
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
道
徳
的
感
情
も

や
は
り
、「
意
志
の
規
定
根
拠
で
あ
る
道
徳
法
則
が
、
我
々
の
傾
向
性

に
損
害
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
苦
痛
と
名
付
け
う
る
一
つ
の
感
情

を
惹
き
起
こ
す
に
違
い
な
い
」（K

dpV., S. 129.

）
と
い
う
形
で
、
ま

ず
は
苦
の
感
情
を
介
し
て
、
そ
れ
が
同
時
に
「
尊
敬
の
感
情
」（das 

G
efühl der A

chtung

）
を
惹
き
起
こ
す
と
い
う
在
り
方
を
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
否
定
的
感
情
（
不
快
）
を
媒
介
と
し
た
積
極
的
感
情
（
一
種

の
快
）
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
道
徳
的
感
情
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七

は
、「
ま
っ
た
く
理
性
に
よ
っ
て
の
み
惹
き
起
こ
さ
れ
る
」（K

dpV., S. 

135.
）
実
践
的
感
情
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
感
性
と
理
性
と
の
闘
争
に

よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
、
し
か
も
単
に
観
照
的
（contem

plativ

）
な
感

情
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
即
ち
我
々
の
行
為
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い

感
情
で
あ
る
崇
高
の
感
情
と
、
道
徳
的
感
情
と
を
直
ち
に
同
一
視
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
我
々
が
自
律
的
な
理
性

を
も
ち
、
そ
れ
が
直
接
的
に
感
性
を
規
定
す
る
こ
と
が
な
い
と
し
た

ら
、
ま
た
こ
の
こ
と
に
対
し
て
我
々
は
単
に
不
快
を
感
ず
る
だ
け
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
我
々
が
崇
高
の
感
情
を
も
つ
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
十
分
に
理
解
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
こ
と
を
カ
ン
ト
は
、「
崇
高
の
感
情
に
向
か
う
心
の
気
分
は
、

諸
理
念
に
対
す
る
心
の
感
受
性
を
必
要
と
す
る
。」（§ 29, S. 110.

）
と

表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
心
が
諸
理
念
を
受
け
入
れ
、

「
自
然
が
こ
れ
ら
諸
理
念
に
不
適
合
で
あ
る
こ
と
と
、
自
然
を
諸
理
念

に
対
す
る
一
つ
の
図
式
と
し
て
取
り
扱
お
う
と
す
る
構
想
力
の
緊
張
と

を
前
提
し
て
の
み
」（ebd.

）
初
め
て
崇
高
の
感
情
が
成
立
す
る
。
そ

れ
故
、
崇
高
の
感
情
の
た
め
に
は
、「
道
徳
的
諸
理
念
の
展
開
さ
れ
て

あ
る
こ
と
」（Entw
ickelung sittlicher Ideen

）（§ 29, S. 110f.

）
が

必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
崇
高
な
も
の
と
は
、「
感
性
を
畏
怖
さ
せ
な
が
ら
、
同

時
に
惹
き
つ
け
る
も
の
」（das A

bschreckende für die Sinnlichkeit, 

w
elches doch zugleich anziehend ist

）（§ 29, S. 110.

）
と
し
て
「
一

つ
の
威
力
」（eine G

ew
alt

）
で
あ
る
。「
理
性
は
こ
の
威
力
を
感
性

へ
及
ぼ
し
、
感
性
を
拡
大
し
て
理
性
に
本
来
的
な
領
域
（
実
践
的
領

域
）
へ
適
合
す
る
に
至
ら
せ
、
感
性
に
と
っ
て
深
淵
（A

bgrund

）
で

あ
る
と
こ
ろ
の
無
限
な
も
の
（das U

nendliche

）
を
仰
ぎ
望
ま
せ
る
。」

（ebd.

）
即
ち
、
崇
高
な
も
の
と
は
、
こ
の
よ
う
に
我
々
の
心
を
感
性

的
領
域
（
自
然
）
か
ら
理
性
の
本
来
的
領
域
（
叡
智
界
）
へ
と
向
け
る

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
い
て
我
々
は
、

　
　
「
我
々
の
関
わ
る
も
の
が
、
単
に
現
象
と
し
て
の
自
然
に
す
ぎ
な

い
こ
と
、
し
か
も
そ
う
い
う
現
象
と
し
て
の
自
然
そ
の
も
の
が

な
お
（
理
性
が
理
念
の
内
に
も
つ
と
こ
ろ
の
）
自
然
自
体
の
単

な
る
描
出
（bloße D

arstellung der N
atur an sich

）
と
見
な
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
。」（§ 29, A

llgem
eine A

nm
erkung zur 

Exposition der ästhetischen reflectirenden U
rtheile, S. 116.

）

に
想
到
す
る
、
と
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
念
は
、
崇

高
な
も
の
に
つ
い
て
の
判
定
に
於
い
て
初
め
て
我
々
の
心
の
内
に
喚
起

さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
崇
高
な
も
の
に
つ
い
て
の
判
断
に
於
い
て
我
々

は
、
自
然
と
自
由
と
が
何
ら
関
係
を
も
た
ず
、
ま
っ
た
く
懸
け
離
れ
た

も
の
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、「
こ
の
美
的
判
定
は
、
自
然
の
領
域
を
ま
っ
た
く
超
え
た
、

心
の
使
命
の
感
情
（
道
徳
的
感
情
）
に
基
づ
い
て
お
り
、
こ
の
感
情
に

関
し
て
対
象
の
表
象
が
主
観
的
・
合
目
的
的
と
判
定
さ
れ
る
。」（ebd.

）

か
ら
で
あ
る
。



八

　

以
上
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

美
し
い
も
の
に
つ
い
て
の
判
断
と
同
様
に
、
崇
高
な
も
の
に
つ
い
て

の
判
断
に
於
い
て
も
、
判
断
力
は
、
対
象
の
表
象
に
際
し
て
我
々
の
心

に
成
立
す
る
主
観
的
合
目
的
性
に
基
づ
い
て
対
象
を
判
定
し
、
同
時
に

こ
の
主
観
的
に
合
目
的
的
な
心
の
状
態
が
快
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

快
・
不
快
の
感
情
に
規
則
を
与
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
快
は
、
美
し
い

も
の
の
判
断
に
於
い
て
は
、
そ
れ
自
体
で
成
立
す
る
直
接
的
・
積
極
的

な
も
の
で
あ
る
が
、
崇
高
な
も
の
の
判
断
に
於
い
て
は
、
い
わ
ば
消
極

的
で
、
た
だ
不
快
を
媒
介
と
し
て
の
み
成
立
す
る
。
こ
れ
が
、
本
稿
の

一
で
挙
げ
た
課
題
（
一
）
に
対
す
る
解
答
で
あ
る
。

　

同
時
に
、
崇
高
の
分
析
に
於
い
て
は
、
課
題
（
二
）
に
つ
い
て
も
触

れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
自
然
は
単
に
現
象
（
感
性
的
な
も
の
）

に
留
ま
ら
ず
、
同
時
に
超
感
性
的
な
も
の
の
理
念
の
描
出
（
現
れ
）
と

し
て
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
、
自
然
と
自
由
と
を
橋
渡
し
す
る
可
能
性
が

一
つ
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
現
実
的
な
解
決
と
は
言
い
難

い
。
何
故
な
ら
、
こ
の
判
断
に
於
い
て
は
、「
我
々
は
自
然
を
そ
う
い

う
理
念
の
描
出
と
し
て
認
識

0

0

し
う
る
の
で
は
な
く
、
単
に
そ
う
思
惟

0

0

し
う
る
に
す
ぎ
な
い
」（ebd.

）
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
さ
ら
に
、

「
美
的
判
断
力
の
弁
証
論
」
に
於
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
次
に

我
々
は
そ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
美
的
判
断
力
に
よ
る
自
然

と
自
由
の
媒
介
の
問
題
に
結
論
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

四　

趣
味
の
二
律
背
反
と
超
感
性
的
基
体
の
理
念

　

四
─
一　

趣
味
の
二
律
背
反
に
つ
い
て

　
「
美
的
判
断
力
の
弁
証
論
」
に
於
い
て
、
カ
ン
ト
は
ま
ず
、
美
的

判
断
力
が
不
可
避
的
に
陥
る
「
趣
味
の
二
律
背
反
」（A

ntinom
ie des 

G
eschm

acks

）
を
提
示
す
る
。
即
ち
、「
趣
味
の
原
理
」
に
関
し
て
以

下
の
よ
う
な
二
律
背
反
が
現
れ
る
。

　
　

一
、
定
立
。
趣
味
判
断
は
諸
概
念
に
基
づ
か
な
い
。
と
い
う
の

は
、
も
し
基
づ
け
ば
、
趣
味
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
う
る
（
証
明
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
う
る
）
で
あ
ろ
う
か
ら
。

　
　

二
、
反
定
立
。
趣
味
判
断
は
諸
概
念
に
基
づ
く
。
と
い
う
の
は
、

も
し
基
づ
か
な
い
と
す
れ
ば
、
趣
味
の
相
違
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な

お
こ
れ
に
つ
い
て
争
う
（
他
の
人
が
こ
の
判
断
に
必
然
的
に
一
致

す
る
こ
と
を
要
求
す
る
）
こ
と
す
ら
ま
っ
た
く
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
。

 

（§ 56, S. 234.

