
四
二

カ
ン
ト
の
人
間
学
講
義
に
お
け
る
「
経
験
的
・
心
理
学
的
」
趣
味
論
に
つ
い
て

杉
　
山
　
卓
史

は
じ
め
に

　
カ
ン
ト
の
門
経
験
的
」
あ
る
い
は
「
心
理
学
的
」
な
趣
味
論
を
、
「
超
越
論
的
」
な
そ
れ
と
の
比
較
の
上
で
考
察
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

稿
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
課
題
そ
の
も
の
は
、
す
で
に
溺
稿
に
お
い
て
、
旧
師
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
覇
輪
（
一
七
九
〇
年
）
を
批
判
す
る

『
カ
リ
ゴ
ネ
ー
蜘
（
一
八
○
○
年
）
に
お
け
る
ヘ
ル
ダ
ー
の
口
を
借
り
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
は
じ
め
に
そ
れ
を
必
要
な
限
り
で
振
り
返
っ

て
お
き
た
い
。

　
「
直
感
的
判
断
力
と
し
て
の
趣
味
能
力
の
考
量
は
、
こ
こ
で
は
趣
味
の
形
成
（
じ
」
山
繭
§
鐙
）
や
陶
冶
（
凶
三
陣
払
）
の
た
め
に
で
は
な
く

…
…
単
に
超
越
論
的
（
需
§
ω
需
μ
益
。
三
巴
）
な
意
図
に
お
い
て
行
わ
れ
る
」
（
諺
〉
”
〈
ミ
（
〕
鋒
溶
¢
》
目
×
〉
と
そ
の
「
序
文
」
に
明
言
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
『
贈
与
力
批
遡
輪
（
の
第
一
部
「
直
感
的
判
断
力
批
判
扁
）
に
お
け
る
趣
昧
論
は
「
超
越
論
的
篇
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書

が
先
行
二
情
理
糊
漏
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
闇
然
概
念
の
領
域
と
自
由
概
念
の
そ
れ
と
を
統
合
す
る
と
い
う
課
題
を
担
う
も
の
で
あ

る
こ
と
を
顯
慮
す
れ
ぽ
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
の
カ
ン
ト
は
「
趣
味
の
形
成
や
陶
冶
の
た
め
に
」
趣
味
論
を
展
開
す
る

こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
否
定
し
た
上
で
、
こ
れ
を
讐
超
越
論
的
」
に
展
開
す
る
、
と
宣
雷
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
判
断
力
批
判
臨
に
お
い

て
趣
味
論
が
「
超
越
論
的
」
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
燈
明
の
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
讐
超
越
論
的
」
趣
味
論
は
複
数
の
選
択
肢
の
中



の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
趣
味
論
は
「
超
越
諭
的
」
に
の
み
な
ら
ず
そ
の
「
形
成
や
陶
冶
の
た
め
に
」
も
展
開
さ
れ
う

る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
解
釈
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
（
｝
七
八
一
年
）
に
お
け
る
讐
感
性
（
ω
ぎ
自
〇
三
ハ
の
芭
の
あ
ら
ゆ
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
理
に
つ
い
て

の
学
を
私
は
超
越
論
的
諺
ω
島
①
巴
（
と
呼
ぶ
」
（
囚
吋
く
”
》
b
。
H
1
1
ご
σ
G
。
α
）
と
い
う
宣
言
文
に
付
さ
れ
た
、
次
の
よ
う
な
注
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。

　
　
ド
イ
ツ
人
は
、
他
国
民
が
趣
味
の
批
判
と
呼
ん
で
い
る
も
の
を
言
い
表
す
の
に
諺
ω
窪
Φ
艶
（
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
、
霞
下
の
と
こ

　
　
ろ
唯
～
の
国
民
で
あ
る
。
こ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
卓
越
し
た
分
析
家
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ソ
が
抱
い
た
誤
っ
た
希
望
、
す
な
わ
ち
、
美
の

　
　
批
判
的
判
定
を
理
性
原
理
の
下
に
も
た
ら
し
て
そ
の
規
則
を
学
問
へ
と
高
め
よ
う
と
す
る
希
望
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
努
力
は
無
駄

　
　
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
規
則
あ
る
い
は
基
準
は
、
そ
の
主
要
な
源
泉
に
か
ん
し
て
は
経
験
的
で
し
か
な
く
、

　
　
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
の
趣
味
判
断
が
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
特
定
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
法
則
に
は
決
し
て
役
立
ち
え
な
い
の
で

　
　
あ
っ
て
、
む
し
ろ
趣
味
判
断
の
方
が
そ
の
よ
う
な
法
則
の
正
当
性
の
本
来
の
試
金
石
を
成
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
や
は
り
こ
の

　
　
よ
う
な
名
称
を
廃
し
て
こ
れ
を
真
の
学
問
た
る
理
論
の
た
め
に
残
し
て
お
く
の
が
賢
明
で
あ
る
。
（
こ
れ
に
よ
り
、
認
識
を
感
覚
さ
れ

　
　
た
も
の
と
思
考
さ
れ
た
も
の
と
に
区
分
し
た
こ
と
で
非
常
に
有
名
な
古
代
人
の
雷
語
と
意
味
と
に
も
近
づ
く
で
あ
ろ
う
。
）
あ
る
い
は
、

　
　
名
称
を
思
弁
哲
学
と
分
け
合
っ
て
》
ω
夢
Φ
艶
（
を
一
方
で
は
超
越
論
的
な
三
昧
で
、
他
方
で
は
心
理
学
的
（
O
ω
く
9
0
同
。
α
q
凶
ω
9
）
な
意
味

　
　
で
用
い
る
、
と
い
う
の
で
も
よ
い
。
（
》
卜
。
ぎ
1
1
¢
ご
ω
㎝
h
診
、
傍
線
部
は
B
版
の
み
V

こ
こ
で
の
カ
ン
ト
は
、
「
美
の
批
判
的
判
定
扁
す
な
わ
ち
趣
味
判
断
の
「
規
則
一
を
．
．
》
ω
夢
Φ
艶
く
．
、
と
い
う
名
の
下
で
「
学
問
」
1
「
美

学
」
　
　
へ
と
高
め
よ
う
と
し
た
「
美
学
の
父
」
こ
と
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
対
し
、
自
ら
は
．
．
》
ω
讐
Φ
け
葺
．
、
と
い
う
語
を
「
感
性
に
つ
い
て

の
学
」
1
「
感
性
論
偏
…
を
表
す
の
に
充
て
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
理
扁
を
論
じ
る
の
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

換
言
す
れ
ぽ
経
験
に
先
立
っ
て
経
験
を
成
立
さ
せ
る
も
の
と
し
て
「
超
越
論
的
」
に
感
性
を
論
じ
る
の
が
、
『
純
粋
理
性
批
澗
』
に
お
け
る

カ
ン
ト
の
人
間
学
講
義
に
お
け
る
「
経
験
的
・
心
理
学
的
」
趣
味
論
に
つ
い
て

四
三



哲
学
研
究
　
第
五
｝
日
八
十
二
号

四
四

彼
の
意
図
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
著
作
に
お
い
て
は
．
瞬
ω
昏
Φ
艶
（
、
”
と
い
う
語
は
徹
頭
徹
尾
そ
の
よ
う
な
「
超
越
論
的
」
な
意
味
で
用

い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
注
目
す
べ
き
は
第
二
版
（
一
七
八
七
年
）
に
お
け
る
補
筆
で
あ
る
。
第
二
版
に
お
け
る
カ
ン
ト
は
、
、
．
》
ω
窪
①
賦
騨
”
．
と
い
う
語

を
超
越
論
的
な
意
味
で
の
み
な
ら
ず
、
心
理
学
的
な
意
昧
で
用
い
る
こ
と
を
も
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
哲
学
体
系
に
お
い
て
超
越

論
的
で
は
な
い
“
経
験
的
な
、
そ
し
て
同
蒔
に
心
理
学
的
な
諺
ω
魯
Φ
窪
《
と
い
う
部
門
が
（
超
越
論
的
》
ω
窪
Φ
能
く
と
は
別
に
）
存
す
る
こ
と

に
な
る
。
ど
こ
に
存
す
る
の
か
。
「
経
験
的
心
理
学
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト
が
（
「
分
析
家
」
と
し
て
は
「
卓
越
」
し
て
い

る
）
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ソ
の
『
形
而
上
学
』
（
一
七
三
九
年
）
の
「
経
験
的
心
理
学
（
勺
ω
い
δ
ゴ
。
一
〇
ひ
q
鑓
①
野
営
屈
ざ
餌
）
」
の
箇
所
（
五
〇
四
i
六
九
九

節
）
を
教
科
書
と
し
て
講
じ
た
の
が
、
「
人
間
学
」
と
い
う
学
科
で
あ
っ
た
。

　
｝
七
七
　
一
年
に
開
始
さ
れ
た
こ
の
人
間
学
講
義
を
、
カ
ン
ト
は
認
識
能
力
に
つ
い
て
論
じ
る
部
門
、
快
お
よ
び
不
快
の
感
情
に
つ
い
て
の

部
門
そ
し
て
欲
求
能
力
に
つ
い
て
の
部
門
と
い
う
三
部
構
成
に
よ
っ
て
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
論
じ
る
対
象
は
三
批
判
書
と
並
行
し
て

お
り
、
論
じ
方
が
超
越
論
的
で
な
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
超
越
論
的
で
は
な
い
諺
ω
夢
①
鉱
開
と
は
、
こ
の
講
義

（
の
中
で
も
快
お
よ
び
不
快
の
感
情
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
部
門
）
に
お
け
る
趣
味
論
で
あ
る
、
・
と
い
う
推
論
が
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
趣
味
論
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
の
か
。
前
の
「
序
文
」
か
ら
の
引
用
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
た

し
か
に
そ
れ
は
、
『
判
断
力
批
判
触
の
主
張
と
し
て
そ
の
ま
ま
の
形
で
採
用
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
こ
の
人
聞
学
講
義

を
、
全
講
義
か
ら
引
退
す
る
一
七
九
六
年
ま
で
の
二
四
年
聞
、
毎
年
欠
か
さ
ず
行
っ
た
。
し
か
も
、
引
退
直
後
に
自
ら
こ
れ
を
編
集
し
、

『
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
聞
学
』
と
題
し
て
出
版
し
て
い
る
（
一
七
九
八
年
）
。
彼
が
生
涯
に
行
っ
た
講
義
は
数
多
あ
る
が
、
生
前
に
自
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
V

編
集
し
て
出
版
し
た
の
は
こ
の
講
義
だ
け
で
あ
る
。
よ
ほ
ど
愛
着
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
愛
着
は
必
ず
し
も
快
お
よ
び

不
快
の
感
情
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
部
門
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
非
超
越
論
的
H
経
験
的
・
心
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

学
的
趣
味
論
が
『
判
断
力
批
判
』
成
立
後
に
否
定
し
玄
ら
れ
は
し
な
か
っ
た
、
と
は
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



　
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
カ
ン
ト
研
究
は
、
こ
の
経
験
的
・
心
理
学
的
趣
味
論
を
あ
た
か
も
『
判
断
力
批
判
廓
成
立
後
に
否
定
し
去
ら
れ
た
も

