
カ

ン

ト

に

お

け

る

崇

高

の

経

験

牧
野

英
二

一

問
題
提
起

昨
年
カ
ン
ト
没
後
二
○
○
年
を
迎
え
て
、
カ
ン
ト
哲
学
の
歴
史
的

及
び
今
日
的
意
義
に
つ
い
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
さ
ま
ざ
ま
な

。

、

。

議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た

こ
の
こ
と
は

周
知
の
と
お
り
で
あ
る

と
り
わ
け
カ
ン
ト
再
評
価
の
試
み
の
一
つ
が
永
遠
平
和
論
に
あ
る
こ

と
も
ま
た
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

、

、

と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
は

永
遠
平
和
論
の
精
神
と
対
立
す
る
よ
う
な

戦
争
が
崇
高
で
あ
る
と
す
る
見
解
を
提
示
し
て
い
る

「
戦
争
で
す

。

ら
、
秩
序
を
維
持
し
市
民
的
諸
権
利
を
神
聖
視
し
て
行
わ
れ
る
な
ら

(w
en
n
)

(etw
as

E
rh
aben

es)

ば

、
そ
れ
自
体
あ
る
崇
高
な
も
の

を
と
も
な
う
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
戦
争
を
遂
行
す
る
国
民

が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
こ
の
危
険
の
も
と
で
勇
敢
に
奮
戦
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
国
民
の
心
構
え

を
そ
れ
だ
け
で
ま
す

(D
en
ku
n
gsart)

ま
す
崇
高
な
も
の
に
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
長
期
に
わ
た
る
平
和

は
、
た
ん
な
る
商
人
根
性
を
支
配
的
に
し
、
し
か
し
そ
れ
と
と
も
に

卑
し
い
利
己
欲
、
臆
病
、
柔
弱
を
支
配
的
に
し
て
、
国
民
の
心
構
え

を
低
劣
に
さ
せ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
」

。

(V
,
263) （

一
）

こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
明
ら
か
に
長
期
に
わ
た
る
平
和
で
の
国
民
の

心
構
え
、
な
い
し
精
神
性
の
低
下
に
対
し
て
、
戦
争
と
戦
争
を
遂
行

す
る
国
民
の
精
神
性
、
な
い
し
心
構
え
と
を
崇
高
な
も
の
と
み
な
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
見
解
が
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
人
格

に
対
す
る
尊
厳
の
思
想
や
永
遠
平
和
論
の
思
想
に
矛
盾
し
な
い
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
大
き
な
疑
義
が
呈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
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こ
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
後
に
立
ち
入
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は

差
し
当
た
り
、
以
下
の
二
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
戦
争
と
戦
争
を
遂
行
し
て
い
る
国
民
を
崇
高
な
も
の
と

み
な
す
考
え
は
、
古
今
東
西
今
日
に
至
る
ま
で
き
わ
め
て
普
遍
的
な

現
象
で
あ
る
。
今
日
、
い
わ
ゆ
る
「
平
和
ボ
ケ
」
と
い
う
表
現
で
平

「

」

、

和
に
対
す
る
批
判
的
言
説
を
展
開
す
る
人
た
ち
の

精
神
性

に
は

こ
の
よ
う
な
見
解
が
前
提
に
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
が
第
二
に
、
か
つ
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
戦
争

は
、
崇
高
と
の
結
び
つ
き
よ
り
も
、
美
と
の
結
び
つ
き
が
本
質
的
で

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か

「
政
治
の
美
学
化
」
の
典
型
的
事
態
と

。

し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
戦
争
は
美
し

い
。
例
え
ば
、
人
間
の
完
全
な
支
配
を
基
礎
付
け
、(
腐
臭
も
含
む)

諸
臭
気
を
見
事
に
調
和
さ
せ
、
あ
る
い
は
「
燃
え
上
が
る
村
々
か
ら

ら
せ
ん
状
に
立
ち
上
る
煙
」
と
い
う
新
た
な
種
類
の
建
築
物
を
出
現

さ
せ
る
か
ぎ
り
、
戦
争
は
美
し
い
の
で
あ
る
。
戦
争
は
崇
高
で
あ
る

（
三
）

の
か
。
そ
れ
と
も
戦
争
は
美
し
い
の
か
。
カ
ン
ト
の
主
張
が
正
し
い

の
か
。
そ
れ
と
も
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
見
解
の
方
が
妥
当
で
あ
る
と
み

る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
戦
争
の
本
質
を
洞
察
し
た
優
れ
た
哲
学
者
・

思
想
家
た
ち
が
、
戦
争
は
醜
い
と
表
現
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
は
、
カ
ン
ト
お
よ
び
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に

関
し
て
あ
る
回
答
の
仕
方
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
議

論
の
便
宜
上
、
カ
ン
ト
に
関
し
て
は
、
戦
争
と
崇
高
と
の
関
係
に
対

し
て
慎
重
に
「
な
ら
ば

」
と
い
う
前
提
条
件
が
付
せ
ら
れ

(w
en
n
)

て
い
る
事
実
を
確
認
し
て
お
く
。
こ
こ
で
は
ま
た
、
こ
の
問
題
提
起

が
、
暴
力
や
テ
ロ
の
恐
怖
と
崇
高
と
の
関
係
、
さ
ら
に
二
○
○
一
年

に
起
こ
っ
た
「
九
月
一
一
日
」
の
事
件
と
崇
高
と
の
関
係
に
対
す
る

考
察
を
迫
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
は
、
数
年
前
に
刊
行
さ
れ

た
『
美
、
崇
高
、
そ
し
て
哲
学
者
た
ち
の
共
同
体
』
の
な
か
で
、
カ

ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
の
論
述
で
提
示
さ
れ
た
美
と
崇
高
と
の
区

別
を
手
が
か
り
に
し
つ
つ
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
概
念
を
拡
張
し
て
古

代
以
降
の
哲
学
者
の
思
想
に
つ
い
て
、
美
を
求
め
る
哲
学
と
崇
高
を

求
め
る
哲
学
と
に
区
分
す
る
試
み
を
行
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
言
え

（
四
）

ば
、
哲
学
的
思
索
の
あ
り
方
に
お
け
る
論
証
的
な
も
の
と
非
論
証
的

な
も
の
、
討
議
的
な
も
の
と
非
討
議
的
な
も
の
、
理
性
的
な
も
の
と

荒
々
し
い
も
の
、
限
界
に
固
定
的
な
も
の
と
限
界
を
踏
み
越
え
る
も

の
と
の
対
比
は
、
美
と
崇
高
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
プ
ラ
ト
ン
と
カ
ン
ト
の
思
想
は
、
後
者
の

カントにおける崇高の経験／2
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崇
高
の
哲
学
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
ロ
ー
テ
ィ
の
見
解
の
紹
介
が
目
的
で
は
な
い
の
で
、

説
明
的
な
論
述
は
控
え
、
本
稿
の
主
題
と
の
関
係
か
ら
み
て
見
逃
す

こ
と
の
出
来
な
い
論
点
だ
け
を
指
摘
し
て
お
く
。
第
一
に
注
目
す
べ

き
点
は
、
ロ
ー
テ
ィ
も
ま
た

「
流
行
」
と
は
関
係
な
く
、
哲
学
と

、

崇
高
と
の
本
質
的
な
結
び
つ
き
に
着
目
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
第

二
に
、
彼
の
見
解
は
、
長
い
哲
学
の
歴
史
の
な
か
で
、
崇
高
の
本
質

が
美
に
他
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
崇
高
は
美
に
依
存
す
る
た
ん
な
る

美
の
反
対
概
念
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
、
美
と
崇
高
と
の
伝
統
的
な
理

解
を
適
切
に
斥
け
て
い
る
。
第
三
に
、
著
者
の
主
張
は
、
今
日
哲
学

（
五
）

的
思
索
を
行
お
う
と
す
れ
ば
、
崇
高
に
対
す
る
考
察
は
不
可
避
で
あ

る
と
い
う
筆
者
の
主
張
と
図
ら
ず
も
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
第

四
に
、
こ
う
し
た
哲
学
者
の
タ
イ
プ
を
原
理
的
に
二
区
分
す
る
や
り

方
は
、
後
述
の
よ
う
に
む
し
ろ
崇
高
の
考
察
を
妨
げ
、
崇
高
の
本
質

を
看
過
す
る
危
険
を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
本
稿
の
考
察
は
、
次
の
よ
う
な
課
題
に
分
節
化
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
崇
高
の
考
察
は
、
あ
る
種
の
「
人
間
の
条

」

。

、

件

の
分
析
を
要
求
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

そ
れ
に
よ
っ
て

崇
高
の
感
情
が
、
た
ん
な
る
美
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
く
、
人
間

お
よ
び
社
会
の
全
体
的
理
解
に
と
っ
て
不
可
欠
な
根
本
的
感
情
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
崇
高
な
も
の
に
対

す
る
考
察
は
、
人
間
存
在
と
社
会
に
対
す
る
批
判
的
契
機
と
機
能
を

。

、

、

要
求
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

そ
れ
に
よ
っ
て

自
然
と
人
間

自
己
と
他
者
、
共
同
体
や
文
化
の
間
、
女
性
と
男
性
間
の
対
立
、
抵

抗
と
和
解
の
可
能
性
や
不
可
能
性
に
対
す
る
新
た
な
考
察
の
手
が
か

り
を
探
究
す
る
。
第
三
に
、
崇
高
の
考
察
に
際
し
て
つ
ね
に
引
き
合

い
に
出
さ
れ
る
カ
ン
ト
の
崇
高
論
に
関
し
て
も
、
崇
高
を
カ
ン
ト
美

学
に
限
定
せ
ず
批
判
哲
学
の
中
心
課
題
と
し
て
論
じ
る
こ
と
は
、
エ

ン
ゲ
ル
ハ
ル
ト
の
主
張
す
る
よ
う
に
「
カ
ン
ト
的
見
地
か
ら
み
て
過

大
な
要
求
を
課
す
」
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
事
柄
が
要
求

（
六
）

す
る
こ
と
で
あ
り

「
人
間
理
性
の
不
可
避
の
運
命
」
で
あ
る
こ
と

、

を
明
ら
か
に
す
る
。
第
四
に
、
ロ
ー
テ
ィ
の
区
分
と
は
異
な
り
、
哲

学
者
が
い
ま
崇
高
に
つ
い
て
「
物
語
る
」
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意

味
を
も
ち
う
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
の
論
点
に
即
し
て
、

カ
ン
ト
に
お
け
る
「
崇
高
の
経
験
」
の
構
造
を
再
構
成
す
る
。
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二

カ
ン
ト
崇
高
論
研
究
の
現
段
階

今
日
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
崇
高
の
経
験
」
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合

に
は
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
研
究
の
成
果
と
現
段
階
の
認
識
は
、
無
視

で
き
な
い
手
続
き
に
属
す
る
。
む
し
ろ
、
今
日
の
崇
高
に
対
す
る
哲

学
的
考
察
に
は
、
狭
義
の
カ
ン
ト
研
究
と
の
距
離
の
測
定
が
不
可
欠

の
手
続
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
の
主
題
に
関
わ
る
範
囲
で
、
カ
ン

ト
の
崇
高
論
研
究
の
現
状
把
握
と
そ
れ
に
対
す
る
筆
者
の
立
場
を
明

ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

カ
ン
ト
の
崇
高
に
対
す
る
研
究
は
、
第
一
に
、
歴
史
的
、
内
在
的

な
研
究
と
ナ
ン
シ
ー
の
論
考
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
カ
ン
ト
哲
学
の
い

わ
ば
脱
構
築
的
な
研
究
と
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

両
者
で
は
、
考
察
の
方
法
お
よ
び
テ
ー
マ
設
定
の
仕
方
な
ど
の
あ
ら

ゆ
る
点
で
異
質
で
あ
る
。
第
二
に
、
内
在
的
研
究
の
領
域
で
も
、
一

方
で
ク
ラ
ウ
ザ
ー
の
よ
う
に
、
崇
高
論
の
も
つ
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
側

面
を
強
調
し
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
崇
高
を
カ
ン
ト
が
残
し
た
芸

術
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
構
築
す
る
試
み
に
対
し
て
、
ク
ー
レ
ン
カ

（
七
）

ン
プ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
を
も
っ
ぱ
ら
否
定
的
に
評
価
す

る
解
釈
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
歴
史
的
研
究
に
関
し
て
言

（
八
）

え
ば
、
カ
ン
ト
と
バ
ー
ク
、
カ
ン
ト
と
シ
ラ
ー
、
カ
ン
ト
と
ド
イ
ツ

、

、

観
念
論

特
に
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
関
係
か
ら
み
た
比
較
研
究
の
試
み
は

伝
統
的
な
精
神
史
的
考
察
方
法
に
よ
っ
て
遂
行
す
る
場
合
が
少
な
く

な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、

近
で
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
や
ハ

イ
デ
ガ
ー
と
カ
ン
ト
と
の
親
近
性
に
着
目
し
た
研
究
も
現
れ
て
お

り
、
既
存
の
個
別
分
野
研
究
の
枠
組
み
を
超
え
た
研
究
成
果
が
窺
え

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

（
九
）

第
三
に
、
現
代
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
崇
高
論
の
再
評
価
の
優
れ
た

成
果
は
、
つ
と
に
ア
ド
ル
ノ
の
『
美
の
理
論
』
に
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
ア
ド
ル
ノ
の
カ
ン
ト
評
価
の
や
や
屈
折
し
た
見
解
に
つ
い
て

は
後
ほ
ど
触
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
崇
高
が
モ
ー
ド
と
な
り
は
じ
め

た
時
期
以
降
に
議
論
を
限
定
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
場
合
、
特

に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
と
リ
オ
タ
ー
ル
と
の
対
照
的

な
崇
高
評
価
の
相
違
点
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ト
は
、

「
人
倫
性
の
象
徴
と
し
て
の
美
」
と
い
う
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
に
依
拠

し
て
、
美
や
共
通
感
覚
を
重
視
し
た
結
果
、
崇
高
に
対
し
て
は
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
テ
ロ
ル
と
の
関
わ
り
か
ら
、
美
と
対
照
的
に
道
徳
的
に

も
政
治
的
に
も
否
定
的
に
評
価
し
て
い
た
。
端
的
に
言
え
ば
、
美
と

共
同
体
的
感
覚
が
人
間
に
望
ま
し
い
民
主
制
の
感
情
と
不
可
分
で
あ
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る
の
に
対
し
て

「
政
治
的
崇
高
」
は
、
民
主
制
を
損
な
う
全
体
主

、

義
や
テ
ロ
ル
の
感
情
と
不
可
分
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
市
民
の
想
像

力
と
現
実
に
対
す
る
区
別
の
能
力
を
破
壊
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
一
〇
）

こ
の
よ
う
な
崇
高
に
対
す
る
否
定
的
な
評
価
と
は
対
照
的
に
、
崇

高
の
も
つ
豊
か
な
含
意
を
摘
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
の
内
在

的
研
究
に
も
影
響
を
与
え
た
の
は
、
リ
オ
タ
ー
ル
の
カ
ン
ト
崇
高
論

の
読
み
方
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
の
現
段
階
を

、

、

。

切
り
開
い
た
の
は

リ
オ
タ
ー
ル
の
解
釈
で
あ
る

と
言
っ
て
よ
い

実
際
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
対
し
て
必
ず
し
も
肯
定
的
な
立
場
を