）

　

こ
の
二
律
背
反
を
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
解
決
し
て
い
る
。

　

ま
ず
カ
ン
ト
は
、「
趣
味
判
断
は
、
何
ら
か
の
概
念
に
関
係
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
対
す
る
必
然
的
妥

当
性
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。」（§ 

57, S. 234f.
）
と
言
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
何
ら
か
の
概
念
に
関
係
す



カ
ン
ト
「
美
的
判
断
力
の
批
判
」
の
一
考
察
（
三
）

九

る
」（auf irgend einen B

griff beziehen

）
と
い
う
こ
と
は
、「
或
る

概
念
に
基
づ
い
て
証
明
さ
れ
う
る
」（aus einem

 B
egriffe erw

eislich 

sein
）
と
い
う
こ
と
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。「
そ
う
で
あ
る

か
ら
と
い
っ
て
、
趣
味
判
断
は
、
或
る
概
念
に
基
づ
い
て
証
明
さ
れ
う

る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。」（§ 57, S. 235.

）
む
し
ろ
趣
味
判
断
は
、

美
的
判
断
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
概
念
に
基
づ
く
判
断
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
は
、
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
に
ま
ず
、
概
念
を
「
規

定
さ
れ
う
る
」（bestim

m
bar

）
概
念
と
「
そ
れ
自
体
未
規
定
で
あ

り
、
同
時
に
規
定
さ
れ
え
な
い
」（an sich unbestim

m
t und zugleich 

unbestim
m

bar

）
概
念
と
に
分
類
す
る
（ebd.

）。
そ
し
て
、「
定
立
」

（Thesis

）
に
於
い
て
は
前
者
の
概
念
が
、「
反
定
立
」（A

ntithesis

）

に
於
い
て
は
後
者
の
概
念
が
、
意
味
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
矛
盾
を
解
消
す
る
。

　
　
「
定
立
に
於
い
て
は
、
趣
味
判
断
は
規
定
さ
れ
た

0

0

0

0

0

諸
概
念
に
基
づ

か
な
い
、
と
言
わ
れ
る
べ
き
は
ず
で
あ
り
、
反
定
立
に
於
い
て

は
、
趣
味
判
断
は
、
未
規
定
な

0

0

0

0

概
念
で
は
あ
る
が
、
な
お
或
る
概

念
（
即
ち
現
象
の
超
感
性
的
基
体
の
概
念
）
に
基
づ
く
、
と
言
わ

れ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
両
者
の
間
に
矛
盾
は

存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。」（§ 57, S. 237.

）

　

こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
趣
味
判
断
の
基
づ
く
未
規
定
な
或
る
概
念
を
、

「
感
能
の
客
観
と
し
て
の
、
従
っ
て
現
象
と
し
て
の
対
象
の
（
ま
た
さ

ら
に
判
断
す
る
主
観
の
）
根
底
に
横
た
わ
る
超
感
性
的
な
も
の
に
つ

い
て
の
単
に
純
粋
な
理
性
概
念
」（der bloße reine Vernunftbegriff 

von dem
 Ü

bersinnlichen, w
as dem

 G
egenstande 

（und auch dem
 

urtheilenden Subjecte

）  als Sinnenobjecte, m
ithin als Erscheinung 

zum
 G

runde liegt

）（§ 57, S. 236.

）
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の

概
念
は
ま
た
、「（
判
断
力
に
対
す
る
自
然
の
主
観
的
合
目
的
性
の
根
拠

一
般
の
）
或
る
概
念
」（ebd.

）
と
も
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
概

念
は
、「
そ
れ
自
体
未
規
定
で
あ
り
認
識
に
役
立
た
な
い
」（ebd.

）
概

念
で
あ
る
た
め
、
こ
の
概
念
に
基
づ
く
た
め
に
趣
味
判
断
が
認
識
判
断

と
同
質
化
す
る
危
険
性
は
な
い
。
そ
れ
故
、
趣
味
判
断
の
特
質
が
損
な

わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
は
、
美
的
判
断
力
の
二
律
背
反
を
解
決
す

る
。
そ
し
て
そ
れ
を
通
し
て
、
趣
味
判
断
が
、
超
感
性
的
な
も
の
の
理

念
、
換
言
す
れ
ば
「
人
間
性
の
超
感
性
的
基
体
」（das übersinnliche 

Substrat der M
enschheit

）（§ 57, S. 237.

）
の
理
念
に
基
づ
い
て
い

る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
自
身
の
二
律
背
反
の
提
示
と
解
決
は
以
上
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
「
美
的
判
断
力
の
分
析
論
」
の
「
美
の
分
析
」
に
於
け
る
議
論
の
再

定
式
化
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち
、「
定
立
」
は
、「
美
の
分
析
」
に
於
い

て
一
貫
し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、「
反
定
立
」
は
、
趣
味

判
断
の
必
然
的
妥
当
性
の
根
拠
と
し
て
示
さ
れ
た
「
共
通
感
覚
と
い
う

理
念
」（die Idee eines G

em
einsinnes

）（§ 20, S. 64.

）
の
存
在
を
、



一
〇

別
の
形
で
表
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
そ
う
考
え
な
い
と
、
カ
ン
ト

の
二
律
背
反
の
提
示
は
、
単
な
る
こ
じ
つ
け
と
し
か
思
え
な
い
も
の
に

な
っ
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
も
、「
反
定
立
」
の
主
張
の
根
拠
と
し
て

挙
げ
ら
れ
た
趣
味
判
断
の
必
然
的
妥
当
性
は
、
分
析
論
に
於
い
て
既
に

解
決
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
故
、
分
析
論
に
於
い
て
は

「
共
通
感
覚
と
い
う
理
念
」（
こ
れ
も
や
は
り
未
規
定
的
概
念
と
呼
ば
れ

て
い
た
）
と
言
わ
れ
た
も
の
が
、
こ
の
弁
証
論
に
至
っ
て
、「
人
間
性

の
超
感
性
的
基
体
の
理
念
」
ま
た
は
「
我
々
の
内
な
る
超
感
性
的
な
も

の
の
未
規
定
的
理
念
」（die unbestim

m
te Idee des Ü

bersinnlichen 

in uns

）（§ 57, S. 238.

）、
或
い
は
「
感
能
の
客
観
と
し
て
の
、
従
っ

て
現
象
と
し
て
の
対
象
の
（
ま
た
さ
ら
に
判
断
す
る
主
観
の
）
根
底
に

横
た
わ
る
超
感
性
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
単
に
純
粋
な
理
性
概
念
」（§ 

57, S. 236.

）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と

も
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
指
示
対
象
が
同
一
で
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
こ

れ
ら
の
概
念
の
意
味
内
実
が
同
一
で
あ
る
と
は
言
い
難
く
、
む
し
ろ
相

当
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
注
意
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

四
─
二　

三
種
の
二
律
背
反
と
超
感
性
的
な
も
の
の
理
念

　

こ
の
よ
う
に
、
美
的
判
断
力
の
二
律
背
反
は
、
我
々
を
超
感
性
的
な

も
の
を
望
見
す
る
よ
う
に
導
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
理
論
理
性
及
び

実
践
理
性
の
二
律
背
反
も
同
様
で
あ
っ
た
。
即
ち
、「
純
粋
理
性
の
三

種
の
二
律
背
反
が
存
す
る
。」（§ 57, A

nm
erkung II, S. 243.

）
の
で

あ
る
。

　
　
「
一
、
認
識
能
力
に
と
っ
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
無
制
約
者
に
ま
で
至
ろ
う
と
す

る
悟
性
の
理
論
的
使
用
に
関
す
る
理
性
の
二
律
背
反
。
二
、
快
と

0

0

不
快
の
感
情
に
と
っ
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
判
断
力
の
美
的
使
用
に
関
す
る
理
性

の
二
律
背
反
。
三
、
欲
求
能
力
に
と
っ
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
自
体
自
身
で

立
法
的
な
理
性
の
実
践
的
使
用
に
関
す
る
二
律
背
反
。」（§ 57, 

A
nm

erkung II, S. 244.

）

こ
の
よ
う
に
三
種
の
二
律
背
反
が
存
在
す
る
こ
と
に
は
、「
そ
の
各
々

が
（
上
級
認
識
能
力
と
し
て
）
そ
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
理
を
も
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
悟
性
、
判
断
力
及
び
理
性
と
い
う
三
つ
の
認
識
能

力
が
存
す
る
こ
と
に
、
そ
の
根
拠
が
あ
る
。」（§ 57, A

nm
erkung II, S. 

243.

）
そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
二
律
背
反
の
解
消
を
通
し
て
三
つ
の

理
念
が
示
さ
れ
る
。
即
ち
、

　
　
「
第
一
に
は

0

0

0

0

、
単
に
自
然
の
基
体
と
し
て
の
他
に
そ
れ
以
上
の
規

定
を
も
た
な
い
超
感
性
的
な
も
の
一
般
の
理
念
、
第
二
に
は

0

0

0

0

、

我
々
の
認
識
能
力
に
対
す
る
自
然
の
主
観
的
合
目
的
性
の
原
理
と

し
て
の
、
ま
さ
に
同
じ
超
感
性
的
な
も
の
の
理
念
、
第
三
に
は

0

0

0

0

、

自
由
の
諸
目
的
の
原
理
及
び
道
徳
的
な
も
の
に
於
け
る
自
由
と
諸

目
的
と
の
一
致
の
原
理
と
し
て
の
、
ま
さ
に
同
じ
超
感
性
的
な
も

の
の
理
念
。」（§ 57, A

nm
erkung II, S. 245.

）



カ
ン
ト
「
美
的
判
断
力
の
批
判
」
の
一
考
察
（
三
）

一
一

と
い
う
三
つ
の
理
念
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
美
的
判
断
力
は
、
そ
の
二
律
背
反
に
於
い
て
、
悟
性

と
理
性
が
と
も
に
示
す
「
或
る
超
感
性
的
な
も
の
（
我
々
の
外
な
る

及
び
我
々
の
内
な
る
自
然
の
叡
智
的
基
体
）」（etw

as Ü
bersinnliches 

（das intelligible Substrat der N
atur außer uns und in uns

））（§ 57, 
A

nm
erkung II, S. 244.