の
の
よ
う
に
扱
っ
て
き
た
。
た
し
か
に
、
『
判
断
力
批
判
』
の
趣
味
論
が
カ
ン
ト
の
人
間
学
講
義
に
淵
源
を
持
つ
こ
と
は
カ
ン
ト
研
究
に
お

　
　
　
　
　
　
（
5
）

い
て
は
常
識
と
化
し
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
成
立
史
は
、
こ
の
講
義
の
た
め
に
カ
ン
ト
自
身
が
残
し
た
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
や
、
一
九
九
七
年
以

降
で
あ
れ
ぽ
後
述
す
る
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
第
二
五
巻
に
収
録
さ
れ
た
こ
の
講
義
の
聴
講
者
に
よ
る
筆
記
録
を
駆
使
し
て
明
ら
か
に

　
　
　
（
6
）

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
背
後
に
透
け
て
見
え
る
の
は
、
こ
の
講
義
は
『
判
断
力
批
糊
』
に
素
材
を
提
供
し
た
に
す
ぎ
ず
、
『
判
断
力

批
判
』
に
お
い
て
こ
の
経
験
的
・
心
理
学
的
な
素
材
が
「
超
越
論
的
」
に
纏
め
上
げ
ら
れ
た
の
だ
、
と
い
う
（
暗
黙
の
）
前
提
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
講
義
は
『
判
断
力
批
判
』
へ
の
前
段
階
に
位
置
す
る
い
わ
ば
末
熟
な
も
の
と
さ
れ
、
『
判
断
力
批
判
』
の
成
立
史
を
明
ら
か

に
す
る
の
に
寄
与
す
る
限
り
で
注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
経
験
的
・
心
理
学
的
趣
味
論
は
、
『
判
断
力
批
判
』
成
立
と
と
も
に

そ
の
役
割
を
終
え
る
よ
う
な
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
注
目
に
値
し
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
見
方
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
カ
ン
ト
の
経
験
的
・
心
理
学
的
趣
味
論
の
内
実
を
、

そ
の
人
間
学
講
義
に
即
し
て
超
越
論
的
趣
味
論
と
の
偏
差
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
、
こ
れ
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
奪
う
資
料
と
し
て
の
「
入
間
学
講
義
」
と
は
、
第
一
に
あ
の
『
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
間
学
』
（
以
下
『
実
用
的
人
間
学
』
と

略
）
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
長
年
の
自
ら
の
講
義
を
自
期
し
た
こ
の
著
作
は
、
異
な
る
学
期
に
講
じ
ら
れ
た
人
間
学
講
義
の
内
容
が
パ
ッ
チ
ワ

ー
ク
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
た
め
、
『
判
断
力
批
判
』
（
ひ
い
て
は
批
判
哲
学
一
般
）
の
成
立
史
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
寄
与
す
る
限
り
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
み
、
こ
の
講
義
に
注
目
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
カ
ン
ト
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
人
聞
学

を
カ
ン
ト
哲
学
の
体
系
の
中
で
一
つ
の
独
立
し
た
部
門
を
確
固
と
し
て
占
め
る
も
の
と
み
な
す
本
稿
に
と
っ
て
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
そ
の

講
義
の
最
終
版
な
い
し
決
定
版
と
し
て
き
わ
め
て
高
い
価
値
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
参
照
さ
れ
る
べ
き
は
、
一
九
九
七
年
に
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
第
二
五
巻
と
し
て
出
版
さ
れ
た
、
彼
の
人
間
学
講
義
の
聴
講

者
に
よ
る
筆
記
録
集
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
一
七
七
ニ
ー
七
三
年
（
二
種
）
、
七
五
一
七
六
年
、
七
七
－
七
八
年
、
八
一
…
八
二
年
、
八
四

カ
ン
ト
の
人
間
学
講
義
に
お
け
る
「
経
験
的
・
心
理
学
的
弓
趣
味
論
に
つ
い
て

四
五
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1
八
五
年
そ
し
て
八
八
…
八
九
年
の
六
学
期
（
す
べ
て
冬
学
期
）
七
種
の
筆
記
録
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
『
判
断
力
批
判
』
が
公
に
な
っ
た

九
〇
年
以
降
の
も
の
が
収
録
さ
れ
て
い
な
い
の
が
、
不
満
と
雷
え
ぽ
不
満
で
あ
る
。
し
か
し
、
幸
い
に
し
て
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』

に
重
要
な
補
筆
を
施
し
、
ラ
イ
ソ
ホ
ル
ト
に
「
快
お
よ
び
不
快
の
感
情
」
の
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
理
を
発
見
し
た
し
と
告
げ
た
（
湯
》
×

㎝
謀
）
八
七
年
以
降
の
、
す
な
わ
ち
、
『
判
断
力
憂
欝
撫
執
筆
の
真
只
中
の
時
期
の
筆
記
録
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
『
実

用
的
人
間
学
紬
と
併
せ
て
八
八
…
八
九
年
の
筆
記
録
（
1
1
「
ブ
ー
ゾ
ル
ト
人
間
学
」
）
を
主
た
る
考
察
の
対
象
と
し
、
こ
れ
以
前
の
講
義
（
の

筆
記
録
）
は
必
要
に
応
じ
て
参
照
す
る
、
と
い
う
方
法
で
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
主
心
的
に
は
、
趣
味
覇
断
の
主
観
的
普
遍
妥
当
性
要
求
の
、
す
な
わ
ち
、
悩
々
人
の
（
快
お
よ
び
不
快
の
）
感
情
に
（
の
み
V
基
づ
い
て

マ
王
事
的
に
」
下
さ
れ
る
は
ず
の
趣
昧
判
断
が
こ
れ
と
は
～
見
相
反
す
る
「
普
遍
妥
当
性
」
を
要
求
し
う
る
の
は
い
か
に
し
て
か
、
と
い
う

問
題
を
考
察
の
主
軸
に
据
え
る
。
こ
の
問
題
は
、
「
論
理
学
者
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
が
、
超
越
論
哲
学
者
に
と
っ
て
は
大
い
に
注
目

に
値
す
る
偏
（
＜
曽
も
。
鋒
囚
ρ
卜
。
回
）
も
の
と
し
て
『
判
断
力
批
判
』
の
中
心
テ
ー
マ
（
の
一
つ
）
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
人
間
学
講
義
に
お

け
る
カ
ン
ト
は
「
超
越
論
哲
学
者
」
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
こ
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
　
趣
味
ほ
「
社
会
的
」
判
定
能
力
2

　
『
実
田
川
的
人
間
学
脱
出
～
部
「
人
聞
学
的
教
訓
論
漏
第
二
編
…
「
快
お
よ
び
不
快
の
感
情
」
を
、
カ
ン
ト
は
快
（
不
快
も
同
様
で
あ
る
と
さ

れ
る
が
）
を
「
感
性
的
な
扁
そ
れ
と
「
知
性
的
な
」
そ
れ
（
舞
「
善
」
）
と
に
分
類
し
、
さ
ら
に
前
者
を
「
感
官
を
通
じ
て
」
の
も
の
（
莚

「
享
楽
（
＜
o
薦
鑑
ひ
q
窪
ご
）
と
「
構
想
力
を
通
じ
て
」
の
も
の
（
鍵
「
趣
味
」
）
と
に
分
類
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
（
》
♪
＜
霞
ひ
。
も
。
O
）
。

雷
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
『
判
断
力
批
判
隔
に
お
け
る
「
快
適
」
と
「
美
」
と
「
善
」
と
の
区
分
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
ブ
ー

ゾ
ル
ト
人
聞
学
」
の
「
趣
味
に
つ
い
て
扁
と
題
さ
れ
た
一
節
も
、
同
様
の
議
論
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
（
×
×
ノ
さ
一
窃
O
o
Q
）
。

　
こ
の
趣
味
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
か
。
ま
ず
、
そ
の
定
義
と
み
な
し
う
る
も
の
を
『
実
用
的
人
間
学
臨
か
ら
列



挙
し
て
み
よ
う
。

　
（
一
）
趣
味
は
、
語
の
元
来
の
意
味
で
は
…
…
（
舌
、
口
そ
し
て
喉
と
い
う
）
寄
宮
が
飲
食
に
お
い
て
あ
る
種
の
分
解
さ
れ
た
物
質
に
よ

　
　
っ
て
種
別
に
触
発
さ
れ
る
性
質
で
あ
る
。
（
＜
麟
b
。
も
。
¢
）

　
（
二
）
趣
味
と
い
う
言
葉
は
あ
る
感
性
的
判
定
能
力
、
そ
れ
も
単
に
私
自
身
の
感
窟
感
覚
に
即
し
て
で
は
な
く
、
万
人
に
妥
当
す
る
も
の

　
　
と
表
象
さ
れ
る
よ
う
な
あ
る
種
の
規
則
に
即
し
て
選
択
す
る
能
力
と
み
な
さ
れ
る
。
（
卜
○
心
O
）

　
（
三
）
趣
味
は
、
普
遍
妥
当
的
に
選
択
す
る
直
感
的
判
断
力
の
能
力
で
あ
る
。
（
卜
。
陸
）

　
（
四
）
そ
れ
ゆ
え
趣
味
は
、
外
的
対
象
を
構
想
力
に
お
い
て
社
会
的
（
ひ
q
①
ω
①
濠
。
冨
塗
一
〇
げ
）
に
判
定
す
る
能
力
で
あ
る
。
（
芭
匹
．
、
強
調
カ

　
　
ン
ト
）

ま
ず
、
（
一
）
は
「
趣
味
（
○
①
ω
。
げ
毒
口
。
δ
」
が
五
官
の
一
種
と
し
て
の
「
味
覚
（
O
の
ω
9
ヨ
鋤
興
）
」
に
由
来
す
る
、
と
い
う
語
源
的
説
明
で

（
8
）

あ
る
。
当
時
す
で
に
定
着
し
た
（
隠
喩
的
）
語
法
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
こ
の
説
明
は
『
判
断
力
批
判
』
に
は
見
ら
れ
な
い
（
「
直
感

的
判
断
力
批
判
」
冒
頭
の
注
に
「
こ
こ
で
根
底
に
置
か
れ
る
趣
昧
の
定
義
は
、
趣
味
と
は
美
の
判
定
能
力
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
」
〔
＜

N
O
G
。
5
1
1
閤
9
G
。
昌
〕
と
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
）
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
「
下
北
」
と
い
う
語
が
「
そ
の
使
用
に
お
い
て
、
単
に
味
の
識
別
力

と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
同
時
に
味
の
好
み
と
し
て
も
理
解
さ
れ
る
偏
（
》
♪
＜
自
・
。
ω
①
）
と
い
う
二
義
性
に
注
饗
し
た
。
彼
は

こ
の
こ
と
を
、
一
見
個
々
人
の
（
快
お
よ
び
不
快
の
）
感
情
に
（
の
み
）
基
づ
い
て
下
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
趣
味
判
断
に
個
人
的
と
い

う
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
よ
う
な
要
素
が
介
入
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
（
い
わ
ば
「
心
理
学
的
」
な
）
導
入
と
し
て
用
い
た
の
で

あ
ろ
う
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
に
趣
味
が
普
遍
妥
当
性
を
有
す
る
と
い
う
（
二
）
の
説
明
が
続
く
の
で
あ
る
。
一
見
、
「
関
心
な
き
満
足
感
と
い
う