と
る
わ
け
で
は
な
い
研
究
者
に
と
っ
て
も
、
今
日
で
は
、
リ
オ
タ
ー

ル
の
カ
ン
ト
解
釈
と
崇
高
論
の
議
論
は
無
視
で
き
な
い
の
が
実
情
で

。

、

、

あ
ろ
う

そ
れ
は

い
わ
ば
カ
ン
ト
研
究
の
古
典
的
文
献
と
な
っ
た

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
崇
高
論

と
の
関
係
を
考
察
す
る
場
合
で
も
、
例
外
で
は
な
い
。
リ
オ
タ
ー
ル

（
一
一
）

の
崇
高
論
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
機
会
あ
る
ご
と
に
論
じ
ら
れ
て
き

た
の
で
、
こ
こ
で
は
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
の
再
解
釈
に
と
っ
て
と
り

わ
け
大
き
な
影
響
を
与
え
、
こ
の
テ
ー
マ
の
考
察
に
と
っ
て
示
唆
的

と
思
わ
れ
る
論
点
に
限
定
し
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

リ
オ
タ
ー
ル
の
カ
ン
ト
解
釈
は
、
デ
リ
ダ
な
ど
の
他
の
多
く
の
ポ

ス
ト
モ
ダ
ン
の
思
想
家
の
論
考
と
は
異
な
り
、
第
一
に
『
判
断
力
批

判
』
第
一
部
・
美
感
的
判
断
力
の
批
判
・
崇
高
な
も
の
の
分
析
論
の

。

、

注
釈
と
し
て
も
優
れ
た
論
述
で
あ
る

彼
の
解
釈
の
第
二
の
特
徴
は

カ
ン
ト
の
体
系
の
う
ち
に
理
性
的
に
は
捉
え
ら
れ
な
い
非
合
理
主
義

的
モ
メ
ン
ト
を
的
確
に
見
出
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
理
性
は
、
崇
高

の
経
験
の
う
ち
で
理
性
自
身
の
限
界
に
逢
着
す
る
。
理
性
は
、
崇
高

と
呼
ば
れ
る
自
然
の
対
象
に
直
面
し
て
、
自
分
自
身
の
う
ち
で
「
描

出
不
可
能
な
も
の
」

「
形
式
を
欠
い
た
も

(das
U
n
darstellbare)

、

の
」

を
感
じ
取
る
の
で
あ
る
。
本
来
崇
高
と
は
、

(das
F
orm

lose)

物
な
い
し
対
象
に
帰
属
す
る
性
質
を
表
す
概
念
で
は
な
く
、
そ
れ
を

判
定
す
る
人
間
の
う
ち
で
感
性
の
尺
度
を
超
え
た
あ
る
能
力
の
あ
り

方
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
リ
オ
タ
ー
ル
は
、
芸
術
表
現
を
含

む
あ
ら
ゆ
る
表
現
活
動
が
描
出
不
可
能
で
あ
り
、
表
現
で
き
な
い
も

の
で
あ
る
と
い
う
帰
結
に
達
し
た
。
第
三
に
、
崇
高
の
理
論
は
美
学

理
論
で
は
な
く
、
批
判
哲
学
そ
の
も
の
を
特
徴
付
け
て
い
る
理
論
で

あ
る
、
と
解
す
る
点
に
あ
る
。
カ
ン
ト
自
身
が
明
言
す
る
よ
う
に
、

本
来
崇
高
と
は

「
自
然
に
す
ら
優
る
心
の
使
命
に
固
有
な
崇
高
性

、

」

、

。

、

を
感
じ
る
よ
う
に
さ
せ
る

心
の
能
力
に
あ
る

心
は

(V
,
262)

崇
高
な
も
の
を
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
こ
の
感
情
を
惹
起
さ
せ
る
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対
象
へ
と
転
移
す
る
の
で
あ
る
。

(S
u
breption

)
カ
ン
ト
は
、
こ
の
転
移
の
過
程
を
「
す
り
替
え
」

と
い
う
意
味
深
長
な
概
念
に
よ
っ
て
説
明
し
た
。
リ
オ
タ
ー
ル
は
、

と
り
わ
け
こ
の
過
程
に
お
け
る
理
性
の
能
力
に
着
目
す
る
。
こ
の
無

、

、

制
約
的
な
能
力
と
の
関
係
は

崇
高
の
理
論
が
美
学
理
論
で
は
な
く

批
判
的
思
考
が
自
己
の
限
界
に
立
つ
状
態
を
表
し
て
い
る
、
と
解
す

る
。
崇
高
と
は
、
絶
対
的
な
も
の
へ
と
踏
み
出
て
行
く
思
考
の
際
立

つ
状
態
な
の
で
あ
る
。
第
四
に
、
こ
の
崇
高
の
理
論
は
、
決
し
て
伝

（
一
二
）

統
的
な
意
味
で
の
厳
密
な
理
論
体
系
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
の
表
現
に
即
し
て
言
え
ば
、
反
省
的
判
断
力
の

。

、

反
省
の
営
み
に
他
な
ら
な
い

リ
オ
タ
ー
ル
に
と
っ
て
重
要
な
点
は

「
文
学
、
哲
学
そ
し
て
政
治
に
と
っ
て
す
ら
、
そ
れ
に
対
応
す
る
イ

デ
ィ
オ
ム
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抗
争
を
表
現
す
る
こ
と
」
に

（
一
三
）

あ
る
、
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
て
、
リ
オ
タ
ー
ル
に
と
っ
て
、
カ
ン

ト
の
反
省
的
判
断
力
と
崇
高
の
判
定
は
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
根

本
特
徴
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
カ
ン
ト
解
釈
は
、
明
ら
か
に
従
来
の
崇
高
研
究
の
枠
組

み
を
逸
脱
す
る
営
み
で
あ
る
。
内
在
的
な
カ
ン
ト
解
釈
を
墨
守
す
る

立
場
か
ら
み
れ
ば
、
第
一
に
、
崇
高
は
美
と
並
ぶ
美
学
的
カ
テ
ゴ
リ

ー
に
属
す
る
。
第
二
に
、
崇
高
論
は
カ
ン
ト
自
身
が
明
言
し
て
い
る

よ
う
に

『
判
断
力
批
判
』
の
第
一
部
の
付
録
的
な
位
置
を
占
め
る

、

も
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
し
た
が
っ
て
崇
高
論
に
批
判
哲
学
の
中
心

的
な
位
置
と
役
割
を
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

「
リ
オ
タ
ー
ル
の
カ
ン
ト
解
釈
は
、

終
的
に
は
カ
ン
ト
の
理
論
と

結
び
つ
き
が
た
い
主
観
性
の
統
一
を
解
消
す
る
」
と
い
う
理
由
か
ら

（
一
四
）

認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
疑
問
に

対
し
て
は
、
こ
の
批
判
の
妥
当
性
を
含
め
て
筆
者
独
自
の
立
場
か
ら

追
々
立
ち
入
る
こ
と
に
す
る
。

次
に
、
リ
オ
タ
ー
ル
と
は
異
質
な
観
点
か
ら
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論

の
新
た
な
側
面
に
光
を
当
て
た
見
解
に
一
瞥
を
投
じ
て
お
こ
う
。
そ

の
な
か
で
も
、
認
識
論
的
、
理
論
的
観
点
と
社
会
哲
学
的
観
点
へ
の

架
橋
的
な
意
義
に
立
ち
入
っ
た
解
釈
も
ま
た
、
見
逃
す
こ
と
が
出
来

な
い
。
例
え
ば
、
ピ
ロ
ウ
の
解
釈
は
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
を
内
在
的

な
観
点
に
関
し
て
は
可
能
な
限
り
維
持
し
て
、
新
た
な
可
能
性
を
切

り
開
い
た
研
究
と
し
て
優
れ
た
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
彼
の
狙
い

は

「
崇
高
の
反
省
が
、
わ
れ
わ
れ
の
概
念
的
把
握
の
〈
外
部
〉
に

、
い
る
不
可
解
な
他
者
に
対
す
る
あ
る
種
の
解
釈
的
応
答
の
た
め
の
モ

デ
ル
を
提
示
で
き
る
」
こ
と
を
示
す
点
に
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。

（
一
五
）
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ピ
ロ
ウ
の
カ
ン
ト
解
釈
の
第
一
の
特
徴
は
、
認
識
能
力
の
新
た
な
機

能
に
着
目
し
た
点
に
あ
る
。
彼
は
、
崇
高
の
理
論
を
人
間
の
世
界
理

解
の
手
が
か
り
と
し
て
解
釈
す
る
。
第
二
に
、
そ
の
た
め
に
美
感
的

反
省
的
判
断
力
の
反
省
的
な
機
能
が
未
知
の
認
識
対
象
の
概
念
形
成

と
し
て
有
益
な
働
き
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
カ
ン
ト
の
説

明
に
よ
れ
ば
、
美
し
い
対
象
の
判
定
の
場
合
と
は
異
な
り
、
崇
高
な

対
象
の
判
定
の
場
合
に
は
、
構
想
力
と
悟
性
と
の
認
識
能
力
間
の
自

由
な
戯
れ
に
よ
っ
て
、
調
和
的
な
状
態
が
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
構
想
力
と
理
性
と
の
認
識
能
力
間
の
非
調
和
が
生
じ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
描
出
さ
れ
る
べ
き
表
象
に
直
面
し
て
描
出
能
力

の
機
能
が
挫
折
し
、
客
観
の
図
式
化
が
完
結
し
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
表
象
の
対
象
は
、
崇
高
と
し
て
経
験
さ
れ
、

客
観
は
内
包
の
限
度
を
超
え
た
未
規
定
的
な
多
様
と
し
て
経
験
さ
れ

る
。第

三
に
、
ピ
ロ
ウ
の
見
解
で
は
、
崇
高
に
対
す
る
反
省
に
お
け
る

概
念
形
成
は
、
メ
タ
フ
ォ
ー
リ
ッ
シ
ュ
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
カ
ン

ト
の
象
徴
論
は
、
崇
高
に
対
す
る
反
省
へ
と
転
用
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
考
え
は
、
カ
ン
ト
に
よ
る
崇
高
の
感
情
が
外
の
自
然
の

崇
高
な
対
象
へ
と
転
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
分
か
り
や

す
い
で
あ
ろ
う
。
怒
涛
逆
巻
く
大
洋
は
、
ど
の
よ
う
な
適
合
す
る
描

出
も
許
さ
な
い
理
性
理
念
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
、
美
感
的
に
使
用

さ
れ
、
崇
高
と
し
て
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
の

崇
高
論
は
メ
タ
フ
ァ
ー
理
論
の
根
本
特
徴
を
有
す
る
、
と
言
っ
て

よ
い
。
第
四
に
、
こ
う
し
た
世
界
解
釈
は
、
ピ
ロ
ウ
が
カ
ン
ト
の
共

（
一
六
）

通
感
覚
論
か
ら
導
き
出
し
た
相
互
主
観
的
な
連
関
に
し
た
が
う
と
主

張
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
メ
タ
フ
ァ
ー
も
ま
た
、
相
互
主
観

的
に
媒
介
さ
れ
て
形
成
さ
れ
、
意
味
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第

五
に
、
こ
う
し
て
世
界
一
般
の
崇
高
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
限
界
に
達

し
た
概
念
把
握
が
理
解
さ
れ
る
場
合
に
は
、
世
界
の
無
限
の
解
釈
可

能
性
と
世
界
の
解
釈
不
可
能
性
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
世
界

が
人
間
に
及
ぼ
す
不
気
味
な
も
の
の
印
象
を
与
え
る
。
世
界
は
、
メ

タ
フ
ォ
ー
リ
ッ
シ
ュ
に
の
み
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
美
感
的
な
も

の
は
、
こ
の
場
合
、
も
っ
ぱ
ら
メ
タ
フ
ォ
ー
リ
ッ
シ
ュ
な
世
界
記
述

の
特
殊
事
例
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
ピ
ロ

ウ
は
、
リ
オ
タ
ー
ル
と
は
別
の
仕
方
で
崇
高
を
理
性
そ
の
も
の
に
関

係
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
理
性
と
は
対
立
す
る
他
者
、
把
握
か
ら
は

免
れ
る
不
気
味
な
も
の
、
崇
高
な
も
の
の
感
情
を
引
き
起
こ
す
他
者

へ
と
関
係
づ
け
て
い
る
、
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
一
七
）
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近
年
の
カ
ン
ト
の
崇
高
論
研
究
は
、
理
性
と
理
性
の
他
者
と
の
関

、

。

係
に
対
し
て
も

新
た
な
側
面
に
光
を
当
て
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い

こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
解
釈
は
、
ピ
ロ
ウ
が
崇
高
論
か
ら
理
論
哲
学
の

領
域
に
越
境
し
た
よ
う
に
、
崇
高
論
の
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
、
理
論

哲
学
か
ら
実
践
哲
学
ま
で
横
断
的
に
論
じ
よ
う
と
す
る
試
み
ま
で
登

場
し
て
い
る
。

（
一
八
）

こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
崇
高
研
究
の
現
段
階
の
確
認
と
見
取
り
図

を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第

一
に
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
を
考
察
す
る
場
合
で
も
、
た
ん
に
能
力
心

理
学
や
超
越
論
哲
学
的
次
元
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
幅
広
い
方

法
と
解
釈
の
視
点
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
従
来
カ
ン
ト

に
は
な
い
と
言
わ
れ
て
き
た
他
者
論
が
、
崇
高
論
の
射
程
に
組
み
込

ま
れ
た
点
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
こ
と
は
カ
ン

ト
の
崇
高
論
の
あ
る
種
の
必
然
的
な
展
開
で
も
あ
る
。
第
三
に
、
カ

ン
ト
の
崇
高
論
は
、
た
ん
に
美
学
、
芸
術
学
の
領
域
や
特
定
分
野
の

方
法
論
に
限
定
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
第
四
に
、

カ
ン
ト
の
崇
高
論
は
、
批
判
哲
学
の
根
本
問
題
に
属
す
る
と
み
る
べ

。

、

。

き
で
あ
る

つ
ま
り

崇
高
は
理
性
批
判
の
営
み
と
不
可
分
で
あ
る

そ
こ
で
次
に
、
以
上
の
よ
う
な
視
点
か
ら
み
た
と
き
、
今
日
「
カ
ン

ト
に
お
け
る
崇
高
の
経
験
」
を
論
じ
る
上
で
、
避
け
て
通
る
こ
と
の

で
き
な
い
カ
ン
ト
の
崇
高
お
よ
び
理
性
の
批
判
に
対
す
る
応
答
の
試

み
を
展
開
し
て
み
た
い
。

三

崇
高
論
と
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
理
性
批
判

以
上
の
問
題
関
心
に
基
づ
い
て
、
こ
こ
で
は
カ
ン
ト
の
理
性
批
判

に
対
す
る
近
年

も
厳
し
い
批
判
を
展
開
し
て
い
る
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク

と
コ
ー
ネ
ル
の
カ
ン
ト
の
崇
高
批
判
に
対
す
る
吟
味
・
検
討
を
試

み
る
。
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
カ
ン
ト
崇
高
論
批
判
は
、
こ
こ
で
は
以
下
の

（
一
九
）

諸
論
点
に
関
連
す
る
範
囲
で
考
察
す
る
。
第
一
に
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
も

ま
た
、
筆
者
や
リ
オ
タ
ー
ル
と
同
様
に
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
に
着
目

す
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
批
判
哲
学
の
本
質
的
特
徴
を
表
現
し
て

い
る
と
み
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
で
は
、
こ
う
し
た
特

徴
は
も
っ
ぱ
ら
否
定
的
に
解
釈
さ
れ
、
カ
ン
ト
批
判
の
観
点
と
し
て

採
用
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
も
ま
た
、
筆
者
と
同
様

に
、
崇
高
の
理
論
に
お
け
る｢

詐
取｣

の
重
要
性
に

(S
u
breption

)

注
目
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
で
は
、
崇
高
、
文
化
、
道
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徳
性
な
ど
が
否
定
的
に
評
価
さ
れ
、
し
た
が
っ
て｢

