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Brentano’s lecture on “Phantasie”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　In the previous issue（Vol. 133）the attractive figure of Franz Brentano（1838-1917） 
was ascertained as a teacher of both Alois Riegl（1858-1905）and Edmund Husserl

（1859-1938）. Husserl was especially fascinated with a lecture which contained 
penetrating investigation of “Phantasie”. Surely the content of this lecture is very 
interesting.
　From a viewpoint of aesthetics, furthermore, the problem of “Phantasie” or 
imagination is seriously important. So, as before, in order not to miss any detail I have 
translated the whole of the lecture into Japanese here.
　The original text is as follows:
Franz Brentano, Ausgewählte Fragen aus Psychologie und Ästhetik. in:
　Grundzüge der Ästhetik. A. Francke Verlag, Bern 1959. S. 1-36（-87）.
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本
稿
の
目
的
は
後
段
に
置
く
論
考
の
翻
訳
紹
介
で
あ
る
。

　

美
術
史
家
リ
ー
グ
ル
（A

lois Riegl, 1858-1905

）
最
初
の
公
刊
本
『
オ
リ
エ
ン
ト
古
絨
毯
』
の
完
訳
に
続
け
て
、
本
論
叢
前
集
（
第

百
三
十
三
集
）
で
は
哲
学
者
フ
ッ
セ
ル
（Edm

und H
usserl, 1859-1938

）
の
「
フ
ラ
ン
ツ
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
想
出
」
全
文
を
紹
介
し
た
。

両
人
は
ほ
ぼ
同
年
生
の
ウ
ィ
ー
ン
大
学
同
窓
、
い
ず
れ
に
も
学
歴
譜
で
は
師
と
し
て
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
名
が
挙
る
。
こ
の
こ
と
に
注
目

し
て
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
姿
に
、
二
十
世
紀
現
象
学
成
立
時
の
学
問
的
雰
囲
気
を
確
め
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
回
想
紹
介
が
縁
で
思
い
が
け
ず
大
冊
ル
ー
ヨ
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
著
『
わ
が
生
涯
と
ド
イ
ツ
の
社
会
改
革
─
一
八
四
四-

一
九
三
一
─
』

（
石
坂
昭
雄
・
加
来
祥
男
・
太
田
和
宏
［
訳
］
二
〇
〇
七
年
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
を
頂
戴
し
、
今
夏
は
酷
暑
に
堪
え
抜
く
読
了
の
歓
び
と
な
っ
た
。

文
化
史
上
ど
こ
か
「
華
麗
」
の
気
を
漂
わ
せ
る
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
一
族
の
活
躍
で
西
欧
社
交
層
の
広
狭
深
浅
の
度
合
を
も
教
え
ら
れ
る
書

で
あ
る
。

　

一
族
の
出
自
は
上
層
の
階
級
で
な
く
、
イ
タ
リ
ア
の
コ
モ
湖
畔
の
農
村
人
で
、
南
欧
の
果
物
や
香
辛
料
の
商
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

な
か
で
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
入
っ
て
栄
え
た
一
家
の
人
々
が
裕
福
な
身
分
で
各
界
に
浸
透
、
や
が
て
多
彩
な
人
脈
を
築
き
、

そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
の
折
ご
と
に
当
時
の
社
会
情
勢
全
般
の
動
向
も
ま
た
具
さ
な
実
相
と
し
て
本
書
で
は
学
び
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

　

ル
ー
ヨ
（Lujo Brentano, 1844-1931

）
は
ド
イ
ツ
新
歴
史
学
派
の
経
済
学
者
で
あ
り
、
労
働
組
合
の
権
利
擁
護
を
主
張
し
理
論
化
す

る
活
動
家
と
し
て
、
後
半
生
に
在
職
二
十
五
年
の
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
大
学
を
ド
イ
ツ
の
経
済
学
研
究
の
一
中
心
地
に
育
て
上
げ
た
人
で
あ

る
。
こ
の
終
生
兄
を
敬
慕
せ
る
弟
の
筆
で
、大
戦
下
の
フ
ラ
ン
ツ
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
周
り
の
反
墺
独
テ
ロ
行
為
な
ど
に
憤
慨
し
て
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
を
離
れ
た
の
は
一
九
一
五
年
五
月
二
十
五
日
で
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
ら
れ
、こ
の
と
き
の
二
番
目
夫
人
（Em

ilie ［Rueprecht

］, 

1867-1939

）
の
生
歿
年
も
明
か
に
な
っ
た
。
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今
日
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
著
作
はPhB

（
ペ
ー
ハ
ー
ベ
ー
）
と
略
称
さ
れ
て
き
た
「
哲
学
叢
書
」（Philosophische Bibliothek. Felix 

M
einer V

erlag, H
am

burg

）
に
二
十
冊
あ
ま
り
納
ま
っ
て
い
る
。
な
か
に
要
点
（Grundzug

）
の
語
を
掲
げ
て
美
学
の
関
心
を
引
く
一

冊
が
あ
り
、
手
に
取
る
と
編
者
に
よ
る
一
九
五
九
年
初
版
の
本
が
そ
の
ま
ま
同
叢
書
に
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ほ
か
に
も
同
類
書

の
多
数
あ
る
こ
と
が
解
る
。
当
の
一
書
は
『
美
学
綱
要
』（Grundzüge der Ä

sthetik

［PhB 312

］. 1977

）
で
あ
り
、
先
ん
じ
て
入
手
で

き
た
初
版
本
は
ス
イ
ス
の
出
版
社
（A

. Francke V
erlag, Bern

）
に
よ
る
が
、編
者
の
序
言
最
初
の
頁
か
ら
末
尾
二
五
九
頁
に
至
る
ま
で
、

各
頁
に
両
書
間
の
異
同
は
な
い
。

　

こ
の
書
巻
頭
の
一
篇
が
「
心
理
学
お
よ
び
美
学
の
選
り
抜
き
の
疑
問
」、
す
な
わ
ち
本
論
叢
前
集
「
想
出
」
の
な
か
で
フ
ッ
セ
ル
が

特
筆
し
た
講
義
で
あ
る
。
そ
の
「
想
像
力
（Phantasie

）」
論
と
し
て
の
意
義
を
重
視
し
て
、
こ
れ
か
ら
本
稿
で
紹
介
に
努
め
る
の
は
、

こ
の
講
義
の
全
容
で
あ
る
。

　

編
者
の
フ
ラ
ン
ツ
ィ
ス
カ
・
マ
イ
ヤ
ー
＝
ヒ
レ
ブ
ラ
ン
ト
（Franziska M

ayer-H
illebrand, 1885-1978

）
は
ウ
ィ
ー
ン
近
郊
で
将
官

の
娘
と
し
て
生
れ
て
、
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
大
学
で
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
学
派
の
哲
学
者
カ
ス
テ
ィ
ー
ル
（A

lfred K
astil, 1874-1950

）
指
導

の
も
と
に
学
位
取
得
、
カ
ス
テ
ィ
ー
ル
の
同
僚
に
同
じ
く
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
学
派
の
哲
学
者
ヒ
レ
ブ
ラ
ン
ト
（Franz H

illebrand, 1863-

1926

）
が
い
て
結
婚
、
実
験
心
理
学
の
研
究
室
で
視
覚
の
問
題
に
携
わ
り
、
の
ち
に
同
研
究
室
の
マ
イ
ヤ
ー
（Carl M

ayer, ?-1936?

）
と

再
婚
し
て
二
重
姓
と
な
っ
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
「
第
三
帝
国
」
時
代
に
も
大
学
に
留
ま
り
、
戦
後
に
紛
糾
も
あ
っ
た
ら
し
い
が
一
九
六
〇

年
ま
で
教
場
に
在
っ
て
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
で
歿
し
て
い
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
遺
稿
の
整
理
出
版
の
作
業
を
師
カ
ス
テ
ィ
ー
ル
か
ら
引
継

い
で
六
冊
の
書
が
成
る
。
な
か
の
一
冊
が
『
美
学
綱
要
』
で
あ
り
、
一
書
全
三
部
の
構
成
を
こ
こ
に
呈
示
す
る
。

　
　

第
一
部

　

一
、
心
理
学
お
よ
び
美
学
の
選
り
抜
き
の
疑
問
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二
、
天
才
［
岩
波
文
庫
『
天
才
・
悪
』
所
収
］

　
　

第
二
部

　

一
、
美
し
い
も
の
［das Schöne 

美
］
の
概
念
に
つ
い
て

　

二
、
美
し
い
も
の
［
美
］
に
つ
い
て

　

三
、
美
学
に
つ
い
て
エ
ー
レ
ン
フ
ェ
ル
ス
（Christian von Ehrenfels

）
へ
の
手
紙

　

四
、
諸
表
象
の
価
値
関
係
に
つ
い
て

　

五
、
文
学
的
呈
示
対
象
と
し
て
の
悪
［
岩
波
文
庫
『
天
才
・
悪
』
所
収
］

　
　

第
三
部

　

一
、
芸
術
の
分
類
に
向
け
て

　

二
、
音
楽
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上

　

こ
の
遺
稿
集
各
段
の
体
裁
は
編
者
の
序
言
か
ら
推
察
で
き
る
が
、
と
に
か
く
遺
稿
の
そ
れ
ぞ
れ
に
番
号
を
附
し
て
整
理
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
序
言
に
続
く
目
次
部
分
な
る
「
内
容
概
観
」
は
、番
号
を
附
せ
ら
れ
た
講
義
手
稿
本
体
の
順
番
別
要
説
の
列
挙
と
し
て
よ
い
。

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
編
者
の
序
言
を
第
一
部
の
説
明
が
終
る
と
こ
ろ
ま
で
掲
げ
、
つ
ぎ
に
講
義
手
稿
の
本
体
に
移
り
、
最
後
に
当
該

部
分
の
「
内
容
概
観
」
を
置
い
て
結
ぶ
。
こ
の
「
内
容
概
観
」
の
全
文
（
一
─
五
九
）
に
つ
い
て
は
本
論
叢
前
集
の
「
想
出
」
同
様
に
、

畏
友
森
谷
宇
一
教
授
の
入
念
な
検
討
を
頂
戴
で
き
た
。
幸
甚
の
念
を
記
し
て
深
い
感
謝
を
捧
げ
る
。
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翻
訳
の
底
本
は
左
記
の
通
り
だ
が
、
副
本
と
し
て
PhB
本
を
傍
に
置
き
、
各
頁
を
照
合
し
つ
つ
訳
業
を
進
め
た
。

　

Franz Brentano, A
usgew

ählte Fragen aus Psychologie und Ä
sthetik. in: Grundzüge der Ä

sthetik. A
. Francke 

V
erlag, Bern 1959. S. 1-36

［-87

］.

　
　
　
　
　
　
　

 　
: Grundzüge der Ä

sthetik

［PhB 312

］. Felix M
einer V

erlag, H
am

burg 1977.
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編
者
の
序
言
（
一
九
五
七
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

フ
ラ
ン
ツ
ィ
ス
カ
・
マ
イ
ヤ
ー
＝
ヒ
レ
ブ
ラ
ン
ト

　

フ
ラ
ン
ツ
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
論
理
学
講
義
お
よ
び
倫
理
学
講
義
を
す
で
に
私
は
遺
稿
か
ら
起
し
て
公
刊
（
出
版
社　

A
. Francke, 

Bern

）
し
た
が
、続
け
て
本
書
で
は
美
学
に
つ
い
て
の
手
稿
を
取
上
げ
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
実
践
的
学
科
（praktische D

isziplin

［en

］）

と
呼
ぶ
哲
学
的
部
門
の
円
環
は
本
書
を
以
て
閉
じ
ら
れ
る
─
─
こ
れ
ら
諸
学
科
す
べ
て
は
中
心
と
し
て
の
心
理
学
の
周
り
に
配
列
さ

れ
、
そ
れ
ゆ
え
諸
学
科
の
実
り
豊
か
な
発
展
は
、
わ
れ
わ
れ
の
心
理
学
的
知
識
の
現
況
に
大
き
く
依
存
す
る
の
で
あ
る
。

　

実
践
的
学
科
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
意
味
で
のτέχνη

テ
ク
ネ
ー
）
の
諸
命
題
（［Satz

→
］Sätze

）
は
理
論
的
諸
学
に
お
け
る
ご
と
く
内

的
に
親
近（verw

andt

）で
な
く
、し
ば
し
ば
途
方
も
な
く
別
な
る
領
域
か
ら
取
込
ま
れ
て
い
る
。
諸
々
の
命
題
を
結
束
さ
せ
る
原
理
は
、

当
の
認
識
領
域
の
外
に
横
た
わ
る
一
箇
共
通
の
目
的
で
あ
る
。
論
理
学
な
ら
ば
正
し
く
判
断
す
る
と
い
う
目
的
で
あ
り
、
倫
理
学
な
ら

ば
正
し
く
選
ん
で
正
し
く
振
舞
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
目
的
で
あ
る
。
美
学
は
、
表
象
の
価
値
を
見
積
る
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
に
自

然
か
ら
授
け
ら
れ
て
い
る
査
定
能
力
に
も
と
づ
い
て
、「
趣
味
（Geschm

ack

）」
の
形
成
を
狙
う
で
あ
ろ
う
。
言
い
か
え
る
と
、
美
し

く
な
い
も
の
や
美
し
さ
の
劣
る
も
の
と
並
ぶ
や
、
美
し
い
も
の
を
つ
ね
に
良
し
と
す
る
、
生
来
の
区
別
能
力
を
洗
練
し
た
い
と
望
む
。

　

論
理
学
や
倫
理
学
や
美
学
が
し
ば
し
ば
規
範
学
（N

orm
w

issenschaft

）
と
も
呼
ば
れ
て
き
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
法
則
（
規
範
）
を

立
て
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
学
問
が
指
図
を
与
え
よ
う
と
望
む
の
は
不
快
な
こ
と
と
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
「
汝
為
す
べ
し
（D

u 

sollst!

）」
と
い
う
命
令
法
は
仮
定
法
に
置
代
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
置
代
え
る
な
ら
ば
「
為
す
べ
し
」
と
は
、
あ
れ
こ
れ
議

論
の
余
地
な
く
努
力
の
仕
甲
斐
あ
り
と
見
え
る
目
的
に
達
し
た
け
れ
ば
決
っ
た
仕
方
で
振
舞
わ
な
い
と
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
他

な
ら
な
い
と
捉
え
て
よ
ろ
し
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
私
の
思
う
に
、規
範
学
と
は
こ
れ
以
上
の
こ
と
と
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
見
て
い
る
。



40

細井　雄介

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
よ
れ
ば
当
為

0

0

（Sollen 

為
す
べ
し
）
の
概
念
は
価
値
を
認
め
る
こ
と
と
不
可
分
に
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
ず

は
倫
理
学
で
言
え
る
と
し
て
も
、
同
様
に
、
真
な
る
も
の
の
認
識
に
横
た
わ
る
判
断
活
動
最
高
の
完
全
性
も
、
ま
た
美
し
い
も
の
の
観

照
に
横
た
わ
る
表
象
活
動
最
高
の
完
全
性
も
、や
は
り
、で
き
る
限
り
わ
れ
わ
れ
の
実
現
す
べ
き
最
高
の
目
的
す
な
わ
ち
自
己
目
的
（
価

値
）
な
の
で
あ
る
。

　

美
学
を
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
論
理
学
や
倫
理
学
ほ
ど
詳
し
く
扱
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
遺
稿
に
は
、
な
か
に
大
切
な
講
義
「
心
理

学
お
よ
び
美
学
の
選
り
抜
き
の
疑
問
」
を
含
む
一
連
の
手
稿
が
見
出
さ
れ
、「
趣
味
に
つ
い
て
は
議
論
で
き
ぬ
（de gustibus non est 

disputandum

）」
な
る
格
言
を
超
え
出
て
普
遍
的
に
妥
当
す
る
美
学
の
要
点
（Grundzüge

）
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
手
稿
に
表

れ
る
主
旨
は
、
こ
れ
は
正
し
い
と
咄
嗟
に
見
抜
く
判
断
や
心
情
の
正
し
さ
へ
の
洞
察

0

0

0

0

0

0

0

（Einsicht in die Richtigkeit

）
と
い
う
、
論
理
学

や
倫
理
学
に
と
っ
て
の
根
本
原
理
と
緊
密
に
結
ば
れ
て
い
る
。
さ
よ
う
、
こ
の
明
証
（Evidenz

）
論
そ
し
て
情
動
の
領
域
で
も
明
証

の
類
比
体
あ
り
と
す
る
教
説
こ
そ
は
、
ま
さ
し
く
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
哲
学
体
系
本
来
の
核
心
で
あ
る
。
こ
の
教
説
か
ら
美
学
へ
の
光
も

注
が
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
よ
れ
ば
善
い
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
美
し
い
も
の
を
も
わ
れ
わ
れ
は
即
応
的
明
証

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（unm
ittelbare 

Evidenz

）
に
よ
り
愛
ら
し
い
と
把
捉
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、こ
れ
を
洞
察
的

0

0

0

0

0

0

（einsichtig

）
に
美
し
く
な
い
も
の
や
美
し
さ
の
劣
る
も
の
か
ら
区
別
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

言
い
か
え
る
と
何
ら
か
の
表
象
（V

orstellung 

イ
メ
ー
ジ
）
に
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
は
極
め
て
高
い
価
値
が
あ
る
ゆ
え
に
、
こ
の
表

象
は
愛
す
べ
き
も
の
、
価
値
の
劣
る
表
象
よ
り
好
む
べ
き
も
の
、
と
認
識
す
る
。
こ
れ
は
再
三
再
四
だ
れ
も
が
内
的
意
識
で
体
験
で
き

る
こ
と
、
つ
ま
り
明
証
と
断
言
し
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
。

　

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
心
的
生
活
を
豊
か
に
す
る
の
に
価
値
あ
る
の
は
、
根
本
的
に
は
表
象
の
こ
と
ご
と
く
で
あ

っ
て
、
こ
の
こ
と
は
必
証
的
と
認
め
ら
れ
る
が
、
し
か
し
日
常
的
経
験
で
は
し
ば
し
ば
当
の
価
値
は
貧
弱
す
ぎ
て
、
高
価
値
の
表
象
に
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比
べ
る
と
無
視
さ
れ
る
ま
で
に
な
る
。
け
れ
ど
も
価
値
の
際
立
つ
表
象
は
愛
ら
し
い
も
の
と
し
て
直
接
わ
れ
わ
れ
に
迫
っ
て
く
る
。
こ

の
見
方
す
な
わ
ち
、
表
象
自
体
は
こ
と
ご
と
く
価
値
を
も
ち
、
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
概
念
（Begriff

［e

］）
か
ら
直じ

か

に
認
識
で
き
る
、

し
か
も
た
だ
個
々
の
具
体
的
事
例
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
部
類
全
体
と
し
て
認
識
で
き
る
、
と
い
う
見
方
に
抗
う
と
考
え
ら
れ
る

諸
々
の
異
論
に
つ
い
て
は
、（
本
書
第
二
部
の
）「
諸
表
象
の
価
値
関
係
に
つ
い
て
（Ü

ber das W
ertverhältnis der V

orstellungen

）」
で

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
徹
底
的
に
論
駁
し
て
い
る
。

　

さ
て
格
別
に
価
値
の
高
い
表
象
を
わ
れ
わ
れ
に
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
芸
術
作
品
は
意
義
を
保
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
美
学
で
最

優
先
の
課
題
と
な
る
の
は
、
芸
術
作
品
そ
の
も
の
と
も
関
り
合
い
、
芸
術
作
品
成
立
の
諸
条
件
を
探
り
、
こ
う
し
た
条
件
に
も
と
づ
い

て
芸
術
的
創
造
活
動
に
益
す
る
何
が
し
か
の
規
範
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
正
し
い
追
体
験
が
有
効
と
な
る
に
は
、
ど
の
よ
う
に

芸
術
作
品
を
創
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
、
こ
の
こ
と
を
も
美
学
は
示
す
。

　

本
書
の
第
一
部
と
な
る
の
は
、
美
学
の
概
念
規
定
お
よ
び
芸
術
的
天
才
の
本
質
を
成
す
も
の
の
説
明
で
あ
る
。
こ
の
第
一
部
の
下
敷

き
資
料
は
、
心
理
学
お
よ
び
美
学
に
つ
い
て
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
前
記
一
八
八
五
年
か
ら
八
六
年
に
か
け
て
行
っ
た
講
義
と
、
一
八
九
二

年
にD

uncker und H
um

blot

社
の
公
刊
だ
が
久
し
く
絶
版
の
『
天
才
（D

as Genie

）』［
邦
訳
は
岩
波
文
庫
所
収
］
と
で
あ
る
。
だ
が
当
の

手
稿
に
は
、
こ
れ
ま
で
世
で
言
わ
れ
て
き
た
以
上
に
多
く
の
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
講
義
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
こ
の
か
た
美
学
に

関
っ
た
最
重
要
研
究
者
た
ち
の
見
方
が
詳
し
く
討
議
さ
れ
鋭
く
論
評
さ
れ
て
、
そ
の
さ
い
多
く
の
特
殊
問
題
が
解
明
さ
れ
て
い
る
。

　

き
わ
め
て
大
き
く
講
義
の
場
を
譲
ら
れ
て
い
る
の
が
、
美
学
に
と
っ
て
格
別
に
重
要
な Phantasie

（
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
・
空
想
・
想
像
力
）

に
つ
い
て
の
教
説
で
あ
る
。Phantasie

は
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
定
義
さ
れ
、こ
の
語
は
し
ば
し
ば
曖
昧（äquivok 

多
義
的
）
に
用
い
ら
れ
る
に
し
て
も
、
や
は
り
共
通
項
と
し
て
、Phantasie
は
表
象
（V

orstellung

［en

］
イ
メ
ー
ジ
）
の
領
域
に
属
す
る

こ
と
が
明
か
と
な
る
。
精
確
に
言
え
ば
、
な
る
ほ
ど
知
覚
表
象
（W

ahrnehm
ungsvorstellung

［en

］）
で
は
な
い
も
の
の
、
こ
れ
と
「
親
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近
の
関
係
に
（in einer verw

andschaftlichen Beziehung

）」
立
つ
種
類
の
表
象
を
産
出
で
き
る
能
力
（Fähigkeit

）
がPhantasie

［
本

稿
で
は
以
下
「
想
像
力
」
と
訳
出
す
る
］
で
あ
る
。
し
か
も
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
知
覚
の
直
観
的
性
格
を
保
つ
度
合
が
よ
け
れ
ば
よ
い
ほ
ど
、

想
像
表
象
（Phantasievorstellung

［en

］）
は
芸
術
創
造
活
動
に
と
っ
て
ま
す
ま
す
高
く
評
価
で
き
よ
う
、
と
ま
で
言
う
。
何
が
言
わ
れ

て
い
る
の
か
は
後
段
で
な
お
一
段
と
詳
し
く
説
か
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

整
然
と
し
て
生
気
格
別
な
想
像
活
動
（Phantasietätigkeit

）
を
前
提
と
す
る
天
才
の
仕
事
が
平
均
人
の
仕
事
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
は
、

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
見
方
に
よ
る
と
、性
質
（A

rt 

種
類
）
に
よ
っ
て
で
な
く
、た
だ
程
度
（Grad

）
に
よ
っ
て
の
こ
と
で
し
か
な
い
。「
天

才
の
仕
事
は
、
天
才
が
優
秀
で
あ
る
ゆ
え
に
、
普
通
の
心
的
法
則
に
従
え
ば
必
然
的
に
豊
か
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
土
壌
の
上
に

生
じ
た
、
習
慣
つ
ま
り
訓
練
の
果
実
で
あ
る
」。

　

本
書
の
第
二
部
に
は
、美
し
い
も
の

0

0

0

0

0

［
美0

］
の
概
念
規
定

0

0

0

0

0

と
表
象
の
価
値
関
係

0

0

0

0

0

0

0

と
へ
向
う
専
門
的
考
究
論
文
を
一
緒
に
纏
め
て
あ
る
。

双
方
へ
向
け
て
の
疑
問
は
極
め
て
密
接
に
連
関
す
る
の
で
あ
る
。
…
…
…
…

　

 　

以
下
の
序
言
末
尾
の
日
附
明
記
に
至
る
ま
で
の
文
言
は
本
稿
で
は
省
略
す
る
。

　

 　

こ
の
序
言
に
「
内
容
概
観
（Inhaltsübersicht

）」
な
る
目
次
が
続
く
が
、
順
々
の
各
項
目
は
順
番
数
字
を
附
せ
ら
れ
て
進
む
手
稿
そ
れ
ぞ
れ

の
内
容
を
、各
順
番
ご
と
に
約
言
し
た
要
説
で
あ
る
。こ
の
目
次
部
分
を
本
稿
で
は
、こ
れ
か
ら
頁
を
新
た
に
始
め
る
手
稿
本
体
の
後
段
に
移
す
。
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「
心
理
学
お
よ
び
美
学
の
選
り
抜
き
の
疑
問

（
（
（

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

フ
ラ
ン
ツ
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ

　
　 

（
1
）
以
下
の
論
述
は
同
じ
題
目
の
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
講
義
が
出
所
で
、
講
義
が
最
初
に
行
わ
れ
た
の
は
ウ
ィ
ー
ン
大
学
一
八
八
五
年
か
ら

八
六
年
に
か
け
て
の
冬
学
期
で
あ
っ
た
（
初
日
は
一
八
八
五
年
十
月
十
七
日
と
記
入
さ
れ
て
い
る
）。
講
義
は
二
つ
の
草
稿
に
納
ま
っ
て
ブ
レ
ン

タ
ー
ノ
美
学
の
要
点
を
見
せ
て
い
る
。
草
稿
の
双
方
か
ら
主
と
し
て
は
第
二
草
稿
が
採
ら
れ
た
が
、
こ
の
方
が
か
な
り
長
く
内
容
も
豊
富
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
第
一
草
稿
は
冒
頭
部
分
を
第
二
草
稿
よ
り
詳
し
く
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
補
完
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
草
稿
双
方

に
お
い
て
幾
多
の
部
分
が
た
だ
の
素
描
の
ま
ま
で
あ
り
、
と
き
に
は
総
じ
て
思
想
が
標
語
で
し
か
指
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
部
分
は

相
応
の
仕
方
で
補
完
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
他
方
、
講
義
の
流
れ
で
生
じ
る
類
の
繰
返
し
や
誰
か
別
な
る
人
の
著
作
に
つ
い
て
の
詳

し
い
説
明
は
省
略
す
る
か
要
約
し
て
あ
る
。
小
さ
な
省
略
は
二
重
線
で
示
し
て
あ
る
し
、
要
約
が
大
き
い
と
こ
ろ
で
は
注
を
加
え
て
明
か

に
読
取
れ
る
よ
う
に
し
て
あ
る
。
本
文
全
体
に
は
丹
念
な
編
集
が
必
要
で
あ
っ
た
。
─
─
こ
の
講
義
の
こ
と
を
フ
ッ
セ
ル
は
「
フ
ラ
ン
ツ
・

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
想
出
」
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
─
─Edm

und H
usserl

（1859-1938

）, Erinnerungen an Franz Brentano. in:  

�
Franz Brentano

“ von O
skar K

raus

（O
. Beck, M

ünchen 1919

）, S. 153 und 157.