（
第
一
）
規
定
か
ら
「
概
念
な
き
普
遍
性
偏
と
い
う
（
第
二
）
規
定
を
導
い
た
『
判
断
力
批
判
』
と
は
か
な
り
異
な
る
論
述
の
流
れ
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
説
明
に
続
い
て
カ
ン
ト
は
「
（
選
択
の
）
趣
味
に
お
い
て
は
…
…
す
な
わ
ち
直
感
的
判
断
力
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
人
間
学
講
義
に
お
け
る
「
経
験
的
：
心
理
学
的
」
趣
味
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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対
象
に
お
け
る
満
足
を
生
み
出
す
の
は
、
直
接
に
は
感
覚
（
対
象
の
表
象
の
質
料
）
で
は
な
く
、
質
料
を
自
由
な
（
産
出
的
）
構
想
力
が

…
…
統
合
す
る
仕
方
、
す
な
わ
ち
形
式
で
あ
る
」
（
昏
の
お
）
と
述
べ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
対
象
の
実
際
の
存
在
の
表
象
と
結
び
つ
け
る
満

足
が
関
心
と
呼
ば
れ
る
」
（
～
「
じ
⊃
O
心
　
u
　
H
（
¢
”
α
）
と
い
う
開
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
「
関
心
」
の
定
義
と
照
合
し
て
み
れ
ぽ
、
「
感
覚
（
対

象
の
表
象
の
質
料
）
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
こ
れ
を
代
入
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
事
実
、
「
ブ
ー
ゾ
ル
ト
人
間
学
偏
で
は
、
前
後
で
普
遍

妥
当
性
に
か
ん
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
、
そ
の
意
味
で
や
や
も
す
れ
ぽ
唐
突
に
で
は
あ
る
が
、
「
趣
味
は
無
私
（
§
Φ
飼
①
嘗
簿
賦
ひ
q
）
の
満

足
で
あ
り
、
関
心
に
即
し
て
選
択
す
る
も
の
で
は
な
い
」
（
〉
「
》
導
×
×
＜
一
朝
目
O
）
と
嬰
蓄
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
、
人
間
学
講
義
に
お
い

て
示
さ
れ
た
趣
味
の
普
遍
妥
当
性
は
、
『
判
断
力
批
判
輪
の
そ
れ
と
大
ぎ
く
異
な
り
は
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
示
さ
れ
た
趣
味
の
「
無
関
心
的
」
普
遍
妥
当
性
を
讐
そ
れ
ゆ
え
篇
と
承
け
、
「
趣
味
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
う
る
」
と
い
う

前
置
き
し
た
上
で
、
カ
ン
ト
は
（
三
）
の
説
明
を
引
用
符
つ
き
で
提
示
し
て
い
る
。
形
式
的
に
は
、
こ
れ
が
人
聞
学
講
義
に
お
け
る
カ
ン
ト

の
趣
味
に
つ
い
て
の
公
式
見
解
と
な
っ
て
い
る
。

　
だ
が
、
こ
れ
に
た
だ
ち
に
続
く
（
照
）
の
説
明
は
、
わ
れ
わ
れ
を
戸
惑
わ
せ
る
。
趣
味
が
「
社
会
的
扁
（
カ
ン
ト
自
身
が
強
調
し
て
い
る

こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
）
な
能
力
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
普
遍
妥
当
性
を
有
す
る
こ
と
か
ら
「
そ
れ
ゆ
え
（
巴
ω
o
）
」
と
導
出
し
う
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
比
較
の
た
め
に
、
鴨
判
断
力
批
判
緬
か
ら
次
の
一
節
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
　
自
ら
の
心
の
状
態
を
、
認
識
能
力
に
か
ん
し
て
で
さ
え
も
、
伝
達
し
う
る
こ
と
が
快
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、
社
交
性

　
　
（
O
Φ
ω
巴
若
く
㊦
謬
）
に
向
か
う
人
間
の
自
然
本
性
か
ら
容
易
に
（
経
験
的
あ
る
い
は
心
理
学
的
に
）
説
明
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

　
　
し
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
意
図
に
は
十
分
で
は
な
い
。
…
…
と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
題
の
解
明
を
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
直
感

　
　
的
判
断
は
可
能
か
、
〔
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
〕
い
か
に
し
て
可
能
か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
る
ま
で
、
留
保
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
（
＜
b
。
蕊
擁
穴
d
る
㊤
h
）



こ
れ
は
第
九
節
の
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
解
決
が
「
趣
味
の
批
判
へ
の
鍵
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
あ
ら
ゆ
る
注
目
に
値
す
る
」
よ
う
な
「
趣
味
判

断
に
お
い
て
は
快
の
感
情
が
対
象
の
判
定
に
先
行
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
判
定
が
感
情
に
先
行
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
（
》
♪
＜
・
。
一
①
1
1

丙
G
”
さ
。
刈
）
に
「
判
定
が
感
情
に
先
行
す
る
」
（
》
〉
”
＜
b
の
H
O
O
目
配
（
C
”
b
⊃
O
）
と
い
う
解
決
が
与
え
ら
れ
た
直
後
の
発
言
で
あ
る
。
感
情
が
判
定

に
先
行
す
る
と
す
れ
ば
「
そ
の
よ
う
な
快
〔
の
感
情
〕
は
、
対
象
を
与
え
る
表
象
に
直
接
依
存
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
感
宮
感
覚
に
お
け
る

単
な
る
快
適
性
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
本
性
上
私
的
妥
当
性
し
か
持
ち
え
な
い
」
（
〉
〉
”
～
「
N
ド
刈
　
口
　
丙
¢
”
N
↓
）
こ
と
に
な
り
、
趣

昧
判
断
の
普
遍
妥
当
性
を
有
す
る
と
い
う
性
質
と
矛
盾
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
趣
味
判
断
に
お
い
て
は
、
対
象
が
わ
れ
わ
れ
に
い
か
に
立
ち
現

れ
る
の
か
と
い
う
〈
判
定
〉
が
万
人
に
伝
達
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
一
た
だ
し
主
観
的
に
1
1
特
定
の
概
念
に
よ
ら
ず
に
ー
ー
ま
ず
な
さ
れ

た
後
に
そ
こ
か
ら
快
の
感
情
が
生
じ
る
、
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
自
ら
の
心
の
状
態
を
伝
達
し
う
る
こ
と
が
快
を
伴
っ
て

い
る
こ
と
」
を
「
社
交
性
」
か
ら
説
明
す
る
の
は
、
不
可
能
で
な
い
（
む
し
ろ
「
容
易
」
で
あ
る
）
に
せ
よ
、
「
わ
れ
わ
れ
の
意
図
に
は
」

1
1
超
越
論
的
に
は
不
十
分
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
趣
味
と
い
う
能
力
を
超
越
論
的
に
十
分
に
解
明
す
る
に
は
、
「
趣
味
判
断
の
主
観

的
制
約
と
し
て
そ
の
根
底
に
存
し
て
対
象
に
お
け
る
快
を
帰
結
と
し
て
も
た
ら
す
」
も
の
を
「
所
与
の
表
象
に
お
け
る
心
の
状
態
の
普
遍
的

伝
達
可
能
性
」
に
見
定
め
て
「
普
遍
的
に
伝
達
さ
れ
る
の
は
、
認
識
と
認
識
に
属
す
る
限
り
で
の
表
象
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
」
こ
と
と

「
表
象
の
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
伝
達
可
能
性
に
つ
い
て
の
判
断
の
根
拠
が
主
観
的
で
し
か
な
い
、
す
な
わ
ち
、
対
象
の
概
念
な
く
考
え
ら
れ

る
」
こ
と
と
を
踏
ま
え
た
上
で
こ
の
根
拠
を
「
所
与
の
表
象
を
認
識
一
般
に
関
係
づ
け
る
限
り
で
の
、
表
象
力
相
互
の
比
に
お
い
て
見
出
さ

れ
る
心
の
状
態
」
な
い
し
「
構
想
力
と
悟
性
と
が
（
認
識
一
般
に
必
要
な
こ
の
両
者
が
槽
互
に
調
和
し
て
い
る
限
り
で
）
自
由
に
戯
れ
て
い
る

と
い
う
心
の
状
態
」
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
（
》
〉
”
＜
b
Q
一
刈
h
　
鐸
　
剛
（
C
噂
い
○
同
旨
ト
り
Φ
）
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
趣
味
の
普
遍
妥
当
性
と
社
会
性
な
い
し
社
交
性
と
を
結
び
つ
け
る
の
は
、
超
越
論
的
趣
味
論
に
お
い
て
は
許
さ
れ
ず
、
経
験

的
・
心
理
学
的
な
そ
れ
に
特
有
の
議
論
で
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。
「
ブ
ー
ゾ
ル
ト
人
間
学
」
は
、
こ
の
点
を
さ
ら
に
顕
著
に
示
し
て
い
る
。

「
趣
味
と
い
う
語
は
、
元
来
は
食
べ
る
こ
と
か
ら
取
っ
て
こ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
扁
と
い
う
語
源
的
説
明
（
》
♪
×
×
＜
崔
O
。
。
）
に
直
接
「
趣

カ
ン
ト
の
人
間
学
講
義
に
お
け
る
「
経
験
的
・
心
理
学
的
」
趣
味
論
に
つ
い
て

四
九
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味
は
社
会
的
に
選
択
す
る
能
力
、
あ
る
い
は
、
万
人
の
感
官
に
即
し
て
判
断
す
る
能
力
で
あ
る
」
と
い
う
説
明
（
届
O
Φ
）
が
続
い
て
い
る
。

「
趣
味
と
は
、
万
人
と
の
関
係
か
ら
下
す
社
交
的
な
判
定
能
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
共
有
し
て
い
る
最
も
社
会
的
な
感
官
で
あ
り
、

そ
の
本
質
は
伝
達
可
能
性
の
能
力
に
あ
る
（
そ
れ
は
社
会
の
最
も
本
質
的
な
部
分
で
あ
る
）
」
（
一
三
匹
“
）
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
超
越
論
的
趣
味
論
が
認
識
（
た
だ
し
特
定
の
認
識
で
は
な
く
「
認
識
一
般
」
）
の
成
立
す
る
現
場
に
定
位
し
て
「
構
想
力
と
悟

性
k
と
い
う
「
表
象
力
」
（
が
万
人
に
伝
達
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
）
か
ら
い
わ
ば
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
式
に
趣
味
の
普
遍
妥
当
性
を
論
じ
て

い
く
の
に
対
し
、
経
験
的
・
心
理
学
的
趣
味
論
は
、
桑
染
が
実
際
に
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
伝
達
し
て
い
る
「
社
会
」
を
前
提
し
て

そ
こ
か
ら
い
わ
ぽ
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
式
に
趣
味
の
普
遍
妥
当
性
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
図
式
化
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て

こ
の
こ
と
が
、
な
ぜ
視
覚
で
も
聴
覚
で
も
触
覚
で
も
嗅
覚
で
も
な
く
「
味
覚
」
が
美
の
判
定
能
力
の
隠
喩
と
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
の

説
明
と
も
な
る
。
カ
ン
ト
自
身
の
（
㎎
実
用
的
人
間
学
輪
に
お
け
る
）
説
明
を
引
い
て
お
こ
う
。
「
特
に
近
代
語
が
そ
う
で
あ
る
が
、
直
感
的