詐
取｣

の
機
能
も

否
定
的
に
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
カ
ン
ト
自
身
の
意
図
や
狙

い
と
は
対
照
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
筆
者
と
同
様
に
、

ス
ピ
ヴ
ァ
ク
も
ま
た
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
の
評
価
に
は
、
諸
科
学
と

の
横
断
的
な
考
察
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

但
し
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
的
観
点
を
廃
棄
し

、

、

、

て

政
治
的

地
政
学
的
観
点
を

大
限
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

カ
ン
ト
の
崇
高
論
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
、
と
り
わ
け
ポ
ス
ト
コ

ロ
ニ
ア
ル
的
な
理
性
の
支
配
の
実
態
を
照
射
し
よ
う
と
す
る
。

第
四
に
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
筆
者
や
ア
ー
レ
ン
ト
、
リ
オ
タ
ー
ル

を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
崇
高
の
探
究
者
と
は
異
な
り
、
美
や
崇
高

。

、

の
判
定
の
主
体
を
超
越
論
的
主
体
と
解
し
て
い
る

ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は

判
断
力
批
判
の
第
一
部
・
美
感
的
反
省
的
判
断
力
の
原
理
で
あ
る
数

多
性
の
原
理
と
共
同
体
的
感
覚
の
働
き
を
否
定
す
る
。
ま
た
、
師
の

。

、

ド
・
マ
ン
の
遂
行
論
的
解
釈
の
可
能
性
も
否
定
し
て
い
る

第
五
に

こ
の
よ
う
な
崇
高
の
理
論
は
、
筆
者
や
リ
オ
タ
ー
ル
と
は
異
な
り
、

カ
ン
ト
の
崇
高
の
哲
学
の
批
判
的
機
能
を
表
す
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ｢

代
理
不
可
能｣

な
他
者
へ
の
情
動
が｢

上
か
ら
の
暴
力
の
発
動｣

を

帰
結
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
と
り
わ
け
先
住
民
に
対
す
る
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な
普
遍
主
義
に
よ
る
暴
力
的
な
発
動
を
読
み

取
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
理
性
批
判
の
遂
行
者
で
あ
る
カ

ン
ト
に
は
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
理
性
の
批
判
が
欠
如
し
て
い
る
ど

こ
ろ
か
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
理
性
批
判
の
批
判
対
象
と
し
て
厳
し

く
断
罪
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

今
日
の｢

カ
ン
ト
に
お
け
る
崇
高
の
経
験｣

に
関
す
る

も
ラ
デ
ィ

カ
ル
で
否
定
的
な
見
解
に
対
し
て
、
今
日
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な

現
状
に
対
す
る
批
判
的
論
点
の
多
く
で
意
見
を
共
有
す
る
者
の
一
人

と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
応
答
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
ス
ピ
ヴ

ァ
ク
の
見
解
と
筆
者
の
見
解
と
を
突
き
合
わ
せ
る
作
業
に
移
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
良
き
理
解
者
で｢

戦
友｣

と
も
言
う
べ

き
ド
ゥ
ル
シ
ラ
・
コ
ー
ネ
ル
の
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
解
釈
が
、
大
き
な
誤
解

に
基
づ
い
て
い
る
点
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
第
一
に
確
認
し
て
お
く
べ
き
点
は
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
カ
ン

ト
批
判
の
核
心
と
し
て
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
に
は
植
民
地
以
後
の

理
性
が
生
み
出
し
て
き
た
現
代
社
会
の
様
々
な
歪
み
を
糺
す
よ
う
な

｢
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
理
性
批
判｣

が
欠
け
て
い
る
、
と
い
う
論
点
に

あ
る
。
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
に
は
言
語
批
判
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
批

（
二
〇
）

判
や
歴
史
的
理
性
の
批
判
、
文
化
的
理
性
の
批
判
が
欠
け
て
い
る
と
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い
う
批
判
よ
り
も
、
遥
か
に
深
刻
で
致
命
的
な
批
判
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
カ
ン
ト
の
思
想
に
は
、｢

ポ
ス
ト
コ

ロ
ニ
ア
ル
言
説
と
の
共
犯
関
係｣

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
道
徳
的
自
由
の
哲
学
を
標
榜
す
る
批
判
哲
学
は
、
反
道
徳
的

、

。

、

な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
担
い
手
と
し
て

今
日
再
登
場
す
る

第
二
に

そ
の
理
由
と
し
て
カ
ン
ト
の
三
批
判
書
で
は
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
主
体
、

｢

先
住
民｣

を
予
め
排
除
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な

人
間
観
、
文
化
的
価
値
観
に
依
拠
し
て｢

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
者｣

を
排

斥
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

現
今
の
新
植
民
地
主
義
的
な
知
の
生
産

に
奉
仕
す
る｣

と
い
う
認
識
が
潜
ん
で
い
る
。
カ
ン
ト
の
道
徳
法
則

に
依
拠
し
た
普
遍
主
義
の
立
場
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
、
女
性

蔑
視
の
男
性
中
心
主
義
の
立
場
を
端
的
に
表
現
し
て
お
り
、
非
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
地
域
の
住
民
、
と
り
わ
け
「
先
住
民
」
に
対
す
る
蔑
視
が
根

底
に
潜
ん
で
い
る
。
第
三
に
、
こ
う
し
た
理
性
の
批
判
を
遂
行
す
る

た
め
に
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
と
り
わ
け
『
判
断
力
批
判
』
の
崇
高
論

の
論
述
に
着
目
す
る
。
カ
ン
ト
の
「
崇
高
」
と
「
崇
高
な
も
の
の
分

析
論
」
に
は
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
的
な
性
格
を
も
つ
言
説
に
満
ち

て
い
る
、
と
解
す
る
。
そ
こ
で
、
次
に
カ
ン
ト
の
崇
高
論
に
対
す
る

批
判
の
中
心
部
を
な
す
「
詐
取
」

に
関
す
る
論
述
に

(S
u
breption

)

立
ち
入
っ
て
み
た
い
。

ス
ピ
ヴ
ァ
ク
も
ま
た
、
崇
高
な
も
の
が
自
然
の
対
象
で
は
な
く
、

本
来
人
間
の
精
神
、
道
徳
性
に
付
与
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
崇
高
の
感
情
は
、
道
徳
法
則
に
対
す
る
尊
敬
の
感
情
で
あ

る
こ
と
を
適
切
に
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
の
「
詐
取
」
の
働
き
に
つ

su
pplem

en
tation

)

い
て
こ
う
説
明
す
る

「
こ
の
代
理･

補
足

(

。

を
自
然
に
対
す
る
感
情
と
名
づ
け
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
メ
タ
レ
ー
プ

シ
ス(

〔
訳
者
と
筆
者
の
補
足:

原
因
を
結
果
で
置
き
換

m
etalepsis)

え
る
こ
と
〕
で
あ
り
、
あ
る
詐
取
的
虚
偽
陳
述

に

“S
u
breption

”

よ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ

と
は
、
強
力
な
意

“S
u
breption

”

味
を
も
つ
言
葉
で
あ
り
、
教
会
法
で
は
〈
免
責
を
得
る
た
め
に
真
実

を
隠
す
こ
と
〉

を
意
味
し
て
い
る

、
と
注
意
を
喚
起
し
て

(O
E
D
)

」

（
二
一
）

a
tropin

g)

い
る

ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は

繰
り
返
し

崇
高
の
構
造
は
喩(

。

、

「

に
よ
る
も
の
で
あ
る

、
と
主
張
す
る
。
こ
の
解
釈
そ
の
も
の
は
、

」

「
二
」
で
も
み
た
よ
う
に
少
し
も
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
筆
者

の
解
す
る
か
ぎ
り
、
著
者
の
真
の
狙
い
も
ま
た
、
そ
れ
を
指
摘
す
る

こ
と
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
戦
略
は
、
カ
ン
ト
や

筆
者
が
試
み
た
よ
う
に

と
そ
の
「
す
り
替
え

「
取

S
u
breption

」
、

り
違
い
」
の
発
見
に
理
性
批
判
の
積
極
的
意
義
を
見
出
す
の
で
は
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な
く
、
カ
ン
ト
が
「
免
責
を
得
る
た
め
に
真
実
を
隠
す
こ
と
」
を
行

（
二
二
）

っ
て
い
る
、
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
が

「
自
然
に
お
け
る
崇
高
な
も
の
は

、

詐
取
的
虚
偽
陳
述
に
よ
る
非
本
来
性
に
よ
っ
て
操
作
さ
れ
て
い
る
。

わ
た
し
た
ち
の
道
徳
性
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
秘
密
性

に
よ
っ
て
操
作
さ
れ
て
い
る
」
と
言
う
時
、
カ
ン
ト
自
身
は
道
徳
性

に
背
馳
す
る
と
い
う
理
由
で
終
始
否
定
的
に
評
価
し
た
は
ず
の
「
レ

ト
リ
ッ
ク
と
秘
密
性
」
の
内
実
が
あ
ら
わ
に
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、

、

。

崇
高
の
判
定
に
は

開
化

が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る

(K
u
ltu
r)

し
か
し
こ
の
判
断
は

「
そ
れ
で
も
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に

、

開
化
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。･

･
･

こ
の
判
断
は
、

そ
の
基
礎
を
人
間
の
本
性
の
う
ち
に
も
っ
て
お
り･

･
･

（
実
践
的
）

諸
理
念
に
対
す
る
感
情
、
言
い
換
え
れ
ば
道
徳
的
感
情
の
素
質
の
う

ち
に
も
っ
て
い
る

」

。
こ
の
主
張
に
対
し
て
は
、
こ
の
開

。

(V
,
265)

化
に
対
し
て
生
ま
れ
つ
き
よ
そ
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
開
化
、
文

化
の
な
か
で
陶
冶
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
著
者
は
解
す

る
。
な
ぜ
な
ら
、
カ
ン
ト
は
「
人
倫
的
諸
理
念
が
発
達
し
て
い
な
け

れ
ば
、
開
化
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
が
崇
高
と
呼
ぶ
も
の

は
、
未
開
の
人
間

に
は
、
た
ん
に
威
嚇

(dem
roh

en
M
en
sch

en
)

的
に
み
え
る
だ
け
で
あ
ろ
う
」

、
と
明
言
し
て
い
る
か
ら
で

(ibid.)

。

、

。

、

あ
る

こ
こ
に
は

明
ら
か
に
パ
ラ
ド
ク
ス
が
あ
る

カ
ン
ト
で
は

「
無
教
育
な
」
者
は
特
に
子
供
と
貧
者
で
あ
り

「
生
ま
れ
つ
き
教

、

育
不
可
能
な
」
者
と
は
、
女
性
で
あ
る
。
他
方
、｢

未
開
な｣

「
野

、

蛮
な
」
と
い
う
場
合
、
未
開
人
や
原
始
人
が
念
頭
に
あ
る
、
と
言
う

の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
人
間
に
対
す
る
崇
高
を
自
然
に
対
す
る
崇
高

と
「
す
り
替
え
る

「
詐
取
的
虚
偽
陳
述
」
そ
の
も
の
が
、
文
化
的

」
、

に
開
化
さ
れ
た
者
だ
け
が
陥
る
「
誤
謬
」
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
「
誤

」

、

。

、

謬

は

そ
う
し
た
者
に
よ
っ
て
の
み
正
す
こ
と
が
で
き
る

他
方

無
限
の
深
淵
が
崇
高
な
も
の
で
は
な
く
、
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
る
よ

う
な
野
蛮
な
人
間
が
犯
す
誤
り
は
、
文
化
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
正
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て

「
野
蛮
な
人
間
は
、
道
徳

、

に
対
す
る
感
情
の
構
造
を
含
ん
だ
素
質
な
い
し
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
も
つ

、

」

。

主
体
を
ま
だ
達
成
し
て
お
ら
ず

所
有
し
て
も
い
な
い

の
で
あ
る

こ
こ
か
ら
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
野
蛮
な
人
間
が
三
批
判
書
の
な
か
で

は
主
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
、
と
結
論
付
け
る
。
こ
の

こ
と
に
気
付
か
な
い
な
ら
ば

「
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
主

、

体
の
偽
装
さ
れ
た
歴
史
と
地
誌
を
無
視
す
る
に
等
し
い
」
こ
と
に
な

（
二
三
）
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る
。
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
自
分
が
崇
高
論
に
関
し
て
も
多
く
を
学
ん
だ

は
ず
の
師
の
ド
・
マ
ン
も
ま
た
、
こ
う
し
た
点
に
気
付
か
な
か
っ
た

と
批
判
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
崇
高
な
も
の
の
分
析
論
に
み
ら
れ
る

「

〈

〉

〈

〉

思
弁
理
性
に
み
ず
か
ら
の

限
界

と
道
徳
的
理
性
の

無
限
性

と
を
理
解
さ
せ
る
訓
練
と
し
て
の
文
化
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、

初
期
段
階
の(

あ
る
い
は
他
の)

社
会
に
属
す
る
〈
未
開
発
の

(

理
性

〉
を
前
提
に
し
て
い
る
」
と
断
定
す
る
。
こ

u
n
an
gebau

t)

（
二
四
）

う
し
て

「
カ
ン
ト
の
哲
学
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
崇
高
な
も
の
で
あ

、

れ
、
ブ
ル
ジ
ュ
ワ
的
な
も
の
で
あ
れ
、
暗
々
裏
に
認
め
ら
れ
た
文
化

的
差
異
に
よ
っ
て
作
動
し
て
い
る

、
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。

」

こ
の
よ
う
な
き
わ
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
カ
ン
ト
の
崇
高
論
批
判

は
、
ど
こ
ま
で
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
検
討
に
入
る
前
に
、
ス
ピ

ヴ
ァ
ク
の
主
著
の
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
を
表
明
す
る
ド
ゥ
ル
シ
ラ
・
コ
ー

ネ
ル
の
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
解
釈
に
眼
を
向
け
て
み
た
い
。

四

抵
抗
と
和
解

数
年
前
に
コ
ー
ネ
ル
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
立
場
か
ら
政
治
と
倫

理
の
問
題
を
扱
っ
た
論
文
の
な
か
で
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
主
著
『
ポ
ス
ト

コ
ロ
ニ
ア
ル
理
性
批
判
』
に
立
ち
入
っ
て
い
る
。
コ
ー
ネ
ル
は
、
こ

の
書
の
核
心
部
分
を
な
す
の
が
崇
高
の
理
論
で
あ
る
と
い
う
観
点
か

ら

『
サ
バ
ル
タ
ン
は
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
』
の
議
論
と
重
ね
合

、
わ
せ
て

カ
ン
ト
お
よ
び
シ
ラ
ー
の
崇
高
論
に
言
及
し
て
い
る

私

、

。「

〔
コ
ー
ネ
ル
〕
の
議
論
の
中
心
は
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
が
わ
れ
わ
れ
に
呼

び
か
け
る
倫
理
的
関
係
の
〈
排
除
〉
の
崇
高
さ
が
証
言
さ
れ
る
べ
き

で
あ
れ
ば
、
美
的
共
同
体
に
訴
え
る
連
帯
を
介
し
て
そ
う
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
け
で
あ
る

、
と
い
う
点
に
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

」

（
二
五
）

ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
、
主
著
の
主
題
で
言
え
ば
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
政
策
の
な
か
で
幾
重
に
も
排
除
さ
れ
て
き
た
イ