）
の
理
念
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
於
い
て

我
々
は
、
悟
性
と
理
性
が
判
断
力
と
と
も
に
結
ば
れ
、
悟
性
の
対
象
で

あ
る
自
然
概
念
の
領
域
と
理
性
の
対
象
で
あ
る
自
由
概
念
の
領
域
と
が

媒
介
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
予
感
を
も
つ
。
即
ち
、
自
然

（
感
性
界
）
と
自
由
（
叡
智
界
）
は
、と
も
に
「
叡
智
的
な
も
の
」（das 

Intelligible

）
に
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
通
し
て
、
前
者
か
ら
後
者
へ

の
移
行
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
い
る
。

　
　
「
悟
性
は
、
自
然
に
対
す
る
自
ら
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
法
則
の
可

能
性
を
通
じ
て
、
自
然
が
我
々
に
よ
っ
て
た
だ
現
象
と
し
て
の
み

認
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
証
明
を
与
え
、
従
っ
て
同
時
に
自
然

の
超
感
性
的
基
体
を
通
告
す
る
が
、
こ
の
基
体
を
ま
っ
た
く
未
規

0

0

定0

の
ま
ま
に
す
る
。
判
断
力
は
、
自
然
の
可
能
的
特
殊
的
諸
法
則

に
従
っ
て
自
然
を
判
定
す
る
自
ら
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
理
に

よ
っ
て
、
自
然
の
超
感
性
的
基
体
（
我
々
の
内
な
る
並
び
に
我
々

の
外
な
る
）
に
知
性
的
能
力
に
よ
る
規
定
可
能
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
与
え
る
。
と

こ
ろ
が
理
性
は
、
ま
さ
に
こ
の
超
感
性
的
基
体
に
、
自
ら
の
ア
・

プ
リ
オ
リ
な
実
践
的
法
則
に
よ
っ
て
規
定

0

0

を
与
え
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
判
断
力
は
、
自
然
概
念
の
領
域
か
ら
自
由
概
念
の
領
域
へ

の
移
行
を
可
能
に
す
る
。」（Einl., S. LV

f.

）

　

悟
性
が
、
自
然
が
超
感
性
的
基
体
を
も
つ
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と

は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
超
越
論
的
分
析
論
」
第
二
篇
第
三
章

「
あ
ら
ゆ
る
対
象
を
現
象
体
と
可
想
体
に
区
分
す
る
こ
と
の
根
拠
に
つ

い
て
」
や
、「
超
越
論
的
弁
証
論
」
第
二
篇
第
二
章
「
純
粋
理
性
の
二

律
背
反
」
に
於
い
て
、
特
に
第
三
及
び
第
四
二
律
背
反
の
解
決
に
於
い

て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
解
決
に
於
い
て
カ
ン
ト
は
、
我
々
の
経
験
に

見
出
さ
れ
る
自
由
と
偶
然
性
の
問
題
を
通
し
て
自
由
の
可
能
性
を
論
証

し
、「
超
越
論
的
自
由
」（die transscendentale Freiheit

）
に
関
す
る

議
論
の
中
で
、
或
る
現
象
の
系
列
が
そ
れ
か
ら
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
れ
自
身
は
現
象
で
は
な
い
も
の
、
即
ち
「
何
ら
か
の
叡
智
的
存

在
者
」（irgendeines intelligibles W

esen

）
の
可
能
性
が
否
定
さ
れ
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
（V

gl. K
drV., A

 532-558 / B
 560-586.

）。
し

か
し
、
こ
の
叡
智
的
存
在
者
は
、
理
論
理
性
に
よ
っ
て
は
何
ら
規
定
し

え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、「
我
々
は
そ
れ
に
つ
い
て
少
し
の
知
識
も
も

た
な
い
」（K

drV., A
 566 / B

 594.

）
の
で
あ
る
。

　

ま
た
理
性
が
、
そ
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
実
践
的
法
則
に
よ
っ
て
、
こ

の
超
感
性
的
基
体
に
規
定
を
与
え
る
こ
と
は
、『
実
践
理
性
批
判
』
全

体
を
貫
く
主
題
で
あ
る
。
我
々
の
行
為
（H

andlung

）
は
、
一
方
で

は
「
感
性
界
に
於
け
る
出
来
事
と
し
て
現
象
に
属
す
る
」（K

dpV., S. 



一
二

115.

）
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
、
自
由
な
行
為
と
し
て
、
自
由
の
原

因
性
（die C

ausalität der Freiheit

）
に
従
う
「
叡
智
的
存
在
者
の
振

る
舞
い
」（das Verhalten intelligibeler W

esen

）（ebd.

）
に
属
す
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
行
為
の
主
体
と
し
て
の
叡
智
的
存
在
者
、
即

ち
意
志
（W

ille
）・
実
践
理
性
を
も
つ
存
在
者
が
、
道
徳
法
則
を
自
己

自
身
に
与
え
る
。
即
ち
、
自
己
自
身
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
自
由
が
成

立
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
於
い
て
自
由
概
念
の
領
域
が
成
立
す
る
の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
悟
性
は
、
単
な
る
現
象
と
し
て
の
自
然
を
自
ら
の

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
理
に
よ
っ
て
対
象
と
し
て
成
立
さ
せ
る
と
同
時

に
、
そ
の
現
象
の
根
底
に
超
感
性
的
基
体
が
存
す
る
可
能
性
を
示
し
、

理
性
は
、
そ
の
超
感
性
的
基
体
を
自
ら
の
原
理
に
よ
っ
て
現
実
に
規
定

す
る
。
で
は
、
美
的
判
断
力
は
、
上
記
の
定
式
の
よ
う
に
、
こ
の
超
感

性
的
基
体
に
規
定
可
能
性
（B

estim
m

barkeit

）
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
、
前
節
（
四
─
一
）
で
、
美
的
判
断
力

の
二
律
背
反
の
解
決
を
通
し
て
、
趣
味
判
断
が
「
人
間
性
の
超
感
性
的

基
体
の
理
念
」
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
こ
の
理
念
は
、
趣
味
判
断
の
内
で
は
そ
れ
自
体
に
於
い
て
何

ら
規
定
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
念
に
、
美
的
判

断
力
は
、
果
た
し
て
規
定
可
能
性
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

こ
の
難
問
を
カ
ン
ト
は
、
美
を
「
道
徳
的
な
も
の
の
象
徴
」
と
考

え
る
こ
と
で
解
決
し
よ
う
と
試
み
る
。『
判
断
力
批
判
』
第
五
九
節

「
道
徳
性
の
象
徴
と
し
て
の
美
に
つ
い
て
」（Von der Schönheit als 

Sym
bol der Sittlichkeit.

）
は
、
カ
ン
ト
美
学
（「
美
的
判
断
力
の
批

判
」
全
体
を
「
美
学
」
と
呼
ぶ
と
す
る
な
ら
ば
）
の
最
終
到
達
点
で
あ

り
、
カ
ン
ト
哲
学
の
真
面
目
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
た
節
で
あ
る
。

五　

道
徳
的
善
の
象
徴
と
し
て
の
美

　
　
　
　

｜

自
然
と
自
由
と
の
媒
介

｜

　

五
─
一　

象
徴
に
つ
い
て

　
「
道
徳
性
の
象
徴
と
し
て
の
美
」
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
我
々

は
、
カ
ン
ト
が
考
え
て
い
る
「
象
徴
」（Sym

bol

）
概
念
の
意
味
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
、『
実

用
的
見
地
に
於
け
る
人
間
学
』
に
於
い
て
、「
象
徴
」
を
次
の
よ
う
に

定
義
し
て
い
る
。

　
　
「
諸
物
の
諸
形
態
（
諸
直
観
）
は
、
そ
れ
ら
が
た
だ
概
念
に
よ
る

表
象
の
手
段
と
し
て
の
み
役
立
つ
限
り
で
、
諸
象
徴

0

0

0

で
あ
り
、
象

徴
に
よ
る
認
識
は
、
象
徴
的
（sym

bolisch

）
或
い
は
形
象
的

0

0

0

（figürlich

（speciosa

））
と
呼
ば
れ
る
。」（Anthropologie., S. 

191.

）

　
　
「
そ
れ
故
、
象
徴
的
認
識
（das sym

bolische Erkenntniß

）
は
、

（
感
性
的
直
観
に
よ
る
）
直
観
的
（intuitiv

）
認
識
に
で
は
な

く
、（
概
念
に
よ
る
）
知
的
（intellectuell

）
認
識
に
対
置
さ
れ



カ
ン
ト
「
美
的
判
断
力
の
批
判
」
の
一
考
察
（
三
）

一
三

る
。
象
徴
は
、
単
に
悟
性
の
手
段
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ

も
、
或
る
対
象
を
描
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
悟
性
の
概
念
に
意
義

（B
edeutung

）
を
与
え
る
た
め
に
、
そ
の
概
念
が
そ
れ
に
適
用
さ

れ
う
る
何
ら
か
の
諸
直
観
と
の
類
比

0

0

（A
nalogie

）
に
よ
る
単
に

間
接
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。」（ebd.