判
定
能
力
を
、
あ
る
種
の
感
喜
（
口
の
内
部
）
や
そ
れ
に
よ
る
飲
食
物
の
識
劉
と
選
択
を
指
し
示
す
に
す
ぎ
な
い
表
現
（
試
食
、
味
覚
）
で

雷
い
表
し
て
き
た
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
？
一
感
性
と
悟
性
と
が
楽
し
く
統
合
し
て
そ
れ
が
長
く
継
続
し
、
満
足
を
伴
っ
て

し
ぼ
し
ば
繰
り
返
さ
れ
う
る
よ
う
な
状
況
は
一
…
善
き
社
交
に
お
け
る
善
き
食
事
以
外
に
あ
り
え
な
い
」
（
＜
自
ぴ
の
爵
）
。

二
　
共
通
感
覚
概
念
の
不
在

　
も
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
図
式
化
に
対
し
、
超
越
論
的
趣
味
論
に
お
い
て
も
社
会
性
な
い
し
社
交
性
は
重
要
な
役
割
を
握
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
反
論
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
鐵
く
、
カ
ン
ト
は
趣
味
を
「
ひ
q
㊦
ヨ
①
ぎ
ω
o
ぽ
離
島
。
び
な
感
富
の
理
念
…
…

と
理
解
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
よ
う
な
「
一
種
の
共
通
感
覚
（
ω
⑦
雛
ω
二
ω
O
O
一
＃
ヨ
⊆
昌
一
ω
）
と
し
て
」
論
じ
て
い
る
（
＜
N
O
ω
1
1
匿
C
”
窃
①
h
）

で
は
な
い
か
、
と
。

　
た
し
か
に
、
こ
こ
で
原
語
の
ま
ま
引
用
し
た
．
．
α
q
①
筥
曾
読
。
げ
巴
島
9
．
、
と
い
う
語
は
ー
ー
社
会
学
者
テ
ニ
エ
ス
が
「
人
間
の
意
志
」
の
「
椙



互
肯
定
の
関
係
」
た
る
「
結
合
体
」
を
「
実
在
的
で
有
機
的
な
生
命
体
」
た
る
「
共
同
体
（
O
①
ヨ
⑦
ぎ
ω
。
冨
津
ご
と
「
観
念
的
で
機
械
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

形
成
物
」
た
る
「
社
会
（
○
Φ
ω
Φ
＝
ω
。
ぴ
鷺
け
ご
と
に
区
分
し
た
の
は
一
九
世
紀
も
末
で
あ
る
こ
と
や
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
．
○
Φ
ヨ
①
ヨ
ω
o
冨
津
．
．

が
本
来
的
に
は
「
共
有
（
。
o
B
ヨ
§
陣
。
）
」
と
「
交
通
（
8
日
§
臼
。
貯
諺
）
」
と
の
二
義
性
ゆ
え
に
〈
交
通
擁
相
互
作
用
（
と
し
て
の
O
①
ヨ
Φ
冨

ω
。
置
鉱
酔
）
〉
に
よ
っ
て
く
共
有
ほ
同
時
存
在
（
と
し
て
の
○
Φ
琶
Φ
貯
ω
o
げ
臥
叶
）
V
の
認
識
を
可
能
に
す
る
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
で
あ
る
（
国
『
＜
堕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

〉
。
。
O
舞
田
8
　
＞
b
。
に
高
ω
1
1
b
d
b
。
α
。
。
よ
O
）
と
い
う
問
題
は
あ
る
に
せ
よ
i
「
共
同
体
的
」
と
理
解
で
き
る
し
、
そ
う
訳
す
こ
と
も
で
き
る
。

だ
が
、
「
共
同
体
的
」
で
あ
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
が
独
自
の
意
味
で
用
い
た
共
通
感
覚
と
い
う
概
念
の
本
質
を
成
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
カ
ン
ト
は
、
趣
味
判
断
の
「
原
理
」
が
「
主
観
的
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
、
『
判
断
力
批
判
』
に
共
通
感
覚
概
念
を
次
の
よ
う
に

し
て
導
入
す
る
。

　
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
〔
趣
味
判
断
の
主
観
的
〕
原
理
は
、
共
通
感
覚
と
し
か
み
な
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
時
と
し
て
や

　
　
は
り
共
通
感
覚
と
呼
ば
れ
る
普
通
の
悟
性
と
は
本
質
的
に
区
別
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
後
者
は
感
情
に
で
は
な
く
、
た
と
え
一
般
に
は

　
　
曖
昧
に
表
象
さ
れ
た
原
理
と
し
て
で
し
か
な
い
に
せ
よ
、
常
に
概
念
に
則
っ
て
判
断
す
る
か
ら
で
あ
る
。
／
そ
れ
ゆ
え
、
共
通
感
覚
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
存
在
す
る
（
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
外
官
で
は
な
く
わ
れ
わ
れ
の
認
識
能
力
の
自
由
な
戯
れ
か
ら
の
作
用
を
理
解
す
る
）

　
　
と
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
繰
り
返
す
が
、
こ
の
よ
う
な
共
通
感
覚
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
趣
味
判
断
は
下
さ
れ

　
　
う
る
の
で
あ
る
。
（
》
》
”
＜
ぴ
。
ω
o
。
1
1
囲
G
”
罐
h
、
強
調
筆
者
）

こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
共
通
感
覚
概
念
を
（
従
来
の
よ
う
に
「
普
通
の
悟
性
」
1
1
常
識
と
し
て
で
は
な
く
）
趣
味
判
断
の
主
観
的
「
原
理
」

と
し
て
、
そ
し
て
「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
能
力
（
1
1
構
想
力
と
悟
性
）
の
自
由
な
戯
れ
か
ら
の
作
用
」
と
し
て
用
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
前
節

に
示
し
た
図
式
に
即
せ
ば
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
武
の
概
念
で
は
な
く
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
式
の
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
も
超
越
論
的
趣
味

論
に
特
有
の
概
念
と
み
な
さ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
で
は
、
こ
の
概
念
が
「
α
q
①
日
Φ
ぎ
ω
o
げ
田
島
。
げ
な
心
志
の
理
念
」
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
さ
ら
に
「
い
わ
ぽ

カ
ン
ト
の
人
問
学
講
義
に
お
け
る
「
経
験
的
・
心
理
学
的
」
趣
味
論
に
つ
い
て

五
一
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総
体
的
な
人
間
理
性
に
自
ら
の
判
断
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
客
観
的
で
あ
る
と
容
易
に
み
な
さ
れ
か
ね
な
い
主
観
的
な
私
的
制

約
か
ら
判
断
に
悪
影
響
を
お
よ
ぼ
す
よ
う
な
錯
覚
を
回
避
す
る
た
め
に
、
そ
の
反
省
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
表
象
の
仕
方
を
思
考
の
中

で
（
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
）
顧
慮
す
る
」
よ
う
な
「
判
定
能
力
の
」
理
念
と
換
言
し
て
い
る
（
》
♪
＜
・
。
㊤
ω
三
内
d
し
雪
）
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

「
自
ら
の
判
断
を
他
者
の
実
際
の
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
可
能
的
な
判
断
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
立
場
に
わ
が
身
を
置
く
こ

と
に
よ
っ
て
」
も
た
ら
さ
れ
る
、
と
さ
れ
る
（
》
〉
”
＜
N
り
心
　
潤
汽
α
り
一
朝
噛
）
。
た
し
か
に
、
「
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
表
象
の
仕
方
を
顧
慮
す
る
」

と
か
「
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
立
場
に
わ
が
身
を
置
く
」
と
い
っ
た
フ
レ
：
ズ
は
「
共
岡
体
」
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
「
思
考
の
中
で
」
の
「
可
能
的
」
な
他
者
と
い
う
、
き
わ
め
て
特
殊
な
、
い
わ
ぽ
「
仮
構
的
」
な
存
在
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

決
し
て
「
現
実
の
」
池
者
や
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
共
同
体
」
を
念
頭
に
置
い
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
が
趣
味
三
密
の
現
場
た
る
「
講
想
力
と
悟
性
と
が
自
由
に
戯
れ
て
い
る
と
い
う
心
の
状
態
」
「
か
ら
の
作
用
」
を
共
通
感
覚
と
い

う
伝
統
的
な
概
念
で
言
い
表
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
心
の
状
態
が
す
で
に
「
万
人
」
に
「
共
通
」
の
（
雛
伝
達
可
能
な
V
「
感
覚
」
的
な

（
蕎
特
定
の
概
念
を
介
し
た
特
定
の
認
識
の
成
立
に
先
立
つ
）
状
態
た
り
う
る
こ
と
を
示
さ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
わ
れ

わ
れ
が
一
般
に
思
い
浮
か
べ
る
よ
う
な
概
念
を
介
し
た
「
実
際
の
」
も
の
と
は
罰
様
の
、
そ
し
て
そ
れ
に
先
立
っ
て
そ
の
基
礎
と
な
る
よ
う

な
「
思
考
の
中
で
」
の
「
可
能
的
」
で
「
仮
構
的
」
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
対
象
の
判
定
が
な
さ
れ
た
後
に
快
の
感
情
が
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
そ
の
逆
で
は
な
い
の
と
岡
様
、
趣
味
物
断
の
現
場
た
る

「
構
想
力
と
悟
性
と
が
自
由
に
戯
れ
て
い
る
と
い
う
心
の
状
態
」
が
主
観
的
な
が
ら
も
普
遍
妥
当
的
な
も
の
と
し
て
ま
ず
想
定
さ
れ
、
し
か

る
後
に
そ
こ
か
ら
共
同
体
の
可
能
性
が
拓
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
共
通
感
覚
が
「
σ
q
Φ
ヨ
①
ぎ
ω
0
7
鋒
象
9
な
感
官
の
理
念
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
第
四
〇
節
の
位
置
づ
け
に
園
を
向
け
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
よ

り
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
『
判
断
力
批
澗
緬
は
、
第
三
〇
節
か
ら
「
純
粋
直
感
耳
触
断
の
演
繹
」
が
始
ま
る
。
趣
味
判
断
も
、
ア
・

プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
の
一
種
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
演
繹
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
「
対
象
に
お
け
る
霞
分
自
身
の
快
の
感
情
か
ら
の
み
、



対
象
の
概
念
に
依
存
せ
ず
に
、
こ
の
快
を
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
主
観
に
お
い
て
同
一
の
客
観
の
表
象
に
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
ア
・
プ
リ
オ

リ
に
、
す
な
わ
ち
、
他
者
の
賛
同
を
待
た
ず
に
判
定
す
る
、
そ
の
よ
う
な
判
断
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」
（
諺
》
”
＜
卜
Q
o
Q
o
o
H
剛
（
¢
℃
一
蔭
o
O
）
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

う
一
要
す
る
に
「
趣
味
判
断
は
い
か
に
し
て
主
観
的
普
遍
妥
当
性
を
要
求
し
う
る
か
」
と
い
う
1
問
い
に
答
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

に
第
三
八
節
が
「
と
こ
ろ
で
〔
直
感
的
〕
判
断
力
は
…
…
判
断
カ
一
般
を
行
使
す
る
た
め
の
主
観
的
制
約
に
の
み
…
…
向
け
ら
れ
う
る
。
す

な
わ
ち
、
万
人
に
（
可
能
的
認
識
一
般
に
必
要
な
も
の
と
し
て
）
前
提
さ
れ
う
る
よ
う
な
主
観
的
な
も
の
に
の
み
、
向
け
ら
れ
う
る
。
そ
う