ン
ド
の
女
性
や
そ
の
他
の
「
他
者
」
の
物
語
を
崇
高
の
感
情
に
よ
っ

て
、
再
現
前
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

コ
ー
ネ
ル
の
崇
高
の
議
論
に
限
定
す
れ
ば
、
主
要
な
論
点
は
、
次

。

、

、

の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

第
一
に

コ
ー
ネ
ル
は

ス
ピ
ヴ
ァ
ク
に
よ
る
シ
ラ
ー
の
崇
高
把
握
に
注
目
す
る
が
、
カ
ン
ト

と
シ
ラ
ー
の
崇
高
論
を
原
理
的
に
区
別
し
て
は
い
な
い
。
し
か
も
、

崇
高
に
関
し
て
「
カ
ン
ト
は
粗
野
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
と
男
性

的
偏
見
を
証
拠
立
て
て
い
る
」
の
に
対
し
て
、
シ
ラ
ー
は
カ
ン
ト
で
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は
十
分
に
区
別
さ
れ
な
か
っ
た
崇
高
の
重
要
な
二
区
分
を
行
っ
た
点

を
評
価
し
て
い
る
。
第
二
に
、
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
崇
高
は
、

（
二
六
）

コ
ー
ネ
ル
で
は
カ
ン
ト
の
尊
厳
の
思
想
と
と
も
に
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意

。

、

、

味
で
道
徳
性
と
重
ね
あ
わ
せ
て
解
釈
さ
れ
る

し
か
も

崇
高
と
は

人
間
の
抵
抗
の
勇
気
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
尊
厳
の
感
情
で
あ
る
。

端
的
に
言
え
ば
、
抑
圧
さ
れ
た
女
性
た
ち
の
「
倫
理
的
抵
抗
」
は
崇

高
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
忘
却
さ
れ
、
長
い

間
他
者
と
し
て
排
除
さ
れ
て
き
た
南
ア
フ
リ
カ
の
国
民
や
、
パ
レ
ス

チ
ナ
の
人
々
の
抵
抗
は
、
勇
敢
な
兵
士
に
か
ぎ
ら
ず
崇
高
で
あ
る
。

（
二
七
）

第
三
に
、
コ
ー
ネ
ル
は
、
上
記
の
よ
う
な
ア
フ
リ
カ
や
パ
レ
ス
チ
ナ

な
ど
の
抵
抗
の
闘
争
の
崇
高
さ
を
西
洋
諸
国
の
市
民
が
見
逃
し
が
ち

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
彼
ら
に
は
尊

厳
と
尊
敬
を
認
め
て
い
な
い
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
結

果

「
こ
れ
ら
の
闘
争
の
表
象
〔
崇
高
〕
の
た
め
に
証
言
す
る
こ
と

、

sen
su
s
com

m
u
n
is

の
で
き
た

壊
れ
や
す
い

美
的
共
通
感
覚

(

、

〈

〉

が
現
れ
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
」
と
い
う
事
態
を

aesth
eticu

s)

（
二
八
）

解
明
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
コ
ー
ネ
ル
は
、
幾
つ
か
の
点
で
看
過
で
き
な
い
独
自

の
観
点
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
第
一
に
、
コ
ー
ネ
ル
は
、
崇
高
な
感

情
の
働
き
を
美
的
な
働
き
と
同
様
に
、
美
的
な
共
通
感
覚
の
働
き
に

求
め
て
い
る
。
第
二
に
、
コ
ー
ネ
ル
は
、
カ
ン
ト
か
ら
人
間
の
尊
厳

と
尊
敬
が
道
徳
性
と
不
可
分
で
あ
る
点
を
学
び
つ
つ
、
カ
ン
ト
が
感

性
的
と
英
知
的
と
の
原
理
的
区
別
を
行
な
っ
た
た
め
に
不
明
確
と
な

っ
た
、
経
験
の
な
か
で
の
崇
高
の
体
験
を
シ
ラ
ー
の
崇
高
論
の
う
ち

に
読
み
取
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
カ
ン
ト
と
シ
ラ
ー
を

重
ね
て
評
価
し
よ
う
と
す
る
コ
ー
ネ
ル
の
意
図
が
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
コ
ー
ネ
ル
の
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
後
ほ
ど
立
ち
入
る
こ
と

に
し
て
、
ま
ず
、
カ
ン
ト
の
崇
高
の
理
論
を
め
ぐ
る
コ
ー
ネ
ル
と
ス

ピ
ヴ
ァ
ク
と
の
相
違
点
か
ら
み
て
い
こ
う
。

第
一
に
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
コ
ー
ネ
ル
の
解
釈
と
は
異
な
り
、
連

帯
の
「
美
的
共
同
体
」
の
可
能
性
を
主
張
し
て
は
い
な
い
。
正
確
に

言
え
ば
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
こ
う
し
た
可
能
性
そ
の
も
の
を
原
理
的

に
排
除
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
二
に
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、

コ
ー
ネ
ル
が
強
調
す
る
「
表
象
＝
代
理
」
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を

主
張
し
て
い
る
。
第
三
に
、
こ
れ
ら
の
相
違
が
生
じ
る
根
拠
で
も
あ

る
崇
高
の
把
握
が
、
両
者
の
間
で
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
コ

ー
ネ
ル
に
と
っ
て
は
、
崇
高
は
道
徳
的
な
も
の
、
尊
厳
と
尊
敬
に
値

す
る
も
の
に
向
け
ら
れ
た
積
極
的
な
感
情
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
崇
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高
は
普
遍
的
な
感
情
と
し
て
積
極
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、

ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
崇
高
は
カ
ン
ト
の
崇
高
だ
け
で
な
く
、
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
が
崇
高
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
崇
高
の
認

識
を
含
め
て
、
総
じ
て
否
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。
お
よ
そ
普
遍
的

な
言
説
は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
性
を
含
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的

見
解
と
し
て
否
定
的
に
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
四
に
、
ス
ピ
ヴ

ァ
ク
に
よ
る
カ
ン
ト
お
よ
び
シ
ラ
ー
の
関
係
把
握
に
つ
い
て
も
、
コ

ー
ネ
ル
は
誤
っ
た
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
主
著

の
『
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
理
性
批
判
』
で
は
、
カ
ン
ト
と
シ
ラ
ー
と

原
理
的
な
差
異
を
自
覚
し
て
お
り
、
両
者
を
関
係
付
け
、
重
ね
合
わ

。

、

せ
る
よ
う
な
解
釈
は
採
用
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る

こ
の
書
で
は

シ
ラ
ー
に
対
し
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
せ
ず
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
批
判
に

集
中
し
て
い
る
。
第
五
に
、
こ
う
し
た
姿
勢
に
は
、
明
ら
か
に
旧
師

（
二
九
）

の
ド
・
マ
ン
の
影
響
が
窺
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
共

鳴
な
い
し
賛
成
の
姿
勢
で
は
な
く
、
シ
ラ
ー
よ
り
も
カ
ン
ト
を
評
価

、

。

す
る
彼
の
解
釈
に
対
し
て
懐
疑
的

批
判
的
に
応
答
す
る
の
で
あ
る

こ
う
し
て
み
る
と
、
コ
ー
ネ
ル
の
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
解
釈
は
致
命
的
な

誤
り
を
犯
し
て
い
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
筆
者

の
意
図
は
、
コ
ー
ネ
ル
の
こ
う
し
た
誤
り
を
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
筆
者
は
、
コ
ー
ネ
ル
の
「
誤
解
」
が
か
え

っ
て
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
崇
高
論
の
孕
む
問
題
点
を
照
ら
し
出
す
結
果
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
ド
・
マ
ン
や
ア
ド
ル
ノ
な
ど
の
崇
高
論
と
コ
ー
ネ
ル
説
と

の
関
係
に
触
れ
て
み
た
い
。
第
一
に
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
コ
ー
ネ

ル
は
、
崇
高
の
感
情
に
よ
っ
て
抵
抗
す
る
人
た
ち
、
不
当
に
虐
げ
ら

れ
た
人
た
ち

「
歴
史
の
流
れ
」
に
押
し
流
さ
れ
、
忘
却
の
淵
に
追

、

い
や
ら
れ
た
人
た
ち
の
間
の
尊
厳
を
救
い
、
こ
う
し
た
人
た
ち
の
あ

「

」

。

、

い
だ
の

美
的
共
同
体

の
形
成
の
重
要
性
を
唱
え
た

こ
こ
に
は

屈
折
し
た
論
理
を
展
開
す
る
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
に
は
み
ら
れ
な
い
優
れ
た

着
眼
が
み
ら
れ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。
さ
き
に
筆
者
は
、
ピ
ロ
ウ
の

崇
高
論
に
、
尊
敬
の
感
情
に
よ
る
合
意
形
成
の
働
き
に
着
眼
し
た
見

解
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
両
者
で
は
、
問
題
意
識
が
ま
っ
た
く

異
質
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

こ
の
点
で
共
通
性
を
有
す
る

ド
・

、

。

マ
ン
の
カ
ン
ト
評
価
も
、
や
は
り
ま
た
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
の
も
つ

遂
行
論
的
側
面
に
対
す
る
積
極
的
評
価
が
あ
っ
た
。
例
え
ば

「
崇

、

、

、

高
は

こ
の
よ
う
な
純
粋
に
形
式
的
な
シ
ス
テ
ム
の
限
界
の
う
ち
で

す
な
わ
ち
心
の
能
力
と
し
て
で
は
な
く
、
純
粋
な
〔
喩

(

の

trope)

シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
〕
言
説
と
し
て
の
み
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き



15／カントにおける崇高の経験

る

。
第
二
に
、
こ
こ
に
は
ま
た
、
崇
高
に
よ
っ
て
、
抵
抗
す
る
人

」

（
三
〇
）

た
ち
の
連
帯
と
と
も
に
和
解
の
論
理
が
存
在
し
て
い
る
、
と
み
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
見
解
に
は
、
か
つ
て
ア
ド
ル
ノ
が
崇
高
の
概
念
に
よ

っ
て
期
待
し
た
場
合
と
同
じ
論
理
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
ア
ド
ル
ノ
は
、
自
然
と
人
間
と
の
和
解
を
探
究
し
た
の

に
対
し
て
、
コ
ー
ネ
ル
は
、
も
っ
ぱ
ら
人
間
間
の
和
解
を
求
め
て
い

、

。

、

る

と
言
え
よ
う

そ
う
解
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
な
い
と
す
れ
ば

コ
ー
ネ
ル
も
ま
た
、
崇
高
と
い
う
本
来
和
解
を
拒
絶
す
る
抵
抗
の
論

理
を
看
過
し
た
、
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
か
つ
て

（
三
一
）

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
趣
味
判
断
に
よ
る
美
的
共
同
体
の
論
理
を
政
治
的

。

、

判
断
力
と
政
治
的
共
同
体
の
論
理
と
し
て
読
み
換
え
た

そ
の
た
め

あ
の
「
政
治
の
美
学
化
」
に
陥
る
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ

こ
で
も
コ
ー
ネ
ル
は
崇
高
を
美
学
化
し
、
そ
の
結
果
ア
ー
レ
ン
ト
と

同
じ
危
険
に
陥
っ
て
い
る
、
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し

た
結
果
を
招
来
し
た
の
は
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
と
同
様
に
、
カ
ン
ト
の
崇

高
論
よ
り
も
シ
ラ
ー
の
美
的
な
崇
高
論
に
依
拠
し
た
た
め
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て

み
た
い
。

コ
ー
ネ
ル
が
明
言
す
る
よ
う
に
、
コ
ー
ネ
ル
、
そ
し
て
ス
ピ
ヴ
ァ

ク
は
、
カ
ン
ト
よ
り
も
シ
ラ
ー
の
崇
高
の
方
を
高
く
評
価
す
る
。
し

(das
P
raktisch

-

か
も

コ
ー
ネ
ル
は

シ
ラ
ー
の

実
践
的
崇
高

、

、

「

erh
aben

e)
(das

K
on
tem

plativ-

」
、
と
り
わ
け
「
観
照
的
崇
高

」
に
依
拠
し
て
崇
高
論
を
展
開
す
る
。
コ
ー
ネ
ル
は
、

erh
aben

e)

正
確
に
論
じ
て
い
な
い
の
で
、
筆
者
の
立
場
か
ら
補
足
的
に
説
明
す

れ
ば
、
こ
の
見
解
は
、
シ
ラ
ー
の
初
期
に
執
筆
さ
れ
た
作
品
『
崇
高

(Ü
ber

das
E
rh
aben

e)
das

に
つ
い
て

』
で
の
「
理
論
的
崇
高

(

T
h
eoretisch

erh
aben

e)
das

P
raktisch

-

」
と
「
実
践
的
崇
高

(

」
と
の
区
別
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
で

erh
aben

e)

の
数
学
的
崇
高
と
力
学
的
崇
高
と
の
区
別
に
対
応
し
た
区
分
で
あ

る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
シ
ラ
ー
は
、
後
者
を
「
観

照
的
崇
高

(

」
と
「
パ
テ
ー
テ
ィ

das
K
on
tem

plativerh
aben

e)

シ
ュ
な
崇
高

(

」
と
の
二
つ
の
ア
ス

das
P
ath

etisch
erh

aben
e)

ペ
ク
ト
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
コ
ー
ネ
ル
の
説
明
で
は
、
こ
の
概
念

（
三
二
）

的
関
連
と
区
別
の
理
解
が
正
確
で
は
な
い
た
め
、
や
や
議
論
の
単
純

化
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
の
狙
い
は
、
カ
ン
ト
お
よ
び

シ
ラ
ー
の
内
在
的
研
究
を
意
図
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ

の
点
は
不
問
に
付
し
て
先
を
急
ぐ
こ
と
に
し
よ
う
。
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カ
ン
ト
は

『
判
断
力
批
判
』
で
は
美
を
人
倫
性
の
象
徴
と
解
釈

、

し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
崇
高
は
む
し
ろ
自
然
と
の
関
係
か
ら
自
然

の
宇
宙
論
的
な
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
点
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
る
か
ぎ
り
、
カ
ン
ト
に
は
、
シ
ラ
ー
の

よ
う
に
、
美
と
道
徳
性
と
の
関
係
を
密
接
に
解
釈
し
、
人
倫
性
の
歴

史
的
・
政
治
的
実
現
化
へ
と
架
橋
し
よ
う
と
す
る
視
点
は
な
い
、
と

い
う
見
方
が
生
じ
て
も
少
し
も
奇
異
で
は
な
い
。
ま
た
、
コ
ー
ネ
ル

（
三
三
）

が
着
目
し
た
よ
う
に
、
シ
ラ
ー
は
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
崇
高
を
自
然

の
対
象
よ
り
も
芸
術
作
品
の
う
ち
に
見
出
し
、
と
り
わ
け
演
劇
と
の

密
接
な
関
係
を
重
視
し
た
。
そ
の
点
で
は

「
カ
ン
ト
は
芸
術
の
領

、

域
か
ら
崇
高
を
排
除
し
た
」
と
批
判
し
た
ア
ド
ル
ノ
と
の
共
通
点
を

（
三
四
）

指
摘
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
ド
・
マ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ラ
ー
の
見
解
に
対
し
て
カ

ン
ト
自
身
が
避
け
て
き
た
経
験
的
、
心
理
学
的
な
考
察
を
採
用
し
、

カ
ン
ト
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
た
崇
高
の
物
語
を
擬
人
化
し
た
、
と

批
判
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
や
は
り
カ
ン
ト
よ
り
も
シ
ラ
ー
の