）

こ
の
定
義
に
於
い
て
、「
象
徴
」
は
、「
概
念
に
よ
る
表
象
の
手
段
」
即

ち
「
悟
性
の
手
段
」（M

ittel des Verstandes

）
で
あ
る
こ
と
。
そ
し

て
そ
れ
は
「
直
観
」
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
そ
れ
は
、
或
る
対
象
を
描
出

す
る
（D

arstellung eines G
egenstandes

）
こ
と
に
よ
っ
て
悟
性
の
概

念
に
意
義
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
そ
の
悟
性
の
概
念

が
そ
れ
に
適
用
さ
れ
う
る
何
ら
か
の
直
観
と
の
類
比
に
よ
っ
て
、
概
念

に
意
義
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

岩
波
書
店
の
『
カ
ン
ト
全
集 

15
』
所
収
の
渋
谷
治
美
氏
の
訳
文
で
は
、

悟
性
の
概
念
と
し
て
「
平
和
」、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
う
る
何
ら
か
の
直

観
と
し
て
「
鳩
」
が
、
訳
文
を
補
う
文
言
と
し
て
挿
入
さ
れ
て
い
る（
（3
（

。

確
か
に
、「
平
和
」
と
い
う
極
め
て
抽
象
度
が
高
い
概
念
に
、「
鳩
」
と

い
う
感
性
的
直
観
の
対
象
の
具
体
的
形
象
（
こ
れ
も
直
観
で
あ
る
）
を

描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
平
和
」
と
い
う
概
念
が
意
味
し
て
い
る

こ
と
を
「
類
比
」（A

nalogie

）
に
よ
っ
て
認
識
す
る
。
こ
の
象
徴
的

認
識
に
於
い
て
、「
鳩
」
は
「
平
和
」
の
「
象
徴
」
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
人
間
学
』
に
於
い
て
は
、「
象
徴
」
と
は
、

類
比
に
よ
っ
て
概
念
に
直
観
を
与
え
て
、
そ
の
概
念
を
象
徴
的
或
い
は

形
象
的
に
認
識
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
、
悟
性
の
手
段
と
し
て
の
直
観

で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
。

　
「
象
徴
」
概
念
は
、『
判
断
力
批
判
』
に
於
い
て
も
基
本
的
に
は
同
じ

よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　

カ
ン
ト
は
ま
ず
、「
我
々
の
概
念
の
レ
ア
リ
テ
ー
ト
（R

ealität

）
を

確
証
す
る
（darthun

）
た
め
に
は
、
つ
ね
に
諸
直
観
が
必
要
で
あ
る
。」

（§ 59, S. 254.

）
と
言
う
。
そ
の
概
念
が
経
験
的
概
念
の
場
合
に
は
、

必
要
と
さ
れ
る
直
観
は
「
実
例
」（B

eispiel

）
と
呼
ば
れ
る
個
々
の
具

体
的
な
感
性
的
直
観
で
あ
る
。
純
粋
悟
性
概
念
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
の
場

合
に
は
、
こ
の
直
観
は
構
想
力
に
よ
る
「
超
越
論
的
時
間
規
定
」（die 

transzendentale Zeitbestim
m

ung

）（K
drV., A

 139 / B
 178.

）
で
あ

る
「
図
式
」（Schem

a

）
を
介
し
て
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
理
性
概

念
即
ち
理
念
に
は
、
ど
の
よ
う
な
直
観
も
適
合
し
え
な
い
。
そ
れ
故
、

理
念
の
場
合
に
は
そ
の
客
観
的
な
レ
ア
リ
テ
ー
ト
を
確
証
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
（§ 59, S. 254.

）。
し
か
し
、
我
々
の
も
つ
概
念
は
す

べ
て
、
そ
れ
が
経
験
的
概
念
で
あ
ろ
う
と
純
粋
悟
性
概
念
で
あ
ろ
う

と
、
ま
た
理
性
概
念
で
あ
ろ
う
と
、
概
念
で
あ
る
限
り
、「
必
然
的
に

認
識
に
属
し
て
い
る（
（3
（

。」
そ
れ
故
、
た
と
え
本
来
の
認
識
に
は
不
十
分

で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
つ
ね
に
直
観
を
要
求
す
る
。
即

ち
「
描
出
」（D

arstellung

）
を
求
め
る
の
で
あ
る（
（3
（

。

　

そ
し
て
、
そ
の
描
出
即
ち
「
感
性
化
と
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
素

描（
34
（

（
描
出
、
見
エ
ル
モ
ノ
ニ
ヨ
ル
代
理
）
は
、
二
通
り
あ
る
。」

（A
lle H

ypotypose 

（D
arstellung, subiectio sub adspectum

）  als 



一
四

Versinnlichung ist zw
eifach:...

）（§ 59, S. 255.

）
そ
れ
は
、「
図
式

的
」（schem

atisch

）
で
あ
る
か
「
象
徴
的
」（sym

bolisch

）
で
あ
る

か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
に
は
、「
悟
性
が
把
握
す
る
概

念
に
、
対
応
す
る
直
観
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
る
」（ebd.

）

の
に
対
し
て
、
後
者
の
場
合
に
は
、「
理
性
だ
け
が
思
惟
し
う
る
、
ど

の
よ
う
な
感
性
的
直
観
も
そ
れ
に
適
合
し
え
な
い
概
念
〔
即
ち
理
念
〕

に
、
直
観
が
付
加
さ
れ
る
。
こ
の
直
観
と
判
断
力
の
手
続
き
（das 

Verfahren

）
と
は
、
図
式
作
用
（das Schem

atisieren

）
に
於
い
て
判

断
力
が
従
う
手
続
き（
34
（

と
単
に
類
比
的
（analogisch

）
に
一
致
す
る
に

す
ぎ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
直
観
と
判
断
力
の
手
続
き
と
が
概
念

〔
理
念
〕
と
一
致
す
る
の
は
、
単
に
こ
の
手
続
き
の
規
則
か
ら
見
て
で

あ
っ
て
、
直
観
そ
の
も
の
か
ら
見
て
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
単
に
反
省

の
形
式
か
ら
見
て
で
あ
っ
て
、
内
容
か
ら
見
て
一
致
す
る
の
で
は
な

い
。」（ebd. 

〔
〕
内
筆
者
補
足
。）
こ
の
よ
う
に
描
出
が
解
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
理
念
に
対
し
て
も
描
出
（
即
ち
そ
れ
に
対
応
す
る
直
観

を
付
与
す
る
こ
と
）
が
可
能
と
な
る
。

　
　
「
そ
れ
故
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
概
念
に
付
加
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
直

観
は
、
図
式

0

0

で
あ
る
か
象
徴

0

0

で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
そ

の
前
者
は
概
念
の
直
接
的
描
出
を
、
後
者
は
概
念
の
間
接
的
描
出

を
含
ん
で
い
る
。」（§ 59, S. 256.

）

「
概
念
の
間
接
的
描
出
」
と
は
、
類
比
（A

nalogie

）
を
介
し
て
直
観

を
そ
の
概
念
に
付
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
象
徴
」
は
、

　
　
「
或
る
理
念
の
（
或
い
は
或
る
理
性
概
念
の
）
象
徴
と
は
、
類
比

に
従
っ
た
対
象
の
表
象
で
あ
る
。」（Fortschritte., S. 280.

）

と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
引
用
で
は
理
念
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
が
、
こ
の
定
義
は
概
念
一
般
に
つ
い
て
も
適
用
可
能
で
あ
る
。
即

ち
、
或
る
概
念
の
「
象
徴
」
と
は
、「
類
比
に
従
っ
た
対
象
の
表
象
」

（eine Vorstellung des G
egenstandes nach der A

nalogie

）
で
あ
る
、

と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
カ
ン
ト
は
、
こ
の
「
類
比
」
に
於
い
て
判
断
力
は
二
重
の
働

き
を
す
る
と
言
う
。

　
　
「
こ
の
類
比
に
於
い
て
、
判
断
力
は
二
重
の
仕
事
を
は
た
す
。
ま

ず
第
一
に
、
概
念
を
或
る
感
性
的
直
観
の
対
象
に
適
用
し
、
そ
の

後
第
二
に
、
こ
の
直
観
に
つ
い
て
の
反
省
の
単
な
る
規
則
を
、
最

初
の
対
象
が
そ
れ
に
つ
い
て
の
単
に
象
徴
で
し
か
な
い
と
こ
ろ
の

ま
っ
た
く
異
な
っ
た
対
象
に
適
用
す
る
の
で
あ
る
。」（§ 59, S. 

256.

）

こ
の
よ
う
な
象
徴
の
例
と
し
て
カ
ン
ト
は
、「
魂
を
も
っ
た
身
体
」（ein 

beseelter K
örper

）
と
国
民
の
法
（Volksgesetze

）
に
従
っ
て
統
治

さ
れ
て
い
る
「〔
立
憲
〕
君
主
政
体
の
国
家
」（ein m

onarchischer 



カ
ン
ト
「
美
的
判
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一
五

Staat

）、「
手
挽
き
臼
」（eine H

andm
ühle

）
と
「
専
制
君
主
国
家
」

（ein despotischer Staat

）
を
挙
げ
て
い
る
（ebd.

）。「
魂
を
も
っ
た
身

体
」
や
「
手
挽
き
臼
」
は
、
現
実
に
我
々
に
与
え
ら
れ
る
感
性
的
直
観

の
対
象
で
あ
り
、
我
々
は
そ
れ
に
概
念
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認

識
を
成
立
さ
せ
る
。
し
か
し
、「〔
立
憲
〕
君
主
政
体
の
国
家
」
や
「
専

制
君
主
国
家
」
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
我
々
に
直
接
与
え
ら
れ
る

直
観
の
対
象
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
直
接
的
な
認
識
の
対
象
と
は
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
手
挽
き
臼
と
専
制
君
主
国
家
と
の
両

者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
在
り
方
や
そ
れ
ら
の
内
に
含
ま
れ
る
原
因

性
（K

ausalität

）
を
反
省
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
反
省
の
諸
規
則
の
間

に
相
似
（Ä

hnlichkeit

）
が
存
す
る
こ
と
に
気
付
く
（ebd.