（
聖
心
女
子
大
学
論
叢
第
百
三
十
三
集　

一
三
頁
お

よ
び
一
七
頁
）。

　

一
、
以
下
あ
れ
こ
れ
の
論
述
の
特
色
は
、そ
れ
ぞ
れ
選
り
抜
い
た

0

0

0

0

0

（ausgew
ählt

）
主
題
（K

apitel

［n

］）
に
関
る
、と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

こ
う
し
て
確
か
に
全
領
域
か
ら
の
断
片
、
小
領
域
し
か
扱
わ
れ
な
い
が
、
し
か
し
当
の
小
領
域
は
一
段
と
深
く
立
入
っ
て
一
段
と
多
く

の
側
面
か
ら
扱
わ
れ
る
。
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だ
が
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
む
し
ろ
単
一

0

0

（ein

）
の
学
問
分
野
に
絞
ら
な
い
の
か
。
な
ぜ
二
つ
の
学
問
科
目
に
拡
げ
る
の
か
。
こ
の
疑

問
の
解
決
は
互
い
に
結
び
合
さ
れ
る
学
科
双
方
の
概
念
か
ら
生
じ
る
。

　

二
、
心
理
学
（Psychologie

）
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
意
味
に
お
け
る
理
論
的
学
問（theoretische W

issenschaft, ε ,πιστήμη

）で
あ
る
。

こ
れ
の
も
と
に
理
解
さ
れ
る
の
は
、
内
的
に
親
縁
で
あ
る
一
群
の
真
理
で
あ
る
。
心
理
学
に
と
っ
て
特
徴
的
な
の
は
更
に
、
心
理
学
が

生
理
学
（Physiologie
）
と
内
的
に
関
係
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
心
理
学
が
人
間
に
つ
い
て
の
学
を
生
理
学
で
補
完
す
る
か

ら
で
あ
る
。
さ
て
生
理
学
は
人
間
を
肉
体
的
側
面
か
ら
考
察
す
る
の
に
、
こ
の
考
察
を
心
理
学
は
心
的
側
面
か
ら
、
す
な
わ
ち
内
的
経

験
に
お
い
て
（
第
二
次
的
意
識
に
お
い
て
）
わ
れ
わ
れ
に
現
出
す
る
側
面
か
ら
行
う
。
と
こ
ろ
が
生
理
学
は
、
外
的
経
験
の
対
象
で
あ

る
（
と
よ
く
言
わ
れ
る
）
諸
々
の
出
来
事
に
関
る
。
だ
が
一
層
詳
し
く
見
る
と
、そ
の
さ
い
扱
わ
れ
る
の
は
少
し
も
即
応
的
（unm

ittelbar 

直
接
的
）
な
経
験
で
な
く
、
何
か
開
示
さ
れ
る
も
の
（etw

as Erschlossenes

）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
感
官
に
現
れ
て
く

る
も
の
と
の
類ア

ナ
ロ
ギ
ー

比
体
を
何
ら
か
の
関
係
に
お
い
て
だ
け
は
示
す
が
、
諸
他
の
関
係
に
お
い
て
は
そ
の
種
の
類
比
体
に
気
付
か
せ
な
い
。

反
対
に
内
的
経
験
の
領
域
は
そ
の
ま
ま
で
確
か
で
あ
る
。
こ
の
領
域
を
一
般
的
特
徴
に
沿
い
つ
つ
心
理
学
者
は
記
述
す
る
。
ま
た
諸
々

の
現
象
（Phänom

en

［e

］）
が
重
な
り
ゆ
く
連
続
の
法
則
を
も
探
し
求
め
る
。
こ
こ
で
当
然
た
ち
ま
ち
自
分
の
力
の
限
ら
れ
て
い
る
こ

と
も
感
じ
ら
れ
る
。
法
則
を
立
て
た
い
と
思
っ
て
も
、
ど
れ
ひ
と
つ
と
し
て
例
外
な
し
に
妥
当
な
法
則
と
は
確
証
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ

と
は
、
内
的
経
験
の
外
に
横
た
わ
る
共
存
条
件
（M

itbedingung
［en
］）
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
共
存
条
件

に
向
け
て
は
幾
重
に
も
身
体
が
支
点
を
提
供
す
る
。
こ
う
し
て
こ
こ
で
心
理
学
と
生
理
学
と
は
精
神
物
理
的
（psychophysisch

）
研
究

に
お
い
て
融
合
す
る
が
、
無
論
こ
う
し
た
研
究
に
は
ま
だ
進
歩
が
乏
し
い
。
わ
れ
わ
れ
に
で
き
る
の
は
ほ
と
ん
ど
、「
通
常
の
生
理
学

的
事
情
の
も
と
で
は
」、と
は
言
い
か
え
る
と
、肉
体
的
過
程
に
よ
る
特
別
な
妨
害
的
影
響
が
な
け
れ
ば
、等
々
と
な
る
付
記
を
添
え
て
、
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心
理
学
的
に
認
識
可
能
な
る
法
則
を
整
え
る
ほ
ど
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
究
極
的
な
法
則
は
な
く
、
二
次
的
な
諸
法
則
が

あ
っ
て
、
こ
れ
ら
自
体
は
さ
ら
に
還
元
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
目
下
こ
の
還
元
は
、
少
く
と
も
多
く
の
ば
あ
い
、
わ
れ
わ

れ
に
は
拒
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
二
次
的
法
則
は
感
知
体
験
的
（em
pirisch

）
法
則
と
呼
ん
で
も
よ
か
ろ
う
が
、
説
明
的
演
繹
を
必

要
と
す
る
法
則
で
あ
る
。
纏
め
る
と
、
た
だ
い
ま
述
べ
た
こ
と
が
心
理
学
の
概
念
で
あ
り
本
質
的
性
格
で
あ
る

（
（
（

。

　
　

 

（
2
）
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
内
的
経
験
と
外
的
経
験
も
し
く
は
知
覚
と
を
区
別
す
る
。
内
的
経
験
の
も
と
に
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
理
解
す
る
の
は

即
応
的
な
洞
観
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
瞬
間
私
に
と
っ
て

0

0

0

0

0

何
か
が
内
的
（
二
次
的
）
意
識
に
現
れ
出
る
、
別
言
す
れ
ば
、
私
が
自
分
を
、
見
る
者
、

聴
く
者
、
暖
寒
を
感
じ
る
者
、
等
々
と
し
て
認
め
る
、
と
直じ
か

に
見
抜
く
洞
観
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
内
的
知
覚
（innere W

ahrnehm
ung

）

と
は
自
身
の
現
在
の
一
箇
の
心
的
現
象
（Phänom

en

）
を
確
認
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
反
対
に
外
的
知
覚
（äußere W

ahrnehm
ung

）

を
名
付
け
て
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
わ
れ
わ
れ
に
感
受
さ
れ
る
品
質
（
色
や
音
な
ど
）
は
外
的
品
質
の
似
姿
で
あ
る
と
の
、
言
い
か
え
る
と
、

わ
れ
わ
れ
の
感
覚
的
感
受
品
質
に
等
し
い
か
、
等
し
か
ら
ず
と
も
相
似
る
何
か
が
外
界
に
は
あ
る
と
す
る
、
盲
目
的
信
仰
と
呼
ぶ
。
け
れ
ど

も
外
的
知
覚
は
決
し
て
知
覚
対
象
の
即
応
的
把
捉
作
用
（unm

ittelbares Erfassen

）
で
な
い
。
す
な
わ
ち
、
何
か
物
的
（Physisches

）

な
る
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
い
わ
ゆ
る
一
次
的
（prim

är
）
意
識
に
現
れ
出
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
、
こ
の
現
れ
出
る
も
の
が
現
実
界

に
お
い
て
も
現
存
す
る
と
の
保
証
を
も
つ
こ
と
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
物
理
学
が
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
外
界
に
は
色
も
音
も

何
か
別
の
感
覚
的
品
質
も
存
在
し
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
外
界
が
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
具
合
で
あ
る
の
か
、
外
界
で
は
何
が
起
る
の

か
、
直じ
か

に
は
わ
れ
わ
れ
は
お
よ
そ
知
ら
ず
、
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
た
だ
仮
説
を
立
て
て
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
的
感
受
の
成
立
お
よ
び

推
移
を
可
能
な
限
り
因
果
的
に
説
明
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
こ
れ
は
一
面
で
は
物
理
学
の
課
題
、
他
面
で
は
生
理
学
の
課
題
で
あ
る
。

こ
の
種
の
仮
説
に
具
わ
る
の
は
、
多
少
と
も
本
当
ら
し
い
と
い
う
蓋
然
性
の
価
値
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
い
わ
ゆ
る
外
的
知
覚
に
は
そ
も
そ
も

厳
密
な
意
味
に
お
け
るW

ahrnehm
ung

［
真
を
摑
む
こ
と
、
相
手
を
裸
の
ま
ま
摑
む
こ
と
］
の
名
は
当
ら
な
い
。
─
─
け
れ
ど
も
へ
ー
リ
ン
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グ
（Ew

ald H
ering, 1834-1918

）
に
よ
れ
ば
心
的
事
象
と
精
神
物
理
的
（psychophysisch

）
過
程
と
の
あ
い
だ
に
は
厳
密
な
比
例
関
係
が

存
立
す
る
。
こ
う
し
て
実
際
に
は
心
理
学
と
生
理
学
と
の
内
的
関
係
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

三
、
さ
て
美
学
（Ä

sthetik

）
の
概
念
規
定
を
も
求
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
私
は
、
心
理
学
に
つ
い
て
は
当
の
領
域
で
の

精
通
者
と
見
ら
れ
て
い
る
少
く
と
も
大
方
の
最
良
の
人
々
に
賛
同
す
る
も
の
の
、
美
学
で
は
自
分
の
見
方
に
、
そ
の
よ
う
な
権
威
の
力

を
発
揮
さ
せ
る
わ
け
に
ゆ
か
ぬ
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

　

ご
く
普
通
に
は
美
学
は
美
（das Schöne　
美
し
い
も
の
）
を
知
る
学
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
私
の
考
え
で
は
、
少
し
も
当
っ

て
い
な
い
の
で
あ
り
、
美
学
は
決
し
て
学
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
一
箇
の
実
践
的
学
科
（praktische D

isziplin

）
で
あ
る
。

言
い
か
え
る
と
、
境
界
を
美
学
が
設
け
て
真
理
複
合
体
が
ひ
と
つ
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
理
論
の
親
縁
性
に
よ
っ
て
で
な
く
、
学

問
領
域
の
外
に
横
た
わ
る
目
的
に
よ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
例
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
語
る
の
は
技
術
（K

unst; τέχνη

）

で
あ
る
。

　

私
に
は
む
し
ろ
、
美
学
は
美
し
い
も
の
の
技
術
論
（K

unsttheorie des Schönen

）
あ
る
い
は
諸
々
の
美
し
い
技
術
の
理
論
（T

heorie 

der schönen K
ünste

）
と
す
る
規
定
の
方
が
好
も
し
い
。
だ
が
こ
れ
で
も
完
全
に
は
同
意
で
き
な
い
。
自
然
と
し
て
与
え
ら
れ
る
美
し

い
も
の
に
も
美
学
は
関
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
以
下
の
ご
と
く
語
る
こ
と
に
な
ろ
う
─
─
美
学
は
実
践
的
学
科
で
あ
り
、
そ
の
種

の
学
科
と
し
て
、
表
象
内
の
美
し
い
も
の
美
し
く
な
い
も
の
を
正
し
い
趣
味
（Geschm

ack

）
を
以
て
感
受
し
た
い
と
願
う
者
、
新
た

な
美
し
い
も
の
を
生
産
し
た
い
と
願
う
者
に
役
立
つ
諸
々
の
真
理
の
集
う
圏
内
を
包
含
す
る
。
あ
る
い
は
別
様
に
述
べ
る
と
、
美
学
は

0

0

0

ま
さ
に
実
践
的
学
科
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
わ
れ
わ
れ
に

0

0

0

0

0

、
美
し
い
も
の
美
し
く
な
い
も
の
を
正
し
い
趣
味
を
以
て
感
受
す
る
こ
と
を
教
え

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
美
し

0

0

い
も
の
を
美
し
さ
の
劣
れ
る
も
の
よ
り
優
先
す
る
こ
と
を
教
え

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
わ
れ
わ
れ
に

0

0

0

0

0

、
美
し
い
も
の
を
生
産
し
て
は
全
員
に
と
っ
て
印
象
深

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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く
効
果
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
の
指
示
を
与
え
る
学
科
で
あ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

（
（
（

。

　
　

 
（
3
）
こ
こ
で
は
ま
だ
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
、
美
し
い
も
の
美
し
く
な
い
も
の
［
＝
美
醜
］
は
生
粋
の
概
念
で
あ
る
と
す
る
旧
い
見
方
が
語
ら

れ
る
。
し
か
し
さ
ら
に
深
め
ら
れ
る
分
析
で
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
生
じ
た
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
何
か
を
美
し
い
（schön

）
と
呼
ぶ
と
き
本
当

に
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
一
箇
の
心
的
活
動
者
（ein psychisch T

ätiger

）、
す
な
わ
ち
表
象
さ
れ
る
客
体
に
正
し
い
と
性
格
付
け
ら
れ

る
満
足
を
以
て
関
る
、
言
い
か
え
る
と
、
こ
の
客
体
を
「
正
し
い
愛
を
以
て
（m

it richtiger Liebe

）」
愛
す
る
心
的
活
動
者
で
あ
る
、
と

捉
え
る
見
方
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
客
体
が
美
し
い
（schön

）
と
い
う
呼
称
に
値
す
る
。
美
し
い
も
の
美
し
く
な
い
も
の
を
正
し
い
趣
味
を

以
て
感
受
す
る
こ
と
を
美
学
は
教
え
る
、
と
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
語
る
と
き
、
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
は
っ
き
り
し
た
満
足
は
美
し
い
も
の
に

し
か
向
わ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
美
し
く
な
い
も
の
か
ら
美
し
い
も
の
を
区
別
す
る
資
格
を
美
学
は
わ
れ
わ
れ
に
授
け
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

四
、
さ
て
無
論
こ
れ
は
反
駁
を
生
む
こ
と
間
違
い
な
し
の
定
義
で
あ
る
。
カ
ン
ト
を
読
ん
だ
人
な
ら
言
う
で
も
あ
ろ
う
─
─
「
美
し

い
も
の
を
正
し
い
趣
味
を
以
て
、
と
は
や
は
り
明
か
に
満
足
（W

ohlgefallen

）
を
以
て
感
受
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
君
は
ど
う
や
っ
て
教

え
る
の
か
。
ま
る
で
、
美
し
い
も
の
を
満
足
な
し
に
見
る
こ
と
は
起
る
か
も
知
れ
な
い
よ
、
な
ど
と
学
ば
な
く
て
は
い
け
な
い
か
の
よ

う
に
！　

こ
う
し
て
君
は
美
し
い
も
の
の
概
念
を
棄
て
て
い
る
。
美
し
い
も
の
（das Schöne

）
と
は
無
論
、
た
だ
の
快
い
も
の
（das 

A
ngenehm

e

）
と
は
反
対
で
、
普
遍
的
か
つ
必
然
的
に
気
に
入
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
」。

　

だ
が
こ
の
異
議
で
私
を
驚
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
美
し
い
も
の
を
右
の
ご
と
く
定
義
す
る
の
は
、
呼
名
を
間
違
え
た
人
で
あ
る
。

こ
の
定
義
は
美
し
い
も
の
の
決
め
手
と
は
少
し
も
言
え
ず
、
し
ば
し
ば
人
々
は
美
し
い
（schön

）
も
の
よ
り
快
い
（angenehm

）
も
の

に
お
い
て
こ
そ
、
は
る
か
に
意
見
が
一
致
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
あ
る
人
を
魅
了
す
る
も
の
が
別
の
人
に
よ
っ
て
無
趣
味
と
し
て
排
斥
さ
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れ
る
。
と
こ
ろ
で
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
矛
盾
に
お
い
て
、
正
し
い
の
は
た
だ
一
人
で
し
か
あ
り
得
ず
、
他
の
人
々
は
正
し
く
な
い
と
し

な
く
て
は
い
け
な
い
な
ら
ば
、
多
分
こ
こ
に
、
誤
れ
る
趣
味
を
正
し
い
趣
味
へ
と
変
化
さ
せ
、
こ
う
し
て
美
し
い
も
の
美
し
く
な
い
も

の
を
正
し
い
趣
味
を
以
て
感
受
す
る
こ
と
へ
と
指
南
で
き
る
可
能
性
も
存
在
す
る

（
（
（

。

　
　

 

（
4
）
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
見
方
で
は
、
表
［
イ
メ
ー
ジ
］

象
は
わ
れ
わ
れ
の
意
識
生
活
を
豊
か
に
す
る
と
し
て
正
し
い
愛
を
以
て
（m

it richtiger Liebe

）

愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
ゆ
え
に
、
い
か
な
る
表
象
に
も
確
か
に
何
ら
か
の
価
値
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
が
（
本
書
第
二
部
「
諸
表
象
の
価
値

関
係
」
お
よ
び
一
書
『
倫
理
学
の
基
礎
付
け
と
組
成
（Grundlegung und A

ufbau der Ethik

）』
第
一
部
第
二
章
参
照
の
こ
と
）、
し
か
し
美
し
い

（schön

）
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
た
だ
本
当
に
気
に
入
っ
て
（gefällt

）
並
な
ら
ぬ
価
値
あ
り
と
目
さ
れ
る
表
象
、
言
い
か
え
る
と
、
紛
れ
も

な
い
満
足
を
呼
起
す
表
象
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
実
際
の
好
意

0

0

0

0

0

（tatsächliches Gefallen 

事
実
と
し
て
適
意
）、
し
か
も
高
程
度
の
満
足

0

0

0

0

0

0

（ein hohes M
aß von W

ohlgefallen
）
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
双
つ
の
規
定
に
は
主
観
的
な
る
も
の
が
付
着
し
て
い
て
、
こ
の
こ
と
が
憂

わ
し
く
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
表
象
は
い
ず
れ
も
価
値
あ
り
と
認
め
ら
れ
、
立
派
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
満
足
で
知

ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
、
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
主
観
性
は
排
去
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
、
と
の
異
議
も
申
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
ら
で
あ
る
。
─
─
認
識
の
可
能
性
は
あ
っ
て
も
認
識
の
事
実
性
は
ま
だ
保
証
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
解
決
が
生
じ
る
。
概

念
の
分
析
に
と
っ
て
も
個
人
の
体
験
に
と
っ
て
も
何
ら
か
の
前
提
条
件
が
必
要
（notw

endig 

必
然
的
）
で
あ
る
の
に
、
こ
う
し
た
条
件
が

必
ず
し
も
つ
ね
に
は
実
現
（realisieren 

実
在
化
）
さ
れ
て
い
な
い
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
─
─
こ
う
し
て
芸
術
作
品
の
評
定
に
お
け
る

種
々
さ
ま
ざ
ま
な
相
違
は
説
明
で
き
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
美
し
い
（schön

）
と
醜
い
（häßlich

）
と
は
互
い
に
排
斥
し
合
う
対
立
項
で
な
く
、

同
列
上
の
両
極
端
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

五
、
も
う
ひ
と
つ
の
懸
念
は
さ
ら
に
納
得
で
き
る
も
の
と
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
─
─
美
学
の
定
義
に
わ
れ
わ
れ
は
美
し
い
も
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の
を
生
む
た
め
の
指
示

0

0

（A
nw

eisung

［en

］）
を
も
取
入
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
に
は
、
美
し
い
表
象
は
目
標
指
向
の
教
育
に
も
と
づ

い
て
形
成
さ
れ
る
、
と
い
う
仮
定
が
あ
り
は
し
な
か
っ
た
か
。「
全
く
空
し
い
企
て
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
経
験
が
逆
を
語
っ
て
い
る
。

poeta nascitur, non fit. 

（
詩
人
は
生
れ
る
、
作
ら
れ
ず
）」
と
言
わ
れ
る
で
も
あ
ろ
う
。
詩
以
外
の
芸
術
で
も
事
情
は
相
似
て
い
る
。
真

の
芸
術
作
品
の
産
出
に
欠
か
せ
な
い
の
は
趣
味
で
な
く
天
才
（Genie

）
で
あ
る
。
こ
こ
で
規
則
（Regel

）
は
助
け
と
な
ら
ぬ
。
天
才

あ
る
創
造
家
は
規
則
を
思
わ
ず
、
自
身
の
自
然
（N

atur　

本
性
）
が
お
の
れ
に
と
っ
て
の
規
則
で
あ
る
（
以
後
こ
の
規
則
に
し
が
み

つ
こ
う
と
追
随
者
の
大
群
が
努
め
る
も
の
の
、
悦
ば
し
い
成
果
は
ほ
と
ん
ど
な
い
）。
自
然
の
拒
む
と
こ
ろ
規
則
も
代
り
を
与
え
は

し
な
い
。
天
才
の
作
品
で
は
批
評
が
ど
こ
か
を
良
く
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
ゲ
ー
テ
は
言
う
。
審
判
家
内
の「
目
立
屋 Feiler< 

feilen 

鑪
を
磨
く
」
ど
も
は eo ipso suspekt

（
お
の
ず
か
ら
胡
散
臭
い
）。

　

六
、
こ
う
し
た
反
論
が
確
固
た
る
信
念
の
も
と
嘲
り
の
笑
み
す
ら
浮
べ
て
高
め
ら
れ
て
も
、
決
し
て
驚
い
て
は
な
ら
な
い
。
い
や
論

理
家
さ
え
も
が
、
す
で
に
見
出
さ
れ
た
認
識
、
例
え
ば
提
出
済
み
の
証
明
を
検
証
す
る
た
め
に
ば
か
り
か
、
研
究
に
あ
た
り
新
た
な
真

理
の
発
見
で
研
究
者
に
役
立
つ
た
め
に
も
と
、
あ
れ
こ
れ
指
示
を
出
す
こ
と
を
自
身
の
使
命
と
す
る
と
き
に
は
、
相
似
た
運
命
を
味
わ

う
。
そ
れ
で
も
論
理
家
が
当
の
使
命
に
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
は
疑
い
な
い
。
研
究
に
は
方
法
が
あ
り
、
こ
れ
を
知
る
の
は
最
高
に
価

値
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
つ
で
も
世
界
に
は
自
然
科
学
の
才
あ
る
人
々
が
い
た
し
、
研
究
す
べ
き
客
体
も
研
究
欲
も
存
在
し
た
。
と
こ

ろ
で
旧
い
時
代
と
新
し
い
時
代
と
の
対
立
は
ど
こ
か
ら
生
じ
る
か
。
以
前
は
何
十
年
も
何
百
年
も
万
事
は
昔
の
ま
ま
で
あ
っ
た
の
に
、

今
日
は
発
見
に
発
見
が
続
く
の
で
あ
る
。
方
法
へ
の
洞
観

0

0

0

0

0

0

（Einsicht in die M
ethode

）
こ
そ
は
評
価
の
相
違
が
帰
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
方
法
上
の
進
歩
は
い
ず
れ
も
、
今
日
で
も
な
お
、
ま
だ
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
認
識
の
獲
得
よ
り
も
、

さ
ら
に
一
層
実
質
的
な
利
得
で
あ
る
。
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さ
て
、
よ
ろ
し
い
か
！　

果
せ
る
か
な
、
相
似
た
こ
と
は
芸
術
の
領
域
に
も
当
嵌
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
通
り
に
で
あ
る
─

Ει̧ μὲν γὰρ
 Τιμόθεος

 μὴ ε̧γένετο, πολλὴν
 ά̧ν μελοποιί αν

ου̧χ
 ει ¸χ́ομεν, ει̧ δὲ

 μὴ Φρύνις, Τιμόθεος
 ου̧χ ά̧ν ε̧γένετο

.

　
（
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
独
文
─D

enn w
äre T

im
otheus nicht gew

esen, so entbehrten w
ir eines großen T

eiles unserer Lyrik, aber T
im

otheus 

selber w
äre nicht gew

esen, w
enn ihm

 nicht Phrynis vorangegangen w
äre.