う
ち
に
「
政
治
の
美
学
化
」
の
危
険
を
読
み
取
っ
た
イ
ー
グ
ル
ト
ン

、

。

、

の
解
釈
と
重
な
る

と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う

ド
・
マ
ン
に
よ
れ
ば

（
三
五
）

カ
ン
ト
は
、
シ
ラ
ー
と
は
異
な
り
厳
密
に
哲
学
的
な
関
心
を
扱
い
、

厳
密
に
哲
学
的
で
認
識
論
的
な
問
題
を
扱
っ
て
お
り
、
あ
る
種
の
理

由
に
よ
り
、
間
人
格
的
、
演
劇
的
な
表
現
方
法
を
選
択
し
た
の
で
あ

る
。
シ
ラ
ー
に
は
、
こ
う
し
た
認
識
論
的
関
心
は
な
く
、
哲
学
的
関

心
が
欠
如
し
て
い
る
、
と
ド
・
マ
ン
は
主
張
す
る
。
第
三
に
、
し
た

が
っ
て
シ
ラ
ー
の
崇
高
論
は
、
コ
ー
ネ
ル
の
見
解
と
は
対
照
的
に
、

「
終
始
ま
っ
た
く
非
カ
ン
ト
的
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
り

「
シ
ラ
ー

、

の
観
念
論
は
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
・
批
判
的
な
言
語
と
は
対
照
的

で
あ
っ
た

。
も
ち
ろ
ん
、
ド
・
マ
ン
は
、
カ
ン
ト
を
無
条
件
に
シ

」

（
三
六
）

ラ
ー
よ
り
も
高
く
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
に
、
カ
ン

ト
が
能
力
論
の
う
ち
で
崇
高
を
固
定
化
し
て
理
解
し
て
い
る
点
が
批

判
さ
れ
、
崇
高
は
能
力
論
の
代
わ
り
に
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
活
動

へ
と
広
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
第
二
に
、
美

（
三
七
）

的
経
験
を
感
性
的
性
質
に
制
限
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
味
論
的
な

。

、

深
み
に
欠
け
る
結
果
と
な
っ
た
点
も
鋭
く
批
判
し
て
い
る

第
三
に

崇
高
論
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
と
し
て
カ
ン
ト
哲
学
の
体
系
的
場

所
が
存
在
す
る
、
と
指
摘
す
る
。

（
三
八
）

要
す
る
に
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
に
対
す
る
ド
・
マ
ン
の
評
価
は
限

定
的
で
あ
っ
た
。
彼
は

「

判
断
力
批
判
』
の
崇
高
を
論
じ
た
箇
所

、
『

が
カ
ン
ト
の
全
著
作
の
な
か
で

も
難
解
で
未
解
決
の
箇
所
の
ひ
と
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つ
で
あ
る
」
こ
と
を
適
切
に
認
識
し
て
い
た
。
ま
た
彼
は
、
崇
高
の

言
語
の
遂
行
論
的
活
動
に
も
着
目
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら

他
者
と
の
関
係
に
踏
み
込
む
こ
と
を
避
け
て
い
る
。
さ
ら
に
リ
オ
タ

ー
ル
と
比
較
し
た
場
合
、
崇
高
概
念
の
批
判
的
機
能
に
気
付
く
こ
と

が
な
か
っ
た
点
は
、
大
き
な
弱
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
両
者

と
も
に
、
後
述
の
よ
う
な
崇
高
と
道
徳
性
と
の
不
可
分
な
関
係
を
看

過
し
た
事
実
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

他
方
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
こ
う
し
た
旧
師
の
シ
ラ
ー
批
判
と
カ
ン
ト

評
価
の
視
点
に
対
し
て
は
、
正
面
か
ら
反
論
す
る
方
法
を
採
用
す
る

こ
と
を
せ
ず

「
カ
ン
ト
に
お
け
る
擬
人
化
の
契
機
を
追
放
す
る
の

、

で
は
な
く
、
む
し
ろ
状
況
化
す
る
こ
と
」
を
提
案
す
る
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
な
試
み
を
行
わ
な
い
ド
・
マ
ン
に
対
し
て
は

「
カ
ン
ト
の

、

テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
主
体
の
偽
装
さ
れ
た
歴
史
と
地
誌
を
無
視
す
る

こ
と
に
等
し
い

、
と
批
判
す
る
。
こ
こ
で
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
哲
学

」

の
外
に
踏
み
出
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
自
分
の
よ
う
な
カ
ン
ト

、「

、

の
読
み
方
を
し
な
い
限
り

哲
学
と
い
う
学
問
の
内
部
か
ら
で
は

(ju
stify

こ
の
よ
う
な
読
み
方
は
決
し
て
み
ず
か
ら
を
正
当
化

」

。

、

。

itself)

で
き
な
い

と
い
う
の
で
あ
る

だ
が

そ
う
で
あ
ろ
う
か

（
三
九
）

、

。

、

崇
高
の
理
論
は

正
当
化
の
理
論
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か

ま
た

そ
の
た
め
に
哲
学
の
外
部
に
出
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
主
張
は
、
ド
・
マ
ン
と
カ
ン
ト
の
両
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る

と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
批
判
は
と
も

に
的
を
外
し
て
い
る
。
第
一
に
、
旧
師
に
対
す
る
批
判
と
い
う
観
点

か
ら
す
れ
ば
、
ド
・
マ
ン
は

「
崇
高
は
、
哲
学
的(

超
越
論
的
な
い

、

し
形
而
上
学
的)

原
理
と
し
て
基
礎
付
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
言
語

」

。

学
的
原
理
と
し
て
の
み
基
礎
付
け
る
こ
と
が
で
き
る

と
解
釈
す
る

（
四
〇
）

彼
は
、
崇
高
の
哲
学
か
ら
の
い
わ
ば
言
語
論
的
変
換
を
試
み
て
い
る

の
で
あ
る
。
師
弟
は
と
も
に
、
自
覚
的
に
哲
学
の
外
部
に
思
索
の
足

を
踏
み
出
し
て
い
る
点
で
相
違
は
な
い
。
そ
う
な
る
と
問
題
の
所
在

は

「
カ
ン
ト
と
崇
高
」
を
論
じ
る
立
場
が
、
彼
ら
が
主
張
す
る
よ

、
う
な
思
考
の
方
向
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
に
あ
る
。

筆
者
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
、
崇
高
の
理
論
は
、
反
省
的
判
断
力
に
よ

る
批
判
的
反
省
の
理
論
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で

後
に
、
こ

の
理
論
に
よ
っ
て
拓
か
れ
る
「
崇
高
の
経
験
」
と
そ
の
可
能
性
、
さ

ら
に
他
者
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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五

崇
高
の
可
能
性
と
他
者
の
経
験

ま
ず
崇
高
の
な
か
で
も
、
特
に
重
要
な
力
学
的
崇
高
を
中
心
に
し

て
「
崇
高
の
可
能
性
の
条
件
」
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
崇

（
四
一
）

高
の
判
定
の
際
に
は
、
判
定
者
は
「
関
心
を
欠
く
」
こ
と
が
不
可
欠

の
条
件
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
崇
高
の
感
情
に
は
、
自
己
の
関
心
か
ら

距
離
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
自
己
の
利
害
関
心

か
ら
距
離
を
も
つ
こ
と
で
あ
り
、
空
間
的
・
時
間
的
な
意
味
で
の
日

常
的
生
活
空
間
か
ら
距
離
を
保
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
二
に
、
判

定
者
の
自
己
保
存
の
確
保
が
前
提
さ
れ
て
い
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、

崇
高
の
感
情
を
惹
起
す
る
際
の
自
然
の
巨
大
な
も
の
、
人
間
を
圧
倒

す
る
自
然
の
猛
威
は
、
そ
れ
を
眺
め
る
人
間
に
対
し
て
実
際
に
身
体

。

、

の
危
険
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た

し
た
が
っ
て

自
然
が
人
間
に
対
し
て
与
え
る
恐
怖
は
、
現
実
の
恐
怖
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
こ
う
し
た
自
然
の
対
象
は
、
端
的
に
大
き
い
も
の
、
比

較
を
超
え
て
大
き
な
も
の
、
人
間
の
存
在
を
凌
駕
す
る
圧
倒
的
な
力

を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
感
性
の

能
力
で
あ
る
構
想
力
の
描
出
の
働
き
を
凌
駕
し
て
お
り
、
理
性
の
理

念
の
表
象
不
可
能
性
が
自
覚
さ
れ
る
。
感
性
と
理
性
と
の
間
に
通
約

不
可
能
な
事
態
が
惹
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
四
に
、
こ
の
よ
う
な

経
験
は
、
人
間
の
心
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
引
き
起
こ
す
。
カ
ン
ト

が
崇
高
の
経
験
の
う
ち
に
あ
る
種
の
運
動
を
見
出
し
た
の
は
適
切
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
崇
高
の
構
造
の
う
ち
に
メ
タ
フ
ァ
ー
の
重
要

性
を
見
出
す
の
は
、
き
わ
め
て
妥
当
で
あ
る
。
第
五
に
、
こ
れ
ら
の

（
四
二
）

条
件
は
経
験
の
可
能
性
の
条
件
の
よ
う
に
、
構
成
的
原
理
と
解
さ
れ

て
は
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
崇
高
の
判
定
は
、
反
省
的
判
断
で
あ
る

こ
と
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。
し
た
が
っ
て
崇
高
の
判
断
に
関
す

る
か
ぎ
り
、
構
成
的
な
概
念
や
原
則
に
向
け
ら
れ
た
普
遍
主
義
と
い

、

。

、

う
批
判
は

妥
当
し
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る

崇
高
の
判
断
は

つ
ね
に
誤
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
「
崇
高
は
危
う
い
」
の

で
あ
る
。
崇
高
の
概
念
と
判
断
は
、
こ
う
し
た
「
危
険
」
を
冒
す
こ

と
を
自
覚
し
な
が
ら
、
ど
こ
ま
で
も
統
制
的
で
発
見
的
な
性
格
を
維

持
す
べ
き
で
あ
る
。
第
六
に
、
こ
の
よ
う
な
崇
高
に
関
す
る
性
格
づ

け
は
、
カ
ン
ト
の
美
感
的
な
崇
高
論
か
ら
上
述
の
よ
う
な
社
会
的
・

政
治
的
・
存
在
論
的
次
元
ま
で
拡
張
さ
れ
た
「
崇
高
の
体
験
」
の
場

合
で
も
維
持
さ
れ
る
、
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

崇
高
の
経
験
は
、
以
上
の
よ
う
な
「
崇
高
の
可
能
性
の
条
件
」
に
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基
づ
い
て
成
立
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
崇
高

の
経
験
と
他
者
と
の
関
係
に
立
ち
入
る
な
ら
ば
、
崇
高
概
念
の
一
層

の
意
味
の
広
が
り
と
深
み
が
垣
間
見
え
て
く
る
。
端
的
に
言
え
ば
、

、「

」
、

崇
高
論
は

他
者
性
の
経
験
の
た
め
の
一
般
モ
デ
ル
を
提
供
す
る（

四
三
）

と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
崇
高
の
経
験
で
立
ち
現
れ

る
「
他
者
」
は
、
そ
れ
が
自
然
で
あ
れ
、
人
間
で
あ
れ
、
聖
な
る
も

の
・
神
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
れ
、
文
化
や
戦
争
や
テ
ロ
な
ど
の
出

来
事
で
あ
れ
、
あ
る
い
は｢

生
起(

｣

な
ど
の
お
よ
そ
日
々

E
reign

is
)

（
四
四
）

の
生
活
で
は
通
常
経
験
で
き
な
い
「
他
者
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
通

常
の
理
解
を
超
え
た
、
生
活
実
践
の
場
で
の
合
理
性
を
超
え
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
異
質
な
他
者
と
し
て
通
約
不
可
能
な
も
の
で
あ
り
、

カ
ン
ト
の
表
現
で
言
え
ば｢

形
を
欠
い
た
も
の｣

、｢

形
を
超
え
た
も

の｣

で
あ
り

「
表
象
不
可
能
な
も
の
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
身
近
な

、

、

、「

」

、

も
の

親
密
な
も
の
と
は
対
照
的
に

不
気
味
な
も
の

で
あ
り

し
た
が
っ
て
崇
高
な
も
の
に
直
面
す
る
こ
と
は
、
通
常
の
概
念
的
把

握
を
超
え
た
他
者
に
直
面
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
ず
「
不
快

な
も
の

苦
痛

と
し
て
感
じ
ら
れ
る

但
し

こ
の
場
合
の

不

」「

」

。

、

「

快
な
も
の
」
は
、
崇
高
な
も
の
と
判
定
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
こ
う
し
た

理
由
か
ら
全
面
的
に
排
斥
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
こ
の
「
不
快
な
も
の
」
は
、
決
し
て
認
識
の
対
象
で
は
な

い
点
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
他
者
は
、
抵
抗
の
瞬
間
に
「
不
快
な

も
の
」
と
し
て
与
え
ら
れ
、
こ
の
不
快
な
感
情
は
、
し
ば
し
ば
大
き

な
シ
ョ
ッ
ク
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
崇
高
の
経
験
と
恐
怖

の
経
験
と
は
、
厳
密
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、

熾
烈
な
戦
闘
の
な
か
で
敵
の
脅
威
や
死
の
恐
怖
と
戦
っ
た
兵
士
た
ち

や
、
死
の
淵
か
ら
生
還
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
癒
し
が
た
い
記
憶

と
格
闘
し
続
け
、
時
と
し
て
み
ず
か
ら
生
命
を
絶
つ
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト

の
原
体
験
者
た
ち
の
経
験
そ
の
も
の
は
、
け
っ
し
て
崇
高
と
は
感
じ

ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
と
苦
痛
や
不
快
に
続
く

快
の
感
情
は
、
こ
こ
で
は
惹
起
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
九
月
一
一
日

の
事
件
の
被
害
者
に
つ
い
て
も
、
事
態
は
同
様
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
多
く
の
人
は
、
熾
烈
な
戦
闘
の
な
か
で
自
己
犠
牲
を
怖
れ

ず
戦
う
戦
士
や
、
素
手
で
戦
車
に
立
ち
向
か
う
勇
敢
な
市
民
た
ち
、

不
当
な
抑
圧
や
占
領
に
抵
抗
し
戦
う
人
た
ち
の
行
い
を
崇
高
で
あ

る
、
と
み
な
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
経
験
す
る
者
、
行
為
す
る
主
体

の
判
断
で
は
な
く
、
崇
高
の
感
情
を
体
験
す
る
判
定
者
の
立
場
か
ら

の
判
断
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
崇
高
の
判
定
は
、
崇
高
な

行
為
と
結
び
つ
か
な
い
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
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崇
高
な
感
情
を
体
験
す
る
者
と
崇
高
な
行
為
を
実
践
す
る
者
と
の
関

、

。

、

係
は

ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か

こ
の
問
い
は

（
四
五
）

崇
高
の
美
学
の
限
界
を
超
え
て
、
崇
高
な
行
為
の
哲
学
へ
の
道
を
示

唆
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
見
逃
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト

は
、
崇
高
の
判
定
の
際
に
人
間
の
心
が
よ
り
高
い
精
神
の
あ
り
方
へ

と｢

高
め
ら
れ
た
こ
と
を
感
じ
て
い
る

｣
(fü
h
lt
sich

geh
oben

)

、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、｢

自
然
に
お
け
る
崇
高
な
も
の

(V
,
256)

の
感
情
は
、
実
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
使
命
に
対
す
る
尊
敬
の
感
情
で

あ
る｣

、
と
も
説
明
さ
れ
て
い
た

。
さ
ら
に
、
尊
敬
と

(V
gl.

ibid.)