）。
そ
れ
ら

の
内
に
含
ま
れ
る
原
因
性
を
反
省
す
る
、
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と

か
と
言
う
と
、
例
え
ば
手
挽
き
臼
は
、
或
る
人
が
そ
れ
を
回
せ
ば
、
そ

の
全
体
は
こ
の
動
作
に
正
確
に
対
応
し
て
作
動
す
る
。
専
制
君
主
国
家

も
、
一
人
の
絶
対
君
主
の
意
志
に
従
っ
て
そ
の
全
体
が
忠
実
に
機
能
す

る
。
従
っ
て
こ
の
両
者
に
於
い
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
一
つ
で
あ
る
「
原

因
性
」
の
概
念
が
同
じ
よ
う
に
適
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
出

す
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
両
者
の
間
に
見
ら
れ
る
、「
カ
テ

ゴ
リ
ー
と
し
て
の
原
因
性
一
般
の
関
係
は
、
両
者
に
於
い
て
ま
っ
た
く

同
じ
関
係
で
あ
る
。」（Fortschritte., S. 280.

）
と
こ
ろ
で
、「
反
省
す

0

0

0

る0

（R
eflectiren 

（Ü
berlegen

））
と
は
、
所
与
表
象
を
、
そ
れ
ら
の
表

象
に
よ
っ
て
可
能
な
概
念
と
の
関
係
に
於
い
て
、
他
の
表
象
と
、
或
い

は
自
己
の
認
識
能
力
と
比
較
し
対
照
す
る
こ
と
で
あ
る（
33
（

。」
手
挽
き
臼

の
表
象
に
於
い
て
も
、
専
制
君
主
国
家
の
表
象
に
於
い
て
も
、
共
に
原

因
性
の
概
念
と
の
関
係
に
於
い
て
そ
の
対
象
が
思
惟
さ
れ
、
反
省
さ
れ

て
い
る
。
従
っ
て
、
手
挽
き
臼
と
専
制
君
主
国
家
の
両
者
に
対
す
る
反

省
の
諸
規
則
も
ま
た
同
じ
（
厳
密
に
言
え
ば
相
似
）
で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
判
断
力
は
、
こ
の
よ
う
な
反
省
の
諸
規
則
の

相
似
に
従
っ
て
、
手
挽
き
臼
に
於
け
る
反
省
の
規
則
を
専
制
君
主
国
家

に
適
用
し
、
手
挽
き
臼
を
専
制
君
主
国
家
の
「
象
徴
」
と
見
な
す
の
で

あ
る
。

　

こ
れ
が
カ
ン
ト
の
「
象
徴
」
の
概
念
で
あ
る
。
即
ち
、「
象
徴
」
に

よ
っ
て
我
々
は
、
本
来
そ
れ
に
適
合
す
る
直
観
が
与
え
ら
れ
な
い
よ
う

な
概
念
に
対
し
て
も
、
単
に
類
比
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
直
観
を
付

与
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
概
念
に
対
す
る
認
識
を
可
能
に
す
る
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
認
識
は
本
来
的
な
理
論
的
認
識
で
は
な
く
、
単

に
類
比
に
従
っ
た
認
識

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の

象
徴
さ
れ
る
対
象
（
上
述
の
例
で
あ
れ
ば
専
制
君
主
国
家
）
に
於
い

て
は
、「
こ
の
〔
原
因
性
一
般
の
〕
関
係
の
主
体
は
、
そ
の
内
的
性
質

の
上
か
ら
は
私
に
は
知
ら
れ
な
い
ま
ま
に
留
ま
り
、
従
っ
て
主
体
だ

け
は
提
示
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
の
内
的
性
質
は
ま
っ
た
く

描
出
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」（Fortschritte., S. 280.

）
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
と
も
か
く
も
こ
の
よ
う
な
象
徴
的
表
象
様
式
（die 

sym
bolische Vorstellungsart

）
に
よ
っ
て
、
理
念
の
よ
う
な
本
来
我
々

の
理
論
的
認
識
に
と
っ
て
は
超
越
的
（transscendent

）
な
概
念
に
対

し
て
も
、
類
比
を
介
し
て
何
ら
か
の
直
観
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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即
ち
「
或
る
対
象
を
描
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
概
念
に
意
義

（B
edeutung

）
を
与
え
る
」（Anthropologie., S. 191.

）
こ
と
が
可
能

と
な
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
カ
ン
ト
の
「
象
徴
」
概
念
と
は
、「
類
比

に
従
う
対
象
の
表
象
」
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
表
象
は
直
観
で
あ

る
、
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
、
象
徴
は
、「
客
観

の
直
観
に
属
す
る
も
の
を
ま
っ
た
く
含
ん
で
い
な
い
随
伴
的
な
感

性
的
諸
記
号
（begleitende sinnliche Zeichen

）
に
よ
る
概
念
の

諸
表
示
（B

ezeichnungen

）」（§ 59, S. 255.

）
で
あ
る
「
標
章
」

（C
harakterism

en

）
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し

た
標
章
と
し
て
、
カ
ン
ト
は
「
言
葉
」（W

ort

）（
3（
（

や
「
可
視
的
記
号
」

（sichtbares Zeichen

）（
例
え
ば
、
代
数
学
の
記
号
や
身
振
り
に
よ
る

記
号
）
を
挙
げ
て
い
る
（§ 59, S. 256.

）。

　

五
─
二　

Ｅ
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
と
Ｓ
・
Ｋ
・
ラ
ン
ガ
ー
の

　
　
　
　
　
　
　
「
シ
ン
ボ
ル
」
概
念
と
の
比
較

　

こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、「
象
徴
」（Sym

bol

）
と
「
記
号
」（Zeichen
）

と
を
区
別
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
象
徴
」
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
者
の

常
套
手
段
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ

シ
ー
ラ
ー
（Ernst C

assirer

）
が
そ
う
で
あ
る
し
、
ス
ザ
ン
ヌ
・
Ｋ
・

ラ
ン
ガ
ー
（Susanne K

. Langer

）
も
、sym

bol

とsign

を
対
比
さ

せ
な
が
らsym

bol

の
意
味
を
探
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
我
々
は
、
カ
ッ

シ
ー
ラ
ー
と
ラ
ン
ガ
ー
の
「
シ
ン
ボ
ル
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
検
討

し
、
そ
れ
を
カ
ン
ト
の
「
象
徴
」
概
念
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

カ
ン
ト
の
「
象
徴
」
概
念
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
そ
の
著
作
『
人
間　

シ

ン
ボ
ル
を
操
る
も
の（
33
（

』
に
於
い
て
、「
シ
ン
ボ
ル
」（sym

bol

）
と
「
サ

イ
ン
」（sign

）
或
い
は
「
シ
グ
ナ
ル
」（signal

）
と
を
区
別
し
、
そ

の
各
々
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

　
　
「
シ
ン
ボ
ル
は
、 

─ 

こ
の
語
の
本
来
の
意
味
に
於
い
て 

─ 

単
な

る
シ
グ
ナ
ル
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
シ
グ
ナ
ル
と

シ
ン
ボ
ル
は
、
二
つ
の
異
な
っ
た
談
話
の
宇
宙
（tw

o different 

universes of discourse

）
に
属
し
て
い
る
。
シ
グ
ナ
ル
は
物
理

的
な
存
在
者
の
世
界
の
一
部
（a part of the physical w

orld of 

being

）
で
あ
り
、
シ
ン
ボ
ル
は
人
間
的
な
意
味
の
世
界
の
一
部

（a part of the hum
an w

orld of m
eaning

）
で
あ
る
。
シ
グ
ナ
ル

は
『
作
用
す
る
も
の
』（operator

）
で
あ
り
、
シ
ン
ボ
ル
は
『
意

味
指
示
す
る
も
の
』（designator

）
で
あ
る
。
シ
グ
ナ
ル
は
、
た

と
え
シ
グ
ナ
ル
と
し
て
理
解
さ
れ
、
使
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
や

は
り
一
種
の
物
理
的
又
は
実
体
的
存
在
者
で
あ
る
。
シ
ン
ボ
ル

は
、
た
だ
機
能
的
価
値
の
み
を
も
っ
て
い
る
。」（AEM

., p. 37.

）

即
ち
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
於
い
て
、
サ
イ
ン
或
い
は
シ
グ
ナ
ル
は
、
一

種
の
「
物
理
的
存
在
者
」
と
し
て
物
と
直
接
的
に
結
ば
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
シ
ン
ボ
ル
は
、「
機
能
」（function

）
と
し
て
捉
え
ら
れ
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一
七

る
。
こ
の
機
能
の
最
も
代
表
的
な
も
の
が
、
言
語
で
あ
り
、
さ
ら
に
は

そ
れ
を
可
能
に
す
る
人
間
の
思
考
で
あ
る
。
そ
れ
故
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

は
、
人
間
を
「
シ
ン
ボ
ル
的
動
物
」（anim

al sym
bolicum

）（AEM
., 

p. 32

）
即
ち
シ
ン
ボ
ル
を
操
る
生
き
物
と
定
義
す
る
。

　
　
「
シ
ン
ボ
ル
的
思
考
と
シ
ン
ボ
ル
的
行
動
と
が
人
間
の
生
が
も
つ

最
も
独
特
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
人
間
文
化
の
進

歩
全
体
が
こ
の
諸
条
件
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
、
否
定
し
難
く

明
白
な
こ
と
で
あ
る
。」（ibid.
）

　

こ
の
よ
う
に
「
機
能
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
シ
ン
ボ
ル
は
、「
何
ら

物
理
的
世
界
の
部
分
と
し
て
の
現
実
的
存
在
を
も
た
な
い
。
そ
れ
は

『
意
味
』
を
も
つ
。」（A

 sym
bol has no actual existence as a part of 

the physical w
orld; it has a »m

esning«.