（
（
（

）

　

 ［
も
し
テ
ィ
モ
テ
オ
ス
が
生
れ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
今
日
も
つ
抒
情
詩
の
大
部
分
を
欠
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
プ
リ
ュ
ニ
ス
が
先
ん

じ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
、
テ
ィ
モ
テ
オ
ス
自
身
も
生
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。］

　
　

 

（
5
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
第
二
巻
［
α
］
第
一
章

　
α
．
実
際
わ
れ
わ
れ
は
、
少
く
と
も
時
折
は
、
芸
術
に
お
い
て
も
不
断
の
進
歩
を
見
る
。
一
人
が
別
人
の
肩
の
上
に
立
つ
の
で
あ
り
、

哲
学
者
の
学
派
に
つ
い
て
と
同
じ
こ
と
が
画
家
の
流
派
に
つ
い
て
も
聞
え
て
く
る
。
し
か
も
技
術
ば
か
り
か
最
高
度
の
機
微
に
つ
い
て

も
現
に
弟
子
が
師
か
ら
学
ん
で
き
た
こ
と
は
、
流
派
に
共
通
す
る
性
格
が
十
分
に
教
え
て
く
れ
る
。
学
問
的
伝
統
と
同
様
に
芸
術
的
伝

統
も
存
在
す
る
─
─
達
成
事
項
は
確
実
に
保
持
さ
れ
、
こ
れ
に
加
え
て
新
た
な
る
も
の
が
獲
得
さ
れ
、
こ
う
し
て
次
第
次
第
に
完
全
性

の
高
み
へ
と
昇
り
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

し
ば
し
ば
伝
統
は
、
先
行
作
品
を
見
習
っ
て
習
慣
を
重
ん
じ
る
道
で
の
み
保
持
さ
れ
て
き
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
だ
が
共
通
の
も
の

を
明
晰
に
捉
え
る
こ
と
や
訓
戒
の
言
葉
で
伝
え
る
こ
と
は
決
し
て
排
斥
さ
れ
て
い
な
い
（
こ
の
こ
と
は
レ
オ
ナ
ル
ド
［Leonardo da V

inci, 

1452-1519

］や
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ［Philippe de Cham

paigne, 1602-1674

］や
レ
ノ
ル
ズ［Sir Joshua Reynolds, 1723-1792

］等
々
の
流
派
に
見
え
る
）。

　
β
．
も
と
よ
り
正
し
い
こ
と
だ
が
、
こ
の
種
の
規
則
は
天
才
を
余
計
と
は
せ
ず
補
足
す
る
こ
と
も
な
い
。
だ
が
こ
れ
は
学
問
的
研
究

で
も
同
じ
と
言
え
な
い
か
。
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γ
．
さ
れ
ば
こ
そ
、
も
っ
と
認
め
て
欲
し
い
！　

つ
ま
り
天
才
的
な
芸
術
的
創
造
活
動
で
は
規
則
は
全
く
考
え
ら
れ
ず
、
芸
術
家
が

規
則
を
思
っ
た
り
、
批
評
的
反
省
で
想
像
力
の
自
由
な
飛
翔
を
遮
ろ
う
も
の
な
ら
、
た
ち
ま
ち
天
才
的
生
産
の
妨
害
に
な
ろ
う
、
と
。

　

δ
．
け
れ
ど
も
伝
え
ら
れ
た
規
則
は
天
才
に
と
っ
て
大
切
な
助
け
と
な
り
得
よ
う
し
、
し
か
も
、
伝
え
ら
れ
た
と
は
間
接
的
な
感
化

に
よ
っ
て
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
才
の
作
品
で
は
何
ひ
と
つ
改
良
で
き
ぬ
、
と
い
う
言
葉
を
さ
き
ほ
ど
引
い
た
ゲ
ー
テ
は
、
そ
れ
で

も
、
完
全
さ
に
劣
る
試
み
を
掻
き
分
け
て
、
よ
り
完
全
な
る
も
の
へ
と
進
む
こ
と
は
で
き
よ
う
、
と
書
添
え
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と

ゲ
ー
テ
は
、
習
練
が
巨
匠
を
つ
く
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
。「
詩
人
は
作
ら
れ
ず
（poeta non fit

）」
な
る
命
題
は
や
は
り
完
全
に

無
条
件
的
［
絶
対
的
］
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
前
の
作
に
お
け
る
労
苦
が
後
日
の
作
に
お
い
て
も
間
接
的
に
有
効
と
解
れ
ば
、
ゲ
ー
テ
の
語
っ
た
道
を
同
じ
よ
う
に
歩
ん
で
天
才

は
よ
り
高
き
作
品
へ
と
到
達
す
る
が
、
天
才
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
道
は
他
に
も
あ
る
。
例
え
ば
他
人
の
手
に
成
る
芸
術
作
品

の
美
し
さ
（Schönheit

［en

］）
に
沈
潜
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
作
品
内
に
当
の
美
し
さ
の
実
質
を
、
す
な
わ
ち
美
し
い
も
の

の
普
遍
的
規
則
を
明
晰
に
把
捉
で
き
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
一
層
完
全
に
な
る
。
こ
の
と
き
作
例
は
他
所
に
お
い
て
と
同
様
こ
こ
で
も
力
を

発
揮
、
い
わ
ば
他
人
の
習
練
を
介
し
て
自
身
が
習
練
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
趣
味
は
傑
作
の
観
照
に
よ
っ
て
鍛
え
ら
れ
、
浄
化
さ
れ
た
趣

味
は
、
固
有
の
心
理
学
的
法
則
に
従
い
つ
つ
、
し
ば
し
ば
芸
術
の
才
あ
る
観
照
者
の
天
才
的
本
性
（N

atur 

自
然
）
を
も
浄
化
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
う
し
た
観
照
者
が
文
字
通
り
の
真
似
で
な
く
、み
ず
か
ら
傑
作
と
相
似
る
美
を
作
る
の
は
む
し
ろ
自
分
の
摑
ん
だ
巨
匠
、

そ
の
精
神
を
自
分
が
お
の
れ
の
精
神
内
へ
と
受
容
れ
た
当
の
巨
匠
と
、
自
分
自
身
と
が
等
質
の
身
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（
（
（

。
こ
の

こ
と
が
ペ
ル
ジ
ー
ノ
（Perugino, 1446-1523

）
と
ラ
フ
ァ
エ
ル
ロ
（Raffaello Santi, 1483-1520

）
の
間
柄
に
見
え
る
し
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ

ロ
（M

ichelangelo Buonarroti, 1475-1564

）
に
よ
る
フ
ラ
・
バ
ル
ト
ロ
メ
オ
（Fra Bartolom

eo, 1472-1517

）
へ
の
感
化
に
見
え
る
。
大

詩
人
の
あ
い
だ
で
も
同
じ
仕
方
で
同
じ
こ
と
が
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
ゲ
ー
テ
と
か
レ
ノ
ル
ズ
等
々
の
人
々
が
、
模
倣
者
連
の
「
奴
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隷
家
畜 servile pecus

」
根
性
は
ひ
ど
く
見
下
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
以
上
に
甚
し
い
嫌
悪
の
念
を
向
け
た
相
手
は
、
先
立
つ
修
業
時

代
を
経
も
せ
ず
に
早
く
も
親
方
面づ

ら

が
し
た
い
と
ほ
ざ
く
独
創
的
天
才
（O

riginalgenie

）
な
る
連
中
で
あ
っ
た
。

　
　

 
（
6
）
芸
術
作
品
各
個
そ
れ
ぞ
れ
の
前
提
は
、
創
作
者
の
精
神
内
に
表
象
（
形
態 Gestalt

）
が
成
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
表
象
を
形
成

で
き
る
か
否
か
の
資
格
は
、
先
立
つ
経
験Erfahrung

［en

］（
最
も
広
い
語
意
に
お
け
る
体
験Erlebnis

［se

］）
に
よ
っ
て
創
作
者
に
与
え
ら
れ

る
が
、
し
か
し
受
容
さ
れ
た
印
象
は
単
純
一
様
に
は
再
生
さ
れ
ず
、
多
様
な
る
変
化
を
味
わ
う
の
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
、
実
際
に
は
何
か

新
た
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

（etw
as N

 e u e s

）
が
成
立
す
る
。
芸
術
作
品
を
追
体
験
す
る
者
が
理
解
を
以
て
芸
術
作
品
を
受
取
り
、
こ
れ
を
楽
し
む

こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、お
の
れ
の
精
神
内
に
芸
術
作
品
と
同
じ
か
、同
じ
で
な
く
と
も
相
似
る
形
態
（Gestalt

）
も
し
く
は
形
式
（Form

）

が
呼
起
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

七
、
け
れ
ど
も
こ
れ
は
、
規
則
が
天
才
力
の
間
接
的
促
進
に
役
立
つ
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
仕
方
で
な
い
。
天
才
は
必
ず
し
も
つ
ね

に
同
じ
く
実
り
豊
か
で
は
な
い
。
実
際
わ
れ
わ
れ
は
、
日
頃
ほ
と
ん
ど
、
い
や
全
く
天
才
な
ど
思
わ
せ
も
し
な
い
人
々
の
生
涯
に
、
天

才
的
瞬
間
を
見
出
し
て
は
驚
く
。
反
対
に
、
幾
重
に
も
天
才
の
相
を
証
し
た
人
々
が
、
た
び
た
び
自
分
で
は
天
才
か
ら
見
放
さ
れ
た
と

感
じ
て
い
た
。
不
調
の
時
節
を
味
わ
っ
た
多
く
の
詩
人
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
芸
術
的
創
造
活
動
に
恵
ま
れ
る
時
を
逃
さ
な
い
た
め
に

は
、
規
則
的
な
一
定
時
間
の
拘
束
と
な
る
職
務
に
就
く
ぐ
ら
い
な
ら
死
ぬ
方
が
増
し
で
あ
っ
た
。
大
昔
は
詩ム

ー

サ

イ

神
た
ち
に
願
う
の
が
慣
わ

し
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
本
当
の
と
こ
ろ
芸
術
的
創
作
者
を
訪
れ
た
り
立
去
っ
た
り
す
る
詩
神
は
存
在
せ
ず
、
関
り
あ
る
の
は
内
的
性

向
の
変
化
で
あ
る
。
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
神
な
き
近
代
世
界
の
芸
術
家
が
語
る
の
は
調
子
好
し
（D

isponiertsein

）
で
あ
り
調
子
悪
し

（N
icht-D

isponiertsein

）
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
す
べ
て
は
、
天
才
的
素
質
を
見
究
め
た
い
と
思
わ
せ
、
全
的
に
せ
よ
個
々
別
々
の
点
に
せ
よ
、
こ
の
素
質
の
助
長
や
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阻
害
と
な
る
契
機
の
検
討
へ
と
向
わ
せ
る
。
そ
し
て
何
ら
か
の
条
件
に
つ
い
て
は
わ
れ
わ
れ
に
も
力
の
あ
る
こ
と
が
明
か
と
な
れ
ば
、

こ
の
研
究
の
実
践
的
意
義
は
大
き
い
と
し
て
よ
い
。
堕
落
を
防
ぐ
規
則
や
、
芸
術
的
創
造
活
動
の
生
産
性
を
高
め
た
り
、
等
々
の
規
則

を
立
て
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

も
と
よ
り
、
例
え
ば
青
春
の
若
さ
の
ご
と
く
、
わ
れ
わ
れ
の
力
の
及
ば
ぬ
条
件
と
見
え
る
多
く
の
こ
と
が
あ
る
。
だ
が
青
春
期
は
必

ず
し
も
芸
術
的
創
造
活
動
に
と
っ
て
の
絶
対
的
条
件
で
な
い
。
ソ
ポ
ク
レ
ス
が
物
し
た
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
』
は
五
十
七
歳
の
と
き
、
諸

他
の
作
は
さ
ら
に
晩
く
、『
ピ
ロ
ク
テ
テ
ス
』
は
よ
う
や
く
八
十
歳
に
近
付
く
と
き
で
あ
っ
た
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
七
十
歳
以
上
に

な
っ
て
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
大
聖
堂
穹
窿
を
設
計
し
た
し
、
高
齢
期
の
作
品
が
最
高
度
の
熟
成
を
見
せ
る
こ
と
に
は
、
他
に
も
な
お
多
く

の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

他
に
も
あ
れ
こ
れ
の
条
件
は
わ
れ
わ
れ
の
意
の
ま
ま
に
な
る
。大
食
の
作
用
は
例
え
ば
芸
術
的
創
造
活
動
に
と
っ
て
よ
ろ
し
く
な
い
。

ほ
ど
よ
さ
（M

äßigkeit

）
と
青
天
（heiterer H

im
m

el

）
と
は
ア
ポ
ロ
ン
と
詩ム

ー

サ

イ

神
た
ち
の
こ
と
と
語
っ
て
ゲ
ー
テ
が
思
う
の
は
こ
れ
で

あ
る
。
反
対
に
、
い
わ
ゆ
る
御お

み

き
神
酒
の
楽
し
み
か
ら
は
あ
ら
た
か
な
促
進
の
勵
ま
し
が
出
て
く
る
。
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
葡
萄
酒
を
讃
え

る
。
ゲ
ー
テ
や
ケ
ラ
ー
（Gottfried K

eller, 1819-1890
）
に
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
（Franz Schubert, 1797-1828

）
や
ブ
ラ
ー
ム
ス
（Johannes 

Brahm
s, 1833-1897

）
も
美
酒
に
反
感
は
寄
せ
な
か
っ
た
。
あ
る
種
の
仕
事
に
携
わ
る
こ
と
が
芸
術
的
生
産
に
と
っ
て
好
都
合
と
な
る

ば
あ
い
も
あ
れ
ば
有
害
と
な
る
ば
あ
い
も
あ
ろ
う
。（
例
え
ば
ゲ
ー
テ
は
、
自
分
の
学
問
的
研
究
や
ヴ
ァ
イ
マ
ル
に
お
け
る
枢
密
顧
問

官
と
し
て
の
活
動
の
が
わ
か
ら
出
て
く
る
、
お
の
れ
の
文
芸
的
作
業
へ
の
悪
影
響
を
見
た
。）
だ
が
な
お
別
な
る
種
類
の
活
動
、
し
か

も
期
待
す
る
と
こ
ろ
は
正
反
対
に
あ
っ
た
よ
う
な
活
動
が
同
じ
く
多
大
な
損
傷
を
与
え
か
ね
な
い
。
さ
き
ほ
ど
、
あ
る
芸
術
家
が
ほ
か

の
巨
匠
の
作
品
に
沈
潜
し
て
浄
化
さ
れ
、
当
の
巨
匠
と
等
質
の
身
に
な
る
可
能
性
、
あ
る
い
は
少
く
と
も
他
人
の
天
才
性
か
ら
何
か
が

自
身
の
何
か
に
寄
与
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
た
。
け
れ
ど
も
反
対
の
こ
と
も
起
り
得
る
。
例
え
ば
、
こ
と
に
他
人
の
作
の
美
し
さ
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に
心
を
奪
わ
れ
て
自
分
と
は
全
く
別
な
る
天
才
や
様
式
の
作
品
に
沈
潜
す
る
こ
と
が
、
最
悪
の
結
果
と
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
全
く
異
な
る
領
域
の
例
を
取
出
し
て
比
較
す
れ
ば
、
尤
も
な
こ
と
と
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
相
似
ず
と
も
美
し
い
二
人
の
結
婚

か
ら
生
れ
る
子
た
ち
は
美
し
い
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
、
両
親
が
相
似
て
美
し
い
ば
あ
い
ほ
ど
に
は
確
か
で
な
い
。
生

れ
つ
き
で
あ
っ
て
確
実
に
働
く
幸
せ
な
性
向
と
、こ
の
性
向
の
人
が
心
を
ひ
ら
い
て
仰
ぐ
別
な
る
天
才
か
ら
の
全
く
別
な
る
影
響
と
は
、

い
わ
ば
混
成
し
、
こ
こ
か
ら
出
て
く
る
の
は
、
こ
の
混
成
（M
ischung

）
の
所
産
で
あ
る
。
こ
の
所
産
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
例
が
あ
っ

た
よ
う
に
、
美
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
双
方
と
も
ど
も
働
く
性
向
同
士
が
あ
ま
り
に
も
縁
遠
い
と
、
一
般
的
に
は
必
ず
し
も
多
々
起

り
得
る
例
で
な
い
。
も
ち
ろ
ん
個
々
別
々
に
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
だ
が
、
生
物
界
の
交
雑
の
多
く
は
祝
福
に
恵
ま
れ
て
も

い
る
し
、
し
ば
し
ば
善
き
も
の
が
、
混
成
か
ら
生
れ
る
と
の
法
則
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
慶
ぶ
こ
と
が
で
き
る

（
（
（

。
し
か
し
犬
や
植
物
の
雑

種
に
見
る
ご
と
く
混
成
の
す
べ
て
が
よ
い
わ
け
で
は
な
く
、
有
害
に
作
用
す
る
例
も
と
に
か
く
多
過
ぎ
る
。
─
─
ゲ
ー
テ
の
影
響
で
自

分
自
身
を
失
い
は
せ
ぬ
か
と
シ
ラ
ー
は
恐
れ
て
い
た
。
ふ
つ
う
天
才
に
は
ど
こ
か
一
面
性
が
付
纏
い
、
こ
れ
を
失
う
こ
と
は
天
才
的
作

業
に
と
っ
て
有
害
と
な
り
か
ね
な
い
。（
そ
こ
で
、芸
術
家
た
る
者
は
一
面
的
か
つ
党
派
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、と
レ
ン
バ
ッ
ハ［Franz 

von Lenbach, 1836-1904

］
は
思
っ
て
い
た
。）
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
芸
術
の
無
力
を
悲
し
む
嘆
き
は
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
こ
と
に
繫

が
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

（
（
（

。

　
　

 

（
7
）
当
時
こ
の
種
の
研
究
は
遺
伝
学
の
枠
内
で
行
わ
れ
て
き
た
。
ク
レ
チ
ュ
マ
ー
（Ernst K

retschm
er, 1888-1964

）
は
こ
と
に
著
書
『
天

才
人
（Geniale M

enschen. 1929

）』
に
お
い
て
、
概
し
て
交
雑
は
天
才
的
作
業
に
都
合
よ
い
強
度
の
内
的
緊
張
を
引
起
す
か
ら
と
い
う
理

由
で
、
交
雑
に
よ
る
天
才
助
長
の
影
響
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
　

 

（
8
）
念
頭
に
あ
る
の
は
、今
日
で
は
芸
術
期
の
古
い
作
品
へ
の
近
付
き
方
が
以
前
よ
り
容
易
に
な
っ
て
危
険
が
大
き
く
増
し
て
い
る
こ
と
、

ま
た
天
才
的
芸
術
家
の
一
面
的
で
強
烈
な
影
響
が
弱
小
の
才
を
萎
縮
さ
せ
る
こ
と
、
と
し
て
よ
い
。
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そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
芸
術
史
で
は
天
才
の
溢
れ
る
ば
か
り
に
登
場
す
る
時
期
あ
り
、
と
見
れ
ば
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
渇
仰
も
さ
れ

る
し
素
晴
ら
し
い
手
本
も
沢
山
あ
る
と
い
う
の
に
、天
才
に
見
捨
て
ら
れ
る
長
い
期
間
が
現
れ
る
の
は
、と
に
か
く
事
実
で
あ
る
。い
か

な
る
条
件
ゆ
え
に
事
態
が
こ
う
な
る
か
の
疑
問
は
芸
術
哲
学
の
き
わ
め
て
興
味
深
い
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
全
般
的
に
と
同
様
こ
こ
で

も
、
理
由
を
知
る
こ
と
が
、
な
ぜ
、
実
践
的
に
恵
み
の
多
い
こ
と
明
白
と
し
て
よ
い
力
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
、
理
解
で
き
な
い
。

天
才
の
園
で
は
多
分
、
庭
園
術
や
葡
萄
栽
培
術
に
お
け
る
規
則
と
類
比
的
に
、
規
則
が
立
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
芸
術
作
品

は
、
植
物
と
同
じ
く
、
意
識
な
き
大
地
と
は
い
え
、
や
は
り
意
識
的
活
動
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
手
入
れ
さ
れ
て
き
た
大
地
に
芽
吹
く
で

あ
ろ
う
。
著
書
『
実
践
的
美
学
』
に
お
い
て
ゼ
ム
パ
ー
（Gottfried Sem

per, 1803-1879

）
は
、
教
え
た
い
の
は
、
芸
術
作
品
を
人
が
い

か
に
産
出
（m

an

…hervorbringen
）
す
る
か
で
な
く
、
芸
術
作
品
が
い
か
に
成
立
（entstehen

）
す
る
か
で
あ
る
と
語
っ
た
が
、
こ
れ

は
決
し
て
矛
盾
で
な
い

（
（
（

。

　
　

 

（
9
）Gottfried Sem

per, D
er Stil in den technischen und tektonischen K

ünsten oder praktische Ä
sthetik, 1860. I. Bd., 

Prolegom
ena, S.Ⅵ

.

　

八
、
だ
が
相
手
方
に
譲
る
に
せ
よ
、
仮
に
わ
れ
わ
れ
が
、
美
し
く
て
人
々
の
心
に
も
強
く
訴
え
る
芸
術
作
品
の
形
成
に
規
則
は
決
し

て
直
接
の
意
識
的
影
響
を
与
え
な
い
な
ど
と
認
め
よ
う
も
の
な
ら
、
は
や
行
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
逆
が
正
し
く
、
特
別
こ
の
こ
と
は
個
々

の
例
を
見
れ
ば
明
か
と
な
る
。
一
例
を
建
築
か
ら
取
出
し
て
み
よ
う
。
す
で
に
ウ
ィ
ト
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
著
書
『
建
築
論
』
に
ギ
リ
シ

ア
人
か
ら
借
り
た
原
理
「
諧
調
（eurhythm

ia ＜ ευ ¸ρυθμί α

）」
を
挙
げ
て
い
た
。
諧
調
と
は
閉
じ
ら
れ
た
相
称
（sym

m
etria

）
の
こ
と
、

す
な
わ
ち
相
称
の
枠
組
づ
く
り
（sym

m
etrische U

m
rahm

ung

）
に
他
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
ゼ
ム
パ
ー
も
名
高
い
『
様
式
論
［
＝
実
践
的

美
学
］』
に
お
い
て
同
じ
こ
と
に
固
執
す
る—

—

「
枠
は
芸
術
の
最
も
重
要
な
根
本
形
式
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
閉
じ
ら
れ
た
絵
で
枠
の
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な
い
も
の
は
な
い
し
、
大
き
さ
を
量
る
に
枠
の
な
い
こ
と
は
な
い
。
枠
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
諧

エ
ウ
リ
ュ
ト
ミ

調
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
諧

調
と
は
、
も
の
0

0

を
枠
で
取
巻
い
て
閉
じ
た
形
姿
に
す
る
形
式
的
諸
要
素
の
、
同
心
集
中
的
で
規
則
的
な
区
分
と
配
列
の
こ
と
で
あ
る

（
（1
（

」

と
語
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
よ
ろ
し
か
ろ
う
。
諧
調
が
実
り
多
き
意
識
的
作
用
を
も
ち
得
る
こ
と
、
美
し
い
も
の
の
産
出
に
あ
た
り
諧

調
の
原
理
を
何
層
倍
も
注
意
し
て
は
役
立
て
る
こ
と
、
こ
れ
を
誰
が
疑
お
う
か
。

　
　
（
10
）
前
掲
書　

D
er Stil. S. XXⅦ

.

　

全
く
異
な
る
第
二
の
例
を
挙
げ
よ
う
。
こ
れ
は
た
だ
失
敗
し
な
い
よ
う
に
と
守
る
だ
け
の
、
そ
れ
だ
け
に
疑
い
も
な
く
実
践
的
意
義

は
あ
る
、
本
当
に
つ
つ
ま
し
い
例
で
あ
る
。
か
つ
て
ゲ
ー
テ
は
、
何
ら
か
の
形
で
公
衆
の
前
に
出
さ
れ
て
愛
と
喝
采
を
浴
び
た
作
品
で

は
、
た
と
い
自
作
で
も
、
何
ひ
と
つ
変
え
た
り
改
善
を
図
っ
た
り
し
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
規
則
を
立
て
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は

必
ず
煩う

る

さ
い
邪
魔
と
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、と
い
う
の
で
あ
る
。
実
際
こ
の
規
則
は
正
し
い
し
実
践
的
に
大
切
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
芸
術
家
に
と
っ
て
の
大
義
は
自
作
を
人
々
の
心
に
訴
え
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
慣
れ
た
も
の
こ
そ
が
心
を
惹

く
か
ら
で
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
の
ま
ま
芸
術
的
生
産
に
と
っ
て
実
践
的
に
重
要
と
知
れ
る
よ
う
な
、
大
な
り
小
な
り
大
事
な
規
則
の
個
々
例
を
挙
げ
る
だ

け
で
よ
い
の
か
と
な
れ
ば
、
い
や
、
と
返
し
て
、
そ
の
種
の
規
則
の
大
き
な
複
合
全
体
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
音
楽
な
ら
ば
通
奏

低
音
（Generalbaß

）
が
例
と
な
る
。
こ
れ
を
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
す
で
に
名
高
い
作
曲
家
な
が
ら
詳
し
く
研
究
し
て
い
た
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
挙
げ
る
べ
き
は
伝
統
的
な
諸
々
の
最
古
の
芸
術
形
式
と
な
ろ
う
が
、
ゼ
ム
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
ど
こ
ま
で
も
建
造
の
原

理
、
い
や
総
じ
て
芸
術
創
造
の
原
理
と
言
え
る
形
式
に
し
て
、
歴
史
よ
り
古
く
新
参
の
言
葉
で
は
到
底
語
り
得
ぬ
象
徴
的
価
値
を
も
つ

形
式
の
こ
と
で
あ
る
。「
す
な
わ
ち
自
然
が
涯
し
な
い
充
実
を
見
せ
る
の
に
作モ

テ
ィ
ー
フ因

に
つ
い
て
は
極
度
に
節
約
的
で
あ
る
ご
と
く
、
絶
え
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間
な
い
繰
り
返
し
と
見
え
な
が
ら
も
根
本
形
式
は
、
被
造
物
の
発
育
程
度
や
種
々
の
存
在
条
件
に
応
じ
て
何
層
倍
も
の
変
様
を
受
け
つ

つ
、
部
分
に
よ
っ
て
短
く
さ
れ
た
り
長
く
さ
れ
た
り
、
あ
る
と
こ
ろ
で
は
仕
上
げ
ら
れ
た
り
仄
め
か
さ
れ
る
だ
け
と
な
っ
た
り
で
現
れ

て
く
る
よ
う
に
、
ま
た
自
然
が
お
の
れ
の
発
展
史
を
も
ち
、
こ
こ
で
は
古
い
作モ

テ
ィ
ー
フ因

が
新
た
な
形
成
の
た
び
ご
と
繰
返
し
て
ち
ら
ち
ら
見

え
る
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
芸
術
で
も
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
は
極
く
わ
ず
か
な
標
準
形
式
お
よ
び
類
型
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
が

太
古
の
伝
統
か
ら
出
て
、
絶
え
ず
繰
返
さ
れ
な
が
ら
も
涯
し
な
い
多
様
性
を
見
せ
、
さ
き
の
自
然
類
型
と
同
様
お
の
れ
の
歴
史
を
も
っ

て
い
る
。
そ
の
さ
い
何
ひ
と
つ
と
し
て
た
だ
の
勝
手
気
儘
で
あ
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
は
境
遇
お
よ
び
事
情
に
制
約
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

」。

こ
こ
で
定
数
を
［
洞
察
的
に
］
捉
え
て
（erfassen

）
発
展
法
則
を
［
概
念
的
に
］
摑
む
（begreifen

）
こ
と
が
芸
術
家
、こ
と
に
建
築
家
に
と
っ

て
は
高
い
実
践
的
意
義
あ
り
、
多
く
の
芸
術
的
失
策
か
ら
芸
術
家
を
守
る
の
で
あ
る
。

　
　

 

（
11
）
前
揭
書　

D
er Stil. S.XX und S.Ⅵ

.