は
道
徳
法
則
、
自
由
お
よ
び
そ
の
主
体
で
あ
る
人
格
性
に
対
す
る
尊

敬
の
感
情
を
意
味
す
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
道
徳
的
な
行
為
に
駆

り
立
て
る
動
機
を
論
じ
た

実
践
理
性
批
判

の
あ
る
箇
所
で

義

『

』

、「
(P
flich

t!
du

erh
aben

er,

務
よ
、
汝
崇
高
か
つ
偉
大
な
名
よ

」

、
と
表
現
し
た
の
は
、
き
わ
め
て
当
然

grosser
N
am
e)

(V
,
86)

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
端
的
に
言
え
ば
、
カ
ン
ト
で
は
崇
高
は
本
来
道

徳
的
概
念
で
あ
り
、
道
徳
的
感
情
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
実
際
、
批

（
四
六
）

、『

』

判
期
の
成
熟
し
た
崇
高
概
念
は

人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
付
け

と
『
実
践
理
性
批
判
』
で
「
崇
高
性

」
概
念
と
し

(E
rh
aben

h
eit)

て
は
じ
め
て
登
場
し
た
事
実
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
尊
敬
に
値
す

る
行
為
と
そ
の
主
体
は
、
現
象
界
の
出
来
事
と
し
て
広
義
の
美
的
情

感
的
に

判
定
さ
れ
る
場
合
に
、
崇
高
の
感
情
を
引
き

(ästh
etisch

)

起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。
崇
高
の
感
情
と
は
、
本
来
尊
敬
の
感
情
で

あ
る
か
ぎ
り
、
道
徳
的
な
行
為
を
動
機
づ
け
る
感
情
と
し
て
生
活
実

践
の
場
で
自
己
お
よ
び
他
者
と
の
関
係
の
な
か
で
働
く
感
情
で
あ
っ

た
。こ

う
し
て
み
る
と
、
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
の
妥
当
性
を
め
ぐ
る
議

論
と
は
差
し
当
た
り
分
離
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。
人
間
が
生
活
を
営
む
な
か
で
倫
理
的
な
発
言
を
行
い
、
行
為
に

よ
る
社
会
に
お
け
る
善
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
実
現
を
目
指
す
か
ぎ

り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
人
間
に
尊
敬
の
念
を
抱
き
、
そ
の
行
為
の

振
る
舞
い
に
対
し
て
崇
高
の
感
情
を
感
受
す
る
こ
と
を
全
面
的
に
否

認
し
な
い
か
ぎ
り
、
崇
高
の
判
定
は
、
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
崇
高
な

感
情
を
抱
く
人
間
と
出
来
事
に
対
す
る
実
践
的
な
関
係
を
確
保
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
見
解
は
、
ま
た
ア
ー
レ
ン
ト
が
陥
っ
た
観
察

者
と
行
為
者
と
の
乖
離
を
克
服
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
提
供
し
て

い
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
筆
者
は
、
こ
う
し
た
関
係
そ

の
も
の
を
斥
け
る
リ
オ
タ
ー
ル
の
よ
う
な
見
解
に
与
す
る
こ
と
は
で
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き
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
一
」
で
カ
ン
ト
が
戦
争
の
崇
高
さ
に
言
及
し
た
箇

所
の
「
躓
き
の
石
」
も
ま
た
、
取
り
除
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
引

用
箇
所
で
注
意
を
促
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
戦
争
の
崇
高
性
を
条

件
付
き
で
「
語
る
」
の
で
あ
り
、
し
か
も
「
秩
序
を
維
持
し
市
民
的

諸
権
利
を
神
聖
視

し
て
行
わ
れ
る
な
ら
ば
」
と

(H
eiligach

tu
n
g)

い
う
厳
格
な
条
件
付
き
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
の
「
秩
序
の
維
持
」
と

「
市
民
的
諸
権
利
の
神
聖
視
」
は
、
い
ず
れ
も
た
ん
な
る
実
定
法
の

レ
ベ
ル
の
問
題
で
は
な
く
、
自
然
法
と
さ
ら
に
道
徳
法
則
と
の
関
係

が
顧
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

「
神
聖
視
」
と
い
う
表
現
か
ら
窺
う

、

こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
遂
行
さ
れ
る

戦
争
は
、
歴
史
上
ど
こ
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
条
件
を
満

た
す
戦
争
は
、
永
遠
平
和
が
歴
史
哲
学
的
理
念
で
あ
っ
た
の
と
同
様

に
、
こ
う
し
た
戦
争
も
ま
た
、
実
際
に
は
現
存
す
る
の
は
き
わ
め
て

困
難
な
「
崇
高
な
理
念
」
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
か
ら
、
カ
ン
ト
の
冷
徹
な
現
実
分
析
と
歴
史
把
握
に
裏
付
け

ら
れ
た
戦
争
観
、
言
い
換
え
れ
ば
、
平
和
論
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
ん
な
る
社
会
秩
序
の
遵
守
や
国
家
に
対
す
る
忠
誠
に
よ
る

戦
争
の
遂
行
は
、
本
来
崇
高
と
は
無
縁
で
あ
る
。
実
際
、
カ
ン
ト
は

永
遠
平
和
と
い
う

高
の
政
治
的
善
の
実
現
に
向
け
た
法
的
秩
序
と

そ
の
体
制
に
対
し
て

「
こ
の
理
念
に
も
ま
し
て
形
而
上
学
的
に
崇

、

高
で
あ
り
う
る
よ
う
な
な
に
か
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
」(

『
法

論
』
世
界
市
民
法
・
結
び)

、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
が
戦
争
を
本
来
美
し
い
と
み
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
政
治
や

そ
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
と
美
と
を
結
び
つ
け
る
見
方
を
批
判
し
た

事
情
と
よ
く
似
て
い
る
。
ま
た
、
カ
ン
ト
の
こ
の
戦
争
観
を
ア
ー
レ

ン
ト
の
よ
う
に

「
こ
れ
は
傍
観
者
の
判
断
で
あ
る

、
と
解
し
て
も

、

」

（
四
七
）

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
行
為
者
と
行
為
の
観
察
者
と
を

原
理
的
に
切
り
離
す
観
点
か
ら
生
じ
て
き
た
帰
結
で
あ
り
、
あ
の
崇

高
の
経
験
の
内
実
を
見
失
っ
て
い
る
、
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
崇
高
へ
の
問
い
は
、
人
間
の
行
為
と
社
会
に

お
け
る
人
間
の
立
場
に
対
す
る
反
省
を
迫
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
崇
高
は
、
異
質
な
他
者
の
出
現
に

お
け
る
抵
抗
の
感
情
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
者
を
自
己
の
う
ち
に
、

あ
る
い
は
自
己
を
他
者
の
う
ち
へ
と
回
収
し
よ
う
と
す
る
体
系
化
・

全
体
化
に
対
す
る
抵
抗
を
意
味
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
既
存
の
秩

序
や
制
度
と
そ
の
拘
束
に
対
す
る
抵
抗
と
解
放
へ
の
感
情
を
意
味
し

た
。
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か
つ
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
十
八
世
紀
に
お
け
る
崇
高
感
情
の
う

ち
に
二
つ
の
「
人
間
の
解
放
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
破

し
た
。
一
方
で
崇
高
の
感
情
に
は
、
自
然
の
事
物
や
運
命
の
力
か
ら

（
四
八
）

の
人
間
の
「
内
的
解
放
」
と
い
う
事
実
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
他
方

で
こ
の
感
情
に
は
、
個
人
が
そ
の
共
同
体
の
成
員
、
市
民
的
・
社
会

的
秩
序
の
構
成
員
と
し
て
負
わ
さ
れ
て
い
る
無
数
の
束
縛
か
ら
も
、

人
間
を
解
放
す
る
。
こ
れ
ら
の
限
界
は
、
崇
高
の
感
情
に
よ
っ
て
す

べ
て
取
り
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
個
々
人
は
、
自
然
的
お
よ
び
社
会

的
な
世
界
か
ら
独
立
し
て
自
己
の
存
立
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
自
己
の
本
性
を
保
存
し
よ
う
と
す
る
根
本

的
な
衝
動
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
る
。
美
は
、
諸
個
人
を
結
び
つ
け
、

崇
高
は
諸
個
人
を
孤
立
さ
せ
る
。
美
は
、
社
会
的
共
同
性
へ
の
衝
動

、

、

に
基
づ
く
か
ぎ
り

社
交
と
交
際
の
み
や
び
な
形
式
を
つ
く
り
あ
げ

、

。

、

道
徳
を
洗
練
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

人
間
を
教
化
す
る

崇
高
は

人
間
の
自
我
の

も
奥
底
に
突
き
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
真
の

姿
を
明
ら
か
に
す
る
。
崇
高
は
、
こ
の
よ
う
な
「
人
間
の
解
放
」
を

美
的
経
験
と
し
て
自
覚
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
啓
蒙
主
義
が
作
り
上
げ
た
明
る
い
鏡
」
に
照
ら
し
出
さ
れ

た
崇
高
の
経
験
に
は
、
趣
味
に
よ
る
人
間
の
教
化
に
よ
る
「
輝
か
し

い
悲
惨
」
や
「
啓
蒙
の
野
蛮
」
の
論
理
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
見
解
は
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
の
解
釈
と
し
て
み

（
四
九
）

、

、

た
場
合

バ
ー
ク
と
カ
ン
ト
の
差
異
が
不
透
明
に
な
る
だ
け
で
な
く

さ
ら
に
カ
ン
ト
崇
高
論
の
本
質
的
な
議
論
で
あ
る
「
外
の
自
然
に
よ

、

」

っ
て
脅
か
さ
れ

危
険
に
陥
れ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
自
己
保
存

か
ら
「
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
別
の
種
類
の
自
己
保
存
」

へ

(V
,
261)

の
、
言
い
換
え
れ
ば
「
物
理
的
自
己
保
存
」
か
ら
「
道
徳
的
自
己
保

存
」

へ
の
「
移
行
」
に
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
見

(V
I,
419)

逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
が
、
こ
う
し
た
不
十
分
な
論
点
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
美
学
的
な
次
元
で
の
「
崇
高
」
の
本
質
を
「
人

間
の
解
放
」
と
し
て
看
破
し
た
功
績
は
少
な
く
な
い
。
こ
の
「
人
間

の
解
放
」
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
抵
抗
」
や
尊
敬
の
感
情
と

不
可
分
で
あ
る
こ
と
は
、
贅
言
を
費
や
す
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
崇
高
は
、
美
的
な
経
験
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
こ
の
判
断
は

ど
こ
ま
で
も
蓋
然
的
な
性
格
を
払
拭
で
き
な
い
。
ま
た
、
崇
高
の
経

験
は
、
道
徳
性
と
尊
敬
を
要
求
す
る
か
ぎ
り
、
た
ん
な
る
和
解
の
関

係
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
く
、
自
己
の
う
ち
に
、
そ
し
て
自
己
と
他

者
と
の
関
係
に
つ
ね
に
緊
張
関
係
を
も
た
ら
す
。
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結
び
に
代
え
て

以
上
の
「
崇
高
の
経
験
」
の
性
格
は
、
カ
ン
ト
に
倣
っ
て
四
つ
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
即
し
て
整
理
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
集
約
可
能
で
あ

る
。
第
一
に
、
崇
高
の
判
断
は
上
述
の
よ
う
な
判
定
の
妥
当
性
の
量

か
ら
み
て
、
多
く
の
判
断
者
の
一
致
を
求
め
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

実
際
に
は
妥
当
性
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
た
。
第
二
に
、
こ
の
判

断
は
、
質
か
ら
み
て
距
離
の
確
保
を
つ
ね
に
保
証
す
る
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
第
三
に
、
こ
の
判
断
は
、
そ
の
主
体
と
客
体
と
し
て
の
自

己
と
他
者
と
の
関
係
の
多
様
性
に
必
ず
し
も
対
応
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
第
四
に
、
こ
う
し
た
崇
高
の
判
断
は
、
主
観
的
な
必
然
性
に

と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
た
。
第
五
に
、
狭
義
の
美
の
判
定
に
関
わ
る
趣

味
判
断
の
場
合
と
は
異
な
り
、
崇
高
の
判
断
は
、
共
通
感
覚
で
は
な

く
、
そ
れ
よ
り
普
遍
的
賛
同
の
困
難
な
道
徳
感
情
を
前
提
に
し
て
い

た
。
ま
た
、
人
間
の
悟
性
の
働
き
が
生
活
環
境
、
歴
史
的
・
社
会
的

諸
条
件
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
指
摘
す
る
よ
う
な
地
政
学
的
影
響
も
無
視
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
崇
高
の
経
験
の
場
面
で
は
、
こ
う
し

た
悟
性
の
描
出
能
力
や
表
象
能
力
の
限
界
に
直
面
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
主
張
に
も
、
そ
し
て
筆
者
の
主
張
に

も
、
例
外
な
く
妥
当
す
る
。
こ
の
主
張
は
、
批
判
者
の
特
権
を
許
さ

な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
崇
高
の
経
験
と
そ
の
判
断
は
、
常
識
が
支
配

す
る
生
活
の
な
か
で
安
定
と
確
実
性
・
秩
序
を
求
め
る
自
己
お
よ
び

、

、

多
義
的
な
他
者
に
対
し
て
つ
ね
に
挑
発
的
で
あ
り

破
壊
的
で
あ
り

思
索
と
人
間
や
社
会
に
と
っ
て
危
険
な
あ
り
方
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
は
ま
た
、
崇
高
の
普
遍
主
義
を
超
え
て
多
元
主
義
的
な
傾
向

を
も
つ
思
考
の
方
向
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た

解
釈
は
、
コ
ー
ネ
ル
お
よ
び
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
崇
高
論
解
釈
と
カ
ン
ト

批
判
に
対
す
る
筆
者
の
一
つ
の
「
応
答
」
の
試
み
で
も
あ
る
。

註
（
一
）

『
判
断
力
批
判
』
か
ら
の
引
用
を
含
め
、
カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
は
、
原

則
と
し
て
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
は
ア

ラ
ビ
ア
数
字
で
表
し
、
す
べ
て
本
文
中
に
出
典
を
記
す
。
但
し
、
慣
例
に
よ
り

『

』

、

、

。

、

純
粋
理
性
批
判

の
み

第
一
版
を

第
二
版
を

と
表
記
す
る

な
お

A

B

『
判
断
力
批
判
』
に
関
し
て
は
、
原
則
と
し
て
岩
波
版
カ
ン
ト
全
集
第
８
巻
・

９
巻
の
拙
訳
を
使
用
し
た
が
、
文
脈
上
変
更
を
加
え
た
場
合
が
あ
る
こ
と
を
予

め
お
断
り
し
て
お
く
。
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（
二
）

戦
争
論
に
関
し
て
は
、
カ
ン
ト
自
身
『
人
倫
の
形
而
上
学
・
第
一
部
法

論
』
の
第
五
十
三
節
以
下
で
戦
争
の
法
・
権
利
に
関
し
て

「
戦
争
へ
の
権
利
」

、

(das
R
ech

t
zu
m

K
rieg)

(das
R
ech

t
im

や
「
戦
争
に
お
け
る
権
利
」

、｢
戦
争
後
の
権
利
」

の
区
別
を
導

K
rieg)

(das
R
ech

t
n
ach

dem
K
riege)

入
し
て
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
。
後
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
戦
争
観
に
与
え
た
影
響

に
つ
い
て
は

『
法
の
哲
学
』
第
三
二
四
節
等
を
参
照
。
こ
こ
で
は
カ
ン
ト
倫
理

、

学
の
立
場
で
は
、
戦
争
に
参
与
す
る
こ
と
、
と
り
わ
け
従
軍
行
為
、
徴
兵
に
対

す
る
拒
否
の
態
度
を
採
る
こ
と
が
明
確
に
窺
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た

い
。

D
as
K
unstw

erk
im

Zeitalter
seiner

（
三
）V

gl.
W
alter

B
en
jam

in
,

,
F
ran

kfu
rt
a.
M
.,
1963,

S
.49f.

technischen
R
eproduzierbarkeit

D
ie
Schönheit,die

E
rhabenheitund

die

（
四
）V

gl.
R
ich
ard

R
orty,

G
em
einschaft

der
P
hilosophen.