）（AEM
., p. 63.

）
と
言
わ

れ
る
。
即
ち
こ
こ
で
は
、
シ
ン
ボ
ル
は
物
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
の
で

は
な
く
、
単
に
「
意
味
機
能
」
を
表
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ

は
、
カ
ン
ト
の
「
象
徴
」
概
念
と
は
大
き
く
異
な
る
。
カ
ン
ト
の
「
象

徴
」
は
、
あ
く
ま
で
も
直
観
及
び
そ
の
直
観
の
対
象
で
あ
る
。
即
ち
そ

れ
は
、
現
象
に
於
け
る
実
在
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
む
し
ろ
カ
ン
ト

が
「
標
章
」
と
し
て
象
徴
か
ら
区
別
し
た
、
言
葉
や
代
数
学
の
記
号
等

が
示
す
意
味
機
能
が
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
言
う
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
そ

れ
ら
を
用
い
る
こ
と
が
「
シ
ン
ボ
ル
作
用
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

次
に
、
Ｓ
．
Ｋ
．
ラ
ン
ガ
ー
も
、
そ
の
著
書
『
シ
ン
ボ
ル
の
哲
学（
33
（

』

に
於
い
て
、
サ
イ
ン
と
シ
ン
ボ
ル
を
比
較
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　
　
「
サ
イ
ン
は
事
物
、
事
象
、
ま
た
は
状
況
が 

─ 

過
去
、
現
在
、

ま
た
は
未
来
に
お
い
て 

─ 

存
在
し
た
こ
と
、
す
る
こ
と
、
ま
た

は
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
す
。」（PN

K
., p. 67.

）

　
　
「
サ
イ
ン
と
対
象
と
は
、
一
対
一
の
対
応
を
な
し
て
お
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
、
後
者
に
関
心
を
抱
き
前
者
を
知
覚
す
る
解
釈
者
は
、

自
分
に
関
心
を
与
え
る
項
（term

）
の
存
在
を
理
解
し
う
る
の
で

あ
る
。」（PN

K
., p. 69.

）

　

こ
れ
に
対
し
て
、

    

「
シ
ン
ボ
ル
は
、
そ
れ
ら
の
対
象
の
代
理
で
は
な
く
、
対
象
に
つ
い

て
の
表
象
（conception

）
を
運
ぶ
も
の
で
あ
る
。
…
…
（
中
略
）

…
…
シ
ン
ボ
ル
が
直
接
的
に
『
意
味
す
る
』
も
の
は
表
象
で
あ
っ

て
、
事
物
で
は
な
い
の
で
あ
る
。」（PN

K
., p. 72.

）

そ
し
て
、
例
え
ば
「
語
」
は
サ
イ
ン
と
し
て
も
使
用
さ
れ
う
る
が
、
そ

れ
自
身
は
本
来
は
、「
外
部
的
に
存
在
す
る
事
物
や
事
象
に
直
接
連
合

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
表
象
と
連
合
し
て
い
る
一
個
の
シ
ン
ボ
ル
で

あ
る
。」（ibid.
）
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そ
れ
故
、

　
　
「
サ
イ
ン
と
シ
ン
ボ
ル
と
の
根
本
的
な
相
違
は
、
こ
の
連
合
の
相

違
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
意
味
機
能
に
つ
い
て
第
三
者
で
あ
る

主
観
が
、
そ
れ
を
利
用
す
る
そ
の
用
い
か
た
の
相
違
で
あ
る
。
シ

ン
ボ
ル
が
主
観
を
導
い
て
、
そ
れ
の
対
象
を
表
象
さ
せ
る
〔
心
に

描
か
せ
る
（conceive
）〕
の
に
反
し
て
、
サ
イ
ン
は
主
観
に
対

し
て
そ
れ
の
対
象
を
報
告
す
る
。」（ibid.

）

こ
の
よ
う
に
、
ラ
ン
ガ
ー
は
サ
イ
ン
と
シ
ン
ボ
ル
を
そ
の
意
味
機
能
の

相
違
に
よ
っ
て
区
別
す
る
。
サ
イ
ン
は
直
接
事
物
を
指
し
示
す
が
、
シ

ン
ボ
ル
は
表
象
〔
概
念
〕（conception

）
を
指
示
す
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
ま
た
、「
サ
イ
ン
は
行
動
の
基
礎
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
行
動
を
命

ず
る
手
段
で
あ
る
」（PN

K
., p. 75.

）
の
に
対
し
て
、「
シ
ン
ボ
ル
は
思

考
の
道
具
で
あ
る
」（ibid.

）
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

こ
こ
で
ラ
ン
ガ
ー
は
、「
意
味
す
る
」（m

ean

）
と
は
ど
う
い
う
こ

と
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
か
ら
考
察
を
始
め
て
、「
意
味
は
性
質
で
は

な
く
、
項
（term

）
の
機
能
（function

）
で
あ
る
」（PN

K
., p. 64.

）

こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
機
能
と
し
て
、
サ
イ
ン
機
能
と
シ
ン
ボ
ル

機
能
と
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ラ
ン
ガ
ー
の
「
シ
ン
ボ
ル
」
概
念
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
両
者
は
と
も
に
、

「
シ
ン
ボ
ル
」
を
「
機
能
」（function

）
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
た
だ

し
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
、
シ
ン
ボ
ル
を
「
物
理
的
世
界
の
部
分
と
し
て

の
現
実
の
存
在
を
も
た
な
い
」
も
の
と
表
現
す
る
の
に
対
し
て
、
ラ
ン

ガ
ー
は
、
そ
れ
を
「
機
能
」
と
し
て
、
現
実
の
事
物
の
間
の
関
係
や
パ

タ
ー
ン
や
形
式
と
表
現
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
サ
イ
ン
に
つ
い
て
の
規

定
に
は
、
両
者
の
間
に
多
少
の
相
違
が
存
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
シ
ン
ボ
ル
を
事
物
で
は
な
い
と
規
定
す
る
点
で
は
、
両
者
は

完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
「
シ
ン
ボ
ル
」

概
念
に
対
し
て
指
摘
し
た
、
カ
ン
ト
の
「
象
徴
」
概
念
と
の
相
違
は
、

ラ
ン
ガ
ー
の
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

　

我
々
が
日
常
的
に
用
い
る
「
象
徴
」
と
い
う
概
念
（
例
え
ば
、「
鳩

は
平
和
の
象
徴
で
あ
る
。」
と
い
う
よ
う
な
）
に
よ
り
近
い
の
は
、
カ

ン
ト
の
方
で
あ
ろ
う
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
や
ラ
ン
ガ
ー
の
「
シ
ン
ボ
ル
」

概
念
は
、
日
常
的
に
用
い
ら
れ
る
「
象
徴
」
概
念
を
抽
象
化
し
た
も
の

で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
「
象
徴
」
概
念
は
、
日
常
的
に
用
い
ら
れ
る
「
象

徴
」
概
念
を
よ
り
徹
底
化
し
て
用
い
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

と
も
か
く
も
、
カ
ン
ト
に
よ
る
「
象
徴
」
の
定
義
の
眼
目
は
、
一
言

で
言
え
ば
、
象
徴
的
表
象
様
式
に
よ
っ
て
、
本
来
は
そ
れ
に
対
応
す
る

直
観
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
概
念
（
理
性
概
念
即
ち
理
念
）
に
も
、

単
に
類
比
を
介
し
て
で
は
あ
る
が
、
直
観
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



カ
ン
ト
「
美
的
判
断
力
の
批
判
」
の
一
考
察
（
三
）

一
九

　

五
─
三　

道
徳
的
善
の
象
徴
と
し
て
の
美

　

カ
ン
ト
は
以
上
の
よ
う
に
「
象
徴
」
を
定
義
し
た
上
で
、

　
　
「
さ
て
私
は
、
美
し
い
も
の
は
道
徳
的
に
善
い
も
の
の
象
徴
で
あ

る
、
と
言
う
。」（N

un sage ich: das Schöne ist das Sym
bol des 

Sittlich-G
uten.

）（§ 59, S. 258.

）

と
主
張
す
る
。

　

カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
の
根
拠
と
し
て
、「
美
の
分
析
」
に

於
い
て
明
ら
か
に
し
た
美
の
特
質
を
道
徳
的
に
善
な
る
も
の
の
特
質
と

比
較
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
我
々
が
反
省
す
る
場
合
の
規
則
の
間
に
見

出
さ
れ
る
「
相
似
」（Ä

hnlichkeit

）
を
挙
げ
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
挙

げ
て
い
る
の
は
、
次
の
四
点
で
あ
る
。

　
　

⑴
美
と
道
徳
的
善
は
と
も
に
、
直
接
的
に

0

0

0

0

満
足
を
与
え
る
。

　
　

⑵
美
は
一
切
の
関
心
を
欠
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

お
り
、
道
徳
的
善
も
そ
れ
に
つ
い

て
の
判
断
は
、
ま
ず
関
心
に
先
行
す
る
。
従
っ
て
、
両
者
は
と
も

に
関
心
に
基
づ
い
て
い
な
い
。

　
　

⑶
美
の
判
定
に
於
け
る
構
想
力
の
自
由

0

0

は
、
悟
性
の
合
法
則
性
に

調
和
し
た
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る

0

0

0

0

0

。
道
徳
的
判
断
で
は
意
志
の

自
由
は
、
普
遍
的
法
則
に
従
う
自
己
自
身
と
の
一
致
と
し
て
思
惟

さ
れ
る
。

　
　

⑷
美
と
道
徳
的
善
と
に
つ
い
て
の
判
断
は
と
も
に
、
普
遍
妥
当
的

0

0

0

0

0

な
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。

 

（V
gl. § 59, S. 259f.