ゼ
ム
パ
ー
以
後
ま
ず
ウ
ィ
ー
ン
の
美
術
史
家
リ
ー
グ
ル
（A

lois Riegl, 1858-1905

）、
つ

づ
い
て
わ
け
て
も
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
（H

einrich W
ölfflin, 1864-1945

）
が
芸
術
に
お
け
る
類
型
の
意
義
に
言
及
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン

に
よ
れ
ば
線
的
様
式
お
よ
び
絵
画
的
様
式
が
美
術
史
全
体
に
貫
流
し
て
い
る
（K

unsthistorische Grundbegriffe. 1915

）。
だ
が
双
つ
の
様

式
形
式
（Stilform

［en

］）
は
最
古
の
芸
術
的
発
現
す
な
わ
ち
石
器
時
代
の
岩
壁
線
描
に
お
い
て
す
ら
指
摘
さ
れ
る
。
両
様
式
形
式
は
性
格

類
型
の
根
本
形
式
に
還
元
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
還
元
す
れ
ば
、
性
格
学
の
成
果
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
種
の
類
型
は
諸
他
芸
術
で
も
、
部
分
的
に
は
す
で
に
当
の
芸
術
内
の
音
楽
的
契
機
お
よ
び
構
築
的
契
機
の
ゆ
え
に
意
義
あ
り
、

音
楽
お
よ
び
建
築
を
ゼ
ム
パ
ー
は
（
外
の
も
の
を
模
倣
し
な
い
）
双
つ
の
最
高
芸
術
と
呼
ん
で
、
正
当
に
も
「
両
芸
術
の
立
法
府
的
な

後う
し
ろ

楯だ
て

を
他
芸
術
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い

（
（1
（

」
と
力
説
し
て
い
る
。（
例
え
ば
詩
文
芸
に
お
け
る
律リ

ズ
ム動

の
こ
と
）

　
　
（
12
）
前
掲
書　

D
er Stil. S. XXⅡ

.
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さ
ら
に
続
く
の
が
一
部
な
お
特
別
な
類
型
、
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
や
キ
リ
ス
ト
教
絵
画
を
形
成
す
る
よ
う
な
類
型
で
あ
る
。
こ
う
し
た
類

型
が
意
識
的
反
省
に
は
規
則
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
作
用
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
私
に
は
、
こ
の
よ
う
な
類
型
も
芸
術
家

の
血
や
肉
と
化
し
、
想
像
成
立
の
際
に
意
識
せ
ぬ
ま
ま
の
力
と
な
り
得
る
こ
と
を
、
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い

（
（1
（

。

　
　

 

（
13
）
こ
れ
は
性
格
類
型
に
根
差
す
形
式
が
問
題
と
な
る
ば
あ
い
に
仮
定
で
き
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
は
、
一
流
派
に

引
継
が
れ
て
い
る
伝
統
の
遵
守
と
し
て
の
意
識
的
反
省
が
な
お
一
層
強
く
働
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

九
、
さ
て
、
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
は
美
し
い
も
の
に
つ
い
て
の
詳
し
い
論
究
を
先
立
て
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
語
る
の
を
躊
躇
い
、

こ
こ
で
は
誤
解
も
恐
れ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
な
お
私
は
進
み
た
い
。

　

あ
る
程
度
ま
で
は
技
法
（T

echnik
）
論
も
ま
た
私
の
理
解
す
る
美
学
に
属
す
る
。
そ
し
て
、
目
の
前
に
差
出
さ
れ
る
芸
術
作
品
の

美
し
さ
を
捉
え
る
際
に
も
す
で
に
技
法
を
知
る
こ
と
は
全
然
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
な
い
、
と
私
が
示
し
た
と
こ
ろ
で
、
ほ
と
ん
ど
驚

か
れ
も
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
名
人
の
妙
技
に
喜
び
、
易
々
と
ゆ
く
軽
や
か
さ
、
困
難
を
も
の
と
も
せ
ぬ
器
用
さ
へ
の
喜
び
が
、
本
来
の

美
的
な
喜
び
、
美
し
い
も
の
そ
の
も
の
へ
の
喜
び
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
だ
が
一
方
の
喜
び
は
他
方
の
喜
び
を
高
め
る
。
逆

に
、
過
度
に
緊
張
を
強
い
ら
れ
、
こ
こ
に
生
じ
る
「
不
器
用
だ
な
」
の
印
象
は
不
愉
快
で
あ
り
、
呈
示
さ
れ
た
も
の
自
体
へ
の
美
的
な

喜
び
に
は
不
利
に
働
く
。
そ
れ
な
の
に
一
定
の
手
段
は
必
要
な
こ
と
と
さ
せ
る
技
法
と
い
う
動
機
を
知
ら
な
い
と
、
こ
の
よ
う
な
不
愉

快
は
易
々
と
不
当
に
も
生
じ
か
ね
な
い
。

　

つ
ぎ
の
所
見
に
も
［
技
法
を
思
え
ば
］
恐
ら
く
は
何
が
し
か
の
真
理
が
含
ま
れ
る
。
そ
れ
自
体
は
美
し
く
な
い
も
の
が
、
普
通
よ
り

大
き
な
効
果
を
顧
慮
し
て
は
、
し
ば
し
ば
許
容
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
詩
に
お
け
る
不
完
全
韻
（unreiner Reim

 

不
純
韻
）
が
例
と
な

る
（
（1
（

。
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（
14
）
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
挙
げ
る
例
は
ゲ
ー
テ
の
『
野
ば
ら
（H

eidenröslein

）』
の
挿
入
行
（W

ar so jung und m
orgenschön

）
と
不
完

全
韻
（H

eiden 

︱ Freuden

）
で
あ
る
。

　
　
　

Sah ein K
nab ein Röslein stehn, 

　
　
　

Röslein auf der H
eiden, 

　
　
　

W
ar so jung und m

orgenschön, 

　
　
　

Lief er schnell, es nah zu sehn, 

　
　
　

Sah ,s m
it vielen Freuden. 

　
　
　

Röslein, Röslein, Röslein rot, 

　
　
　

Röslein auf der H
eiden. 

　

だ
が
技
法
と
い
う
動
機
を
知
る
こ
と
で
、
不
当
な
批
評
を
防
げ
る
ば
か
り
か
、
趣
味
よ
き
優
遇
措
置
に
満
足
し
て
些
細
な
欠
陥
は
許

容
す
る
よ
う
に
目
覚
ま
せ
ら
れ
、
失
わ
れ
た
美
を
償
っ
て
の
美
的
満
足
に
い
た
る
支
え
に
も
な
り
得
る
。

　

芸
術
作
品
の
観
照
で
は
総
じ
て
芸
術
家
が
技
法
は
何
も
知
ら
ぬ
人
々
よ
り
も
高
い
芸
術
的
享
受
を
味
わ
う
こ
と
に
、
技
法
を
知
っ
て

い
る
見
識
が
役
立
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
次
第
で
私
は
、
美
学
を
構
成
す
る
と
私
に
は
思
え
る
諸
規
則
の
可
能
性
お
よ
び
現
実
的
価
値
を
十
分
に
証
明
し
た
、
と

信
じ
て
い
る

（
（1
（

。
要
約
し
て
確
言
で
き
る
が
、
変
ら
ず
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
美
学
は
理
論
的
学
科
な
ら
ず
実
践
的
学
科
を
意
味
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
美
学
の
課
題
は
、
表
象
内
に
浮
ぶ
美
し
い
も
の
を
正
し
い
趣
味
で
感
受
す
る
よ
う
に
教
え
る
こ
と
、
お
よ
び
、
新

た
な
美
し
い
も
の
を
生
み
出
し
て
人
々
の
心
に
大
き
く
働
き
か
け
さ
せ
る
た
め
の
指
示
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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（
15
）
一
般
心
理
学
的
法
則
、
こ
と
に
知
覚
に
妥
当
す
る
法
則
が
美
的
満
足
の
根
柢
に
あ
る
と
い
う
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
思
想
だ
が
、
こ
の

思
想
の
正
し
さ
を
私
は
造
形
芸
術
の
領
域
で
提
示
し
よ
う
と
試
み
た
（
未
公
刊
手
稿 Franziska M

ayer-H
illebrand, Einführung in die 

Psychologie der bildenden K
unst.

）。

　

右
の
規
定
を
幾
つ
か
の
異
論
を
相
手
に
弁
護
す
る
こ
と
は
成
功
し
た
。
正
し
い
趣
味
を
以
て
感
受
す
る
こ
と
を
美
学
が
教
え
よ
う
と

す
る
の
は
無
用
の
業
で
な
く
、
新
た
な
美
（Schönheit

）
の
形
成
に
仕
え
る
規
則
を
美
学
が
与
え
よ
う
と
す
る
の
は
決
し
て
不
可
能
な

こ
と
で
な
い

（
（1
（

。

　
　

 

（
16
）
芸
術
的
創
造
活
動
が
知
覚
の
諸
法
則
に
依
存
す
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
諸
法
則
を
知
っ
て
守
る
こ
と
の
利
益
が
格
別
説
得
的
に
示

さ
れ
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
殿
の
い
わ
ゆ
る
通
約
不
可
能
に
目
を
向
け
た
と
き
で
あ
り
、
あ
る
い
は
線
遠
近
法
を
用
い
よ
う
と
す
る
と

き
で
あ
る
。（
下
記
論
考
を
参
照
の
こ
と
︱
︱Franziska M

ayer-H
illebrand, D

ie geom
etrisch-optischen T

äuschungen. in: Zeitschrift für 

Psychologie, Band 152

（1942

）, 2. T
eil 

お
よ
びD

ie Perspektive in psychologischer Betrachtung.  in: W
iener Zeitschrift für Philosophie, 

Psychologie, Pädagogik, Band I, H
eft 2

（1947

）
︱ zur D

efinition der Ä
sthetik, A

nm
erkung 3.

）

　

一
〇
、
し
か
し
な
お
恐
ら
く
第
三
の
非
難
が
わ
れ
わ
れ
に
向
け
ら
れ
る
。
い
ま
挙
げ
ら
れ
た
課
題
は
い
ず
れ
も
、
先
立
っ
た
詳
し
い

説
明
を
見
れ
ば
、
も
と
よ
り
可
能
に
し
て
立
派
な
課
題
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
さ
り
と
て
、
こ
う
し
た
課
題
を
美
学
に
割
振
る
権
利
は
ま

だ
生
じ
な
い
し
、
こ
う
し
た
課
題
は
、
学
問
的
諸
学
科
の
体
系
内
に
お
け
る
各
自
相
応
の
位
置
を
ど
こ
か
美
学
以
外
の
と
こ
ろ
で
占
め

る
の
だ
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

　

例
え
ば
天
才
的
素
質
の
完
成
お
よ
び
維
持
に
関
る
規
則
は
、
む
し
ろ
芸
術
関
連
の
特
殊
部
分
と
し
て
教
育
学
に
組
込
む
の
が
よ
ろ
し
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か
ろ
う
。
他
で
は
、
芸
術
の
開
花
や
凋
落
の
原
因
に
つ
い
て
の
考
察
は
芸
術
史
の
哲
学
に
属
す
る
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
他
の
、
例
え

ば
幻
覚
を
生
む
力
と
な
る
ま
で
に
想
像
力
を
鼓
舞
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
所
見
や
、
美
し
い
も
の
へ
の
感
受
作
用
を
向
上
さ
せ
る
条
件

に
つ
い
て
の
所
見
な
ど
は
、
心
理
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
に
算
入
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
技
法
（T

echnik

）
に
つ
い
て
の
知
見
は
、
建

築
学
や
音
楽
学
に
求
め
、
ま
た
絵
画
や
彫
刻
や
詩
文
芸
の
技
法
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
、
何
か
（
正
し
い
と
は
ほ
と
ん
ど
言
え
な
い
何
か
）
に
場
所
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
課
題
に
は
い
ず
れ
も
場
所
が
い
る
と
し
て
、

ど
こ
か
美
学
以
外
の
極
く
限
ら
れ
た
学
科
内
に
場
所
を
創
っ
て
や
り
、
こ
の
新
た
な
学
科
に
新
た
な
名
称
ま
で
も
探
し
て
や
ら
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
て
そ
の
た
め
に
、
美
学
の
本
質
か
ら
し
て
美
学
を
変
え
て
は
な
る
ま
い
。
美
学
に
は
す
で
に
美
学

の
課
題
が
立
て
ら
れ
て
い
て
、
こ
こ
で
伝
統
か
ら
逸
れ
よ
う
と
望
む
の
は
是
認
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
美
学
は
美
し
い
も
の
を
知

る
学
問
で
あ
り
、
美
し
い
も
の
の
概
念
を
説
き
、
美
し
い
も
の
の
普
遍
的
な
性
質
お
よ
び
種
類
を
説
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
さ

い
美
学
は
、
何
ら
か
の
実
践
的
目
的
を
好
し
と
し
て
、
等
質
的
で
、
お
の
ず
か
ら
親
縁
的
、
そ
れ
ゆ
え
理
論
的
関
心
の
も
と
で
も
纏
ま

る
諸
真
理
の
圏
外
へ
と
出
る
こ
と
は
な
い
。
美
学
は
ほ
か
の
諸
々
の
学
問
を
相
手
に
鋭
く
自
身
の
境
界
を
設
け
て
、
諸
他
学
問
と
は
何

ひ
と
つ
共
有
せ
ず
、
諸
他
学
問
か
ら
何
ひ
と
つ
借
用
せ
ず
、
ひ
と
り
だ
け
で
自
足
し
て
い
る
。

　

一
一
、
こ
の
異
論
に
は
以
下
の
ご
と
く
回
答
で
き
る
。
一
学
科
の
伝
統
的
課
題
が
重
要
な
真
の
課
題
で
あ
っ
た
ば
あ
い
に
、
こ
れ
と

の
関
係
を
絶
つ
こ
と
は
是
認
で
き
な
い
の
が
当
然
で
あ
る
。
だ
が
伝
統
を
棄
て
た
と
の
非
難
は
私
に
は
当
ら
ず
、非
難
に
値
す
る
の
は
、

美
学
を
本
来
の
性
格
か
ら
遠
ざ
け
た
人
々
で
あ
り
、
美
学
を
理
論
的
学
問
に
仕
立
て
よ
う
と
望
ん
だ
人
々
で
あ
る
。

　

哲
学
史
を
覗
い
て
遡
れ
ば
、
少
く
と
も
美
学
の
一
篇
と
呼
ん
で
よ
い
最
初
の
論
文
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
限
ら
れ
た
圏
内
で
し
か
追
っ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
実
質
的
に
は
私
が
美
学
に
与
え
る
諸
々
の
目
論
見
を
表
明
し
て
お
り
、
必
要
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あ
り
と
し
て
当
の
目
論
見
を
支
え
得
る
各
種
の
理
論
的
教
説
、
こ
と
に
心
理
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
へ
と
手
を
差
入
れ
て
い
る
。
そ
し

て
相
似
た
こ
と
が
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
さ
さ
や
か
な
『
詩
学
（ars poetica

）』
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

　

同
様
の
見
方
が
中
世
に
再
発
、
こ
こ
で
は
ト
マ
ス
（T

hom
as A

quinas, 1225?-1274

）
が
詩
学
を
修
辞
学
に
結
付
け
る
が
、
こ
の
修

辞
学
に
具
わ
る
の
は
、
な
か
に
完
全
等
質
の
内
容
は
な
い
と
い
う
本
質
的
に
実
践
的
な
学
科
の
性
格
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
ト
マ
ス
で

は
、
価
値
の
点
で
詩
学
は
、
正
し
い
と
は
と
て
も
言
え
ぬ
ほ
ど
重
ん
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

わ
れ
わ
れ
の
定
式
化
し
た
美
学
の
目
論
見
と
相
似
る
実
践
的
傾
向
が
、
レ
オ
ナ
ル
ド
、
ホ
ガ
ー
ス
（W

illiam
 H

ogarth, 1697-

1764

）、
レ
ノ
ル
ズ
、
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
、
メ
ン
グ
ス
（A

nton Raphael M
engs, 1728-1779

）
な
ど
美
術
家
の
美
学
的
考
察
を
導
い
た
こ

と
は
紛
れ
も
な
い
。
同
じ
こ
と
は
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
（Johann Joachim

 W
inckelm

ann, 1717-1768

）
の
よ
う
な
人
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

ま
た
相
似
た
こ
と
は
ゲ
ー
テ
、
レ
ッ
シ
ン
グ
（Gotthold Ephraim

 Lessing, 1729-1781

）、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
（O

tto Ludw
ig, 1813-1865

）

そ
の
他
の
文
芸
作
家
に
見
え
る
し
、
同
じ
く
シ
ュ
ー
マ
ン
（Robert Schum

ann, 1810-1856

）
や
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
（Richard W

agner, 

1813-1883

）
の
ご
と
き
音
楽
家
に
も
見
え
る
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
実
践
的
応
用
へ
の
傾
向
は
さ
ら
に
降
っ
て
も
な
お
追
跡
で
き
て
、
つ
い
に
、
最
近
様
式
の
美
学
に
し
て
初
め
て
美

学
本
来
の
使
命
を
見
放
し
た
か
、
と
ゼ
ム
パ
ー
が
語
る
ま
で
に
な
っ
た
が
、
無
論
こ
れ
は
、
お
の
れ
の
本
質
お
よ
び
真
の
本
性
的
限
界

を
よ
う
や
く
認
識
で
き
た
、
と
い
う
ほ
ど
に
［
近
来
の
］
美
学
が
自
慢
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
文
脈
内
で
右
の
箇
所
を
読
む
者
は
容

易
に
、
こ
う
し
た
目
標
変
更
を
ゼ
ム
パ
ー
が
決
し
て
美
学
の
名
誉
に
算
え
て
い
な
い
と
見
抜
く
で
あ
ろ
う
。
ゼ
ム
パ
ー
が
望
む
の
は
、

美
学
が
美
し
い
も
の
を
た
だ
概
念
と
し
て
の
み
定
義
す
る
こ
と
で
な
く
、
ま
た
、
あ
れ
こ
れ
の
下
位
概
念
で
鋭
く
画
定
し
て
美
し
い
も

の
の
性
質
に
つ
い
て
の
分
析
を
自
慢
す
る
こ
と
で
な
く
、
代
り
に
い
ま
で
も
な
お
、
美
し
い
も
の
は
生
気
あ
る
芸
術
論
へ
と
持
込
む
こ

と
で
あ
る
。
─
─
け
れ
ど
も
そ
の
よ
う
な
課
題
を
今
日
の
美
学
は
あ
っ
さ
り
撥
ね
つ
け
た
い
し
、
ま
た
、
か
つ
て
レ
ッ
シ
ン
グ
や
ル
ー
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モ
ー
ル
（Carl Friedrich von Rum

ohr, 1785-1843

）
は
実
際
み
ず
か
ら
両
者
い
ず
れ
も
各
自
の
領
界
で
芸
術
に
つ
い
て
も
芸
術
実
践
に

つ
い
て
も
何
か
を
知
り
心
得
も
あ
っ
て
、
芸
術
家
を
弟
子
入
り
さ
せ
て
も
よ
い
と
信
じ
て
い
た
人
々
な
の
に
、
こ
う
し
た
美
学
者
も
自

身
の
出
所
と
し
た
立
場
に
つ
い
て
は
、
こ
の
立
場
は
幸
い
に
も
克
服
し
た
と
説
き
た
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。「
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
側
面

か
ら
も
」
と
痛
ま
し
く
ゼ
ム
パ
ー
は
叫
ん
で
い
る
─
─
「
芸
術
は
孤
立
と
見
え
る
し
、
特
別
仕
立
て
の
区
画
に
入
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ

て
い
る
か
に
見
え
る
─
─
以
前
と
は
逆
の
有
様
─
─
」

（
（1
（

。

　
　
（
17
）
前
掲
書　

D
er Stil. S.Ⅺ

X.

　

そ
う
な
の
だ
、
以
前
と
は
逆
の
有
様
！　

そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
こ
こ
で
の
新
参
者
で
な
い
。
美
学
の
も
つ
効
果
多
大
と
知

ら
れ
る
歴
史
的
課
題
は
ま
こ
と
に
深
く
普
通
人
の
意
識
に
滲
み
わ
た
っ
て
い
る
の
で
、
当
の
課
題
を
追
う
つ
も
り
な
ど
全
然
な
い
と
美

学
が
い
く
ら
保
証
し
よ
う
と
も
、
こ
の
保
証
は
気
に
せ
ず
、
不
毛
で
あ
れ
ば
人
々
は
以
前
と
同
じ
く
美
学
を
非
難
す
る
。
ま
さ
し
く
、

実
践
的
活
用
を
こ
と
ご
と
く
断
念
す
れ
ば
論
理
学
は
非
難
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
も
ち
ろ
ん
非
難
さ
れ
て
も
い
る
こ
と
、
と
同
様
で
あ

る
。
な
れ
ば
こ
そ
、
新
規
な
こ
と
を
や
る
と
の
非
難
は
わ
れ
わ
れ
に
で
な
く
相
手
が
わ
に
返
さ
れ
る
。

　

だ
が
、
こ
れ
よ
り
重
要
な
こ
と
に
答
え
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
伝
統
へ
の
違
反
は
許
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
改
良
を
伴
う
な
ら
ば
伝

統
か
ら
の
逸
脱
は
賞
讃
に
値
し
よ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
事
態
が
逆
な
の
で
あ
る
。
美
学
の
古
い
課
題
は
正
当
で
重
要
な

課
題
で
あ
っ
た
し
、
こ
の
こ
と
は
美
学
の
も
た
ら
し
た
利
益
を
集
め
て
み
れ
ば
追
跡
で
き
る
。
反
し
て
、
い
ま
や
真
の
美
学
と
し
て
境

界
を
設
定
し
た
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
は
、
何
ら
予
測
で
き
る
利
益
が
得
ら
れ
な
い
。
あ
れ
こ
れ
等
質
的
な
真
理
の
圏
内
を

本
当
に
越
え
出
て
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
美
学
は
心
理
学
に
帰
属
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
心
理
学
で
占
め
る
場
所
は
比
較
的
小
さ
な
空
間

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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け
れ
ど
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
恐
ら
く
以
下
の
ご
と
く
異
論
が
出
る
と
思
わ
れ
る
。

　

一
、
美
し
い
も
の
を
知
る
学
問
が
心
理
学
に
帰
属
す
る
と
見
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
美
し
い
も
の
は
、
善
い
も
の
や
真
な
る
も
の

と
同
様
、
人
の
心
に
し
か
通
用
せ
ぬ
も
の
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
精
神
（Geist 

霊
）、
い
や
、
そ
れ
ば
か
り
か
神
（Gott

）
に
す
ら
通
用

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　

二
、
範
囲
（U

m
fang

）
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
こ
と
を
正
し
い
と
裏
付
け
る
も
の
は
何
ひ
と
つ
あ
る
ま
い
。
美
し
い
も
の
の
も
と
づ
く

と
こ
ろ
は
、
い
か
な
る
条
件
下
で
も
等
し
い
満
足
を
呼
ぶ
何
ら
か
の
関
係
内
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
関
係
（V

erhältnis

）
は
多
数
あ

り
、
全
部
を
揃
え
て
見
出
す
の
は
容
易
な
仕
事
で
な
い
。
こ
の
よ
う
な
関
係
は
理
念
（Idee

［n

］）
と
し
て
、
つ
ま
り
必
ず
し
も
完
全

に
プ
ラ
ト
ン
の
意
味
で
な
く
と
も
、
美
し
い
も
の
は
す
べ
て
こ
れ
に
関
与
す
る
こ
と
で
美
し
い
と
さ
れ
る
理
念
と
し
て
説
け
ば
よ
い
の

で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
異
論
は
私
に
向
け
て
、例
え
ば
ヘ
ル
バ
ル
ト
（Johann Friedrich H

erbart, 1776-1841

）
が
望
ん
だ
類
の
普
遍
的
美
学
（allgem

eine 

Ä
sthetik

）
の
立
場
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
で
も
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
他
に
も
名
あ
る
美
学
者
た
ち
が
ヘ
ル
バ
ル
ト
と
連
携
す
る
が
、
そ
れ

で
も
私
は
断
固
と
し
て
拒
否
の
態
度
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
こ
か
ら
見
て
も
好
も
し
い
ほ
ど
微
に
入
り
細
を
穿
っ
て
双
方
の

相
違
点
を
説
明
し
調
停
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
私
は
手
短
に
少
く
と
も
以
下
の
ご
と
く
所
見
を
述
べ
る
。

　

上
記
一
に
つ
い
て
。
美
し
い
も
の
を
教
え
る
美
論
が
心
理
学
に
依
存
し
な
い
と
は
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
美
（das Schöne 

美
し
い
も
の
）
の
概
念
は
、
真
理
（W

ahrheit
）
の
概
念
と
類
似

（
（1
（

、
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
に
と
っ
て
普
遍
妥
当

の
も
の
と
見
做
さ
れ
る
ば
あ
い
で
す
ら
、
美
の
さ
ま
ざ
ま
な
下
位
種
類
と
同
様
つ
ね
に
心
理
学
的
領
域
か
ら
出
て
く
る
。
無
論
こ
の
こ

と
は
真
理
の
概
念
に
つ
い
て
も
諸
々
の
真
正
自
明
な
判
断
の
種
類
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
、
私
は
論
理
学
を
も
、
心
理
学
に
向
け

て
は
美
学
と
全
く
相
似
た
関
係
に
立
つ
と
考
え
て
い
る
。
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（
18
）
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
後
年
の
教
説
に
よ
れ
ば
、
美
そ
の
も
の
（Schönheit an sich

）
の
概
念
も
真
理
そ
の
も
の
（W

ahrheit an sich

）

の
概
念
も
存
在
し
な
い
。
一
判
断
の
真
理
を
語
っ
て
私
が
実
際
に
考
え
て
い
る
の
は
、
ひ
と
り
の
明
白
に
判
断
す
る
人
（ein evident 

U
rteilender

）
で
あ
り
、
も
し
く
は
同
じ
対
象
に
つ
い
て
明
白
に
判
断
す
る
人
と
合
意
す
る
、
ひ
と
り
の
判
断
者
で
あ
る
。
類
似
（analog

）

の
こ
と
と
見
て
よ
か
ろ
う
が
、
美
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
な
ら
ば
、
ひ
と
り
、
性
格
は
正
し
い
と
さ
れ
る
好
み
（Gefallen 

気
に
入
る
こ
と
）
を

以
て
表
象
に
結
び
付
く
人
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、
美
の
概
念
と
真
の
概
念
と
は
実
際
そ
の
よ
う
な
具
合
で
類
似
し
て
い
る
、
と
は
断
じ
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
真
の
概

念
は
、
真
理
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
本
当
に
認
識
可
能
か
否
か
に
全
く
関
り
な
い
。
ま
た
真
で
あ
る
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
が

他
よ
り
真
で
あ
る
こ
と
も
な
い
。
け
れ
ど
も
美
の
概
念
に
は
、
あ
る
表
象
が
現
実
性
を
も
つ
か
、
し
か
も
一
表
象
が
諸
他
表
象
よ
り
勝

る
現
実
性
を
も
つ
か
否
か
が
大
切
で
あ
る
ば
か
り
か

（
（1
（

、
少
く
と
も
一
般
に
使
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
に
差
出
さ
れ
る
特
別
貴

重
な
表
象
が
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
本
当
に
正
し
く
現
実
的
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ど
こ
ろ
か
さ
ら
に
、
正
し
い
と
性
格
付
け
ら
れ
る
満
足
を
呼
起
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か

否
か
も
肝
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
心
理
的
特
殊
性
が
き
わ
め
て
大
き
く
顧
慮
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
美
し
い
も

の
は
具
体
的
事
情
（in den konkreten U

m
ständen

）
の
も
と
で
の
み
美
し
い
（schön

）
こ
と
に
も
な
る

（
11
（

。
こ
の
美
し
い
も
の
［
美
］
を

抽
出
分
析
で
き
る
と
信
じ
る
人
は
思
違
い
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
美
し
い
作
品
に
横
た
わ
る
単
一
も
し
く
は
複
数
の
理
念
（Idee