M
it

einer
K
om
m
entar

von
,
F
ran

kfu
rt
a.
M
.,
2000,

S
.15ff.

A
lbrecht

W
ellm

er

こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
崇
高
観
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
筆
者
は
、
ラ

（
五
）

V
gl.

P
h
ilippe

L
acou

e-

ク
ー
・
ラ
バ
ル
ト
の
主
張
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

L
abarth

e,
L
a
verite

su
blim

e,
in
:

,
P
aris/B

erlin
,
1988,

D
ue

sublim
e

『
崇
高
と
は
何
か
』
梅
木
達
郎
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
六
一
頁

pp.114-5.

以
下
参
照
。

K
ristin

a
E
n
gelh

ard,
K
an
t
in
der

G
egen

w
artsästh

etik,
in
:

（
六
）

,
D
.
H
.
H
eidem

an
n
u
n
d
K
.
E
n
gelh

ard
(H
rsg.)

W
arum

K
ant

heute?
B
erlin

,
2003,

S
.365.

T
he
K
antian

Sublim
e.F

rom
M
orality

（
七
）V

gl.
P
eter

C
row

th
er,

こ
の
書
の
序
文
で
著
者
は
、
こ
れ
ま

to
A
rt,

O
xford,

1989,
pp.152-174.

で
の
カ
ン
ト
美
学
の
研
究
が
遍
く
崇
高
の
議
論
を
排
除
し
て
き
た
事
実
を
嘆
い

て
い
る
。

こ
の
書
は

「
モ
ー
ド
と
し
て
の
崇
高
」
に
対
す
る
カ
ン

V
gl.

p.1.

、

ト
研
究
者
の
側
か
ら
の

初
の
「
応
答
」
の
試
み
と
み
て
よ
い
。

K
ants

L
ogik

des
ästhetischen

（
八
）V

gl.
J.

K
u
len
kam

pff,

,
2.
A
u
fl.,

F
ran

kfu
rt
a
.M
.,
1994,

S
.173f.

U
rteils

長
い
伝
統
の
あ
る
研
究
史
を
誇
る
イ
ギ
リ
ス
思
想
や
十
八
世
紀
啓
蒙
思

（
九
）

想
、
ド
イ
ツ
観
念
論
と
の
比
較
研
究
お
よ
び
影
響
作
用
史
の
研
究
成
果
に
関
し

て
は
、
こ
の
五
、
六
年
以
内
に
限
定
し
て
も
相
当
数
に
上
る
の
で
、
筆
者
が
直

接
眼
に
し
た
主
要
な
文
献
を
若
干
挙
げ
て
お
く
だ
け
に
と
ど
め
る
。
絵
画
や
音

楽
、
文
学
な
ど
と
の
関
連
を
考
察
す
る
研
究
も
依
然
と
し
て
多
い
が
、
本
稿
の

主
題
か
ら
み
て
、
今
回
は
省
略
し
た
。

V
gl.
R
ach

el
Z
u
ckert,

A
w
e
or
E
n
vy:

H
erder

con
tra

K
an
t
on

th
e

S
u
blim

e,
in
:

,
V
ol.61,

Journal
of

A
esthetics

and
A
rt

C
riticism

2003,
pp.217-33.

S
u
san

M
.
S
h
ell,

K
an
t
as

P
rotagator:

R
eflection

s
on

O
bservation

s
on

th
e
F
eelin

g
of
th
e
B
eau

tifu
l
an
d
S
u
blim

e,
in
:

,
V
ol.35,

2002,
pp.445-59.

E
ighteenth-C

entury
Studies

A
n
drzej

W
arm

in
ski,

R
etu
rn
s
of

th
e
S
u
blim

e:
P
ositin

g
an
d

P
erform

ative
in

K
an
t,
F
ich
te,

an
d
S
ch
iller,

in
:

;
V
ol.116,

M
L
N

D
ec.

2001,
pp.964-79.T

he
Sublim

e
in
K
ant

and
B
ecket:

A
esthetic

B
jørn

K
.
M
yskja,

Judgem
ent,

E
thics

and
L
iterature,

K
ant-Studien

E
rgänzungs-

B
d.140,

B
erlin

,
2002.

hefte,ま
た
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
と
の
関
係
か
ら
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
お
よ

び
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
カ
ン
ト
と
の
関
係
を
扱
っ
た
文
献
と
し
て
、
以
下
の
拙
論
を

参
照
。
牧
野
英
二
「
批
判
哲
学
と
崇
高
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

『
哲
学
雑
誌
』
第
七

」

八
九
号
、
二
○
○
二
年
一
〇
月

〔
東
京
大
学
〕
哲
学
会
編
、
有
斐
閣
、
三
七-

、

五
二
頁
。V

gl.
M
ich
ael

H
alberstam

,
H
an
n
ah

A
ren

dt
on

th
e

（
一
〇
）

H
annah

T
otalitarian

S
u
blim

e
an
d
Its

P
rom

ise
of
F
reedom

,
in
:

,
ed.

S
teven

A
sch

h
eim

,
B
erkeley

an
d
L
on
don

,
A
rendt

in
Jerusalem

ま
た
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
カ
ン
ト
の
美
お
よ
び
共
通
感

2001,
pp.105f.,

118.
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覚
の
解
釈
と
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
遠
近
法
主
義
の
哲
学
』
第
二
章
、

弘
文
堂
、
一
九
九
六
年
を
参
照
。

V
gl.

D
ru
cilla

C
orn

ell,
T
h
e
S
u
blim

e
in
F
em
in
ist

P
olitics

（
一
一
）

an
d
E
th
ics,

in
:

,
V
ol.14,

2002,
pp.141-148.

B
on
n
e
J.

P
eace

R
eview

W
om
en's

L
iberation

and
the

Sublim
e:
K
ant,

F
em
inism

,
M
an
n
,

,
T
h
esis/D

issertation
/M
an
u
script,

P
ostm

odernism
,
E
nvironm

ent
2002.

D
ie

A
n
a
lytik

d
es

E
rh
a
ben

en
.

（
一
二
）

J
.-F

.
L
y
ota

rd
,

,
M
ü
n
ch
en
,
1994,

S
.69f.,

169f.
K
ant-L

ektionen
L
yotard,

,
M
ü
n
ch
en
,
1987,

S
.33,

237.

（
一
三
）

D
er
W
iderstreit

E
n
gelh

ard,
,
S
.365.

（
一
四
）

a.a.O
.S
u
blim

e
U
nderstanding:

A
esthetic

（
一
五
）

K
irk

P
illow

,

,
L
on
don

,
2000,

p.2.
R
eflection

in
K
ant

and
H
egel

V
gl.
P
illow

,
,
p.88,

pp.287-294,
pp.254-263.

（
一
六
）

a.a.O
.

な
お
、
ピ
ロ
ウ
の
や
や
錯
綜
し
た
論
述

（
一
七
）

V
gl.

E
n
gelh

ard,
a.a.O

.

の
整
理
に
際
し
て
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ル
ト
の
整
理
を
参
照
し
た
。
但
し
、
幾
つ

か
の
点
で
、
拙
論
と
は
異
な
る
こ
と
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

こ
こ
で
筆
者
は
、
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
る
カ
ン
ト
と

（
一
八
）

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
の
比
較
考
察
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
研
究

は
、
あ
る
意
味
で
上
述
の
リ
オ
タ
ー
ル
と
ピ
ロ
ウ
の
カ
ン
ト
解
釈
の
延
長
線
上

に
位
置
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
内
容
的
に
見
る
限
り
、
全

体
性
、
総
体
性
の
認
識
の
不
可
能
性
の
主
張
と
、
他
者
の
認
識
不
可
能
性
と
に

関
す
る
カ
ン
ト
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
の
共
通
点
に
対
す
る
こ
の
考
察
は
、
む
し
ろ

崇
高
の
理
論
と
し
て
展
開
さ
れ
る
の
が
相
応
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

V
gl.
N
orbert

F
isch

er,
Z
u
r
K
ritik

der
V
ern

u
n
fterken

n
tn
is
bei

K
an
t

u
n
d
L
evin

as.
D
ie
Idee

des
tran

szen
den

talen
Idealism

u
s
u
n
d
das

P
roblem

der
T
otalität,

in
:

,
B
d.90,

1999,
S
.168-190.

K
ant-Studien

ま
た
、
こ
う
し
た
崇
高
論
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
か
つ
て
ベ
ー
メ
兄
弟
に
よ

る
カ
ン
ト
お
よ
び
十
八
世
紀
啓
蒙
思
想
に
対
す
る
批
判
と
そ
れ
に
対
す
る
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
の
批
判
と
は
や
や
異
な
る
議
論
の
次
元
が
生
じ
て
く
る
、
と
み
て
よ

D
as

A
ndere

der

い
で
あ
ろ
う
。

V
gl.

H
.
B
öm
e
u
n
d
G
.
B
öm
e,

,
F
ran

kfu
rt
a.
M
.,
1985,

S
.15ff.

V
ernunft

ま
た
、
次
の
ハ
ル
ト
ム
ー
ト
・
ベ
ー
メ
の
崇
高
論
も
参
照
。
こ
こ
で
も
、
カ

ン
ト
崇
高
論
批
判
の
視
点
は
、
自
然
に
対
す
る
自
律
的
な
主
体
の
支
配
の
努
力

V
gl.

H
artm

u
t

の
表
現
と
み
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
変
更
が
な
い
と
言
え
よ
う
。

B
öm
e,
D
as
S
tein

ern
e.
A
n
m
erku

n
gen

zu
r
T
h
eorie

des
E
rh
aben

en

au
s
dem

B
lick

des
"M
en
sch

en
frem

desten
",
in
:
C
h
ristin

e
P
ries

D
as

E
rh
aben

e.
Z
w
isch

en
G
ren

zerfah
ru
n
g

u
n
d

(H
ersg.),

,
W
ein
h
eim

,
1989,

S
.123f.

G
rössenw

ahnス
ピ
ヴ
ァ
ク
に
よ
る
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
に
対
す
る
考
察
は
、
別
の

（
一
九
）

機
会
に
試
み
て
い
る
の
で
、
紙
幅
の
制
約
も
あ
り
、
本
稿
で
は
も
っ
ぱ
ら
崇
高

批
判
に
限
定
す
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
こ
の
問
題
に

対
し
て
は

「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
理
性
の
批
判
」
日

、

本
カ
ン
ト
協
会
第
二
十
九
回
大
会
・
カ
ン
ト
没
後
二
○
○
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム

「
批
判
哲
学
の
射
程

『
日
本
カ
ン
ト
研
究
』
第
６
号
（
二
○
○
五
年
六
月

、

」

刊
、
所
収
）
を
参
照
。

A
C
ritique

of
P
ostcolonial

（
二
〇
）V

gl.
G
ayatri

C
.
S
pivak,

,
C
am
bridge,

R
eason.

T
ow
ard

a
H
istory

of
the

V
anishing

P
resent

1999,
pp.6,

9.

ス
ピ
ヴ
ァ
ク
か
ら
の
引
用
に
際
し
て

（
二
一
）V

gl.
S
pivak,

,
p.11.

a.a.O
.

は
、
次
の
訳
書
を
参
照
さ
せ
て
戴
い
た
。
上
村
忠
男
・
本
橋
哲
也
訳
『
ポ
ス
ト

コ
ロ
ニ
ア
ル
理
性
批
判

消
え
去
り
ゆ
く
現
在
の
歴
史
の
た
め
に
』
月
曜
社
、

二
〇
〇
三
年
。
但
し
、
幾
つ
か
の
箇
所
は
筆
者
の
判
断
で
独
自
の
訳
を
試
み
て

、

。

、

お
り

訳
文
が
若
干
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い

特
に

な
ど
の
カ
ン
ト
解
釈
と
カ
ン
ト
批
判
と
に
関
わ
る
術
語
の
訳
に
関

K
u
ltu
r,
roh

し
て
は
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
、
邦
訳
、
拙
訳
と
の
間
に
微
妙
な｢

ズ
レ｣

が
あ
り
、
こ
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れ
が
カ
ン
ト
評
価
の
相
違
を
生
じ
る
一
因
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。

前
掲
拙
論
「
批
判
哲
学
と
崇
高
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
三
九-

四
二
頁
を

（
二
二
）

参
照
。

S
pivak,

,
p.16.

（
二
三
）

a.a.O
.

S
pivak,

,
p.31.

（
二
四
）

a.a.O
.

D
ru
cilla

C
orn

ell,
T
h
e
S
u
blim

e
in
F
em
in
ist

P
olitics

an
d

（
二
五
）

E
th
ics,

in
:

14:
2
2002,

p.142.
P
eace

R
eview

V
gl.
C
orn

ell,
,
p.144f.

（
二
六
）

a.a.O
.

C
orn

ell,
,
p.146.

（
二
七
）

a.a.O
.

C
orn

ell,
,
p.146.

（
二
八
）

a.a.O
.

シ
ラ
ー
に
対
す
る
言
及
は
、
浩
瀚
な
書
物
の
な
か
で
三
箇
所
だ
け
で

（
二
九
）

あ
り
、
し
か
も
積
極
的
な
評
価
に
言
及
し
た
箇
所
は
み
ら
れ
な
い
。
正
確
に
言

え
ば
、
著
者
の
シ
ラ
ー
に
対
す
る
評
価
は
曖
昧
で
あ
り
、
明
確
な
態
度
表
明
を

避
け
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

D
e
M
an
,
P
h
än
om
en
alität

u
n
d
M
aterialtät

bei
K
an
t,

（
三
〇
）P

aul

in
:

,
C
.
M
en
ke
(H
ersg.),

F
ran

kfu
rt

D
ie
Ideologie

des
A
esthetischen

a.
M
.,
1993,

S
.26.

ア
ド
ル
ノ
の
崇
高
論
の
意
図
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の

（
三
一
）

V
gl.
W
olfgan

g

見
解
は
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
の
見
解
と
ほ
ぼ
重
な
る
と
み
て
よ
い
。

W
elsch

,
A
dorn

os
A
esth

etik
:
ein
e

im
plizite

A
esth

etik
des

E
rh
aben

en
,
in
:
C
.
P
ries

(H
ersg.),

,
S
.198f.,

S
.202,

208ff.
a.a.O

.
V
gl.

F
riedrich

S
ch
iller,

,
W
eim

ar,
1980,

（
三
二
）

N
ationalausgabe

ま
た
、
こ
の
概
念
の
整
理
に
関
し
て
は
、
次
の
文

B
d.20,

S
.171ff,

186
192.

,

V
gl.
K
lau
s
P
etru

s,
S
ch
iller

ü
ber

das
E
rh
aben

e,

献
が
参
考
に
な
る
。

in
:

,
B
d.47,

1993,
S
.23ff.

Zeitschrift
für

philosophische
F
orschung

こ
こ
で
は

の
訳
語
と
し
て｢

パ
テ
ー
テ
ィ
シ
ュ
な

das
P
ath

etisch
erh

aben
e

崇
高｣

を
あ
て
た
が
、
必
ず
し
も
適
切
な
訳
語
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
こ
で

は
、
関
連
す
る

と
深
く
結
び
つ
い
た
概
念
で
あ
り
、
悲
劇
で
の
苦
悩
と

P
atos

関
係
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
注
意
す
る
だ
け
に
と
ど
め
る
。

V
gl.

S
tefan

B
ollm

an
n
,
V
om

erh
aben

en
zu
m
kom

isch
en
,

（
三
三
）

vom
gesch

ich
tlich

en
zu
m
kosm

ologisch
en

D
en
ken

,
in
:
C
.
P
ries

(H
ersg.),

,
S
.254.

a.a.O
.

T
h
eodor

A
dorn

o,
A
esth

etisch
e
T
h
eorie,

in
:
T
h
eodor

W
.