い
う
わ
け
で
、
表
象
と
判
断
力
の
こ
の
よ
う
な
制
約
と
の
一
致
は
、
万
人
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
妥
当
す
る
扁
（
〉
♪
く
・
。
8
垂
簾
9
H
臼
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
3
）

み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
答
え
る
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
「
自
ら
の
心
の
状
態
を
伝
達
し
う
る
こ
と
が
快
を
伴
っ
て
い
る
こ

と
」
を
「
社
交
性
」
か
ら
説
明
す
る
こ
と
を
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
直
感
的
判
断
は
可
能
か
、
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
い
か
に
し
て
可
能
か
、

と
い
う
問
い
に
答
え
る
ま
で
」
と
い
う
期
限
を
設
け
て
留
保
し
て
い
た
が
、
こ
の
留
保
が
こ
の
第
三
八
節
の
時
点
で
解
禁
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
後
の
第
四
〇
節
で
カ
ン
ト
が
共
同
体
的
な
も
の
に
雷
及
し
て
い
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
自
然
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
そ
れ
ま
で
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
式
に
積
み
上
げ
て
き
た
議
論
の
流
れ
に
樟
差
さ
な
い
た
め
に
は
、
い
き
な
り
現
実
の
共
同
体
を
持
ち
出
す
の

は
や
は
り
不
適
切
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
仮
構
的
な
も
の
と
し
て
持
ち
出
す
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
第
四
〇
節
後
半
で
カ
ン
ト
は
趣

味
を
「
所
与
の
表
象
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
感
情
を
概
念
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
な
く
普
遍
的
に
伝
達
可
能
に
す
る
も
の
の
判
定
能
力
」

（
》
諺
凹
く
b
o
¢
㎝
　
目
　
剛
（
¢
”
一
①
O
）
と
定
義
し
て
そ
の
超
越
諭
的
考
察
に
一
応
の
決
着
を
つ
け
、
続
く
第
四
一
節
で
「
経
験
的
に
は
美
は
社
会
に

お
い
て
の
み
関
心
を
抱
か
せ
る
」
（
諺
〉
”
＜
卜
○
⑩
①
　
目
　
H
（
C
鴇
一
①
N
）
と
い
う
主
張
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
共
通
感
覚
概
念
は
、
そ
の
超
越
論
的
趣
味
論
を
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
式
に
展
開
し
て
い
く
た
め

の
舵
取
り
の
役
翻
を
担
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
超
越
論
的
趣
味
論
と
経
験
的
・
心
理
学
的
な
そ
れ
と
の
分
水
嶺
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
人
激
痛
講
義
の
趣
味
論
な
い
し
快
お
よ
び
不
快
の
感
情
に
つ
い
て
の
考
察
に
お
い
て
は
、
共
通
感
覚
概
念
は
ほ
と
ん
ど

登
場
し
な
い
。
八
一
－
八
二
年
の
（
講
義
筆
記
録
の
）
「
趣
味
に
つ
い
て
」
と
い
う
一
節
に
「
共
通
感
覚
を
普
遍
的
な
入
間
悟
性
と
理
解
す

カ
ン
ト
の
人
間
学
唖
講
義
に
お
け
る
「
経
験
的
・
心
理
学
的
」
趣
味
論
に
つ
い
て

五
三
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五
四

る
の
が
慣
例
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
感
覚
は
悟
性
の
こ
と
で
は
な
い
に
せ
よ
、
共
通
感
覚
と
は
自
分
の
た
め
に
で
は
な
く
普
遍
妥
当
的
に

判
断
で
き
る
感
官
の
こ
と
で
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
」
（
》
〉
り
×
×
＜
一
〇
り
㎝
）
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
れ
と
て
、
あ
ま

り
に
素
っ
気
な
い
し
、
「
常
識
」
を
意
味
す
る
従
来
型
の
共
通
感
覚
概
念
と
の
相
違
に
配
慮
し
た
も
の
と
も
言
え
な
い
。
そ
し
て
、
直
ち
に

「
趣
味
は
単
な
る
感
情
〔
H
快
適
〕
と
、
こ
の
単
な
る
感
情
が
対
象
と
私
的
感
官
と
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
点
で
異
な
っ
て
お
り
、
対
象
と

普
遍
的
感
官
と
の
関
係
が
趣
味
で
あ
る
。
自
分
の
食
卓
で
美
味
し
く
食
べ
て
い
る
人
に
は
、
十
分
な
食
欲
が
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
他

人
も
美
味
し
く
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
選
択
し
な
け
れ
ぽ
、
そ
の
人
に
趣
味
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
趣
味
は
、
個
人
の
感
官
に
の

み
な
ら
ず
万
人
の
感
官
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
、
本
来
的
に
は
賛
隅
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
選
択
す
る
能
力
で
あ
る
。

す
べ
て
の
趣
味
は
社
交
的
な
の
で
あ
る
」
（
一
8
鋒
）
と
、
や
は
り
「
昧
覚
」
や
「
社
交
性
」
か
ら
の
説
明
が
続
い
て
お
り
、
（
「
常
識
」
で
は

な
い
）
共
通
感
覚
概
念
に
は
さ
し
た
る
役
割
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま

で
「
直
感
的
判
断
力
批
判
」
の
み
を
カ
γ
ト
の
趣
昧
論
が
展
開
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
老
に
と
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か

ら
す
れ
ぽ
決
し
て
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
、
と
言
え
よ
う
。

　
要
す
る
に
、
経
験
的
・
心
理
学
的
趣
味
論
に
は
共
通
感
覚
な
ど
と
い
う
概
念
は
必
要
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
そ
こ
に
は
、
人
々
が

実
際
に
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
「
（
普
遍
的
に
）
伝
達
」
し
て
い
る
「
社
会
」
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
た
と
え
ぽ
『
実
幣

的
人
間
学
輪
で
、
カ
ン
ト
固
有
の
「
趣
味
」
と
し
て
の
共
通
感
覚
概
念
と
混
同
さ
れ
る
恐
れ
の
な
い
第
一
編
「
認
識
能
力
に
つ
い
て
」
と
第

三
編
「
欲
求
能
力
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
従
来
型
の
共
通
感
覚
概
念
が
少
な
か
ら
ず
登
場
す
る
（
9
≦
＝
。
。
り
覧
ホ
　
δ
O
る
躍
り
　
ω
b
。
O
）
こ

と
や
、
「
ブ
ー
ゾ
ル
ト
入
間
学
」
に
「
快
適
な
も
の
は
私
的
な
賛
同
を
有
す
る
。
／
美
は
公
共
的
（
2
ぴ
冥
）
な
〔
賛
岡
を
有
す
る
。
〕
／
善

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

は
普
遍
的
な
賛
同
〔
を
有
す
る
ご
（
×
×
＜
ホ
一
ω
）
と
い
う
、
趣
味
の
（
普
遍
妥
当
性
で
は
な
く
）
「
公
共
性
〕
を
重
視
す
る
よ
う
な
記
述
が

見
ら
れ
る
こ
と
も
、
こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



三
　
「
陶
冶
」
の
高
み
か
ら

　
そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
現
実
の
社
会
や
社
交
性
を
前
提
し
て
そ
こ
か
ら
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
式
に
趣
味
を
論
じ
る
経
験
的
・
心
理
学
的
趣

味
論
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
狙
い
は
、
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
少
し
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
れ
ば
、
現
実
の
社
会
や
社
交
性
を
前
提
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
い

る
と
は
限
ら
な
い
（
そ
の
意
味
で
こ
の
前
提
は
、
必
ず
し
も
そ
こ
か
ら
趣
味
の
普
遍
妥
当
性
を
導
出
し
う
る
も
の
で
は
な
い
）
。
カ
ン
ト
（
の
歴

史
哲
学
、
具
体
的
に
は
「
世
界
市
民
的
見
地
に
お
け
る
普
遍
史
の
理
念
」
一
七
八
四
年
）
に
即
せ
ぽ
、
人
間
に
は
「
非
社
交
的
社
交
性
」
が
備

わ
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
「
入
間
に
は
社
会
を
作
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
…
…
し
か
し
、
一
人
で
い
た
い
（
孤
立
し
た
い
）
と
い
う
大

き
な
性
癖
も
あ
る
」
の
で
あ
る
（
〈
日
8
h
）
。
だ
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
が
「
自
然
が
そ
の
素
質
の
発
展
を
実
現
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
＞

た
め
に
用
い
る
手
段
」
（
卜
。
O
）
な
の
で
あ
る
。
「
な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
す
べ
て
を
ま
っ
た
く
思
う
が
ま
ま
に
し
た
い
と
い
う
非
社
交
的
性
質
を

自
ら
の
内
に
同
時
に
見
出
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
他
者
に
対
す
る
抵
抗
の
傾
向
が
自
分
に
あ
る
こ
と
を
自
ら
知
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
〔
他
者

の
自
分
に
対
す
る
〕
抵
抗
が
ど
こ
に
で
も
あ
る
だ
ろ
う
と
予
想
す
る
か
ら
で
あ
る
」
（
卜
。
一
）
。
自
分
の
非
社
交
性
と
他
者
の
そ
れ
と
が
衝
突
す

る
だ
け
な
ら
ぽ
、
そ
こ
に
残
る
の
は
「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
」
の
み
で
あ
り
、
社
会
の
形
成
な
ど
夢
の
ま
た
夢
で
あ
る
こ
と
に
人
間

は
思
い
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
こ
に
カ
ン
ト
は
社
会
の
形
成
の
第
一
歩
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
「
さ
て
こ
こ
に
、
粗
野
か
ら
抜
け
出
し
て
人
間
の
社
会
的
価
値
を
そ
の
本
質
と
す
る
よ
う
な
陶
冶
へ
の
真
の
第
一
歩
が
生
じ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
才
能
が
少
し
ず
つ
発
達
し
、
趣
味
が
形
成
さ
れ
る
」
（
筐
ら
、
強
調
筆
者
）
。
す
な
わ
ち
、
現
実
の
社
会
が
「
非
社
交

的
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
や
む
し
ろ
、
「
非
社
交
的
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
こ
か
ら
「
趣
味
が
形
成
さ
れ
」
う
る
の
で
あ

る
。
同
時
に
そ
れ
は
「
人
間
の
社
会
的
価
値
を
そ
の
本
質
と
す
る
よ
う
な
陶
冶
へ
の
真
の
第
一
歩
」
で
あ
る
。
は
じ
め
に
見
た
よ
う
に
、

讐
趣
味
の
形
成
や
陶
冶
の
た
め
」
と
い
う
意
図
と
「
超
越
論
的
な
」
そ
れ
と
は
一
対
の
も
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
経
験
的
・
心
理
学
的
趣

カ
ン
ト
の
人
間
学
講
義
に
お
け
る
「
経
験
的
・
心
理
学
的
」
趣
味
論
に
つ
い
て

五
五
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五
六

味
論
は
「
趣
味
（
に
よ
る
祉
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
）
の
形
成
や
陶
冶
の
た
め
」
の
も
の
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
現
実
の
社
会
や
社
交
性
か

ら
説
か
れ
た
こ
と
の
意
味
が
、
こ
こ
に
お
い
て
よ
う
や
く
確
認
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
「
ブ
ー
ゾ
ル
ト
人
間
学
扁
で
は
、
こ
れ
ら
の

キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
る
趣
味
の
説
明
と
並
行
し
て
「
陶
冶
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
説
明
が
頻
出
す
る
。
「
趣
味
と
は
、
陶
冶
さ
れ
て
は
い
る

が
享
楽
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
る
」
（
一
㎝
8
）
、
「
趣
味
は
陶
冶
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
能
力
は
尽
き
る
こ
と
な

く
獲
得
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
心
情
能
力
と
り
わ
け
構
想
力
は
陶
冶
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
（
圃
玄
e
、
「
趣

味
は
感
性
の
最
大
の
陶
冶
で
あ
る
」
（
頴
目
O
）
等
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
は
、
「
直
感
的
判
断
力
批
選
点
に
お
い
て
は
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
式
に
議
論
を
積
み
上
げ
た
最
終
鋼
達
地
点
に
お
い
て
し
か
、

語
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
趣
味
を
基
礎
づ
け
る
た
め
の
真
の
予
備
学
は
、
人
倫
的
理
念
の
発
展
と
道
徳
的
感
情
の
陶
冶
で

あ
る
、
と
い
う
の
も
、
道
徳
的
感
情
に
感
性
が
～
致
す
る
場
合
に
の
み
、
真
の
趣
味
は
一
定
不
変
の
形
式
を
取
り
う
る
か
ら
で
あ
る
」
（
＜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

G。

p
①
1
1
囚
¢
る
象
）
と
い
う
一
文
が
「
直
感
的
判
断
力
批
凋
襯
を
締
め
揺
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
比
較
す
れ
ば
、
理
想
的
な
社
会
の

形
成
を
目
指
し
て
「
陶
冶
」
と
い
う
高
み
か
ら
現
実
の
社
会
を
介
し
て
一
気
に
趣
味
を
説
い
て
い
く
点
に
、
経
験
的
・
心
理
学
的
趣
味
論
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

特
徴
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

む
す
び
に
代
え
て

　
以
上
、
カ
ン
ト
の
（
人
蔭
学
講
義
に
お
け
る
）
経
験
的
・
心
理
学
的
趣
銀
漏
に
か
ん
し
て
、
こ
れ
を
超
越
論
的
な
そ
れ
と
比
較
し
つ
つ
考

察
し
て
き
た
。
超
越
論
的
趣
愚
論
が
認
識
（
た
だ
し
特
定
の
認
識
で
は
な
く
「
認
識
一
般
」
）
の
成
立
す
る
現
場
に
定
位
し
て
「
構
想
力
と
悟

性
」
と
い
う
「
表
象
力
」
（
が
万
人
に
伝
達
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
）
か
ら
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
式
に
趣
味
の
普
遍
妥
当
性
を
論
じ
て
い
く
の

に
対
し
、
経
験
的
・
心
理
学
的
趣
味
論
は
、
人
々
が
実
際
に
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
伝
達
し
て
い
る
「
社
会
」
を
前
提
し
て
そ
こ
か

ら
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
式
に
趣
味
の
普
遍
妥
当
性
を
論
じ
て
い
る
、
と
い
う
図
式
は
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
、
心
慮
の
修
正
を



要
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
議
論
の
ベ
ク
ト
ル
を
反
転
さ
せ
て
い
る
（
だ
け
な
）
の
で
あ
る
。
〈
超
越
論
的
観

念
論
即
経
験
的
実
在
論
〉
と
い
う
カ
ン
ト
の
基
本
テ
ー
ゼ
（
内
宮
〈
”
》
・
。
。
。
H
ゆ
念
　
〉
ω
9
馨
b
u
㎝
蝉
〉
。
。
ざ
）
か
ら
す
れ
ば
、
十
分
に
予
想
さ
れ

え
た
結
論
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
経
験
的
・
心
理
学
的
趣
昧
論
に
お
い
て
の
み
扱
わ
れ
て
超
越
論
的
な
そ
れ
に
お
い
て
は
扱
わ
れ
て
い
な
い

よ
う
な
ト
ピ
ッ
ク
は
、
味
覚
の
隠
喩
を
さ
さ
や
か
な
（
た
だ
し
趣
味
論
が
「
心
理
学
的
」
で
あ
る
こ
と
に
と
っ
て
は
重
要
な
V
例
外
と
す
れ
ぽ
、

基
本
的
に
存
在
し
な
い
、
と
言
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
逆
に
、
超
越
論
的
趣
味
論
に
お
い
て
の
み
扱
わ
れ
て
経
験
的
・
心
理
学
的
な
そ
れ
に
お

い
て
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
共
通
感
覚
概
念
を
は
じ
め
と
し
て
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
が
、
分
量
的
に
、
そ
し
て
『
判
断
力
批
判
』

が
第
三
の
主
著
と
し
て
計
画
的
か
つ
紆
余
曲
折
を
経
て
著
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
カ
ン
ト
の
趣

味
論
の
研
究
対
象
と
し
て
の
人
間
学
講
義
の
価
値
を
減
じ
た
り
は
し
な
い
。

　
そ
の
意
味
で
は
、
人
聞
学
講
義
に
お
け
る
経
験
的
・
心
理
学
的
趣
味
論
の
「
素
材
」
が
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
超
越
論
的
趣
味
論
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

と
（
変
容
し
つ
つ
）
纏
め
上
げ
ら
れ
た
過
程
に
お
い
て
、
失
わ
れ
た
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
ヘ
ル
ダ
ー
に
代
表
さ
れ
る
批
判

は
的
を
射
た
も
の
と
は
言
え
な
い
。
と
は
い
え
、
失
わ
れ
た
門
も
の
」
は
な
く
と
も
、
議
論
の
ベ
ク
ト
ル
を
反
転
さ
せ
た
こ
と
は
、
結
果
的

に
何
ら
か
の
変
容
を
引
き
起
こ
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
読
者
に
与
え
る
影
響
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ヘ
ル

ダ
ー
の
（
的
外
れ
な
）
批
判
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
一
例
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
超
越
論
的
趣
味
論
の
出
発
点
た
る
認
識
論
的
議
論

の
意
義
を
看
過
し
て
　
　
理
解
で
き
な
か
っ
た
、
と
も
、
悪
意
を
込
め
て
曲
解
し
た
、
と
も
雷
え
よ
う
が
ー
カ
ン
ト
が
趣
味
と
現
実
の
社

会
と
を
分
断
さ
せ
て
し
ま
っ
た
、
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
決
し
て
特
殊
な
批
判
で
は
な
い
こ
と
は
、
ガ
ダ
マ
ー
が
『
真
理
と
方
法
』

（｝

纔
Z
〇
年
）
、
に
お
い
て
同
様
の
カ
ン
ト
批
判
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
明
ら
か
で
あ
る
。
逆
に
、
シ
ラ
ー
以
降
の
ロ
マ
ン
主
義

的
美
学
は
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
趣
味
論
の
到
達
点
た
る
理
想
的
な
社
会
を
い
わ
ぽ
狂
信
的
に
受
容
し
、
そ
の
実
現
を
課
題
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
成
立
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
美
学
の
受
容
史
ひ
い
て
は
　
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
美
学
の
展
開
を
辿
る

上
で
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
二
種
の
趣
味
論
の
比
較
検
討
は
少
な
か
ら
ぬ
意
義
を
有
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
に
お
い
て
考
察
し
え
た
の
は
、

カ
ン
ト
の
人
間
学
講
義
に
お
け
る
「
経
験
的
・
心
理
学
的
」
趣
味
論
に
つ
い
て

五
七



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
欝
八
十
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

カ
ン
ト
の
人
聞
学
講
義
に
お
け
る
経
験
的
・
心
理
学
的
趣
味
論
の
中
で
も
趣
昧
の
（
主
観
的
）
普
遍
妥
当
性
の
問
題
と
い
う
限
ら
れ
た
テ
ー

マ
に
す
ぎ
ず
、
考
察
の
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
特
徴
づ
け
は
修
正
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
美
学
の
受

容
史
な
い
し
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
美
学
の
展
開
を
辿
る
た
め
と
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
甘
受
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
テ
ク
ス
ト
（
引
用
略
号
）

諺
キ
嗣
ヨ
ヨ
§
ρ
δ
一
巡
9
簿
響
○
㊦
ω
効
ヨ
ヨ
Φ
一
9
ω
o
ξ
馨
㊦
P
7
ひ
q
・
〈
8
号
「
閑
曾
色
一
巳
ρ
牢
。
蕊
凶
ω
o
冨
箒
≧
《
巴
㊦
白
刷
㊦
9
憎
≦
圃
ω
ω
①
尉
θ
ω
o
冨
津
窪
讐
じ
」
①
島
鍾
号

　
O
噌
¢
旨
①
5
ち
O
N
塗
（
巻
数
〔
ロ
…
マ
数
字
〕
お
よ
び
頁
数
〔
ア
ラ
ビ
ア
数
字
〕
）

同（

b
く
”
　
　
’
内
幕
穿
島
興
毒
諄
“
窪
く
⑦
3
§
津
」
’
ひ
q
■
く
9
μ
旨
窪
の
、
謙
ヨ
ヨ
費
ヨ
営
P
麟
費
’
き
離
養
四
竃
①
ぎ
①
さ
ち
㊤
。
。
（
原
著
第
一
版
〔
　
七
八
～
年
〕
の
頁

　
数
〔
》
〕
お
よ
び
岡
第
二
版
〔
一
七
八
七
年
）
の
頁
数
〔
ご
讐
〕
）

ス
¢
”
　
　
　
』
ハ
遊
鳥
ユ
巽
ご
諄
鉱
一
ω
す
践
θ
L
彪
■
＜
§
漏
9
ρ
謹
話
ヨ
。
ヨ
ヨ
。
、
頃
麟
邑
累
一
薦
…
出
自
器
さ
昏
。
O
O
H
（
原
著
第
二
版
〔
　
七
九
三
年
〕
の
頁
数
）

邦
訳
と
し
て
『
カ
ン
ト
全
集
㎞
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
…
二
〇
〇
六
年
を
参
照
し
た
が
、
訳
文
は
す
べ
て
筆
考
の
も
の
で
あ
る
。

　
注

（
1
）
　
拙
稿
屍
カ
リ
ゴ
ネ
ー
㎞
に
お
け
る
ヘ
ル
ダ
ー
の
カ
ン
ト
撹
判
の
意
味
す
る
も
の
ー
カ
ソ
ト
趣
味
論
研
究
へ
の
一
視
点
一
」
牌
京
都
美
学
美
術
史
学
㎏

　
第
四
号
、
二
〇
〇
五
隼
、
　
…
五
七
…
八
五
頁
。

（
2
）
　
本
稿
に
お
け
る
「
超
越
論
的
」
と
い
う
語
の
理
解
は
、
㎎
学
と
し
て
出
現
し
う
る
将
来
の
あ
ら
ゆ
る
形
褥
上
学
の
た
め
の
プ
ロ
レ
ゴ
…
メ
ナ
㎞
（
一
七

　
八
三
年
）
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
説
明
に
基
づ
く
。
「
超
越
論
的
と
い
う
語
は
…
…
あ
ら
ゆ
る
経
験
を
超
え
る
よ
う
な
も
の
〔
薩
超
越
的
〕
で
は
な
く
、