）
を

分
析
し
て
、
こ
の
分
析
に
美
し
い
も
の
の
真
の
根
拠
を
求
め
る
人
の
思
違
い
は
尚
更
で
あ
る
。

　
　

 

（
19
）「
美
し
い
」
表
象
が
実
際
に
意
識
内
に
成
立
し
て
当
の
意
識
内
に
滞
留
す
る
こ
と
が
、
意
識
に
与
え
ら
れ
得
る
諸
他
の
表
象
に
勝
る

優
位
を
獲
得
す
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　

 

（
20
）
す
な
わ
ち
、
問
題
の
表
象
が
実
際
に
意
識
内
に
与
え
ら
れ
て
い
て
、
性
格
は
正
し
い
と
さ
れ
る
好
み
（Gefallen 

気
に
入
る
こ
と
）
が
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当
の
表
象
を
見
て
い
る
と
き
に
は
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
─
─
美
し
い
も
の
の
概
念
が
獲
得
さ
れ
る
の
は
、
先
述
（
上
注
（
3
）
お
よ
び

（
18
）
参
照
）
の
ご
と
く
、
表
象
さ
れ
る
対
象
を
正
し
い
愛
を
以
て
愛
す
る
、
ひ
と
り
の
心
理
的
活
動
者
を
顧
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
あ0

ら
ゆ
る

0

0

0

表
象
作
用
（a l l e s  V

orstellen

）
は
愛
す
る
価
値
あ
り
（
よ
い
）［liebensw

ert

（gut

）］
と
わ
れ
わ
れ
が
必
証
的
（apodiktisch

）

に
認
め
る
に
せ
よ
、
性
格
は
正
し
い
と
さ
れ
る
好
み
（Gefallen 

気
に
入
る
こ
と
）
の
作
用
が
向
う
と
こ
ろ
は
、
や
は
り
、
表
象
さ
れ
る
も
の

の
こ
と
ご
と
く
に
で
な
く
、
よ
り
高
い
価
値
が
具
わ
る
類
の
も
の
に
だ
け
で
あ
り
、
た
だ
こ
れ
だ
け
を
わ
れ
わ
れ
は
美
し
い
と
呼
ぶ
。
表
象

さ
れ
る
も
の
一
切
で
は
な
く
、
微
妙
に
異
な
る
心
の
状
態
に
も
と
づ
い
て
誰
か
一
人
か
ら
愛
す
る
価
値
あ
り
［
愛
ら
し
い
］
と
、
す
な
わ
ち

美
し
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
、
他
人
に
も
愛
ら
し
い
［
愛
す
る
価
値
あ
り
］
と
見
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
言
い
か
え
る
と
、
性
格
は
正

し
い
と
さ
れ
る
明
確
な
満
足
を
呼
起
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
概
念
の
分
析
に
と
っ
て
も
個
人
的
体
験
に
と
っ
て
も
同
様
に
、
あ
れ
こ
れ
の

前
提
条
件
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
多
少
と
も
完
全
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
条
件
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
正
し
く
も
ゼ
ム
パ
ー
は
大
著
の
序
説
で
、
右
の
ご
と
き
扱
い
を
近
年
一
群
の
哲
学
者
の
大
き
な
誤
謬
と
見
て
、
な
か
で
最

も
重
要
な
ひ
と
り
ツ
ァ
イ
ジ
ン
グ

（
1（
（

に
反
論
す
る
が
、
下
記
の
評
語
は
私
の
言
い
た
い
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
─
─
「
こ
の
芸
術
哲
学
者
に

は
い
ま
や
、
芸
術
家
の
問
題
と
は
何
の
関
り
も
な
い
自
身
の
問
題
の
解
決
だ
け
し
か
大
事
で
な
い
。
ツ
ァ
イ
ジ
ン
グ
の
語
る
よ
う
に
、

活
動
の
勵
起
点
と
目
標
点
と
は
芸
術
家
に
と
っ
て
現
象
界
（Erscheinungsw

elt 

外
見
世
界
）
と
見
做
せ
る
が
、
美
学
者
に
と
っ
て
は
前

者
も
後
者
も
理
念
（Idee

）
で
あ
り
、
理
念
こ
そ
が
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
の
核
心
に
し
て
種
子
、
実
り
を
促
す
力
と
見
做
さ
れ
、
美
し
い

も
の
を
も
含
め
て
一
切
は
、
こ
の
力
に
各
自
の
現
存
を
負
う
て
い
る
」

（
11
（

。
さ
ら
に
ゼ
ム
パ
ー
は
続
け
る
─
─
「
こ
の
美
学
者
に
と
っ
て

芸
術
享
受
と
は
悟
［
知
］
性
の
訓
練
で
あ
り
、
哲
学
的
慰
安
で
あ
っ
て
、
美
し
い
も
の
を
現
象
界
か
ら
理
念
内
へ
と
持
帰
る
こ
と
、
美

し
い
も
の
を
解
体
し
、
美
し
い
も
の
か
ら
概
念
の
核
を
標
本
化
す
る
こ
と
に
あ
る
」。
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（
21
）
ツ
ァ
イ
ジ
ン
グ
（A

dolf Zeising, 1810-1876

）
は
美
学
的
問
題
と
取
組
み
、
こ
こ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
命
題
と
近
い
命
題
に
達
し
た
。

本
来
的
意
味
でschön

（
美
し
い
）
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
は
た
だ
絶
対
的
な
る
も
の
（das A

bsolute

）
だ
け
で
し
か
な
か
ろ
う
が
、
こ

の
絶
対
者
が
世
界
で
明
る
み
に
出
る
の
は
仮
象
（Schein

）
の
形
式
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
ツ
ァ
イ
ジ
ン
グ
が
こ
と
に

有
名
と
な
っ
た
の
は
「
黄
金
分
割
（Goldener Schnitt

）」
の
美
的
意
義
の
説
明
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
著
作
を
挙
げ
る
─
─Ä

sthetische 

Forschungen
（Frankfurt 1855

）, D
ie M

etam
orphosen

──der m
enschlichen Gestalt

（Bonn 1859

）, D
er goldene Schnitt

（H
alle 

1884

）.

　
　
（
22
）
前
掲
書　

D
er Stil. S. XⅧ

.

　
「
し
か
も
解
剖
学
的
芸
術
研
究
は
芸
術
家
の
進
展
に
役
立
た
ず
、
芸
術
家
の
成
長
は
、
民
衆
間
に
ふ
た
た
び
、
全
員
即
座
に
芸
術
を

摑
む
感
受
作
用
が
目
覚
め
、
こ
の
作
用
に
寄
せ
る
歓
び
が
湧
く
こ
と
に
懸
っ
て
い
る
」

（
11
（

。

　
　
（
23
）
前
掲
書　

D
er Stil, S. XⅧ

-Ⅺ
X

.

　

こ
こ
で
な
お
も
ゼ
ム
パ
ー
は
ひ
と
り
の
作
家
＝
芸
術
通
の
長
文
を
引
用
す
る
が
、多
分
こ
れ
は
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の
友
ケ
ラ
ー
（Gottfried 

K
eller, 1819-1890

）
の
語
と
見
て
よ
か
ろ
う
し
、
ぴ
た
り
同
じ
欠
陥
と
続
い
て
の
悪
し
き
結
果
と
を
描
い
て
い
る
。

　

す
で
に
ゲ
ー
テ
も
、
悟
［
知
］
性
的
分
析
に
よ
る
の
で
は
性
格
が
正
し
い
と
さ
れ
る
満
足
は
生
じ
な
い
、
と
の
思
想
を
表
明
し
て
い

る
と
私
に
は
思
え
る
が
、
そ
の
証
拠
の
何
と
貴
重
な
る
こ
と
よ
！
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D
ie Freuden 

　
　

歓
び

　

Es flattert um
 die Q

uelle   　

 

す
ー
い
す
い
と
湧
水
に

　

D
ie w

echselnde Libelle,　

 

蜻
蛉
の
飛
ん
で
行
き
つ
戻
り
つ
、

　

M
ich freut sie lange schon:  

こ
の
身
の
歓
び
、
は
や
時
も
経
つ
︱
︱

　

Bald dunkel und bald helle,  

濁
る
体
の
、
ま
た
透
き
ゆ
く
姿
、

　

W
ie der Cham

äleon,　
 

カ
メ
レ
オ
ン
の
色
変
り
、

　

Bald rot und blau,　

 

と
き
に
は
赤
と
青
か
、

　

Bald blau und grün.　

 

と
見
れ
ば
青
と
緑
よ
。

　

O
 daß ich in der N

ähe　

 

あ
あ
、
近
く
に
寄
っ
て

　

D
och ihre Farben sähe !　

 

見
た
い
ぞ
、
色
を
！ 

　

Sie schw
irrt und schw

ebet, rastet nie.　

 

浮
ん
で
羽
ば
た
き
流
れ
て
休
み
な
し
。

　

D
och still, sie setzt sich an die W

eiden.　

 

さ
れ
ど
静
か
に
、
柳
に
留
ま
る
。

　

D
a hab

i̓ch sie !　

D
a hab

i̓ch sie, 
さ
あ
、
取
っ
た
ぞ
！　

い
ざ
や
取
れ
た
蜻
蛉
を
と

　

U
nd nun betrachti̓ch sie genau,　

 
じ
っ
と
厳
し
く
、
よ
く
よ
く
見
れ
ば

　

U
nd seh ein traurig dunkles Blau

︱
︱　

 

悲
し
げ
に
暗
い
青
の
あ
る
ば
か
り
︱
︱

　

So geht es dir, Zergliedrer deiner Freuden !　

 

同
じ
姿
ぞ
、
御
身
の
歓
び
を
分
析
す
る
人
よ
。
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さ
て
、こ
の
小
詩
に
は
お
求
め
の
美
的
理
念
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
は
恒
常
的
（konstant

）
に
受
け
る
［
気
に
入
ら
れ
る
］
諸
関
係
も
あ
り
、

と
仮
定
し
た
い
が
、
こ
の
よ
う
に
仮
定
し
て
す
ら
、
こ
の
よ
う
な
関
係
は
と
に
か
く
必
ず
し
も
つ
ね
に
恒
常
的
に
等
し
く
気
に
入
ら
れ

る
も
の
で
な
い
、
と
思
わ
ぬ
人
が
ど
こ
に
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
小
詩
に
誰
か
が
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
理
念
全
部
を
容
認
、

こ
れ
ら
す
べ
て
を
計
上
し
て
後
、
こ
れ
ら
の
理
念
は
こ
の
具
体
的
事
例
と
同
じ
よ
う
に
並
べ
る
と
間
違
い
な
く
恒
常
的
に
高
い
満
足
を

呼
起
す
な
ど
と
、
は
た
し
て
誰
に
予
想
で
き
よ
う
か
。
だ
が
ま
さ
し
く
問
題
は
、
感
情
を
実
際
み
ご
と
に
惹
き
起
せ
る
か
否
か
の
程
度

に
懸
っ
て
い
る
の
で
あ
る

（
11
（

。

　
　

 

（
24
）
そ
れ
ゆ
え
性
格
は
正
し
い
と
さ
れ
る
愛
と
は
悟
［
知
］
性
的
考
量
の
所
産
で
な
く
、
表
象
と
即
座
に
結
ば
れ
る
（
直
覚
的 intuitiv

）

作
用
た
る
満
足
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
作
用
が
当
の
表
象
を
ど
う
で
も
よ
い
多
数
表
象
の
前
へ
と
際
立
た
せ
る
。

　

一
二
、
感
知
体
験
的

0

0

0

0

0

（em
pirisch 

経
験
的
）、
そ
れ
ゆ
え
何
が
し
か
心
理
学
的

0

0

0

0

な
美
学
を
呼
ぶ
声
が
挙
れ
ば
、［
近
来
］
い
ろ
い
ろ
打

立
て
ら
れ
て
き
た
美
学
的
な
試
み
の
、
件く

だ
ん

の
方
法
全
体
が
投
棄
て
ら
れ
る

（
11
（

。
ま
こ
と
に
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
た
の
は
奇
妙
な
戯た

わ

言ご
と

、

奇
天
烈
な
遊
び
だ
っ
た
の
だ
。
感
知
体
験
［
経
験
］
的
基
礎
付
け
を
求
め
る
呼
声
に
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
（Gustav T

heodor Fechner, 1801-

1887

）
が
回
答
を
試
み
た
。
著
書
『
美
学
入
門
（V

orschule der Ä
sthetik

）』
（
11
（

に
は
心
理
学
的
言
辞
が
ふ
た
た
び
見
ら
れ
る
。
フ
ェ
ヒ
ナ

ー
の
説
く
に
は
「
上
か
ら
の
（von O

ben

）」
美
学
が
あ
り
「
下
か
ら
の
（von U

nten

）」
美
学
が
あ
る
。
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
美
学
を
下
か

0

0

ら0

始
め
よ
う
と
志
す
。

　
　

 

（
25
）
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
ま
さ
し
く
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
を
受
け
て
美
学
に
携
わ
っ
た
哲
学
者
（
ル
ー
ゲ　

A
rnold 

Ruge, 1802-1880, 

ケ
ス
ト
リ
ン　

K
arl K

östlin, 1819-1894, 

シ
ャ
ス
ラ
ー　

M
ax Schasler, 1819-1903, 

ツ
ァ
イ
ジ
ン
グ　

A
dolf Zeising, 

1810-1876. 　

等
々
）
で
あ
る
。
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（
26
）Gustav T

heodor Fechner

（1801-1887

）, V
orschule der Ä

sthetik. 2 T
eile. Leipzig 1876.

　

そ
も
そ
も
心
理
学
と
美
学
と
は
外
的
に
も
内
的
に
も
相
互
に
近
寄
る
と
わ
れ
わ
れ
は
見
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
践
的
で
も
あ
る
と
美

学
に
は
立
証
さ
せ
た
い
。
こ
れ
が
成
れ
ば
、
心
理
学
的
疑
問
と
美
学
的
疑
問
と
を
一
緒
に
並
べ
る
ゆ
え
に
奇
妙
と
思
わ
れ
た
私
の
企
図

も
、
実
は
正
当
な
も
の
と
見
え
て
く
る
。
こ
の
こ
と
の
説
明
は
、
美
学
を
在
る
べ
き
姿
へ
と
推
し
進
め
れ
ば
、
両
学
科
の
緊
密
な
間
柄

か
ら
お
の
ず
と
生
じ
る
。
無
論
さ
ま
ざ
ま
に
美
学
は
こ
れ
だ
け
全
く
隔
絶
と
い
う
姿
で
立
ち
も
す
る
が
、
さ
き
に
示
し
た
よ
う
に
、
こ

の
種
の
（
孤
立
せ
る
）
美
学
で
は
、
芸
術
家
も
ま
た
こ
れ
を
完
全
に
無
視
す
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
見
て
い
る
。

　

一
三
、
著
書
『
美
学
入
門
』
で
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
美
学
の
経
験
［
感
知
体
験
］
的
基
礎
付
け
お
よ
び
実
践
的
応
用
可
能
性
を
求
め
る
声

に
応
じ
た
い
と
志
し
た
の
で
な
い
か
、
と
わ
れ
わ
れ
は
語
っ
た
。『
美
学
入
門
』
は
、
こ
の
書
の
名
声
を
永
く
確
実
な
も
の
と
さ
せ
た

精
神
物
理
学
的
（psychophysisch

）
考
察
を
度
外
視
し
て
も
、
疑
い
な
く
価
値
多
大
な
書
物
で
あ
る
。
読
者
は
誰
で
も
、
こ
こ
か
ら
高

度
の
学
問
的
利
益
を
得
る
ば
か
り
か
、
他
に
も
な
お
、
ま
こ
と
に
愛
す
べ
き
演
繹
的
思
考
家
と
の
交
際
に
楽
し
み
す
ら
覚
え
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
点
で
は
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
を
プ
ラ
ト
ン
と
比
べ
て
も
よ
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
人
格
は
作
中
に
生
き
て
い
る
が
、
ま
さ
に
同
じ
く
フ
ェ

ヒ
ナ
ー
の
人
格
全
体
も
著
述
内
に
こ
そ
生
き
て
い
る
の
で
、
よ
り
好
き
交
流
を
書
物
の
外
で
見
出
す
の
は
難
し
か
ろ
う
。
無
論
プ
ラ
ト

ン
や
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
著
作
を
覗
き
見
た
だ
け
の
人
は
、
ま
こ
と
に
珍
妙
な
並
置
よ
、
と
思
う
か
も
知
れ
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
は
全
霊
挙
げ

て
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
し
、
哲
学
へ
の
愛
を
誰
に
で
も
注
ぎ
込
も
う
と
努
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
で
は
哲
学
へ
の
侮
辱
が

露
わ
で
あ
り
、
哲
学
と
口
に
す
る
だ
け
で
も
、
は
や
皮イ

ロ
ニ
ー肉

の
笑
が
控
え
て
い
る
。『
美
学
入
門
』
で
も
美
学
を
「
上
か
ら
の
」
と
「
下

か
ら
の
」
と
に
別
け
て
後
、
下
か
ら
の
美
学
は
経
験
［
感
知
体
験
］
的
な
美
学
と
呼
べ
る
で
あ
ろ
う
し
、
真
逆
様
の
道
と
自
分
の
思
う



71

ブレンターノの想像力考（上）

上
か
ら
の
美
学
と
は
哲
学
的
な
美
学
の
こ
と
、
と
語
る
始
末
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
う
し
た
こ
と
は
、
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
青
年
時
代
に
哲

学
と
呼
ば
れ
た
代
物
を
思
う
人
に
は
、
易
々
と
容
赦
で
き
る
と
し
て
よ
い
。
美
学
（Ä

sthetik

）
に
お
い
て
も
人
々
は
経
験
［
感
知
体
験
］

的
考
察
と
は
正
反
対
の
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
仮
に
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
が
、
当
時
支
配
の
哲
学
者
で
な
く
、
代
り
に
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
と
か
ロ
ッ
ク
や
ロ
ッ
ク
派
の
ご
と
き
哲
学
者
を
顧
慮
し
て
い
た
な
ら
ば
、フ
ェ
ヒ
ナ
ー
に
は
、「
経
験
的
（em

pirisch

）」
と
「
哲

学
的
（philosophisch
）」
と
を
対
置
さ
せ
る
と
い
う
、
事
柄
か
ら
見
て
全
く
妥
当
で
な
い
考
え
に
落
込
む
の
は
不
可
能
な
こ
と
だ
っ
た

で
あ
ろ
う
。

　

一
四
、
だ
が
、
あ
ら
ゆ
る
長
所
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
美
学
入
門
』
に
は
、
や
は
り
多
く
の
欠
点
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
何
か
全

く
未
完
の
代
物
と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
諸
他
の
、
一
学
科
全
体
を
描
く
学
問
的
書
物
に
し
て
も
完
成
体
で
は
な

い
。
だ
が
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
書
は
ほ
と
ん
ど
、
有
機
的
発
展
を
始
め
た
ば
か
り
の
細
胞
群
と
相
似
て
い
る
。
体
系
的
組
成
に
つ
い
て
は
話

に
な
ら
ず
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
各
章
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
で
秩
序
に
欠
け
る
こ
と
な
ど
は
な
い
の
に
、
各
章
相
互
間
に
適
切
な
秩
序
が

見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
差
出
す
品
を
ま
こ
と
に
不
完
全
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
ほ
か
の
大
切
な
補
完
的
成
分
が
確
保
さ

れ
る
以
前
の
現
在
は
、
ま
だ
体
系
的
連
結
に
着
手
す
る
時
期
ど
こ
ろ
で
な
い
と
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
自
身
が
考
え
て
い
た
か
、
の
印
象
を
受
け

る
の
で
あ
る

（
11
（

。

　
　

 

（
27
）
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
『
美
学
入
門
』
に
秩
序
が
見
え
な
い
こ
と
の
例
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
手
稿
本
体
（Ⅱ

. Fassung, S.46-50

）
に
挙

げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
し
た
。
以
下
、
手
稿
本
体S. 51
の
総
括
へ
と
続
け
る
。

　
α.

あ
た
か
も
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
、
厳
格
な
体
系
的
秩
序
を
貫
い
た
り
す
れ
ば
、
在
来
の
美
学
や
方
法
と
は
完
全
に
対
立
す
る
自
身
の
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美
学
に
つ
い
て
の
人
々
の
認
識
が
、
願
っ
て
い
る
よ
り
薄
れ
る
、
と
恐
れ
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
β.
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
に
体
系
的
秩
序
を
貫
け
ば
、
自
身
の
美
学
の
美
学
と
し
て
の
印
象
を
弱
め
て
し
ま
う
、
と
恐
れ
て
い
た

か
の
よ
う
で
も
あ
る
。
少
く
と
も
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
以
下
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
︱
︱
「
全
部
の
法
則
を
纏
め
て
、
と
は
続
々
と
論
究
す

べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
う
な
る
と
疲
労
倦
怠
を
避
け
る
の
は
困
難
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
」

（
11
（

。

　
　

 

（
28
）
前
掲
書　

Fechner, V
orschule der Ä

sthetik. K
apitel 36, S. 230.

　
γ.

体
系
的
帰
結
は
全
く
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
と
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
明
言
し
て
い
る
。
無
論
こ
の
弁
明
が
な
く
と
も
体
系
性
は
フ
ェ

ヒ
ナ
ー
の
堅
壘
で
は
な
い
。

　

一
五
、
と
も
か
く
混
沌
た
る
乱
雑
は
欠
陥
に
変
り
な
い
し
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
極
め
て
価
値
の
高
い
著
作
に
果
し
得
た
で
あ
ろ
う
貢

献
を
傷
つ
け
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
さ
よ
う
、
実
践
的
目
的
の
た
め
の
全
体
秩
序
へ
の
要
求
こ
そ
が
美
学
と
呼
ば
れ
る
特
殊
学
科
の

権け
ん
げ
ん原

で
あ
る
か
ら
に
は
、
な
お
さ
ら
強
調
し
て
よ
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
秩
序
が
な
い
ゆ
え
に
、
易
々
と
、
あ
れ
こ
れ
右
の
［
実
践
的
］

目
的
の
た
め
に
大
切
な
疑
問
が
全
く
打
捨
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
私
は
た
だ
、
天
才
お
よ
び
天
才
の
展
開
、
ま
た
芸
術
的
生
産
に
お
け

る
天
才
の
態
度
に
向
け
て
の
疑
問
を
挙
げ
る
だ
け
と
し
よ
う
。
ま
こ
と
に
重
要
な
の
で
、
実
践
を
何
よ
り
も
念
頭
に
置
く
人
々
が
、
美

学
の
材
料
と
し
て
扱
う
の
は
つ
ね
に
断
片
的
に
で
し
か
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
こ
れ
を
目
指
す
慣
わ
し
と
し
て
き
た
ほ
ど
の
疑
問
の
こ

と
で
あ
る
。
例
と
し
て
は
た
だ
ゲ
ー
テ
に
シ
ラ
ー
、ま
た
芸
術
論
を
書
い
た
造
形
芸
術
家
で
は
レ
ノ
ル
ズ
を
挙
げ
る
だ
け
で
よ
か
ろ
う
。

あ
た
か
も
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
ほ
と
ん
ど
、
こ
の
よ
う
な
考
察
が
美
学
に
属
す
る
と
は
全
然
信
じ
て
も
い
な
か
っ
た
と
見
え
る
。
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一
六
、
ま
た
例
え
ば
最
も
気
持
よ
い
長
方
形
の
研
究
で
多
々
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
が
用
い
て
い
る
類
の
方
法
的
処
理
も
重
大
な
懸
念
を
招
く

で
あ
ろ
う

（
11
（

。
無
論
こ
の
実
験
的
処
理
は
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
が
率
直
に
誇
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

 
（
29
）
縦
横
さ
ま
ざ
ま
な
割
合
の
長
方
形
を
若
干
数
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
が
用
意
し
て
、
最
も
気
持
よ
く
見
え
た
も
の
を
被
験
者
に
選
ば
せ
た
。
結

果
と
し
て
、
黄
金
分
割
の
比
率
に
当
る
か
、
こ
れ
に
最
も
近
い
長
方
形
が
選
ば
れ
た
。
前
掲
書
『
美
学
入
門
』
第
一
章
（I. K

apitel, S.14

）。

　

確
か
に
私
は
ア
・
プ
リ
オ
リ［
先
験
的
］な
美
学
を
求
め
な
い
し
、さ
き
に
強
調
し
た
通
り
美
学
唯
一
の
適
切
な
道
は
経
験
的（em

pirisch 

感
知
体
験
的
）
な
道
で
あ
る
。
だ
が
経
験
（Erfahrung

）
を
土
台
に
し
て
も
相
異
な
る
道
を
行
く
こ
と
は
で
き
る
し
、
ひ
と
つ
は
直
接

帰
納
的
（direkt induktiv

）
な
道
、
も
う
ひ
と
つ
は
間
接
帰
納
的
（indirekt induktiv

）
な
道
と
呼
べ
る
で
あ
ろ
う
が
、
後
者
は
前
者
と

比
べ
て
あ
っ
さ
り
演
繹
的
（deduktiv
）
な
道
と
特
徴
付
け
て
よ
か
ろ
う
。
経
験
（Erfahrung

）
に
も
と
づ
く
と
は
い
え
例
え
ば
力
学

（M
echanik

）
は
本
質
的
に
演
繹
的
な
学
科
で
あ
り
、
諸
他
の
自
然
科
学
部
門
も
同
様
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
帰
納
的
な
道
で
最
も
元
素

的
な
事
実
に
到
達
し
、
つ
ぎ
に
こ
う
し
た
事
実
か
ら
、
複
合
事
例
に
お
い
て
起
る
で
あ
ろ
う
事
柄
を
演
繹
的
に
推
論
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
仕
方
は
領
域
が
異
な
れ
ば
可
能
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
国
民
経
済
学
と
か
文
化
史
の
法
則
究
明
に
お
い
て
だ
が
、
こ

こ
で
は
（
普
遍
的
な
精
神
物
理
学
的
法
則
に
も
と
づ
く
）
演
繹
的
方
法
に
は
ほ
と
ん
ど
信
頼
が
寄
せ
ら
れ
ず
、
信
頼
さ
れ
る
の
は
む
し

ろ
直
接
経
験
的
（direkt em

pirisch

）
な
確
認
で
あ
り
、
こ
れ
を
目
的
と
し
て
統
計
学
が
沢
山
の
事
実
を
集
め
て
い
る
。

　

最
も
気
持
よ
い
長
方
形
、
等
々
の
こ
と
で
帰
納
を
行
う
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
姿
を
見
る
と
、
反
対
に
易
々
と
演
繹
の
狙
い
が
目
に
付
い
て

し
ま
う
。
事
柄
自
体
は
ま
こ
と
に
些
細
な
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
で
「
美
し
い
（schön

）」
に
つ
い
て
語
り
た
い
意
欲
な
ど
ほ
と
ん
ど
起

ら
な
い
。
し
か
し
右
の
ご
と
き
元
素
的
諸
条
件
を
一
緒
に
す
る
こ
と
か
ら
、
見
た
と
こ
ろ
続
い
て
、
堂
々
た
る
美
（Schönheit