（
三
四
）

A
dorn

o,
,
B
d.7,

F
ran

kfu
rt
a.M

.,
1970,

S
.30f.

G
esam

m
elte

Schriften
V
gl.

T
erry

E
agleton

,
,

（
三
五
）

T
he

Ideology
of

the
A
esthetic

O
xford,

1990,
p.329.

D
e
M
an
,
K
an
t
an
d
S
ch
iller,

in
:

,

（
三
六
）

A
esthetic

Ideology

筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
、
ド
・
マ
ン
の
シ
ラ
ー
批

M
in
n
eapolis,

1996,
p.143.

判
は
、
少
な
く
と
も
自
己
保
存
の
衝
動(

、
関
心
、
恐
怖
な
ど
の
見
解
に

T
rieb)

関
し
て
カ
ン
ト
を
誤
解
し
た
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
上
述
の
「
観
照

的
崇
高
」
と
「
パ
テ
ー
テ
ィ
シ
ュ
な
崇
高
」
と
の
関
連
に
は
ま
っ
た
く
言
及
し

て
い
な
い
。V

gl.
D
e
M
an
,

,
S
.27.

（
三
七
）

op.cit.

さ
ら
に
ド
・
マ
ン
は
『
判
断
力
批

（
三
八
）

V
gl.

D
e
M
an
,

,
S
.12.

a.a.O
.

V
gl.
S
.27.

判

が
形
式
的
唯
物
論
に
到
達
し
た
と
い
う
解
釈
も
提
示
し
て
い
る

』

。

S
pivak,

,
p.17.

（
三
九
）

a.a.O
.

D
e
M
an
,

,
S
.26.

（
四
〇
）

a.a.O
.

因
み
に
、
カ
ン
ト
の
崇
高
に
対
し
て
き
わ
め
て
批
判
的
な
ス
ピ
ヴ
ァ

（
四
一
）

ク
で
も
、
数
学
的
崇
高
よ
り
も
、
力
学
的
崇
高
の
方
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
適

切
に
指
摘
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
解
釈
は
、
シ
ラ
ー
が
こ
の
点
を
踏
ま

え
た
上
で
上
述
の
区
分
を
試
み
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
シ
ラ
ー
の
カ
ン
ト
解

釈
の
影
響
で
あ
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

他

V
gl.
S
pivak,

,
p.11.

a.a.O
.

方
、
上
述
の
ピ
ロ
ウ
は
、
認
識
論
的
関
心
か
ら
、
む
し
ろ
数
学
的
崇
高
を
重
視

V
gl.
P
illow

,
,
p.107.

す
る
。

a.a.O
.

例
え
ば
、
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
よ
う
に
、
数
学
的
崇
高
の
う
ち
に
空
間
的

（
四
二
）
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メ
タ
フ
ァ
ー
を
、
ま
た
力
学
的
崇
高
の
う
ち
に
時
間
的
メ
タ
フ
ァ
ー
を
読
み
取

V
gl.

Jeffrey
W
ilson

,

る
の
は
、
決
し
て
的
外
れ
な
解
釈
で
は
な
い
。

A
m
erican

C
atholic

In
com

m
en
su
rable,

S
u
persen

sible,
S
u
blim

e,
in
:

但
し

ド
・

P
hilosophical

Q
uarterly,

V
ol.L

X
X
V
,
N
o.2,

2001,
p.235.

、

マ
ン
の
よ
う
に
、
運
動
を
力
学
的
崇
高
だ
け
に
認
め
る
解
釈
も
み
ら
れ
る
。
な

お
、
運
動
概
念
や
「
恐
怖
」
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
と
バ
ー
ク
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
筆
者
は
両
者
の
比
較
研
究
の
観
点
か
ら
立
ち
入
っ
た
こ
と
が
あ
る
。｢

近
代

崇
高
論
の
地
平｣

法
政
大
学
文
学
部
紀
要
第
三
九
号
、
一
九
九
四
年
三
月
、
一
頁

-

六
○
頁
。R

ich
ard

W
h
ite,

T
h
e
S
u
blim

e
an
d

th
e
O
th
er,

in
:

（
四
三
）

,
V
ol.38,2,

A
pril

1997,
p.126.

H
eythrop

Journal

カ
ン
ト
は
、
ユ
ダ
ヤ
の
律
法
書
で
の
神
の
似
姿
を
造
る
こ
と
を
禁
じ

（
四
四
）

た
掟
を
崇
高
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
（
第
一
部
・
総
注

、
こ
の
記
述
と
は
別

）

に
、
カ
ン
ト
の
神
に
対
す
る
崇
高
の
感
情
と
オ
ッ
ト
ー
の
そ
れ
と
の
関
連
を
指

摘
す
る
解
釈
も
あ
る
。

ま
た
、
こ
こ
で

V
gl.

W
h
ite,

,
pp.131-139.

a.a.O
.

は
存
在
者
と
は
区
別
さ
れ
た
存
在
の
「
生
起
」
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
流
の
崇

高
解
釈
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
従
来
注
意
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
『
形
而
上
学
の
根

本
諸
概
念
』
で
の
「
自
然
の
内
的
な
崇
高
性
」
と
崇
高
な
「
気
分
」
と
の
関
係

V
gl.

M
.
H
eidegger,

G
ru
n
dbegriffe

der

に
注
意
を
促
し
て
お
く
。

M
etaph

ysik,
,
F
ran

kfu
rt
a.
M
.,
1983,

B
d.29/30,

G
esam

tausgabe
V
on

S
.403.

M
.R
iedel,

D
as

N
atü

rlich
e
in

der
N
atu

r,
in
:

前
掲
拙
論
「
驚
異
と
崇

H
eidegger

her,
F
ran

kfu
rt
a.
M
.,
1991,

S
.67.

高
」
第
二
節
「
気
分
と
し
て
の
崇
高
」
を
参
照
。
な
お
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
ガ
ー

ダ
マ
ー
に
よ
る
ド
イ
ツ
哲
学
史
解
釈
の
偏
見
の
た
め
、
正
当
な
評
価
を
得
て
い

な
い
デ
ィ
ル
タ
イ
の
前
期
の
代
表
作

精
神
科
学
序
説

に
は

伝
統
的
な

『

』

、

「

も
崇
高
な
人
間
的
感
情

」

(dieses
erh

aben
sten

m
en
sch

lich
en

G
efü
h
ls)

と
と
も
に

「
自
然
の
崇
高
」
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る

「
そ
れ
ゆ

(S
.250)

、

。

え
自
然
は
、
崇
高
な
静
け
さ

の
表
情
を
わ
れ
わ
れ
に
み

(erh
aben

er
R
u
h
e)

(D
ie

N
atu

r

せ
る
こ
と
も
あ
る
。
自
然
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
異
質
で
あ
る

ist
u
n
s
frem

d.)
(S
.36)

W
.D
ilth

ey,
,
B
d.I,

」

。

G
esam

m
elte

Schriften

、

。

S
tu
ttgart,

1959.

後
者
の
表
現
の
含
意
に
対
す
る
考
察
は

別
の
機
会
に
譲
る

こ
れ
に
関
連
し
て
、
崇
高
な
判
断
の
正
し
さ
や
妥
当
性
に
関
す
る
問

（
四
五
）

題
も
、
ま
た
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
、
も
し
も
レ
ジ
ス
タ
ン
ス

が
必
ず
し
も
精
神
の
豊
か
さ
や
高
さ
と
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
純
然
た

る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
事
柄
に
よ
る
と
い
う
見
方
が
妥
当
性
で
あ
る
と
す
れ

V
gl.

L
aw
ren

ce

ば
、
い
っ
そ
う
困
難
に
直
面
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

L
an
ger,

,
N
ew

H
olocaust

T
estim

onies:
T
he

R
uins

of
M
em
ory

H
aven

,
1991,

p.180.
Z
ach

ary
B
raiterm

an
n
,
A
gain

st
H
olocau

st-

S
u
blim

e.
N
aive

R
eferen

ce
an
d
th
e
G
en
eration

of
M
em
ory,

in
:

,
V
ol.12,

2000,
p.12.

H
istory

and
M
em
ory

崇
高
と
尊
敬
、
道
徳
的
感
情
と
実
践
理
性
と
の
関
連
に
対
す
る
考
察

（
四
六
）

は
、
カ
ン
ト
解
釈
上
の

も
困
難
な
課
題
に
属
す
る
。
こ
の
問
題
は
、
カ
ン
ト

研
究
の
主
要
課
題
と
し
て
別
個
の
考
察
を
要
求
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
両
者

V
gl.

の
関
連
に
対
し
て
筆
者
の
見
解
に
近
い
見
解
を
ひ
と
つ
紹
介
し
て
お
く
。

な
お
、
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
に

C
row

th
er,

,
pp.19-37.

a.a.O
.

即
し
た
崇
高
と
尊
敬
と
の
質
的
な
相
違
の
主
要
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
①

量
か
ら
み
て
、
感
情
の
普
遍
的
妥
当
性
に
関
し
て
は
、
前
者
が
美
感
的
判
断
力

に
基
づ
く
か
ぎ
り
、
崇
高
の
感
情
は
主
観
的
妥
当
性
を
要
求
す
る
。
後
者
は
、

道
徳
的
判
断
に
基
づ
く
か
ぎ
り
、
尊
敬
の
感
情
は
客
観
的
普
遍
妥
当
性
を
要
求

す
る
。
②
感
情
の
質
に
関
し
て
、
前
者
は
美
感
的
判
断
で
あ
る
か
ぎ
り
、
判
断

は
そ
の
対
象
の
現
存
に
は
無
関
心
で
あ
る
。
後
者
は
、
道
徳
的
判
断
で
あ
る
か

ぎ
り
、
判
断
は
善
の
対
象
を
現
存
さ
せ
る
べ
く
関
心
を
も
つ
。
③
感
情
を
引
き

起
こ
す
原
因
と
の
関
係
か
ら
み
て
、
前
者
は
、
構
想
力
と
理
性
と
の
偶
然
的
な

一
致
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
感
情
で
あ
る
が
、
後
者
は
、
純
粋
実
践
理
性
お
よ

び
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
実
践
的
必
然
的
に
惹
起
さ
れ
る
感
情
で
あ
る
。
④
感
情

の
様
相
に
関
し
て
は
、
前
者
が
道
徳
感
情
に
基
づ
く
主
観
的
必
然
性
で
あ
る
の
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に
対
し
て
、
後
者
は
、
純
粋
実
践
理
性
に
基
づ
く
実
践
的
な
客
観
的
必
然
性
を

意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
崇
高
と
尊
敬
と
は
、
た
ん
に
異
質
で
も
な
く
、
ま
し

。

。

、

て
並
列
的
関
係
で
も
な
い

前
者
は
後
者
を
前
提
す
る
か
ら
で
あ
る

こ
れ
は

カ
ン
ト
解
釈
を
離
れ
て
も
重
要
な
論
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

A
ren

dt,
,

（
四
七
）

H
.

L
ectures

on
K
ant's

P
olitical

P
hilosophy

『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
の
講
義
』
浜
田
義
文
監
訳
、
法
政

C
h
icago,

1982,
p.52.

、

。

、

、

大
学
出
版
局

七
九
頁

ク
ラ
ウ
ザ
ー
も
ま
た

こ
の
箇
所
の
論
述
に
関
し
て

筆
者
と
同
様
に
、
戦
争
は
、
軍
人
ら
し
い
行
為
が
普
遍
的
な
道
徳
的
義
務
の
動

V
gl.

機
か
ら
携
わ
る
か
ぎ
り
で
崇
高
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

C
row

th
er,

,
p.115.

a.a.O
.

V
gl.

E
.
C
assirer,

,

（
四
八
）

D
ie

P
hilosophie

der
A
ufklärung

『
啓
蒙
主
義
の
哲
学
』
中
野
好
之
訳
、

T
ü
bin
gen

,
1932,

3.
A
u
fl.,

S
.442f.

紀
伊
国
屋
書
店
、
四
○
九
頁
以
下
。
カ
ン
ト
自
身
も
、
美
と
崇
高
と
の
区
別
に

関
連
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
知
性
的
な
関
心
を
顧
慮
す
る
理
念
に
基
づ
く
場
合
、｢

あ

(V
,

ら
ゆ
る
社
会
的
関
係
か
ら
の
孤
絶
は

な
に
か
崇
高
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る｣

、

、

。

、

「

」

251)
lon
elin

ess)

と
述
べ
て
い
る

こ
の
概
念
は

ア
ー
レ
ン
ト
の

孤
立(

と
区
別
さ
れ
た
「
孤
独(

」
に
近
い
概
念
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ

solitu
de)

、

。「

」

に
つ
い
て
は

次
の
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い

歴
史
の
な
か
の
実
存
の
物
語
り

実
存
思
想
協
会
編
『
実
存
思
想
論
集

』
理
想
社
、
二
○
○
四
年
一
一
月

X
X
V
II

所
収
。

カ
ン
ト
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
、
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
「
啓
蒙
」
の
捉
え

（
四
九
）

方
の
対
比
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
著
・
第
二
講
を
参
照
さ
れ
た
い

『
カ
ン
ト
を

。

読
む

ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
降
の
批
判
哲
学
』
岩
波
書
店
、
二
○
○
三

―

年
一
月
。広

範
多
岐
に
わ
た
る
内
外
の
多
数
の
資
料
収
集
に
際
し
て
は
、
齋
藤
元

付
記

紀
・
法
政
大
学
講
師
と
近
堂
秀
・
法
政
大
学
講
師
の
協
力
を
得
た
。
記
し
て
、

両
氏
の
ご
尽
力
に
謝
意
を
表
す
る
。



( 1 )

Die Erfahrung des Erhabenen bei Kant

Eiji MAKINO

Im vorliegenden Aufsatz wird dieses Thema in folgenden vier Schritten
behandelt.

Erstens wird gezeigt, dass die Kantische Ästhetik seit Anfang der achtziger
Jahre des vergangenen Jahrhunderts in zahlreichen Arbeiten der Postmoderne eine
breite und positive Rezeption erfahren hat.

Zweitens wird gegen Gayatri C. Spivaks Kant-Kritik insbesondere die Kritik
der Theorie des Erhabenen in der „Kritik der postkolonialischen Vernunft“ Kants
Position verteidigt.

Drittens wird gezeigt, dass Kants Position zur gegenwärtigen Theorie des
Erhabenen aus diesem Zusammenhang zu interpretieren ist.

Viertens wird klar gemacht, dass die Erfahrung des Erhabenen in Kants
Kritische Philosophie eine eigentümliche Struktur hat.

Nach E. Cassirers Auffassung hat das Erlebnis des Erhabenen die folgende
Eigentümlichkeit: Nicht nur die innere Freiheit des Menschen gegenüber den
Objekten der Natur und gegenüber der Gewalt des Schicksals ist es, die sich im
Gefühl des Erhabenen ausdrückt, sondern dieses Gefühl löst das Individuum auch
aus den tausendfältigen Bindungen, denen es, als Glied der Gemeinschaft, der
bürgerlich-geselligen Ordnung unterliegt. Im Erlebnis des Erhabenen fallen auch
diese Schranken.

Dagegen besteht m. E. die Erfahrung des Erhabenen aus vier Bedingungen der
Möglichkeit derselben. Als Urteil der ästhetisch- reflektierenden Urteilskraft muss
das Wohlgefallen am Erhabenen der Quantität nach allgemeingültig, der Qualität
nach ohne Interesse sein, der Relation nach subjektive Zweckmäßigkeit ohne
Zwecke und der Modalität nach die letztere als notwendig vorstellig machen.

Die Erfahrung des Erhabenen bedeutet die Grunderfahrung zur Auffassung des
Menschen und der Gesellschaft.