経
験
に
先
立
つ
（
ア
・
プ
リ
オ
ジ
で
あ
る
）
が
も
っ
ぱ
ら
経
験
認
識
を
可
能
に
す
る
も
の
に
対
し
て
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
を
意
味
す
る
扁

　
（
〉
♪
圃
＜
ω
お
ε
。

（
3
）
　
門
世
界
市
民
的
な
慧
味
で
の
」
「
哲
学
の
領
野
偏
が
「
私
は
何
を
知
り
う
る
か
」
（
錘
形
術
上
学
の
問
題
）
門
島
は
何
を
な
す
べ
き
か
偏
（
五
道
参
学
）

　
「
私
は
何
を
望
ん
で
よ
い
か
偏
（
到
宗
教
）
そ
し
て
「
人
間
と
は
何
か
」
（
日
人
間
学
）
と
い
う
四
問
に
集
約
さ
れ
、
懲
根
本
的
に
は
こ
の
す
べ
て
を
人
間
学

　
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
い
う
イ
ェ
ッ
シ
ェ
編
駿
螺
埋
学
輪
（
一
八
○
○
年
）
に
お
け
る
発
零
（
〉
♪
一
×
N
α
）
に
も
、
こ
の
こ
と
は
潜
取
さ
れ

　
る
。



（
4
）
　
さ
ら
に
、
パ
ー
ク
（
『
崇
高
と
美
の
観
念
の
起
源
に
つ
い
て
の
哲
学
的
考
察
暁
～
七
五
七
年
）
へ
の
ア
ン
ヴ
ィ
バ
レ
ン
ト
な
…
「
心
理
学
的
所
見

　
と
し
て
扁
は
「
き
わ
め
て
見
事
」
で
「
経
験
的
人
間
学
の
最
も
好
ま
れ
る
探
求
に
豊
富
な
素
材
を
提
供
す
る
」
も
の
で
は
あ
る
が
、
自
分
は
こ
の
よ
う
な

　
考
察
方
法
を
採
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
…
評
価
（
〉
鋭
〈
b
⊃
ミ
h
．
目
丙
¢
糟
這
。
。
・
ω
押
o
h
》
〉
”
×
×
器
舜
）
も
参
照
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
カ
ン
ト
と

　
パ
ー
ク
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
。

（
5
）
　
た
と
え
ぽ
坂
部
恵
『
理
性
の
不
安
ー
カ
ン
ト
哲
学
の
生
成
と
構
造
一
㎞
山
草
書
房
、
～
九
七
六
年
、
四
頁
を
参
照
。

（
6
）
　
こ
の
こ
と
は
、
『
判
断
力
批
判
輪
の
原
語
お
よ
び
各
国
語
訳
の
各
種
の
版
（
特
に
一
九
九
七
年
以
降
の
、
岩
波
版
邦
訳
〔
一
九
九
九
年
〕
や
ケ
ン
ブ

　
リ
ッ
ジ
版
英
訳
〔
二
〇
〇
〇
年
〕
、
本
稿
に
お
い
て
底
本
と
し
た
哲
学
文
庫
新
版
〔
二
〇
〇
「
年
〕
な
ど
）
に
付
さ
れ
た
解
説
や
注
の
類
を
瞥
見
す
る
だ

　
け
で
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
独
立
し
た
研
究
と
し
て
は
、
古
曲
ハ
的
な
も
の
で
は
≧
蹄
①
儀
じ
d
p
。
Φ
震
ヨ
δ
び
姻
9
。
巨
ω
内
張
貯
鳥
栖
α
電
器
ω
開
毒
津
．
同
ぼ
Φ
O
？

　
。
。
〇
三
〇
7
8
謹
白
ω
誘
8
ヨ
。
巳
《
匂
出
餌
一
一
Φ
（
ω
四
三
Φ
）
…
峯
Φ
日
①
《
Φ
が
ち
b
。
G
。
を
、
近
年
の
も
の
で
は
冒
ぎ
出
．
N
9
。
B
巨
け
ρ
↓
冨
○
窪
①
ω
δ
o
｛
閑
掃
け
・
ω

　
0
葺
δ
話
。
｛
言
α
α
q
ヨ
8
戸
O
げ
ざ
四
ぴ
q
o
…
¢
o
粘
〇
三
8
σ
q
o
℃
し
¢
露
、
℃
碧
一
〇
g
お
び
b
d
Φ
鍵
曙
℃
牢
①
a
o
ヨ
餌
重
着
。
毒
＝
蔓
’
内
髪
け
一
ω
び
Φ
9
霞
Φ
ω
o
づ

　
諺
艮
ξ
o
ロ
。
一
〇
α
q
く
鋤
昌
島
昏
Φ
U
Φ
＜
Φ
δ
℃
ヨ
Φ
暮
。
略
寓
δ
》
Φ
ω
9
簿
一
〇
日
子
。
蔓
”
ぎ
…
国
ω
ω
9
。
《
ω
o
⇒
内
鋤
骨
、
ω
》
簿
冨
。
℃
o
｝
o
α
q
ざ
盆
．
ぴ
冤
b
σ
域
斎
月
冨
8
ぴ
ω
俸

　
勺
鉾
ユ
。
害
毒
巴
麟
O
下
墨
σ
ユ
α
ひ
q
Φ
…
○
飴
ヨ
σ
甑
伍
α
q
Φ
¢
即
N
O
O
。
。
も
唱
．
お
α
よ
G
。
お
よ
び
木
村
覚
「
趣
味
の
批
判
と
規
則
ー
カ
ン
ト
〈
判
断
力
の
美
学
〉
前
史
に

　
関
す
る
　
考
察
1
」
『
国
士
舘
哲
学
隔
第
九
号
、
二
〇
〇
五
年
、
二
七
1
四
六
頁
な
ど
を
参
照
。

（
7
）
　
前
著
に
挙
げ
た
ボ
イ
ム
ラ
ー
の
研
究
書
に
さ
ら
に
先
立
つ
　
　
い
わ
ぽ
「
超
古
典
的
」
な
一
○
＃
o
ω
〇
三
巷
P
囚
p
。
簿
ω
い
Φ
ξ
Φ
く
。
ヨ
（
｝
①
三
Φ
§
◎

　
9
①
国
簿
ω
8
プ
ロ
績
α
曾
、
．
丙
鼻
面
血
興
¢
諄
Φ
凶
巨
自
餌
詮
ご
0
9
け
ヨ
α
q
窪
…
＜
m
滋
Φ
弓
。
Φ
o
自
註
園
ξ
話
0
9
H
㊤
O
一
は
、
『
判
断
力
批
判
』
成
立
史
研
究
で
あ
り

　
な
が
ら
、
こ
の
書
の
成
立
以
降
の
カ
ン
ト
美
学
－
当
然
『
実
用
的
人
間
学
』
を
含
む
一
…
を
も
扱
っ
て
い
る
稀
有
な
例
で
は
あ
る
が
、
＝
七
九
〇
年

　
以
降
の
カ
ン
ト
美
学
に
さ
ら
な
る
展
開
は
見
ら
れ
な
い
」
（
ω
’
ω
。
。
り
）
あ
る
い
は
「
趣
味
論
に
お
い
て
…
…
「
〔
実
用
的
〕
人
間
学
」
は
「
判
断
力
〔
批

　
判
〕
」
か
ら
の
影
響
を
示
し
て
い
る
」
（
ω
。
合
H
）
と
断
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
8
）
　
五
官
の
～
種
と
し
て
の
味
覚
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
説
明
は
、
一
零
お
よ
び
×
×
＜
辰
器
－
鰹
を
参
照
。

（
9
）
寄
夢
話
巳
↓
9
幕
p
O
①
日
①
ヨ
ω
。
冨
坤
§
位
○
二
巴
ω
。
冨
沖
○
歪
巳
σ
白
扇
凶
隆
昌
。
コ
虫
コ
窪
ω
。
N
巨
。
α
q
一
ρ
。
。
‘
〈
Φ
吾
Φ
ω
ω
Φ
量
〉
鼠
．
P
魯
N
茜

　
し
d
二
葵
ρ
一
㊤
ω
α
（
点
。
。
。
。
刈
γ
ω
．
。
。
（
邦
訳
一
『
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
ー
純
粋
社
会
学
の
根
本
概
念
…
』
杉
之
原
寿
一
訳
、
岩
波
文
庫
、

　
一
九
五
七
年
、
上
巻
三
四
頁
）
．

（
1
0
）
　
な
ぜ
な
ら
、
カ
ン
ト
は
．
．
○
Φ
ヨ
Φ
ぎ
ω
o
げ
既
代
．
と
い
う
語
を
現
象
間
の
相
互
作
用
を
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
）
基
礎
づ
け
る
も
の
か
ら
人
格
間
の
相
互

カ
ン
ト
の
人
間
学
講
義
に
お
け
る
「
経
験
的
・
心
理
学
的
」
趣
味
論
に
つ
い
て

五
九
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〇

作
用
を
基
礎
づ
け
る
も
の
に
も
転
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
槻
人
倫
の
形
菰
上
学
的
（
　
七
九
七
年
）
に
お
い
て
「
外
的
対
象
を
も

　
の
と
し
て
占
有
し
て
こ
れ
を
人
格
と
し
て
使
用
す
る
権
利
扁
薩
「
物
的
に
人
格
に
対
す
る
権
利
扁
に
お
け
る
関
係
が
「
膚
由
な
存
在
者
の
O
㊦
ヨ
㊦
凶
亭

　
ω
o
籔
津
」
の
そ
れ
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
（
あ
る
人
格
が
別
の
人
格
に
）
根
互
に
影
響
を
与
え
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
外
的
自
由
（
因
果
性
）
の
原
理
に
即
し

　
て
成
員
が
一
つ
の
全
体
と
な
る
社
会
を
（
入
魂
の
O
o
ヨ
Φ
営
ω
∩
訂
津
に
お
い
て
）
構
成
す
る
偏
と
述
べ
て
い
る
（
〉
♪
≦
培
①
）
。
こ
の
限
り
で
、
カ
ソ

　
ト
の
Ω
2
5
①
ぎ
ω
o
｝
≦
津
概
念
を
テ
ニ
エ
ス
の
そ
れ
と
連
続
的
に
捉
え
る
こ
と
も
斑
能
で
あ
ろ
う
。

（
1
1
）
　
カ
ン
ト
は
「
悟
性
の
格
率
」
た
る
「
宙
ら
考
え
る
こ
と
」
と
「
理
性
の
格
率
」
た
る
「
常
に
膚
ら
と
一
致
す
る
よ
う
に
考
え
る
こ
と
」
と
と
も
に

　
「
あ
ら
ゆ
る
他
物
の
立
場
で
考
え
る
こ
と
偏
を
「
判
断
力
の
格
率
」
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
普
通
の
人
間
悟
牲
の
」
、
す
な
わ
ち
、
「
常
識
」

　
を
意
味
す
る
従
来
型
の
共
逼
感
覚
の
格
率
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
趣
味
枇
判
の
一
部
と
し
て
こ
こ
〔
で
の
議
論
〕
に
属
す
る
の
で
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い

　
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
》
♪
悼
詮
h
“
内
¢
讐
覇
。
。
ご
。