［en

］）

の
作
用
が
概
念
的
に
把
握
さ
れ
て
演
繹
的
に
予
想
さ
れ
る
は
ず
と
な
る
。
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一
七
、
け
れ
ど
も
、
こ
う
な
る
と
信
じ
た
人
［
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
］
に
私
は
賛
同
で
き
な
い
。
こ
の
人
を
私
は
相
変
ら
ず
、
真
の
道
は
「
下

か
ら
の
」
道
で
あ
る
の
に
判
断
を
あ
ま
り
に
も
「
上
か
ら
の
」
道
に
求
め
て
い
る
、
と
非
難
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
何
か
が
美
し
い

と
い
う
事
実
や
、
い
か
ほ
ど
美
し
い
か
の
程
度
は
、
経
験
（Erfahrung

）
に
よ
る
裏
付
け
あ
り
一
定
の
結
合
が
生
じ
る
類
の
、
諸
々
の

元
素
的
満
足
を
土
台
と
し
て
は
演
繹
で
き
ず
、直
接
的
経
験
（direkte Erfahrung

）
が
試
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
私
に
は
、

こ
う
し
た
こ
と
の
源
を
、
あ
ま
り
に
も
元
素
的
で
、
こ
れ
だ
け
で
は
意
義
な
く
性
格
も
定
か
な
ら
ぬ
長
所
と
し
て
の
快
適
さ
、
例
え
ば

長
方
形
の
気
持
よ
さ
の
ご
と
き
長
所
へ
と
還
元
す
る
こ
と
な
ど
全
く
実
行
不
可
能
と
思
え
る
。
と
い
う
の
も
長
所
は
必
ず
し
も
す
べ
て

他
の
長
所
と
結
ば
れ
て
好
い
結
果
と
な
る
わ
け
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
見
る
と
長
過
ぎ
て
快
感
に
乏
し
い
長
方
形
に
し
て
も

然
る
べ
き
（
よ
り
大
き
な
全
体
図
内
で
の
）
線
引
き
に
は
一
層
旨
く
合
い
、
反
対
に
、
黄
金
分
割
に
当
る
し
孤
立
さ
せ
れ
ば
好
も
し
い

長
方
形
の
方
が
、
そ
こ
で
は
無
表
情
に
終
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
私
に
は
、
ど
れ
が
最
も
美
し
い
色
か
、
い
や
む
し
ろ
最
も
心
地
よ
い
色
か
と
か
、
ど
れ
が
最
も
心
地
よ
い
音
間
隔
か
、
な

ど
の
問
は
、
美
学
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
無
価
値
と
思
え
る
。
反
対
に
価
値
が
あ
る
の
は
、
ど
れ
が
最
も
火
の
ご
と
く
最
も
暖
い
色
か
、

ど
れ
が
最
も
柔
い
色
か
、
最
も
冷
い
色
か
、
な
ど
の
確
認
で
あ
ろ
う
。
画
家
た
ち
の
美
学
的
文
章
の
な
か
で
「
最
も
美
し
い
」
色
を
尋

ね
る
問
に
は
出
合
わ
な
い
の
に
、
後
段
の
ご
と
き
特
徴
表
示
は
あ
ら
ゆ
る
口
に
上
っ
て
い
る
。

　

一
八
、
下
か
ら
の
本
当
の
道
と
は
、
私
に
は
、
た
と
い
作
品
が
ど
れ
ほ
ど
入
組
ん
で
い
よ
う
と
完
全
に
美
し
い
作
品
の
考
察
か
ら
始

ま
る
道
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
元
素
的
（elem

entar

）
な
も
の
と
は
低
い
（niedrig

）
も
の
︱
︱
こ
の
曖
昧
な
表
現
に
負
け
て
、
作

品
の
位
置
は
高
い
の
だ
か
ら
道
は
上
か
ら
の
道
と
思
っ
て
し
ま
う
。
違
う
の
で
あ
り
、
低
い
か
高
い
か
で
な
く
、
特
殊
と
普
遍
、
具
体

的
と
抽
象
的
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
。
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一
九
、
だ
が
勝
れ
て
美
し
い
作
品
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
あ
り
、
各
側
面
は
こ
れ
だ
け
で
も
す
で
に
美
的
に
素
晴
ら
し
い
と
見
え

る
が
、
あ
れ
こ
れ
が
一
緒
に
働
く
と
ま
す
ま
す
強
く
な
る
（
例
と
し
て
彩
色
や
描
線
や
構
図
）。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
側
面
に
は
名

を
持
た
せ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
し
、
他
の
芸
術
作
品
に
も
多
か
れ
少
か
れ
繰
返
し
見
出
せ
る
か
ら
に
は
、
こ
う
し
た
側
面
自
体
に
つ
い

て
も
協
働
作
用
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の
普
遍
的
な
研
究
成
果
を
得
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
や
が
て
は
さ
ら
に
簡
明
な
命
題
に
ま
で
昇
れ

る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

　

そ
の
と
き
は
演
繹
の
試
み
も
可
能
だ
が
、
た
だ
し
一
事
例
の
直
接
的
経
験
（direkte Erfahrung

）
が
推
測
を
裏
付
け
て
く
れ
な
い
限

り
、
つ
ね
に
用
心
と
一
種
の
疑
念
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

二
〇
、
真
に
美
し
い
作
品
は
い
ず
れ
も
学
問
的
発
見
の
一
種
で
あ
る

（
11
（

。
そ
の
よ
う
な
作
品
に
注
が
れ
る
驚
嘆
は
こ
こ
か
ら
説
明
で
き

る
。
そ
れ
ゆ
え
ゲ
ー
テ
は
、
天
才
な
く
と
も
何
か
発
見
済
み
の
美
（Schönheit

）
な
ら
繰
返
し
は
易
し
い
よ
、
と
語
る
こ
と
が
で
き
た
。

だ
が
覆
い
を
取
ら
れ
て
新
た
な
美
が
現
れ
る
の
は
、
精
確
な
演
繹
に
よ
る
こ
と
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
く
、
つ
ね
に
、
当
の
表
象
が
現
に
形

成
さ
れ
て
後
の
直
接
的
経
験
（direkte Erfahrung
）
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る

（
1（
（

。

　
　

 

（
30
）
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
真
に
美
し
い
作
品
（jedes w

ahrhaft schöne W
erk

）
の
各
自
そ
れ
ぞ
れ
に
属
し
て
い
る
の
は
学
問
的
発
見

（eine w
issenschaftliche Entdeckung

）
に
属
し
て
い
る
の
と
同
じ
価
値
で
あ
る
。
芸
術
家
の
精
神
内
に
新
た
な
一
形
式
が
成
る
と
き
、
新

た
な
連
関
を
認
識
せ
る
研
究
者
と
ま
さ
し
く
同
様
、
こ
の
芸
術
家
は
創
造
的
に
活
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

 

（
31
）　

芸
術
の
追
体
験
（künstlerisches N

acherleben

）
が
可
能
な
の
は
、た
だ
、先
立
っ
て
芸
術
家
の
見
て
（sehen

）
欲
し
た
（w

ollen

）

ご
と
き
作
品
が
、
ま
た
も
観
照
者
の
精
神
内
に
「
形
態
（Gestalt

）」
と
し
て
成
る
と
き
に
限
ら
れ
る
。
追
体
験
者
と
芸
術
家
と
が
区
別
さ

れ
る
の
は
、
体
験
作
用
の
部
類
（Gattung

）
に
よ
っ
て
で
な
く
、
た
だ
程
度
（Grad
）
に
よ
っ
て
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
上
注
（
6
）
参
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照
の
こ
と
。

　

お
の
れ
の
方
法
を
結
局
の
と
こ
ろ
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
自
身
は
ご
く
控
え
目
に
判
定
し
て
い
る

（
11
（

。
こ
れ
ほ
ど
弱
く
、
平
均
値
と
し
て
統
計
的

に
し
か
定
め
ら
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
決
し
て
個
々
い
か
な
る
例
で
も
力
強
く
は
登
板
せ
ぬ
感
情
効
果
で
は
到
底
、
こ
こ
に
芸
術
創
造
家
や

作
品
効
果
説
明
家
が
立
脚
で
き
る
も
の
で
な
い
。
真
に
帰
納
的
で
正
し
い
道
と
は
、
み
ず
か
ら
美
的
（ästhetisch

）
研
究
を
行
う
さ
い

に
芸
術
家
自
身
が
取
る
の
を
常
と
す
る
道
の
こ
と
で
あ
る
。
芸
術
家
は
、
み
ご
と
な
仕
方
で
美
し
い
作
品
と
し
て
技
術
（K

unst 

芸
術
）

お
よ
び
自
然
（N

atur

）
が
産
み
出
す
も
の
を
見
詰
め
る
こ
と
か
ら
始
め
て
、決
然
と
先
へ
進
み
、や
が
て
当
の
美
し
い
作
品
の
な
か
に
、

判
然
と
効
果
に
貢
献
し
て
い
る
種
々
の
因
子
（Faktor

［en

］）
を
、
ま
た
、
こ
う
し
た
因
子
の
現
に
働
い
て
い
る
仕
方
（W

eise

）
を
見

出
す
の
で
あ
る
。

　
　

 

（
32
）
前
掲
書　

Fechner, V
orschule der Ä

sthetik, I. K
apitel.  S. 184, 186, 187-189.　

レ
ノ
ル
ズ
そ
の
他
の
芸
術
家
も
同
様
で
あ

る
。

　

二
一
、
と
こ
ろ
で
、
し
ば
し
ば
こ
の
手
順
こ
そ
が
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
遣
り
方
と
認
め
た
く
な
い
と
す
れ
ば
、
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
を
不
当
に
扱

う
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
私
は
、
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
仕
事
を
、
ま
さ
し
く
方
法
に
関
し
て
紹
介
な
ど
し
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
あ
れ
こ
れ
述
べ
た
欠
点
が
見
ら
れ
る
の
は
た
だ
個
々
別
々
の
と
こ
ろ
で
し
か
な
い
。
精
神
物
理
学
あ
れ
こ
れ
の
命
題
か
ら
美
学

に
と
っ
て
の
解
明
を
得
た
い
と
望
む
ほ
ど
の
過
誤
に
は
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
一
度
と
し
て
迷
込
ん
で
い
な
い
。
美
学
の
法
則
は
精
神
物
理
学

の
法
則
の
下
位
に
置
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
の
見
解
は
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
が
代
表
す
る
に
せ
よ
、
こ
れ
を
個
々
の
事
例
で
行
う
べ
し
と

の
無
理
な
要
求
は
撥は

ね

付つ

け
ら
れ
て
お
り
、
理
由
は
、
精
神
物
理
学
の
現
在
の
状
況
で
は
個
々
の
事
例
に
つ
い
て
は
何
ひ
と
つ
確
実
な
こ
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と
を
索
知
で
き
な
い
か
ら
と
言
う
︱
︱
「
わ
れ
わ
れ
の
心
に
働
き
か
け
る
外
界
の
作
用
に
関
る
の
が
美
的
（ästhetisch 

感
性
的
も
し
く
は

美
学
の
）
法
則
で
あ
る
限
り
、
こ
う
し
た
法
則
は
美
的
精
神
物
理
学
（ästhetische Psychophysik

）
内
に
属
し
て
い
る
と
見
做
せ
る
が
、

し
か
し
こ
の
学
は
、
右
の
全
般
的
な
言
い
方
で
表
せ
る
以
上
に
鋭
い
諸
々
の
規
定
を
要
求
し
て
い
る
」

（
11
（

。

　
　

 

（
33
）
前
掲
書　

Fechner, V
orschule der Ä

sthetik. I. K
apitel.  S. 48.

　

美
学
と
言
え
る
心
理
学
的
教
説
に
つ
い
て
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
注
意
せ
る
事
柄
は
、
反
対
の
見
方
が
多
々
横
行
し
て
い
る
に
し
て
も
、
総

じ
て
心
理
学
に
当
嵌
る
。
今
日
で
も
な
お
生
理
学
的
研
究
は
心
理
学
的
研
究
を
支
え
る
の
に
役
立
た
な
い

（
11
（

。
精
神
物
理
学
は
わ
れ
わ
れ

自
身
の
最
も
際
立
つ
最
も
簡
単
な
心
理
学
的
特
徴
や
心
理
学
的
特
殊
態
に
依
然
と
し
て
生
理
学
的
基
盤
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
例
え
ば
、
肯
定
的
判
断
と
否
定
的
判
断
と
は
如
何
に
区
別
さ
れ
る
の
か
。
明
証
的
判
断
は
何
に
よ
っ
て
卓
抜
な
の
か
。
あ
る
い
は

ま
た
生
理
学
的
な
睡
眠
と
覚
醒
と
は
如
何
に
区
別
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
に
は
満
足
で
き
る
答
が
全
然
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
沢
山
の
根
拠
な
き
仮
説
が
わ
れ
わ
れ
に
授
け
ら
れ
て
き
た
が
、
い
つ
で
も
、
こ
こ
か
ら
心
理
学
に
と
っ
て
の
帰
結
は
引
出
せ
る
と

の
無
理
な
期
待
を
添
え
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
部
こ
れ
ら
の
仮
説
は
制
御
不
能
、
し
た
が
っ
て
価
値
が
な
く
、
ま
た
一
部
は
、
や
や

記
述
心
理
学
の
諸
事
実
に
通
じ
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
見
え
す
い
た
誤
謬
で
し
か
な
い
。

　
　

 

（
34
）
こ
の
箇
所
の
本
文
（O

riginaltext 

原
文
）
を
や
や
短
縮
し
て
あ
る
。

　

こ
う
し
て
例
え
ば
、
判
断
作
用
の
実
質
が
全
く
表
象
の
連
合
に
依
存
し
な
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
に
、
判
断
作
用
は
連
合

繊
維
（A

ssoziationsfäden

）
す
な
わ
ち
脳
髄
の
神
経
節
細
胞
間
を
走
る
繊
維
に
帰
せ
ら
れ
た

（
11
（

。
こ
の
種
の
研
究
者
が
、
例
え
ば
現
実
界

の
現
存
物
に
対
応
す
る
諸
表
象
の
連
合
が
認
識
で
あ
る
な
ど
と
、
一
般
の
常
識
人
が
ま
さ
か
と
驚
く
主
張
を
も
打
出
す
が
、
こ
れ
ま
た
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（
誤
謬
を
斥
け
る
者
が
、
た
だ
問
題
自
体
を
理
解
す
る
た
め
だ
け
な
ら
ば
、
当
の
表
象
群
を
結
合
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
も
）
別
な

る
誤
謬
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
生
れ
つ
き
耳
の
聴
え
な
い
者
を
音
楽
に
近
付
け
て
、
も
し
か
す
る
と
作
曲
家
に
育
て
上
げ
る
こ
と
が
で

き
よ
う
、
と
い
う
の
も
筋
肉
感
受
が
代
り
を
為
す
で
あ
ろ
う
ゆ
え
音
は
無
く
と
も
万
事
は
可
能
だ
か
ら
だ
、
と
の
主
張
す
ら
表
明
さ
れ

た
。
こ
う
し
た
推
測
を
公
表
す
る
前
に
、
少
く
と
も
一
度
は
実
践
的
試
験
（praktischer V

ersuch

実
験
）
を
行
え
ば
よ
か
っ
た
で
あ
ろ

う
に
、
と
嘆
か
わ
し
い
。

　
　

 

（
35
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
下
記
の
書
を
参
照
の
こ
と
︱
︱

　
　

 Franz Brentano, Psychologie vom
 em

pirischen Standpunkt,

Ⅱ. Philosophische Bibliothek Band 193. 7. K
apitel und 

A
nhang

Ⅶ
. 

さ
ら
にFranz Brentano, D

ie Lehre vom
 richtigen U

rteil. A
. Francke, Bern 1956. 1. H

auptteil D
.

　

こ
の
よ
う
な
次
第
で
、
お
よ
そ
実
践
的
応
用
と
連
携
せ
る
心
理
学
の
営
為
は
、
個
々
の
誤
謬
ば
か
り
か
方
法
自
体
の
誤
謬
の
訂
正
に

と
っ
て
も
治
癒
力
が
き
わ
め
て
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
諸
々
の
自
然
科
学
も
実
践
的
試
験
と
の
繫
が
り
で
制
御
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

精
神
物
理
学
的
論
理
学
や
精
神
物
理
学
的
政
治
学
や
精
神
物
理
学
的
数
学
ま
で
も
試
み
る
が
よ
か
ろ
う
し
、
実
際
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
啓

蒙
さ
れ
伸
長
せ
る
真
理
探
究
者
や
政
治
家
や
芸
術
家
が
出
よ
う
も
の
な
ら
、
私
も
ま
た
精
神
物
理
学
に
よ
っ
て
心
理
学
が
味
わ
う
実
質

的
助
成
を
信
じ
よ
う
し
、
こ
れ
ま
で
の
確
認
事
項
を
修
正
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
だ
が
今
日
ま
で
、
そ
の
種
の
実
践
的
成
果
は
何
ひ
と

つ
示
さ
れ
て
い
な
い
し
、
美
学
に
つ
い
て
は
、
精
神
物
理
学
（Psychophysik

）
の
父
た
る
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
自
身
が
、
わ
れ
わ
れ
の
知
識

の
今
日
の
水
準
で
は
、
そ
の
種
の
企
て
に
可
能
性
は
な
い
と
証
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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二
二
、
こ
こ
で
方
法
に
関
し
て
は
、
ま
こ
と
に
多
く
の
生
理
学
者
が
心
理
学
的
研
究
に
携
わ
る
と
き
に
落
込
む
欠
陥
を
免
れ
て
い
る

フ
ェ
ヒ
ナ
ー
が
、
同
じ
心
理
学
的
研
究
の
圏
内
で
よ
く
目
に
付
く
別
の
欠
点
を
も
っ
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
心
理
学
の

普
遍
的
法
則
の
知
識
、
さ
よ
う
記
述
心
理
学
そ
の
も
の
の
記
す
諸
事
実
の
知
識
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
欠
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

想
像
力
（Phantasie

）
の
事
象
に
触
れ
る
と
こ
ろ
で
部
分
的
に
生
じ
て
お
り
、
さ
ら
に
著
し
く
は
、
例
え
ば
正
し
い
趣
味
の
概
念
と
か
、

も
ち
ろ
ん
美
（Schönheit

）
そ
の
も
の
の
概
念
と
か
、
美
の
概
念
と
善
の
概
念
と
の
関
係
な
ど
、
美
学
に
と
っ
て
重
要
な
主
要
概
念
を

確
定
す
る
と
こ
ろ
で
感
じ
ら
れ
る
。

　

二
三
、
こ
の
点
に
私
は
し
ば
し
留
ま
り
た
い
。
美
学
に
と
っ
て
心
理
学
の
比
較
的
ふ
つ
う
の
教
説
も
ま
た
重
要
で
あ
る
こ
と
を
明
す

の
に
、
こ
の
点
が
好
適
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
の
現
象
（Phänom

en

［e

］）
は
総
じ
て
物
的
現
象
と
心
的
現
象
と
に
区
分
さ
れ
る
が
、
位
置
決
定
（Lokalisation 

局
在
定
位
）

す
な
わ
ち
空
間
的
次
元
は
前
者
の
事
柄
で
あ
っ
て
後
者
に
は
な
い
。
反
対
に
心
的
現
象
は
一
対
象
へ
の
特
有
の
関
係

（
11
（

に
よ
っ
て
性
格
付

け
ら
れ
る
が
、
こ
の
関
係
を
わ
れ
わ
れ
は
物
的
現
象
に
は
見
な
い
。
当
の
対
象
へ
の
関
係
は
幾
重
も
の
関
係
で
あ
り
得
る
し
、
根
本
的

相
違
に
よ
り
表
象
と
判
断
と
心
情
な
ど
幾
つ
か
の
等ク

ラ
ス級

に
区
別
し
得
る
。
も
ち
ろ
ん
個
々
の
等ク

ラ
ス級

内
で
の
区
別
も
生
じ
、
例
え
ば
判
断

な
ら
ば
肯
定
的-

否
定
的
と
か
明
証
的-

非
明
証
的
の
別
、心
情
な
ら
ば
愛-

憎
の
別
、強
度
の
別
、情
調
の
別
、「
性
格
の
正
し
い（richtig 

charakterisiert

）」-

本
能
的
の
別
で
あ
る
。
明
証
的
判
断
は
盲
目
的
判
断
と
比
べ
て
高
次
の
判
断
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
、

性
格
の
正
し
い
と
さ
れ
る
愛
憎
の
作
用
は
性
格
の
正
し
い
と
さ
れ
な
い
愛
憎
作
用
よ
り
位
置
が
高
い
。
気
高
い
喜
び
や
悲
し
み
は
低
い

本
能
的
な
快
や
不
快
よ
り
も
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　

 

（
36
）
原
本
た
る
手
稿
に
はim

m
anenter Gegenstand

［
内
在
的
対
象
］
と
あ
る
。
内
在
的
対
象
す
な
わ
ち
意
識
内
に
し
か
現
存
せ
ぬ
対
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象
を
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
後
に
虚
構
（Fiktion

）
と
し
て
見
捨
て
る
が
、
実
在
物
（Reales

）
し
か
表
象
可
能
で
な
い
と
の
認
識
か
ら
出
発
し

て
の
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
表
象
す
る
者
は
誰
で
も
何
か
を
対
象
に
も
つ
、
と
す
る
志
向
的
関
係
（intentionale Beziehung

）
の
教

説
は
存
続
す
る
。
下
記
の
前
掲
書
を
参
照
の
こ
と
︱
︱Brentano, D

ie Lehre vom
 richtigen U

rteil, 1. H
auptteil A

. 

§15.

　

二
四
、
た
だ
い
ま
挙
げ
た
区
別
と
繫
が
る
の
が
一
連
の
概
念
で
、
こ
れ
ら
を
門
外
漢
も
知
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
特
殊
性

と
起
源
に
つ
い
て
は
満
足
の
ゆ
く
説
明
を
ほ
と
ん
ど
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
真
や
善
や
快
適
の
概
念
、
高
い
意
味
に
お
い
て
の
喜

び
を
喚
起
す
る
も
の
の
概
念
が
例
で
あ
り
、
こ
こ
に
美
［
し
い
も
の
（das Schöne

）］
も
属
し
て
い
る
（
美
に
お
い
て
大
切
な
の
は
表
象

に
結
ば
れ
る
高
次
の
喜
び
で
あ
る
）

（
11
（

。

　
　

 

（
37
）
さ
ら
に
指
摘
し
た
い
が
、
こ
れ
ら
の
名
辞
に
は
自
己
指
示
的
な
真
の
表
出
が
全
く
存
在
し
な
い
。
真
そ
の
も
の
、
善
そ
の
も
の
、
美

そ
の
も
の
は
存
在
せ
ず
、存
在
す
る
の
は
た
だ
、真
（
明
証
的
）
と
判
断
す
る
者
、正
し
い
愛
を
以
て
愛
す
る
者
、表
象
す
る
者
だ
け
で
あ
っ
て
、

こ
う
し
た
者
に
各
自
の
対
象
が
性
格
は
正
し
い
と
さ
れ
る
心
地
よ
さ
（Gefallen 

満
足
）
を
呼
出
す
の
で
あ
る
。
上
注
（
3
）
お
よ
び
（
18
）

を
参
照
の
こ
と
。

　

門
外
漢
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
が
、
心
理
学
の
習
熟
に
不
完
全
な
多
く
の
人
々
に
も
当
嵌
る
。
そ
し
て
残
念
な
が
ら
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
も

ま
た
同
じ
ひ
と
り
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
が
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
を
美
学
の
最
重
要
概
念
に
つ
い
て
の
極
め
て
奇
妙
な
見
解
に

導
い
て
い
る
。
︱
︱
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
感
覚
的
満
足
よ
り
高
次
の
満
足
を
語
り
は
す
る
も
の
の
、
し
か
し
両
者
の
相
違
に
つ
い
て
は
内
的

な
真
の
意
義
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

美
学
者
が
、
ま
た
非
実
践
的
理
論
家
に
劣
ら
ず
美
学
的
な
美
術
家
や
詩
人
が
、
美
し
い
作
品
に
内
実
（Gehalt

）
と
形
式
（Form

）
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と
を
区
別
す
る
と
き
、
こ
の
こ
と
を
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
概
念
的
に
摑
む
こ
と
が
で
き
ず
、
両
者
の
境
界
は
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
に
と
っ
て
雑ま

ぜ

然こ
ぜ

と

な
る
。

　

二
五
、
さ
ら
に
こ
こ
へ
他
に
も
な
お
、
例
え
ば
諸
々
の
表
象
の
価
値
関
係
に
つ
い
て
明
瞭
な
こ
と
が
ど
こ
に
も
語
ら
れ
て
い
な
い
な

ど
と
、
き
わ
め
て
由
々
し
い
欠
陥
が
繫
が
る

（
11
（

。
ま
た
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
、
心
的
な
る
も
の
の
表
象
が
も
つ
特
別
な
価
値
に
つ
い
て
も
、
例

え
ば
大
き
く
て
完
全
な
る
も
の
の
表
象
、
等
々
が
も
つ
特
別
な
価
値
に
つ
い
て
、
無
論
あ
ち
こ
ち
個
々
ば
ら
ば
ら
に
は
、
意
識
せ
ず
の
、

と
私
の
言
い
た
い
顧
慮
が
見
ら
れ
て
も
、
と
に
か
く
何
ひ
と
つ
知
ら
な
い
。（
こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
す
べ
て
決
し
て
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
を

貶
め
る
た
め
に
で
な
く
、
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
書
は
何
ら
変
り
な
く
推
薦
に
値
す
る
の
で
あ
り
、
た
だ
同
書
内
で
誤
り
で
あ
り
惑
わ
し
易
い

と
私
の
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
事
柄
に
気
を
付
け
よ
と
の
警
告
で
し
か
な
い
。）（

11
（

　
　

 

（
38
）
確
か
に
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
『
美
学
入
門
』（V

orschule der Ä
sthetik. 

Ⅱ. K
apitel 2,  S. 12ff.