）

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
両
者
の
特
質
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ

ら
の
間
に
差
異
が
存
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
両

者
の
間
に
「
類
比
」（A

nalogie

）
が
成
立
し
う
る
こ
と
も
、
こ
の
カ

ン
ト
の
分
析
を
承
認
す
る
限
り
、
根
拠
の
あ
る
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

　

そ
し
て
、
美
し
い
も
の
（das Schöne

）
は
、
現
象
に
於
い
て
輝
き

出
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
我
々
の
感
性
的
直
観
の
直
接
的
対

象
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
道
徳
的
に
善
い
も
の
（das Sittlich-

G
ute

）
と
は
、
た
だ
「
欲
求
能
力
の
対
象
」（ein G

egenstand des 

B
egehrungsverm

ögens

）（K
dpV., S. 106.

）
と
し
て
の
み
あ
る
も
の

で
あ
り
、
実
践
理
性
自
身
の
も
つ
「
道
徳
法
則
に
従
っ
て
の
み
、
か

つ
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」（K

dpV., S. 

110.

）
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
道
徳
的
に
善
い
も
の
の
概
念
は
理
性

の
理
念
で
あ
り
、
こ
れ
は
我
々
の
直
観
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
。
即

ち
、「
道
徳
的
善
（das sittlich G

ute

）
は
、
客
観
か
ら
見
て
超
感
性
的

な
或
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
こ
れ
に
対
し
て
は
、
感
性
的
直
観
に
於

い
て
そ
れ
に
対
応
す
る
或
る
も
の
は
見
出
さ
れ
え
な
い
」（K

dpV., S. 

120.
）
の
で
あ
る
。

　

こ
の
美
し
い
も
の
と
道
徳
的
に
善
い
も
の
と
の
関
係
は
、
カ
ン
ト
が

定
義
し
た
「
象
徴
」
又
は
「
象
徴
的
表
象
様
式
」
の
構
図
に
ぴ
っ
た
り



二
〇

と
当
て
は
ま
る
。
即
ち
、
我
々
は
、
美
し
い
も
の
（
感
性
的
直
観
の
対

象
）
に
つ
い
て
反
省
し
、
そ
の
反
省
の
規
則
を
道
徳
的
に
善
い
も
の

（
理
念
の
対
象
）
に
つ
い
て
の
反
省
へ
と
、
そ
の
規
則
の
相
似
性
に
基

づ
い
て
適
用
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
美
し
い
も
の
を
道
徳
的
に
善
い

も
の
の
「
象
徴
」
と
し
て
表
象
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
美
は
道
徳
的
善
の
象
徴
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
趣
味
の
二
律
背
反
の
解
消
に
於
い
て
示
さ

れ
た
、
趣
味
判
断
が
「
人
間
性
の
超
感
性
的
基
体
の
理
念
」
に
基
づ
い

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
の
別
様
の
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
美

的
判
断
力
に
よ
っ
て
こ
の
超
感
性
的
基
体
に
可
視
性
（Sichtbarkeit

）

を
与
え
る
こ
と
の
可
能
性
の
表
現
で
も
あ
る
。
即
ち
、
美
的
判
断
力

は
、「
自
由
の
根
拠
」（der G

rund der Freiheit
）（§ 59, S. 259.

）
と

も
呼
ば
れ
る
こ
の
超
感
性
的
基
体
の
理
念
に
対
し
て
、
美
し
い
も
の

（
の
直
観
）
を
そ
の
象
徴
と
し
て
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
理

念
に
規
定
可
能
性
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
通
し

て
、
美
的
判
断
力
は
、
自
然
概
念
の
領
域
か
ら
自
由
概
念
の
領
域
へ
の

移
行
を
可
能
に
す
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
カ
ン
ト
は

次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

　
　
「
趣
味
は
、
い
わ
ば
感
能
的
魅
力
か
ら
習
慣
的
な
道
徳
的
関
心
へ

の
移
り
行
き
を
、
無
理
無
体
な
飛
躍
な
し
に
可
能
に
す
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
、
趣
味
が
構
想
力
を
、
そ
れ
が
自
由
の
内
に
あ
る

と
き
に
も
悟
性
に
と
っ
て
合
目
的
的
に
規
定
可
能
な
も
の
と
し
て

表
し
、
感
能
の
諸
対
象
に
つ
い
て
さ
え
も
、
感
能
的
魅
力
な
し
に

で
も
自
由
な
満
足
を
見
出
す
よ
う
教
え
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ

る
。」（§ 59, S. 260.

）

六　

結
び 

─ 

「
目
的
論
的
判
断
力
の
批
判
」
へ
の
移
行 

─

　

以
上
考
察
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
、
美
を
道
徳
的
善
の
象
徴
と
考

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
概
念
の
領
域
と
自
由
概
念
の
領
域
と
を
橋

渡
し
し
よ
う
と
す
る
。

　
　
「
前
節
〔
第
五
八
節
〕
に
於
い
て
示
し
た
よ
う
に
、
趣
味
が
望
見

し
て
い
る
の
は
、
叡
智
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

（das Intelligibele

）
で
あ
る
。

即
ち
、
我
々
の
上
級
認
識
諸
能
力
さ
え
も
が
そ
れ
に
一
致
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
な
し
に
は
、
趣
味
が
な
す
要
求
と
比
較
し
て
、

こ
れ
ら
の
能
力
の
本
性
の
間
に
純
然
た
る
矛
盾
が
生
じ
る
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
〔
趣
味
の
〕
能
力
に
於
い
て

判
断
力
は
自
ら
を
、
経
験
的
判
定
に
於
い
て
は
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
経
験
法
則
の
他
律
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
は
見
な
さ
な
い
。

判
断
力
は
、
こ
れ
ほ
ど
純
粋
な
満
足
の
諸
対
象
に
関
し
て
自
分
自

身
に
法
則
を
与
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
理
性
が
欲
求
能
力

に
関
し
て
そ
う
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
判
断
力
は
、
主

観
に
於
け
る
こ
の
よ
う
な
内
的
可
能
性
〔
自
己
の
ア
・
プ
リ
オ
リ

な
原
理
に
従
っ
て
自
己
自
身
に
法
則
を
与
え
る
可
能
性
〕
の
故
に



カ
ン
ト
「
美
的
判
断
力
の
批
判
」
の
一
考
察
（
三
）

二
一

も
、
ま
た
主
観
と
一
致
す
る
自
然
の
外
的
可
能
性
〔
判
断
力
自
身

の
原
理
で
あ
る
主
観
的
合
目
的
性
が
自
然
の
事
物
に
於
い
て
見
出

さ
れ
る
可
能
性
〕
の
故
に
も
、
主
観
自
身
の
内
及
び
外
に
あ
る
或

る
も
の
へ
と
、
即
ち
自
然
で
も
自
由
で
も
な
い
が
、
し
か
し
や
は

り
自
由
の
根
拠
と
結
び
付
い
て
い
る
、
即
ち
超
感
性
的
な
も
の
と

結
び
付
い
て
い
る
或
る
も
の
へ
と
、
自
ら
が
関
係
づ
け
ら
れ
て
い

る
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
こ
の
超
感
性
的
な
も
の
に
於
い
て
、
理

論
的
能
力
は
実
践
的
能
力
と
、
共
通
で
は
あ
る
が
知
ら
れ
ざ
る

仕
方
で
、
統
一
へ
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。」（§ 59, S. 

258f. 〔
〕
内
筆
者
挿
入
。）

即
ち
、
美
的
判
断
力
は
、
自
然
概
念
と
自
由
概
念
の
両
方
の
領
域
の
根

底
に
存
す
る
「
超
感
性
的
な
も
の
」
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
概

念
の
領
域
を
結
び
、
自
然
か
ら
自
由
へ
の
移
行
を
可
能
な
ら
し
め
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
、
我
々
が
本
稿
の
冒
頭
で
提
示
し
た
課
題
（
二
）
に

対
す
る
、「
美
的
判
断
力
の
批
判
」
に
於
け
る
カ
ン
ト
の
解
答
で
あ
り
、

結
論
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
結
論
の
限

界
も
彼
は
十
分
に
自
覚
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、「
象
徴
と
し
て

の
美
」
と
い
う
概
念
が
も
つ
限
界
で
あ
る
。
美
は
、
道
徳
的
な
も
の
・

叡
智
的
な
も
の
の
象
徴
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
は

確
か
に
、
自
然
（
現
象
界
）
に
輝
き
出
た
自
由
の
根
拠
（
叡
智
的
な
も

の
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
象
徴
は
あ
く
ま
で
も
象
徴
で

あ
り
、
そ
れ
が
象
徴
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
実
在
を
認
識
さ
せ
る

わ
け
で
は
な
い
。
現
象
は
あ
く
ま
で
も
現
象
で
あ
り
、
そ
こ
に
叡
智
的

な
も
の
そ
れ
自
身
は
見
出
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、「
象
徴

と
し
て
の
美
」
は
、
確
か
に
叡
智
的
な
も
の
の
理
念
に
規
定
可
能
性
を

与
え
る
こ
と
の
可
能
性
を
示
す
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
美
が
単

に
主
観
的
・
形
式
的
合
目
的
性
に
於
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
以

上
、
自
然
か
ら
自
由
へ
の
現
実
的
移
行
を
可
能
に
す
る
と
は
言
い
難
い

の
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
、「
目
的
論
的
判
断
力
の
批
判
」（K

ritik der teleologischen 

U
rtheilskraft

）
が
更
に
必
要
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
こ
に
於
い

て
は
、
自
然
の
客
観
的
か
つ
レ
ア
ー
ル
な
合
目
的
性
が
確
認
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
反
省
的
判
断
力
に
よ
る
悟
性
と
理
性
と
の
媒
介
が
、
即

ち
自
然
か
ら
自
由
へ
の
移
行
が
、
レ
ア
ー
ル
な
事
柄
（
即
ち
実
在
に
根

差
す
事
柄
）
と
し
て
考
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 

（
完
）
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注
（
32
） 　

高
坂
正
顯
『
カ
ン
ト
』（
理
想
社
、
一
九
七
七
年
）
三
一
二
頁
参
照
。
カ
ン
ト
は

直
接
的
に
は
こ
の
よ
う
な
表
現
は
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。

（
33
） 　

高
坂
正
顯
、
前
掲
書
、
三
一
三
頁
。

（
34
） 　

既
に
三
─
一
─
七
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
構
想
力
」（Einbildungskraft, facultas 

im
aginandi

）
と
は
本
来
、
感
性
に
於
い
て
与
え
ら
れ
た
或
る
対
象
の
直
観
の
多
様

を
心
の
中
に
受
け
入
れ
（
把
捉
し
）、
そ
れ
を
一
つ
の
対
象
の
表
象
と
し
て
、
一
つ

の
形
象
（B

ild

）
へ
と
纏
め
上
げ
る
（
綜
括
す
る
）
能
力
で
あ
る
（V

gl. K
drV., A

 

120.