）
に
お
い
て
、
あ
る
種
の
理
念
（Idee

［n

］）

を
別
種
の
理
念
と
区
別
し
てw

ertvoll

（
高
価
）
で
あ
る
と
説
く
も
の
の
、
し
か
し
こ
のw

ertvoll

はm
it richtiger Liebe liebbar 

（
正

し
い
愛
を
以
て
愛
し
得
る
）
す
な
わ
ちliebensw

ert
（
愛
す
る
価
値
あ
り

↓

可
愛
ら
し
い
）
の
意
味
を
も
っ
て
い
な
い
。W

ert

（
価
値
）
は
フ
ェ

ヒ
ナ
ー
に
と
っ
て
む
し
ろein M

aßstab des Lustertrages

（
快
の
成
果
の
一
尺
度
）
で
あ
る
。

　
　

 

（
39
）
繰
返
し
の
あ
る
手
稿
原
文
（O

riginalm
anuskript, S. 75-79

）
は
省
い
た
。

　

わ
れ
わ
れ
が
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
わ
け
て
も
快
（
お
よ
び
不
快U

nlust

）
に
つ
い
て
の
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
見
方
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
は
快
の
本
質
に
つ
い
て
明
瞭
に
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
疑
わ
し
い
と
思
え
る
の
は
、
快
に
は
一
体
い
か
な
る
対
客
体
関
係

（Beziehung zu einem
 O

bjekt

）
（
11
（

が
あ
る
か
、を
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
が
見
抜
い
て
い
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
疑
う
と
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
、



82

細井　雄介

感
覚
的
快
は
「
何
か
（auf etw

as

）
に
」
関
る
は
ず
が
な
い
と
す
る
、門
外
漢
に
よ
く
見
ら
れ
る
、だ
が
例
え
ば
ハ
ミ
ル
ト
ン
（W

illiam
 

H
am

ilton, 1788-1856

）
に
も
見
ら
れ
る
誤
謬
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
ま
た
音
（T

on

）
と
音
を
聴
く
こ
と
（H

ören 

des T
ones

）
と
の
混
同
も
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　
　

 

（
40
）
こ
こ
は
手
稿
原
文
で
はzu einem

 im
m

anenten O
bjekt

（
内
在
的
客
体
へ
の
［
関
係
］）
と
あ
る
。
上
注
（
36
）
を
も
参
照
の
こ
と
。

　

こ
の
点
で
特
に
怪
し
く
聞
え
る
の
は
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
が
適
意
の
概
念
に
つ
い
て
語
り
、
類-

種
の
ご
と
く
に
最
広
意
の
快
（Lust

）
を

最
広
意
の
適
意
（Gefallen　
気
に
入
る
こ
と
）
の
上
位
に
置
く
箇
所
で
あ
る
。
適
意
は
い
ず
れ
も
快
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
快
は
必
ず
し

も
適
意
で
な
い
の
で
あ
る

（
1（
（

。
同
所
で
語
る
言
葉
も
由
々
し
く
聞
え
る
︱
︱
「
す
べ
て
副
次
的
意
義
の
も
の
か
ら
離
れ
て
純
粋
に
抽
象
的

に
見
れ
ば
、
快
不
快
そ
の
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
心
の
、
こ
れ
以
上
に
分
析
し
得
ぬ
単
純
な
規
定
で
あ
る
」。
こ
れ
は
、
快
不
快
は
愛

（Liebe

）
憎
（H

aß

）
な
る
普
遍
的
概
念
の
も
と
に
入
る
、
と
い
う
こ
と
に
合
致
せ
ず
、
ま
た
、
あ
る
種
の
表
象
と
快
不
快
と
の
関
係
は
、

あ
る
種
の
判
断
と
明
証
と
の
関
係
と
同
様
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
合
致
し
な
い
。

　
　

 

（
41
）
前
掲
書　

Fechner, V
orschule der Ä

sthetik. I., S. 7f. 

フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
別
の
場
所
で
も
同
様
で
あ
る
。

　

ま
た
快
の
特
別
な「
種
類（A

rten der Lust

）」に
つ
い
て
説
く
事
柄
が
新
た
な
疑
念
を
招
く
。
そ
の
よ
う
な
種
類
と
し
て
フ
ェ
ヒ
ナ
ー

は
、
比
較
的
強
い
快
、
比
較
的
弱
い
快
を
区
別
し
、
加
え
て
、
比
較
的
高
い
快
、
比
較
的
低
い
快
を
区
別
す
る
。
こ
れ
を
見
る
と
フ
ェ

ヒ
ナ
ー
は
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
（John Stuart M

ill, 1806-1873

）
の
ご
と
く
快
の
量
的
区
別
と
並
べ
て
質
的
区
別
を
想
定
し
、
快
の
相
対

的
価
値
の
規
定
に
と
っ
て
は
量
的
区
別
と
同
程
度
ど
こ
ろ
か
同
程
度
以
上
に
も
質
的
区
別
が
顧
慮
さ
れ
る
と
考
え
た
人
、
と
思
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
だ
が
、
こ
と
は
ミ
ル
に
お
け
る
ほ
ど
明
か
で
は
な
い
。
さ
よ
う
、
低
い
快
よ
り
高
い
快
の
、
よ
り
大
き
な
内
的
価
値
に
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つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
価
値
は
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
見
解
で
は
存
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
快
の
等ク

ラ
ス級

を
原
因
・
結
果
・
高
低
・
強
度
・
品
等
（Güte

）
の
違
い
に
よ
っ
て
区
別
す
る
。
だ
が
明
か
な
の
は
、
こ

れ
で
は
強
度
を
除
く
と
快
の
内
的

0

0

区
別
な
ど
念
頭
に
な
か
っ
た
は
ず
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
心
の
活
動
の
感
覚
的
低
次
段

階
と
精
神
的
高
次
段
階
に
つ
い
て
語
り
は
す
る
も
の
の

（
11
（

、
し
か
し
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
、
最
高
善
に
つ
い
て
の
倫
理
学
的
小
著
の
な
か
で
、

あ
る
快
が
別
の
快
よ
り
高
い
と
い
う
事
情
に
は
、優
先
の
規
定
に
働
く
何
の
力
を
も
与
え
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
顧
慮
さ
せ
る
の
は
、

た
だ
快
の
強
度
と
結
果
だ
け
で
あ
る
。
悪
［
し
き
も
の
］
に
味
わ
う
快
は
、
こ
れ
自
体
と
し
て
は
、
他
の
い
か
な
る
快
と
も
同
じ
ほ
ど

価
値
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
い
か
な
る
弱
い
快
よ
り
も
内
的
に
は
価
値
が
高
い
の
は
、
快
の
内
的
価
値
の
尺
度
は
た
だ
快
の
強
度
だ

け
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る

（
11
（

。

　
　

 

（
42
）
前
掲
書　

Fechner, V
orschule der Ä

sthetik. I., S. 37.

　
　

 

（
43
）Fechner, Ü

ber das höchste Gut. Leipzig 1846. S. 17, 26. : V
orschule der Ä

sthetik. I., S. 25f.

　

わ
け
て
も
欠
け
て
い
る
の
が
、「
性
格
は
正
し
い
」
と
わ
れ
わ
れ
の
言
う
喜
び
（Freude

）
や
愛
（Liebe

）
と
、
た
だ
の
本
能
的
な

適
意
（Gefallen

）
と
の
違
い
に
相
似
て
い
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
区
別
の
扱
い
で
あ
る
。

　

二
六
、
だ
が
こ
の
こ
と
に
は
影
響
が
遠
く
に
及
ぶ
悪
質
（schlim

m
）
の
結
果
が
伴
う
。

　
α.

こ
こ
が
土
台
で
は
倫
理
学
全
体
が
根
元
か
ら
不
可
能
で
あ
る
と
見
え
る
。

　

b.

そ
し
て
美
学
に
と
っ
て
も
最
も
重
要
な
普
遍
的
概
念
が
曲
解
さ
れ
て
混
乱
す
る
。

　

ま
ず
は
倫
理
学
に
と
っ
て
の
特
に
目
立
つ
結
果
を
考
察
し
よ
う
。
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
が
心
を
寄
せ
る
の
は
、
よ
り
高
き
も
の
へ
昇
格
し
た
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い
と
空
し
く
求
め
て
い
る
快
楽
主
義
（H

edonism
us

）
で
あ
る
。

　

１.

こ
れ
自
体
が
狙
い
の
的ま

と

と
し
て
愛
さ
れ
る
（geliebt zu w

erden

）、
と
い
う
こ
と
が
可
能
な
の
は
快
（Lust

）
だ
け
、
し
か
も

自
身
の
快
だ
け
で
あ
る

（
11
（

。

　
　

 

（
44
）Fechner, Ü

ber das höchste Gut. S. 13, 22ff., 28.

　

2.

そ
し
て
快
も
ま
た
、
こ
れ
は
入
手
で
き
る
と
思
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
別
の
快
が
競
り
合
っ
た
り
苦
痛
を
も
我
慢
し
た
り
（
こ
の

ば
あ
い
は
、
比
較
的
強
い
、
も
し
く
は
比
較
的
近
い
快
が
勝
者
）
せ
ず
に
済
む
な
ら
ば
、
必
ず
や
獲
得
努
力
の
的ま

と

と
な
る

（
11
（

。

　
　

 

（
45
）Fechner, Ü

ber das höchste Gut. S. 24.

　

3.

他
方
、
あ
る
快
は
高
く
、
あ
る
快
は
低
い
、
と
い
う
事
情
に
は
決
着
が
出
な
い
。
ま
た
こ
の
事
情
は
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
顧

慮
に
値
し
な
い
。
と
い
う
の
も
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
が
快
を
比
較
的
高
い
と
か
比
較
的
低
い
と
か
呼
ぶ
の
は
、
た
だ
快
が
心
の
多
少
と
も
縺
れ

た
活
動
と
結
ば
れ
て
い
る
限
り
の
こ
と
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
勝
者
は
つ
ね
に
最
強
の
快
で
あ
る

（
11
（

。
こ
の
原
理
は
快
の
い
ず
れ
に

も
等
し
い
権
利
を
授
け
る
。
快
が
上
品
（edel

）
か
下
品
（unedel

）
か
は
結
果
に
関
し
て
の
こ
と
で
し
か
な
い
。

　
　

 

（
46
）Fechner, Ü

ber das höchste Gut. S. 17, 26.

　

4.

こ
の
よ
う
な
見
方
に
も
と
づ
く
の
で
は
、
普
通
の
道
徳
と
は
ほ
と
ん
ど
真
向
か
ら
反
対
の
、「
共
通
善
（das ,,gem

eine  

Beste

“）」
に
敵
対
す
る
道
徳
（M

oral

）
が
予
期
さ
れ
も
し
よ
う
。
だ
が
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
お
の
れ
の
原
理
よ
り
は
善
良
で
、
万
人
の
幸

福
の
促
進
と
い
う
実
直
な
意
図
を
も
っ
て
い
る
︱
︱
「
人
間
に
は
、
人
間
で
あ
る
限
り
、
お
よ
そ
世
界
に
、
す
な
わ
ち
時
間
空
間
の
全
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体
内
に
、
最
大
限
の
快
、
最
大
限
の
幸
福
（Glück

）
を
も
た
ら
す
よ
う
に
努
力
さ
せ
た
い
」

（
11
（

。

　
　

 
（
47
）Fechner, Ü

ber das höchste Gut. S. 10.

　

だ
が
こ
の
こ
と
は
、
い
つ
で
も
自
身
の
快
に
有
利
な
決
定
が
下
る
と
す
る
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
出
発
点
と
、
ど
の
よ
う
に
両
立
で
き
る
の

か
。
こ
こ
で
必
ず
や
神
の
助
力
を
乞
い
、
賞
罰
へ
の
顧
慮
に
頼
み
た
く
な
る
。
だ
が
神
を
信
じ
な
い
者
で
は
事
情
は
ど
う
な
る
の
か
。

ま
た
無
私
の
決
定
を
下
し
た
か
ら
と
の
理
由
で
信
心
家
を
讃
え
る
こ
と
が
誰
に
で
き
よ
う
か
。
そ
う
と
も
、
神
の
摂
理
は
信
じ
て
い
て

も
共
通
善
に
仕
え
る
の
は
た
だ
利
己
的
理
由
に
よ
っ
て
の
み
と
い
う
者
に
は
、
い
か
な
る
道
徳
的
感
情
価
値
（Gefühlsw

ert

）
も
欠
け

て
い
る
と
見
え
な
い
か
。
た
だ
自
身
の
快
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
し
か
他
人
の
幸
福
が
役
立
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
や
は
り
真
の
愛

は
核
心
に
な
い
。
こ
う
し
た
窮
境
を
越
え
出
る
こ
と
に
、
も
し
ミ
ル
の
ご
と
く
、
利
他
主
義
へ
と
導
く
習
慣
に
よ
り
少
く
と
も
衝
動
を

変
え
る
改
造
を
仮
定
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
可
能
性
は
な
い
。
時
折
こ
の
仮
定
に
近
付
く
か
と
見
え
る
も
の
の
、
多
分
や
は
り
フ
ェ
ヒ

ナ
ー
が
ま
た
も
思
返
す
と
こ
ろ
は
自
身
の
快
で
し
か
な
い
。

　

だ
が
こ
れ
が
実
情
で
あ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
最
高
の
人
倫
法
則
、
こ
と
に,,Liebe Gott über alles

“（
す
べ
て
を
越
え
て
神
を
愛
せ
よ
）

は
わ
が
道
で
証
明
で
き
る
、
と
い
う
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
主
張
は
明
か
に
不
可
能
で
あ
る
。
で
き
は
し
な
い
！　

さ
よ
う
、
私
の
求
め
る
の

は
自
身
の
快
で
あ
っ
て
他
の
何
物
で
も
な
い
と
の
仮
定
な
の
で
あ
る
か
ら
、
父
や
母
、
子
や
兄
弟
な
ど
誰
か
へ
の
真
の
愛
は
ど
う
し
て

も
、
こ
れ
を
義
務
的
な
こ
と
と
し
て
導
き
出
せ
は
し
な
い
。

　

結
果
と
し
て
い
か
な
る
道
徳
も
挫
折
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
正
当
に
愛
さ
れ
る
も
の
は
何
か
の
判
定
基
準
が
、
ま
さ
し
く
ど
こ
に

も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

与
え
ら
れ
た
枠
内
に
合
う
と
見
え
る
よ
り
や
や
深
く
私
は
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
倫
理
学
に
立
入
り
過
ぎ
た
が
、
こ
れ
を
避
け
る
の
は
難
し
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か
っ
た
。
と
い
う
の
も
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
で
は
、
そ
の
美
学
か
ら
も
幾
つ
か
倫
理
学
の
教
説
に
と
っ
て
の
最
も
迫
力
あ
る
文
章
が
引
か
れ
た

ほ
ど
に
、
倫
理
学
と
美
学
と
の
間
柄
は
緊
密
だ
か
ら
で
あ
る

（
11
（

。

　
　

 
（
48
）
こ
れ
ら
第
二
五
節
お
よ
び
第
二
六
節
は
や
や
短
縮
し
て
あ
る
。

　

二
七
、
こ
こ
で
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
教
説
の
美
学
に
と
っ
て
の
帰
結
を
瞥
見
す
れ
ば
、
相
似
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
最
も

広
い
意
味
に
お
け
る
美
（das Schöne 

美
し
い
も
の
）
の
概
念
は,,das A

ngenehm
e

“（
愉
快
な
も
の
）
す
な
わ
ちdas Lustvolle

（
快

活
な
も
の
）
と
合
致
す
る
。
よ
り
狭
い
意
味
と
な
れ
ば
「
た
だ
の
感
覚
的
な
快
よ
り
高
い
」
と
い
う
目
印
が
強
調
さ
れ
る
と
見
え
る
。

愉
快
な
る
も
の
に
比
べ
る
と
美
し
い
も
の
に
は
一
種
の
気
品
（A

del

）
と
高
次
価
値
が
具
わ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
強
者
の
優
位
で
は
な

い
優
位
で
あ
る

（
11
（

。
だ
が
こ
こ
に
横
た
わ
る
曖
昧
さ
に
欺
か
れ
て
は
い
け
な
い
。
こ
の
曖
昧
さ
か
ら
生
じ
る
不
明
瞭
の
あ
る
た
め
に
、フ
ェ

ヒ
ナ
ー
は
美
し
い
も
の
の
第
三
の
概
念
を
、す
な
わ
ち
最
も
狭
い
意
味
に
お
け
る
美
、あ
る
い
は
真
正
（echt

）
に
し
て
誠
実
（w

ahrhaft

）

な
る
美
の
概
念
を
探
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
衝
迫
を
感
じ
て
い
る

（
11
（

。
だ
が
詳
し
く
見
る
と
、
出
合
う
の
は
功
利
主
義
的
あ
れ
こ
れ
の
考
慮
の
奇

妙
な
混
淆
で
あ
る
。
ほ
か
の
人
が
善
や
美
を
語
っ
て
何
の
疑
い
も
な
い
何
か
を
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
が
定
義
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
フ
ェ
ヒ
ナ
ー

の
善
（
善
い
も
の
）
や
美
（
美
し
い
も
の
）
の
概
念
は
完
全
に
誤
っ
て
い
る
と
見
え
る
の
で
あ
る
。

　

真
正
も
し
く
は
誠
実
な
る
美
の
概
念
に
欠
陥
が
あ
る
よ
う
に
、
よ
い
（
正
し
い
）
趣
味
な
る
概
念
も
、
有
用
な
る
も
の
へ
と
向
う
概

念
で
あ
る
か
の
ご
と
く
、
誤
っ
て
規
定
さ
れ
る

（
1（
（

。
真
正
な
美
（das echte Schöne

）
に
し
て
も
正
し
い
趣
味
（richtiger Geschm

ack

）

に
し
て
も
、
そ
の
も
の
自
体
は
優
位
を
も
つ
も
の
で
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
11
（

。

　
　

 

（
49
）Fechner, V

orschule der Ä
sthetik. I. K

apitel,  S. 2, 12ff.

　
　

 

（
50
）Fechner, Ü

ber das höchste Gut. S. 16.
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（
51
）Fechner, V

orschule der Ä
sthetik. I. K

apitel,  S. 18,

こ
と
に S. 264.

　
　

 
（
52
）
原
本
た
る
手
稿
（Ⅱ

. Fassung  

綴
本
第
二
冊
）
の
九
一
頁
以
下
に
は
、快
お
よ
び
高
次
の
喜
び
の
本
質
を
見
誤
る
こ
と
の
悪
し
き
諸
々

の
結
果（
わ
け
て
も
そ
の
と
き
に
消
え
て
し
ま
う
内
実
と
形
式
と
の
区
別
に
関
し
て
）に
つ
い
て
の
詳
解
が
続
い
て
い
る
が
、こ
の
詳
解
は
省
い
た
。

　

二
八
、
さ
て
今
度
は
わ
れ
わ
れ
の
見
地
か
ら
、
よ
い

0

0

（
も
し
く
は
正
し
い

0

0

0

0

0

0

0

）
美
的
趣
味
の
概
念

0

0

0

0

0

0

0

に
手
短
な
解
明
を
試
み
た
い
。
趣
味
と

は
何
か
。
い
か
な
る
種
類
の
現
象
（Phänom

en

）
に
趣
味
は
属
す
る
の
か
。

　
α.

趣
味
判
断
（Geschm

acksurteil

）
に
つ
い
て
は
実
に
多
く
が
語
ら
れ
る
が
、
同
意
で
き
な
い
。
同
意
す
る
と
し
て
も
、
た
だ
語

の
意
味
を
比
喩
的
に
捉
え
て
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
趣
味
と
は
判
断
で
無
く
感
情
（Gefühl

）
で
あ
り
、
し
か
も
感
情
内
で
（
醜
い
も

の
に
比
べ
れ
ば
美
し
い
も
の
が
よ
い
、美
し
さ
で
も
劣
れ
る
も
の
よ
り
勝
れ
る
も
の
が
よ
い
、と
）
優
先
（Bevorzugung

）
さ
せ
る
こ
と
、

い
や
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
優
先
化
へ
の
性
向
（D

isposition

）
の
こ
と
で
あ
る
。

　
β.

さ
て
判
断
の
領
域
に
お
い
て
と
同
様
、
感
情
の
領
域
で
も
正
（richtig

）
否
（unrichtig

）
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
11
（

。
そ
し

て
、
区
別
し
た
後
の
規
定
は
き
わ
め
て
簡
単
と
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
正
し
い
趣
味
と
は
、
偏
愛
（V

orliebe

）
を
価
値
の
よ
り
高

い
方
の
表
象
へ
と
結
付
け
る
右
の
性
向
な
り
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　

 

（
53
）
判
断
の
領
域
に
お
い
て
と
同
様
、
感
情
の
領
域
で
も
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
躊
躇
せ
ず
に
正
否
を
語
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
曖
昧
が
生

じ
な
い
か
ど
う
か
問
題
と
な
る
。
︱
︱
感
情
に
用
い
ら
れ
て
正
否
が
指
す
の
は
、
明
か
に
、
判
断
に
お
け
る
正
否
（
真-

偽
）
の
類
比
体
で

し
か
な
か
ろ
う
。
あ
る
種
の
感
情
や
判
断
に
は
即
応
的
（unm

ittelbar
）
徴
表
が
あ
り
、
こ
れ
を
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
正
（richtig

）
と
か
否

（unrichtig

）
と
呼
ぶ
が
、
そ
の
さ
い
［
感
情
お
よ
び
判
断
に
］
共
通
す
る
の
は
、
当
の
徴
表
と
正
反
対
［
否
と
か
正
］
の
態
度
は
具
わ
っ
て

い
る
は
ず
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
てο̨μόνυμον κατ’ αναλογίαν
［
類
推
に
よ
る
同
義
語
］
の
現
存
は
認
め
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
と
し
て
も
、
作
用
は
全
く
無
害
と
な
る
の
は
、
当
の
語
が
さ
ま
ざ
ま
な
部
類
の
領
域
で
用
い
ら
れ
、
結
果
と
し
て
取
違
え
は
起
り
得

な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
γ.

だ
が
こ
れ
で
は
決
し
て
当
っ
て
い
な
い
。
美
（
し
い
も
の
）
と
は
さ
ら
に
複
雑
な
概
念
で
あ
る
こ
と

（
11
（

が
見
落
さ
れ
て
い
る
。
表

象
に
価
値
の
あ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
現
に
体
験
さ
れ

0

0

0

0

0

0

、
性
格
は
正
し
い
と
さ
れ
る
喜
び

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（Freude

）
の
う
ち
に

0

0

0

0

、
こ
の
価
値
の
把
捉

0

0

0

0

0

0

0

（erfassen

）
さ
れ
る
こ
と

0

0

0

0

0

が
肝
要
な
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
さ
い
多
様
な
種
類
の
補
助
手
段
が
あ
り
、
多
く
の
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の

手
段
が
然
る
べ
く
用
い
ら
れ
る
と
き
に
し
か
、
美
的
効
果
（ästhetischer Effekt

）
の
達
成
は
な
い
。

　
　

 

（
54
）
先
述
の
ご
と
く
、
お
よ
そ
美
（
し
い
も
の
）
そ
の
も
の
の
概
念
は
な
い
。
実
際
に
思
浮
べ
る
相
手
は
ひ
と
り
の
表
象
す
る
人
物
、
す

な
わ
ち
当
の
表
象
さ
れ
る
対
象
に
性
格
は
正
し
い
と
さ
れ
る
満
足
を
体
験
し
て
い
る
表
象
者
の
姿
で
あ
る
。
上
注
（
3
）（
18
）（
37
）
を
参

照
の
こ
と
。

　

δ.

こ
こ
に
加
わ
る
の
が
美
し
い
作
品
の
、
ま
た
内
的
（
主
観
的
）
な
性
向
の
、
多
様
な
条
件
で
あ
っ
て
、
双
方
の
幸
運
な
結
合
に

最
上
の
趣
味
は
存
立
す
る

（
11
（

。

　
　

 

（
55
）
言
い
か
え
る
と
、
作
品
の
内
部
で
は
一
定
の
条
件
が
充
た
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
そ
の
た
め
に
は
、
わ
け
て
も
作
品
の
調
和

的
（harm

onisch

）
で
あ
る
こ
と
が
大
切
で
、
調
和
的
と
は
釣
合
の
取
れ
て
い
る
こ
と
、
内
的
均
衡
状
態
を
達
成
し
て
い
る
こ
と
と
理
解
し
て
よ
い
）。

追
体
験
者
が
作
品
の
価
値
を
把
捉
（erfassen

）
す
る
と
き
、
体
験
す
る
の
は
性
格
は
正
し
い
と
さ
れ
る
喜
び
で
あ
り
、
要
す
る
に
、
こ
の

作
品
を
別
な
る
作
品
よ
り
も
正
し
く
優
先
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
喜
び
、
こ
の
よ
う
な
優
先
を
可
能
と
さ
せ
る
能
力
が
よ
い
趣

味
の
印
で
あ
る
。
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ε.

最
も
敏
感
（em

pfindlich

）
＝
最
も
鋭
敏
（
最
も
精
妙
）（feinfühlich

（fein

））
な
趣
味
と
は
、
小
さ
な
長
所
や
短
所
ま
で
も
見
据

え
る
趣
味
の
こ
と
で
あ
る
。（
誰
か
が
倒
錯
せ
る
鋭
敏
性
を
も
つ
こ
と
は
あ
り
得
よ
う
が
、
こ
う
な
れ
ば
む
し
ろ
精
妙
な
る
無
趣
味
と

で
も
言
え
ば
よ
か
ろ
う
。）

　
ζ.

性
向
の
多
く
は
、
最
初
は
習
練
と
教
育
で
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
︱
︱
教
養
に
よ
る
趣
味
。

　
η.

精
妙
な
、
こ
と
に
教
養
に
よ
る
趣
味
を
も
つ
人
は
、
し
ば
し
ば
、
な
ぜ
何
か
が
自
分
の
気
に
入
り
、
気
に
入
ら
な
い
か
、
ま
た

気
に
入
る
に
は
何
が
欠
け
て
い
る
か
を
容
易
く
語
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
う
し
て
美
的
分ふ

ん

別べ
つ

あ
る
立
入
っ
た
批
評
ま
で
行
え
る
力
を
も

つ
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

だ
が
も
と
も
と
趣
味
と
批
評
能
力
と
は
同
じ
で
な
く
、
一
方
を
他
方
か
ら
切
離
せ
る
。
あ
れ
こ
れ
の
原
理
を
習
得
し
た
批
評
家
は
こ

う
し
た
原
理
を
適
用
す
る
。
し
か
し
「
分
化
な
き
即
応
的
芸
術
感
受
（das ungeteilte unm

ittelbare K
unstem

pfinden

）」
は
、ゼ
ム
パ
ー

が
「
芸
術
解
剖
的
研
究
（kunstanatom

ische Studie
）」
よ
り
良
い
の
だ
か
ら
人
々
の
あ
い
だ
で
ま
た
も
目
覚
め
る
よ
う
に
、
と
願
っ
た

も
の
だ
が
、批
評
と
は
別
な
る
も
の
で
あ
る
。「
こ
れ
は
と
り
わ
け
美
し
い
（das ist besonders schön

）」
と
感
情
は
語
っ
て
い
る
の
に
、

な
ぜ
か
、
ど
う
し
て
か
、
全
く
解
ら
ぬ
こ
と
が
よ
く
あ
る
で
な
い
か
。

　

θ.

よ
い
趣
味
の
形
成
さ
れ
る
源
た
る
性
向
は
、
個
々
別
々
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
問
え
ば
、
こ
れ
ら
の
枚
挙
は
万
全
と
求
め

は
し
な
い
が
、
以
下
の
ご
と
く
強
調
で
き
る
。
わ
け
て
も
効
力
の
大
き
い
の
は
︱
︱

　

一
、
よ
い
も
の
を
性
格
は
正
し
い
と
さ
れ
る
愛
を
以
て
愛
し
、
選
び
、
こ
の
こ
と
を
特
に
表
象
の
領
域
で
も
行
う
気
高
い
普
遍
的
性

向
で
あ
り
、
表
象
の
領
域
を
言
う
の
は
、
お
の
ず
と
価
値
あ
り
他
よ
り
勝
れ
て
価
値
あ
る
も
の
が
こ
こ
で
も
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

う
し
て
よ
い
趣
味
は
、
例
え
ば
或
る
方
向
で
は
、
詩
的
正
義
（poetische Gerechtigkeit
）
へ
の
違
背
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
即
座
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に
手
酷
く
傷
つ
け
ら
れ
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
を
避
け
る
に
は
、
詩
的
正
義
は
歴
史
的
正
義
と
は
ほ
と
ん
ど
、
い
や
全
く
関
り
な
い
と
見

定
め
て
、
詩
的
正
義
の
本
質
を
正
し
く
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
詩
的
正
義
は
賞
罰
を
見
出
す
（
悲
劇
的
罪
過
の
理
論
）
か
ら

に
は
、
詩
人
が
善
悪
に
つ
い
て
の
貢
献
を
果
す
こ
と
は
求
め
ら
れ
も
し
な
い
。
た
だ
、
高
貴
な
る
も
の
が
没
落
す
る
と
き
で
も
芸
術
家

の
心
が
こ
の
没
落
は
高
貴
な
の
か
下
劣
な
の
か
と
感
じ
取
っ
て
い
て
、
こ
の
こ
と
を
作
品
内
で
目
に
見
え
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
成
れ
ば
正
し
い
趣
味
は
芸
術
家
に
共
感
を
覚
え
つ
つ
、
同
じ
見
地
で
作
品
を
認
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
例

と
し
て
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
』、『
ヒ
ッ
ポ
リ
ュ
ト
ス
』、『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』）。

　

二
、
こ
こ
に
は
気
高
い
高
級
感
情
の
下
位
に
低
級
感
情
を
置
く
感
情
の
上
下
従
属
問
題

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（Subordination

）
も
繫
が
る

0

0

0

0

。
多
く
の
人
々

で
低
級
感
情
が
即
座
に
支
配
権
を
強
奪
す
る
が
、
こ
う
し
た
人
々
は
本
能
の
奴
隷
で
あ
り
、
姿
を
見
せ
る
の
は
枝
葉
末
節
へ
の
拘こ

だ
わ

り
で

あ
り
、
む
し
ろ
支
柱
と
か
足
場
と
言
っ
て
も
よ
い
も
の
に
気
を
取
ら
れ
て
の
滞
留
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
個
々
の
色
や
形
の
刺
戟
、
ど

こ
ろ
か
甘
美
さ
や
和
合
の
効
果
は
有
害
と
な
り
か
ね
な
い
。
幻
想
、
等
々
へ
向
け
て
の
愛
が
偉
大
な
様
式
に
と
っ
て
の
障
害
と
な
る
の

で
あ
る
。
ほ
か
に
も
し
ば
し
ば
芸
術
作
品
で
右
の
上
下
従
属
観
に
欠
け
て
い
る
こ
と
が
明
か
と
な
り
、
こ
の
こ
と
で
よ
い
趣
味
は
た
ち

ま
ち
傷
付
け
ら
れ
る
。

　

三
、「
感
情
反
射
（Gefühlsreflex

［e

］」
へ
の
、
す
な
わ
ち
共
感
覚
（M

item
pfindung

［en

］）
と
結
ば
れ
る
感
情
へ
向
け
て
の
よ
い
性

向
も
有
効
で
あ
る
（
舞
踊
音
楽
が
脚
を
動
か
す
）。

　

本
能
の
鈍
麻
（A

bstum
pfung

）
も
ま
た
よ
い
趣
味
へ
向
う
前
提
に
算
え
ら
れ
な
い
か
、
と
問
う
人
が
出
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が

こ
の
問
に
は
否
と
答
え
よ
う
。
よ
い
趣
味
の
形
成
に
あ
た
り
本
能
的
愛
好
（Gefallen

気
に
入
る
こ
と
）
は
む
し
ろ
主
要
な
補
助
手
段
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
協
和
音
や
不
協
和
音
に
反
応
す
る
本
能
的
感
情
が
壊
れ
て
し
ま
っ
た
人
々
に
、
総
じ
て
芸
術
的
な
音
楽
の
作
用
が
な

お
も
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
。
ほ
と
ん
ど
あ
る
ま
い
。
拍タ

ク
ト子

や
律リ

ズ
ム動

に
応
え
る
感
情
、
あ
る
い
は
色
彩
感
や
形
式
感
が
欠
け
て
も
事
情
は
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相
似
る
。
言
い
か
え
る
と
色
や
音
や
形
、
和ハ

ー
モ
ニ声

や
拍
子
、
等
々
に
応
え
る
に
は
生
気
あ
る
感
情
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　

と
に
か
く
、
生
れ
つ
き
具
わ
る
本
能
的
感
情
を
何
が
し
か
鈍
麻
さ
せ
る
こ
と
は
、
こ
う
す
る
こ
と
で
例
え
ば
新
た
な
表
象
結
合
の
形

成
が
む
し
ろ
促
さ
れ
る
な
ど
、
利
得
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
も
し
よ
う
。
習
慣
（
教
育
）
に
よ
っ
て
植
付
け
ら
れ
た
快
不
快

の
感
情
が
第
二
の
自
然
と
し
て
本
来
的
自
然
の
位
置
に
入
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
感
情
が
こ
れ
ま
で
よ
り
よ
い
支
え
に
な
ら
な
い
と

す
る
の
は
少
く
と
も
疑
問
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
も
と
も
と
自
然
か
ら
与
え
ら
れ
た
感
情
や
衝
動
は
、
美
的
問
題
に
つ
い
て
一
体
ど

う
し
て
、
教
育
が
当
の
感
情
や
衝
動
を
高
め
得
る
到
達
点
よ
り
よ
い
と
さ
れ
る
の
か
、
疑
問
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

例
え
ば
音
楽
で
当
初
の
不
足
を
完
成
さ
せ
る
記
憶
力
（m

usikalisches Gedächtniß

）
の
形
成
が
訓
練
に
よ
っ
て
可
能
な
こ
と
は
事
実

で
あ
り
、
こ
の
訓
練
を
シ
ュ
ー
マ
ン
は
普
遍
的
に
必
要
と
認
め
、
早
期
の
訓
練
開
始
を
勧
奨
し
て
い
た
。
何
か
を
完
成
さ
せ
る
改
造
も

存
在
す
る
こ
と
が
、
ど
う
し
て
い
け
な
い
の
か
。

　

こ
れ
ほ
ど
多
く
の
鋭
い
申
立
て
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
鈍
麻-

理
論
は
危
う
い
教
説
に
留
ま
り
、
経
験
（Erfahrung

）
の
好
意
を

得
ら
れ
な
い
。
も
と
も
と
の
本
能
的
な
快
不
快
感
情
に
背
く
余
り
に
も
多
く
の
こ
と
が
大
胆
に
行
わ
れ
て
い
る
と
私
が
見
る
の
も
こ
れ

で
あ
り
、
新
進
音
楽
の
一
部
の
方
向
に
私
が
懐
く
懸
念
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
本
当
に
全
世
界
は
こ
れ
ま
で
の
慣
わ
し
を
変
え
た

り
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
し
か
も
奇
妙
な
こ
と
に
、
か
つ
て
は
さ
ほ
ど
音
楽
的
で
な
か
っ
た
事
柄
が
他
の
音
楽
に
お
い
て
よ
り

も
速
や
か
な
勢
い
で
、
新
進
音
楽
に
受
け
て
い
る
有
様
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
私
は
付
け
加
え
る
が
、
絵
画
に
お
い
て
と
同
様
こ
こ
音
楽

で
も
新
た
な
性
格
付
け
に
は
多
く
の
犠
牲
が
伴
う
で
あ
ろ
う
︱
︱
本
性
か
ら
し
て
音
楽
と
音
楽
な
ら
ぬ
も
の
以
上
に
確
か
な
境
界
な
ど

ほ
と
ん
ど
置
け
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
（
習
慣
の
法
則
に
よ
り
趣
味
は
雑
多
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
質
の
程
度
が
落
ち
か
ね
な
い
、
と
は

些
細
ど
こ
ろ
で
な
い
事
実
で
あ
り
、
諸
他
芸
術
に
と
っ
て
も
音
楽
に
と
っ
て
も
当
嵌
る
。
一
面
だ
け
突
出
す
る
よ
い
趣
味
は
明
か
に
そ

れ
だ
け
強
い
趣
味
で
あ
り
、
一
面
で
美
点
た
る
性
向
は
他
面
で
は
欠
点
に
な
り
得
る
、
と
い
う
例
で
あ
る
）。
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つ
ぎ
の
吟
味
も
大
い
に
意
義
が
あ
ろ
う
。
普
通
人
の
本
能
的
に
快
不
快
と
感
じ
る
自
然
風
か
ら
や
や
逸そ

れ
る
流
儀
は
、
美
的
に
よ
い

手
助
け
ど
こ
ろ
か
、
よ
り
よ
い
手
助
け
に
な
ろ
う
と
仮
定
し
て
も
、
や
は
り
美
的
事
情
を
汲
ん
で
普
通
の
流
儀
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
美
し
い
も
の
と
は
普
遍
的
に
誰
も
が
気
に
入
る
も
の
、
よ
り
美
し
い
も
の
と
は
普
遍
的
に
誰
も
が
も
っ
と
気
に
入
る
も
の
、

と
多
く
の
者
が
語
っ
て
き
た
が
、
こ
の
理
由
か
ら
で
は
な
い
。
普
遍
的
［
普
通
の
］
趣
味
は
確
か
に
最
上
の
趣
味
で
な
く
、
こ
の
こ
と

は
大
体
の
と
こ
ろ
人
々
が
見
抜
い
て
、
決
め
る
の
は
芸
術
家
、
も
し
か
す
る
と
二
三
の
芸
術
批
評
家
ま
で
と
信
じ
て
い
る
。
し
か
し
別

箇
に
扱
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
が
、
普
通
も
し
く
は
日
常
の
本
能
的
な
感
じ
方
こ
そ
が
美
学
の
最
も
適
切
な
手
助
け
で
な
い
の
か
、

と
い
う
問
で
あ
る
。
そ
の
通
り
と
断
固
と
し
て
私
は
肯
定
し
た
い
。
し
か
も
、
こ
の
点
で
よ
り
普
遍
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（das A
llgem

einere 

in dieser Beziehung

）
だ
け
が
、
完
成
へ
向
け
て
歴
史
的
に
発
展
す
る
芸
術
史
に
お
い
て
、
歴
史
を
築
く
適
切
な
土
台
た
り
得
る
、
と

い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
広
く
言
え
る
こ
と
で
、
仮
に
、
永
続
的
興
奮
の
も
と
で
本
源
的
感
情
の
鈍
麻
は
生
じ
な

い
と
か
、
過
度
の
刺
戟
に
よ
る
後
遺
症
は
生
じ
な
い
、
な
ど
と
弁
護
し
て
逸
脱
を
偽
装
（
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
長
所
と
見
え
か
ね
な
い
代
物
）

し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
偽
装
は
、
歴
史
的
発
展
内
を
行
く
芸
術
作
品
に
損
害
を
与
え
る
に
違
い
あ
る
ま
い
。
交
替
の
法
則
は
存
在

す
る
し
、
緊
張
の
終
る
と
き
に
は
刺
戟
（Reiz

）
が
横
た
わ
っ
て
い
る

（
11
（

。

　
　

 

（
56
）
芸
術
的
表
出
に
お
け
る
変
遷
の
説
明
に
し
ば
し
ば
取
入
れ
ら
れ
て
き
た
「
対
比
の
法
則
（Gesetz des K

ontrastes

）」
は
線
的
様
式

と
絵
画
的
様
式
と
の
交
替
（H

einrich W
ölfflin, K

unsthistorische Grundbegriffe

）
に
還
元
で
き
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
が
、
こ
の
交
替
は

芸
術
史
全
体
に
貫
通
し
て
お
り
、
氷
河
時
代
の
岩
壁
彫
刻
画
に
す
ら
見
出
さ
れ
る
し
、
性
格
類
型
の
相
違
に
還
元
で
き
る
こ
と
と
し
て
よ
か

ろ
う
。（
上
注
（
11
）
を
参
照
の
こ
と
）。

　

四
、
な
お
他
に
も
よ
い
趣
味
の
形
成
を
促
す
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
性
向
が
あ
る
。
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ａ.

想
像
力
（Phantasie

）
の
連
想
力
と
生
気
。

　

ｂ.

記
憶
の
良
さ
（
後
に
残
る
全
体
の
作
用
）。

　
ｃ.
錯
綜
す
る
関
係
を
追
う
さ
い
の
注
意
深
さ
や
流
暢
性
や
敏
捷
性
。

　

ｄ.
区
別
や
比
較
を
行
う
さ
い
の
抽
象
才
能
と
綿
密
性
。

　
ｅ.

感
覚
に
よ
っ
て
感
受
作
用
を
高
め
る
能
力
。

　

五
、
だ
が
既
得
の
豊
か
な
経
験
（Erfahrungsschatz

）
も
ま
た
趣
味
に
は
き
わ
め
て
大
切
で
あ
る
。

　

総
括
す
れ
ば
、
最
上
の
趣
味
は
確
か
に
最
も
普
遍
的
な
趣
味
と
同
じ
で
な
い
け
れ
ど
も
、
本
能
的
に
快
不
快
を
感
じ
る
最
も
普
遍
的

な
在
り
方
に
こ
そ
、
正
し
い
趣
味
に
と
っ
て
価
値
の
最
も
高
い
補
助
手
段
が
横
た
わ
っ
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
意
味

で
は
、
最
上
の
趣
味
と
は
最
も
実
益
（nützlich

）
あ
る
趣
味
の
こ
と
、
と
も
言
え
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
意
味
で
思
う
こ

と
で
な
く
、
最
高
の
美
的
享
受
を
達
成
で
き
る
通
路
た
る
諸
々
の
性
向
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る

（
11
（

。

　
　

 

（
57
）
諸
例
を
挙
げ
る
手
稿
原
本
の
、ほ
と
ん
ど
読
解
不
能
の
頁
（S.103

）
お
よ
び
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
教
説
を
締
め
く
く
る
回
顧
の
頁
（S.104-107

）

は
省
略
し
た
。
続
く
の
が
頁S.108

で
あ
る
。（
以
上
す
べ
て
が
手
稿
第
二
冊  

Ⅱ. Fassung

で
あ
る
。）

　

二
九
、
こ
の
考
察
を
始
め
た
箇
所
に
目
を
戻
せ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
美
学
が
心
理
学
に
依
拠
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
た
。
両

者
の
間
柄
は
、
双
方
へ
は
一
緒
に
広
汎
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
が
関
っ
て
く
る
よ
う
な
間
柄
と
見
え
た
。
美
学
に
と
っ
て
の
意
義
が
最

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
大
き
い
の
は
心
理
学
に
属
す
る
想
像
力
論

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（Lehre von der Phantasie
）
で
あ
る

0

0

0

。

［
未
了
］
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『
美
学
綱
要
（Grundzüge der Ä

sthetik

）』（
一
九
五
九
年
）

　
　

内
容
概
観
（Inhaltsübersicht

）

　
　
　

第
一
部

　

美
学
の
概
念
規
定　

芸
術
作
品
成
立
の
諸
条
件　

天
才
［
岩
波
文
庫
『
天
才
・
悪
』
所
収
］

一　

心
理
学
お
よ
び
美
学
の
選
り
抜
き
の
疑
問

　
　

一
、
以
下
の
研
究
の
特
色
は
、
二
つ
の
学
を
援
用
す
る
こ
と
で
生
じ
て
い
る
。

　
　

二
、 

心
理
学
は
理
論
的
学
問
（ε ,πιστήμη
）
で
あ
っ
て
、
内
的
経
験
（
知
覚
）
に
与
え
ら
れ
る
現
象
と
取
組
ん
で
生
理
学
と
密
接
に
関
係
す

る
学
問
（W

issenschaft

）
で
あ
る
、
と
す
る
心
理
学
の
概
念
規
定
。
心
理
学
の
法
則
は
た
だ
感
知
体
験
的
（em

pirisch

）
な
性
格
し
か

も
た
な
い
。

　
　

三
、 

美
学
は
実
践
的
学
科
（τέχνη

）
で
あ
っ
て
、
美
し
い
も
の
を
美
し
く
な
い
も
の
か
ら
区
別
も
す
れ
ば
、
よ
り
美
し
い
も
の
を
優
先
も

す
る
正
し
い
趣
味
の
養
成
を
目
的
と
す
る
学
科
（D

isziplin
）
に
し
て
、
美
し
い
も
の
を
生
産
し
て
は
他
の
人
々
を
追
体
験
へ
と
鼓
舞
す

る
指
示
を
与
え
る
学
科
で
あ
る
、
と
す
る
美
学
の
概
念
規
定
。

　
　

四
、 

こ
の
定
義
に
反
対
し
て
、
美
し
い
も
の
は
普
遍
的
か
つ
必
然
的
に
気
に
入
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
と
づ
く
異
論
が
出
る
。
こ
の
異

論
は
却
下
す
る
。
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五
─ 

六
、
別
な
る
異
論
は
、
美
し
い
も
の
の
産
出
に
規
則
は
無
益
と
力
説
す
る
。
こ
の
異
論
を
も
却
下
す
る
。
方
法
の
改
善
は
習
得
で
き
る 

し
、
天
才
で
す
ら
多
く
の
こ
と
を
他
人
か
ら
引
継
い
で
い
る
。

　
　

七
、 
天
才
の
作
業
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
左
右
さ
れ
る
。
こ
の
作
業
を
促
進
す
る
も
の
は
支
え
、
阻
害
す
る
も
の
は
除
く
た
め
に
、
こ
う
し

た
事
情
の
若
干
は
変
え
得
る
。
こ
の
見
地
の
も
と
で
も
、
天
才
的
作
業
に
と
っ
て
の
条
件
を
知
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。

　
　

八
、 

だ
が
芸
術
作
品
産
出
に
と
っ
て
の
一
定
規
則
を
も
立
て
得
る
。

　
　

九
、 

技
法
（T

echnik 
技
術
）
を
知
る
こ
と
は
芸
術
享
受
に
寄
与
す
る
。

　

一
〇
、 

第
三
の
異
論
は
、
芸
術
的
作
業
を
促
進
す
る
た
め
に
立
て
ら
れ
る
規
則
は
美
学
に
全
く
属
さ
ず
、
美
学
は
、
純
粋
に
理
論
的
な
学
問
で

あ
る
と
い
う
古
い
由
来
ど
お
り
、
美
論
（Lehre vom

 Schönen 

美
し
い
も
の
に
つ
い
て
の
教
説
）
と
見
做
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
、

と
主
張
す
る
。

　

一
一
、 

と
こ
ろ
が
美
学
は
実
践
に
役
立
つ
べ
き
だ
と
す
る
伝
統
か
ら
逸
れ
る
の
は
、
近
来
一
連
の
哲
学
者
（
ヘ
ル
バ
ル
ト
）
に
な
っ
て
は
じ
め
て

の
こ
と
で
あ
る
。実
践
的
応
用
へ
の
傾
向
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
ゼ
ム
パ
ー
ま
で
明
か
で
あ
る
。こ
の
傾
向
か
ら
の
逸
脱
を
ゼ
ム
パ
ー

は
悪
い
結
果
し
か
も
た
ら
さ
な
い
大
き
な
間
違
い
で
あ
る
と
見
做
し
た
─
─
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
は
美
学
を
心
理
学
的
に
基
礎
付
け

る
こ
と
で
あ
る
。

　

一
二
、 （
心
理
学
に
も
と
づ
く
）
経
験
的
［em

pirisch 

感
知
体
験
的
］
美
学
が
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
に
よ
っ
て
格
別
に
強
く
要
望
さ
れ
た
。

　

一
三
、 

著
書
『
美
学
入
門
』
で
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
「
上
か
ら
の
」
美
学
と
「
下
か
ら
の
」
美
学
と
を
別
け
る
。
正
し
い
美
学
で
あ
る
と
フ
ェ
ヒ
ナ
ー

の
見
做
す
「
下
か
ら
の
」
美
学
で
は
経
験
［
感
知
体
験
］
的
方
法
が
適
用
さ
れ
る
。

　

一
四
─ 

一
五
、
他
の
点
で
は
卓
越
し
て
い
る
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
本
書
に
は
、
残
念
な
が
ら
体
系
的
秩
序
が
欠
け
て
い
る
。

　

一
六
─ 

一
七
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
何
ら
か
の
初
歩
的
満
足
（
ま
こ
と
に
気
持
よ
い
長
方
形
）
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
偉
大
な
芸
術
作
品
の
効
果
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を
概
念
的
に
把
握
し
演
繹
的
に
予
想
す
る
と
い
う
、
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
試
み
を
斥
け
る
。

　

一
八
、 

む
し
ろ
偉
大
な
芸
術
作
品
そ
の
も
の
か
ら
出
発
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

一
九
、 
高
度
の
芸
術
作
品
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
区
別
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
側
面
に
は
名
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
う
し
て
普
遍
的

な
研
究
成
果
に
到
る
で
あ
ろ
う
。

　

二
〇
、 

芸
術
家
の
意
識
内
で
新
創
作
と
し
て
成
立
し
追
体
験
に
よ
っ
て
効
果
を
発
揮
せ
る
、
真
に
美
し
い
作
品
だ
け
が
、
有
益
な
美
学
的
研
究

に
と
っ
て
の
手
掛
り
を
提
供
す
る
。

　

二
一
、 

ち
な
み
に
、
し
ば
し
ば
こ
の
道
で
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
も
先
を
進
め
て
い
る
。
美
学
の
法
則
は
生
理
学
や
精
神
物
理
学
の
法
則
性
に
従
属
さ
せ

る
べ
き
だ
、
と
す
る
見
方
を
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
き
っ
ぱ
り
と
斥
け
る
。

　

二
二
─ 

二
四
、
残
念
な
こ
と
に
、
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
に
は
心
理
学
の
根
本
的
知
識
が
欠
け
て
い
る
。
心
的
現
象
を
自
然
に
即
し
て
分
類
す
る
こ
と
と
、

根
本
的
分
類
項
目
の
特
殊
内
実
お
よ
び
分
類
項
目
間
の
相
違
を
知
る
こ
と
と
は
、
美
学
で
用
い
ら
れ
る
最
重
要
概
念
を
引
出
す
た
め
の

前
提
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
驚
く
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
の
点
で
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
に
は
由
々
し
い
欠
陥
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

二
五
、 

わ
け
て
も
快
（
不
快
）
に
つ
い
て
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
語
る
こ
と
に
疑
念
が
生
じ
る
。
快
に
つ
い
て
の
唯
一
の
価
値
判
断
基
準
は
快
の
強
度

で
あ
る
と
す
る
の
だ
が
、
こ
う
な
る
と
、
悪
し
き
も
の
［
悪
］
に
味
わ
う
快
は
こ
れ
自
体
、
い
か
な
る
他
の
快
と
も
同
じ
ほ
ど
に
価
値

が
高
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

二
六
─ 

二
七
、
こ
の
こ
と
は
、
首
尾
を
一
貫
さ
せ
る
と
、
広
範
囲
に
わ
た
る
酷
い
結
果
と
な
る
。
と
り
わ
け
倫
理
学
が
土
台
を
奪
わ
れ
る
。
し

か
し
美
学
の
最
重
要
概
念
も
歪
み
縺
れ
て
混
乱
す
る
。
幸
い
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
自
身
は
厳
格
に
は
お
の
れ
の
原
理
に
固
執
せ
ず
、
人
間
に
は
、

貢
献
で
き
る
限
り
最
大
限
の
快
、最
大
限
の
幸
福
を
世
界
に
も
た
ら
す
使
命
が
あ
る
、と
い
う
意
見
を
主
張
す
る
。
こ
れ
は
フ
ェ
ヒ
ナ
ー

の
、
つ
ね
に
自
分
の
快
し
か
求
め
な
い
と
す
る
命
題
と
は
合
致
し
な
い
。
と
に
か
く
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
で
は
、
自
分
の
に
せ
よ
他
人
の
に
せ
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よ
快
だ
け
が
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
に
よ
る
美
［
美
し
い
も
の
］
の
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
も
、「
よ

い
趣
味
」
の
概
念
と
同
様
に
、
純
然
た
る
功
利
主
義
の
見
地
を
含
ん
で
い
る
。

　

二
八
、 
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
い
ま
や
み
ず
か
ら
、
美
し
い
も
の
を
愛
好
し
て
優
先
す
る
こ
と
へ
と
導
く
、
よ
い
、
あ
る
い
は
正
し
い
美
的
趣
味
の

概
念
を
説
明
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が
「
美
し
い
（schön

）」
と
語
る
の
は
、
正
し
い
喜
び
と
性
格
付
け
ら
れ
現
に
そ
の
通
り
と
体
験
さ
れ
る

喜
び
の
な
か
で
表
象
の
価
値
が
把
捉
（erfassen

）
さ
れ
る
と
き
で
あ
る
。
よ
い
趣
味
に
と
っ
て
の
前
提
た
る
性
向
の
多
く
は
習
練
と

教
育
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
。
よ
い
趣
味
に
と
っ
て
の
最
も
重
要
な
性
向
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
─
─

　
　
　
　
　

一
、 

よ
い
も
の
を
愛
好
し
、
よ
り
よ
い
も
の
を
優
先
す
る
高
貴
（edel

）
な
る
普
遍
的
素
質
。

　
　
　
　
　

二
、
低
次
の
感
情
を
高
貴
な
る
高
次
の
感
情
の
下
位
に
置
く
働
き
。

　
　
　
　
　

三
、 

感
情
反
射
、
す
な
わ
ち
共
感
覚
と
結
ば
れ
る
感
情
へ
と
向
う
性
向
（
本
能
を
鈍
麻
さ
せ
る
こ
と
も
よ
い
趣
味
に
と
っ
て
の
前
提
で
あ

る
、
と
す
る
見
方
は
斥
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
）。

　
　
　
　
　

四
、
想
像
力
（Phantasie

）
の
連
想
力
と
生
気　

記
憶
の
良
さ　

注
意
深
さ　

抽
象
能
力
。

　
　
　
　
　

五
、
獲
得
せ
る
経
験
と
い
う
資
源
。

　

二
九
、 

美
学
に
と
っ
て
の
意
義
が
最
も
大
き
い
の
は
心
理
学
に
属
す
る
想
像
力
論
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
未
了
］
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