）。「
形
象
は
、
産
出
的
構
想
力
の
経
験
的
能
力
の
所
産
で
あ
る
。」（K

drV., A
 

141 / B
 181.

）
し
か
し
、
そ
の
対
象
が
無
形
式
（form

los

）
な
も
の
（
例
え
ば
、

極
め
て
巨
大
な
も
の
と
か
無
限
な
も
の
等
）
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
を
一
つ
の
形
象
へ

と
纏
め
上
げ
る
こ
と
は
、
構
想
力
の
能
力
を
超
え
た
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

（
35
） 　

こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、「
力
」（M

acht

）
と
「
威
力
」（G
ew

alt

）
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。「
力
と
は
、
大
き
な
障
害
を
凌
駕
し
て
い
る
能
力
で
あ
る
。

そ
の
力
が
、
そ
れ
自
身
が
力
を
所
有
し
て
い
る
も
の
の
抵
抗
を
も
凌
駕
し
て
い
る
場

合
は
、
威
力
と
呼
ば
れ
る
。」（§ 28, S. 102.

）

（
36
） 　

こ
れ
が
、
カ
ン
ト
が
数
学
的
崇
高
は
認
識
能
力
に
、
力
学
的
崇
高
は
欲
求
能
力
に

関
わ
る
、
と
述
べ
て
い
る
（§ 24, S. 80.

）
こ
と
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

（
37
） 　

渋
谷
治
美
訳
『
人
間
学
』（『
カ
ン
ト
全
集 

15
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）

一
一
七
頁
。

（
38
） 　Im

m
anuel K

ant über die von der K
önigl. A

kadem
ie der W

issenschaften zu 

B
erlin für das Jahr 1791 ausgesetzte Preisfrage: W

elches sind die w
irklichen 

Fortschritte, die die M
etaphysik seit L

eibnizens und W
olf's Z

eiten in 

D
eutschlam

d gem
acht hat?, in: K

ant's handschriftlicher N
achlaß B

d. V
II: 

K
ant's G

esam
m

elte Schriften B
d. X

X
, hrsg. von der Preußischen A

kadem
ie der 

W
issenschaften, B

erlin 1942, S. 280. 

以
下
、
同
論
文
はFortschritte.

と
略
記
し
、

ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
頁
数
を
本
文
中
に
表
示
す
る
。

（
39
）　
『
判
断
力
批
判
』
第
五
九
節
の
第
一
段
落
と
第
二
段
落
と
の
間
に
は
、
若
干
の
飛

躍
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
よ
う
に
、「
形
而
上
学
の
進
歩
に
関

す
る
懸
賞
論
文
」
の
記
述
を
参
考
に
す
る
解
釈
に
よ
っ
て
、
そ
の
飛
躍
を
埋
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
40
） 　H

ypotypose

の
語
源
は
、
恐
ら
く
ギ
リ
シ
ア
語
のὑποτύπωσις

で
あ
ろ
う
。

こ
の
語
の
意
味
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
希
英
辞
典
に
よ
れ
ば
、an outline, 

pattern

（An Interm
ediate G

reek-English Lexicon, O
xford, 1975, p. 848.

）
で
あ

る
。
従
っ
て
、
こ
の
語
で
カ
ン
ト
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
或
る
概
念
を
（
感
性
的

に
）
可
視
化
す
る
よ
う
素
描
す
る
、
概
略
を
示
す
、
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
故
、「（
概
念
の
）
素
描
」
と
い
う
訳
語
を
採
用
し
た
。
従
来
の
訳
語

で
は
、「
表
現
」（
坂
田
訳
）、「
直
観
的
表
示
」（
篠
田
訳
）、「
例
証
」（
原
訳
）、「
感

性
的
表
示
」（
宇
都
宮
訳
）、「
直
観
的
表
出
」（
牧
野
訳
）
で
あ
る
。

（
41
） 　
「
図
式
作
用
に
於
い
て
判
断
力
が
従
う
手
続
き
」
と
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、
感
性

に
於
い
て
与
え
ら
れ
た
直
観
の
多
様
を
、
悟
性
の
概
念
に
対
し
て
構
想
力
が
産
出
し

た
図
式
即
ち
「
概
念
に
そ
の
形
象
を
付
与
す
る
構
想
力
の
一
般
的
な
手
続
き
に
つ
い

て
の
表
象
」（K

drV., A
 140 / B

 179f.

）
を
通
し
て
悟
性
の
概
念
の
下
に
包
摂
す
る

こ
と
で
あ
る
。

（
42
） 　Im

m
anuel K

ant, Erste Einleitung in die K
ritik der U

rteilskraft. V. in: K
ant's 

handschriftlicher N
achlaß B

d. V
II: K

ant's G
esam

m
elte Schriften B

d. X
X

, hrsg. 

von der Preußischen A
kadem

ie der W
issenschaften, B

erlin 1942, S. 211. 

な
お
、

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
於
い
て
は
、「
反
省
（Ü

berlegung 

（reflexio

））
は
、
直
接

的
に
対
象
の
概
念
を
得
る
た
め
に
、
対
象
自
身
に
関
与
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
む
し

ろ
そ
れ
は
心
の
状
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
制
約
の
下
で
我
々
が
概
念
に
到
達
す

る
こ
と
が
で
き
る
主
観
的
な
諸
制
約
を
発
見
す
る
た
め
に
、
我
々
が
何
よ
り
も
ま
ず

そ
の
こ
と
に
着
手
し
て
い
る
と
い
う
心
の
状
態
で
あ
る
。
反
省
は
、
我
々
の
様
々
な

認
識
源
泉
に
対
し
て
所
与
表
象
が
も
つ
関
係
の
意
識
で
あ
り
、
こ
の
意
識
に
よ
っ
て

の
み
所
与
表
象
相
互
の
関
係
が
正
し
く
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」

（K
drV., A

 260 / B
 316.

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
43
） 　

た
だ
し
、
少
し
後
で
カ
ン
ト
は
、「
言
語
」（Sprache

）
は
、「
類
比
に
従
う
そ
の

よ
う
な
間
接
的
描
出
に
充
ち
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
は
、
概
念
の
た
め
の
本



カ
ン
ト
「
美
的
判
断
力
の
批
判
」
の
一
考
察
（
三
）

二
三

来
の
図
式
を
で
は
な
く
、
単
に
反
省
の
た
め
の
象
徴
を
含
む
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。」（§ 59, S. 257.

）
と
述
べ
て
い
る
の
で
、「
言
葉
」
を
単
な
る
標
章
と
し
て
だ

け
考
え
て
よ
い
か
ど
う
か
は
、
多
少
問
題
が
残
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
44
） 　Ernst C

assirer, An Essay on M
an /  An Introduction to a Philosophy of 

H
um

an C
ulture, N

ew
 H

aven, 1944. in: Ernst C
assirer G

esam
m

elte W
erke. 

H
am

burger A
usgabe, hrsg. von B

rigit R
ecki, B

d. 24, Text und A
nm

erkungen 

bearbeitet von M
aureen Lukay, H

am
burg 2006. 

以
下
、
同
書
はAEM

.

と
略
記

し
、
同
書
か
ら
の
引
用
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
版
全
集
の
頁
数
を
本
文
中
に
指
示
す
る
。
同

書
の
翻
訳
は
、
宮
城
音
彌
訳
『
人
間 

─ 

こ
の
象
徴
を
操
る
も
の 

─ 

』（
岩
波

現
代
叢
書
、
一
九
五
三
年
）
及
び
宮
城
音
弥
訳
『
人
間　

シ
ン
ボ
ル
を
操
る
も
の
』

（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
七
年
）
が
あ
り
、
参
照
し
た
。

（
45
） 　Susanne K

. Langer, Philosophy in a N
ew

 K
ey, a Study in the Sym

bolism
 of 

Reason, Rite and Art, B
oston, 1941

1, 1957
2. 

以
下
、
同
書
はPN

K
.

と
略
記
し
、

引
用
は
、
同
書
の
翻
訳
で
あ
る
矢
野
萬
里
・
池
上
保
太
・
貴
志
謙
二
・
近
藤
洋
逸
訳

『
シ
ン
ボ
ル
の
哲
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
）
に
基
づ
き
、
そ
の
頁
数
を
本
文

中
に
指
示
す
る
。
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