（
1
2
）
　
こ
の
よ
う
に
演
繹
の
段
階
で
は
「
他
者
の
細
岡
を
待
た
ず
に
扁
と
、
や
は
り
現
実
の
他
者
が
前
提
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
1
3
）
　
た
だ
し
、
「
可
能
的
認
識
一
般
」
と
い
う
表
現
に
窺
え
る
よ
う
に
、
こ
の
國
答
の
大
部
分
は
前
郷
で
考
察
し
た
第
九
節
に
お
い
て
す
で
に
用
意
さ
れ

　
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
カ
ン
ト
は
さ
ら
に
こ
れ
に
「
盧
感
的
判
断
力
の
主
観
的
根
拠
に
基
づ
く
に
す
ぎ
な
い
判
断
に
普
遍
的
賛
悶
を

講
期
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
た
め
に
は
…
…
こ
の
能
力
の
主
観
的
縮
約
は
、
そ
こ
で
活
動
し
て
い
る
認
識
能
力
と
認
識
　
般
と
の
関
係
に
か
ん
し
て
、

　
万
人
に
お
い
て
一
様
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
れ
ば
十
分
で
あ
る
」
（
㌧
〆
》
”
＜
笛
㊤
O
δ
　
鐸
　
瞬
（
¢
．
一
α
一
コ
）
と
い
う
注
を
付
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、

　
お
よ
そ
人
間
で
あ
れ
ば
そ
の
認
識
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
岡
型
で
あ
る
か
ら
普
遍
的
に
妥
当
す
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

　
の
同
型
性
へ
の
（
い
わ
ば
「
能
力
心
理
学
的
」
〉
確
信
に
、
趣
味
判
断
の
盆
観
的
普
遍
妥
当
性
は
究
極
的
に
は
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
自
然
人
類
学
的
に
は

　
あ
ま
り
に
索
朴
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
「
そ
の
よ
う
に
認
め
な
け
れ
ぽ
人
達
は
そ
の
表
象
や
認
識
さ
え
を
も
伝
達
し
え
な
い
」
（
霊
夢
・
）
と
い
う
カ

　
ソ
ト
の
帰
謬
法
的
理
由
づ
け
も
決
し
て
説
得
力
を
欠
い
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
4
）
　
も
ち
ろ
ん
、
カ
ン
ト
が
論
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
善
が
（
主
観
的
で
は
な
く
）
「
客
観
的
」
な
普
逓
的
賛
同
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
決
し

　
て
彼
の
議
論
の
大
枠
と
は
矛
盾
し
な
い
。
と
は
い
え
こ
れ
が
、
カ
ン
ト
が
そ
の
経
験
的
・
心
理
学
的
趣
味
論
に
お
い
て
趣
味
の
普
遍
妥
影
性
と
い
う
主
張

　
さ
え
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
か
ね
な
い
よ
う
な
、
き
わ
め
て
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
と
同
階
に
、
経
験
的
・
心
理
学
的
趣

　
味
論
に
歓
会
性
と
い
う
契
機
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
印
象
づ
け
る
記
述
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

（
1
5
）
　
た
だ
し
「
最
終
的
に
挫
会
の
合
法
則
的
秩
序
の
原
因
と
な
る
限
り
で
」
（
画
江
鳥
．
）
で
は
あ
る
が
。



（
1
6
）
　
な
お
、
噛
判
断
力
批
判
幽
に
お
い
て
は
「
陶
冶
」
の
問
題
は
さ
ら
に
第
二
部
「
目
的
論
的
判
断
力
批
判
偏
に
引
き
継
が
れ
て
人
間
同
士
の
有
機
的
結

　
合
と
い
う
観
点
か
ら
詳
述
さ
れ
る
（
〉
♪
＜
お
㊤
－
認
ほ
内
¢
’
G
。
。
。
。
。
－
Φ
α
）
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
O
①
昏
費
匹
函
鼠
巳
冒
⑰
q
”
U
δ
ω
望
ω
8
諺
σ
凶
帯
芝
α
①
勾
。
一
一
Φ

＜
o
p
諺
ω
昏
Φ
窪
〈
⊆
巳
際
勤
王
画
業
盛
。
ω
o
喜
冨
ぴ
色
閑
帥
鼻
城
守
魚
び
⊆
彊
…
≧
げ
Φ
び
一
㊤
。
。
α
お
よ
び
中
村
博
雄
『
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
の
研
究
』
東
海
大
学

　
出
版
会
、
一
九
九
五
年
に
詳
し
い
。

（
1
7
）
　
そ
の
趣
味
論
に
「
陶
冶
」
に
よ
る
説
明
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
が
不
可
解
に
思
わ
れ
る
『
実
用
的
人
間
学
』
一
実
際
に
は
「
陶
冶
に
お
け
る
進
歩
」

　
に
よ
っ
て
「
獲
得
さ
れ
た
知
識
」
が
「
体
系
的
に
著
さ
れ
」
た
も
の
が
門
人
間
学
扁
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
〉
〉
”
＜
目
に
Φ
）
の
だ
か
ら
、
必
ず
し
も
不
可

　
解
で
は
な
い
の
だ
が
一
…
に
お
い
て
も
、
「
趣
味
は
道
徳
性
を
外
か
ら
促
進
す
る
傾
向
を
含
む
扁
（
b
。
謹
）
と
さ
れ
て
い
る
。

（
1
8
）
　
前
掲
拙
稿
を
参
照
。

（
筆
者
　
す
ぎ
や
ま
・
た
か
し
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
／
美
学
美
術
史
学
）

カ
ン
ト
の
人
間
学
講
義
に
お
け
る
「
経
験
的
・
心
理
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的
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趣
味
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つ
い
て

六
～



doctrines　of　some　schools　or　systems　frorr｝　the　relative　perspectives，　without　any

concern　for　the　chronology　of　them．　And　most　of　these　doxographies　use　the

Sanskrit　word　dars’ana　in　their　title，　for　example，　the　best　known　two　texts　：

Haribhadra’s　Saddars’anczsamucqya　（eighth　century）　and　Madhava’s　Sarvadar－

s”antzsa7？lgraha　（fourteenth　century）　．　The　word　da7s’ana　is　used，　here　in　the　title　of

these　texts，　to　designate　“philosophical　doctrines，”　and　it　means　“view”　in　the

general　usage　of　the　word．　But　it　is　important．to　note，　as　Halbfass　exactly　pointed，

that　the　Jainas　and　Vedantins　who　produced　most　of　the　doxographic　literature

tend　to　use　the　word　dars’ana　in　a　neutral，　non－committai　sense．

　　This　attitude　of　neutrality　is　remarkable　in　the　traditional　Jaina　perspectivism．

Mallavadin　（sixth　century），　one　of　the　most　important　Jaina　philosophers　in　its

early　history，　systematizes　the　traditional　Jaina　perspectivism　in　his　DvaHdasamr－

anayacafera．　1　have　attempted　to　elucidate　the　structure　of　the　perspectivism　by　the

analysis　of　the　text，　and　discussed　the　meaning　of　neutrality　in　Jainism．

の　の

Uber　die“empirisch－psychologische”Gesdhmackslehre　in　Kants

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Anthropologievorlesungen

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Takashi　SuGlyAMA

　　　　　　　　　　　Doktorand　fUr　Asthetik　und　Kunstgeschichte

am　Forschungskursus　der　philosophischen　Fakultat，　Universitat　Kyoto

　　　　　　　　Forschungsfellow　der　Japanischen　Gesellschaft　zur

　　　　　　　　　　　　　　　　　　F6rderung　der　Wissenschaft

　　In　der　Kn’tife　der　Urteilskraft　entwickelte　Kant　die　Geschmackslehre　“transzen－

dental”．　War　diese　Auseinandersetzungsweise　aber　die　einzige　Alternative　fUr　ihn？

　　Nein．　Denn　in　der飾げ励der　reinenレ”ernunfi　deutet　er　an，　dass　es　neben　der

“transzendentalen”　Asthetik　die　“psychologische”　gibt．　Diese　psychologische

Asthetik　ist　auch　“empirisch”，　weil　Transzendentalitat　und　Empiritat　fUr　ihn

gegeneinander　stehen．　Und　da　er　“Psychologia　ernpirica”　in　Baumgartens　Meta－

Physica　als　Lehrbuch　zu　den　Vorlesungen　ifber　Anthropologie　gebrauchte，　ist　es

anzunehmen，　dass　die　empirisch－psychologische　Asthetik　Kants　die　Geschmacks－

lehre　in　seinen　Anthropologievorlesungen　ist．　Sie　galt　doch　fUr　die　bloBe　Vorstufe

zu　seiner　dritten　Kritik　und　wurde　kaum　beachtet．　Was　fUr　eine　Lehre　ist　seine

empirjsch－psychologjsche　Geschmackslehre？

3



　　Sie　unterscheiclet　sich　dadurch　von　der　transzenclentalen　Geschmacl〈slehre　（in

der　dritten　Kritik），　Geschmack　als　“gesellschaftliches”　Verm6gen　oder　eine

“1〈ultur”，　aber　ohne　den　Gemeinsinn，　den　Kant　in　seinem　eigenen　neuen　Sinn

benutzte，　zu　erklaren．　Wtihrend　die　transzendentale　Geschmackslehre　nljmlich

vom　GemUtszustand，　in　dem　Geschmacl〈surteile　gefallt　werden，　tiber　die　all－

gemeine　Mitteilbarkeit　dieses　GemUtszustandes　zu　einer　daraus　er6ffneten　fiktiven

Gemeinschaft　g｝eichsam　in　einer　Bottom－up－weise　fortschritt，　setzt　die　empirisch－

psychologische　Geschmackslehre　die　faktische　Gesellschaft　voraus，　von　welcher

Geschmack　gleichsam　in　einer　Top－down－weise　erklart　wird．　Beide　sind　also　zwar

den　Themen　nach　einig，　aber　die　Richtung　ihrer　Auseinandersetzung　ist　umge－

kehrt．

　　　　　La　theorie　cartesienne　de　la　sensation，

cQmme　preambule　de　sa　philosophie　de　1’esprit

　　　　　　Auteur　des　sarPPositiones　dans　la　Regula　XII

　　　　　　　　　Paア　　　・

Takeh三ro　SAWAZAK更

　　　　Charge　de　cours

Osaka　Kyoiku　University

　　Dans　la　perspective　d’etablir　que　la　philosophie　de　1’esprit，　encore　a　puiser，　se　fait

ti　la　maniere　cartesienne　le　motif　cache　qui　a　pouss6　jeune　Descartes　a　avancer　ses

pensees　vers　la　th6010gie，　nous　allens　ici　mettre　en　relief　1’importance　revelatrice

des　sptPPositiones　dans　la　premidre　moiti6　de　la　Re．crula　Xll，　qui　nous　expose　une

explication　toute　mecaniste　de　la　sensation　：　elles　r6velent，　premierement，　1’occur－

re：lce　plus　re鵬。撹6e　du　fameux　pa！’adoxe　cart6sien．王）ans　les　R㎎δ磁8，　Descartes

est　dEjaS　tombe　sur　1’inintelligibilit6　du　contact　de　1’ame　et　du　corps．　Elisabeth　est

donc　tres　bien　avancee　par　Descartes　lui－mame．　Et　deuxiemement，　1’assimilation

des　figures　et　des　id6es，　erigitras　vel　icleas＞，　alternative　curieuse　rencontr6e　au

cours　des　suPPositiones，　se　r6vele　un　obstacle　qui　a　mis　jusqu’alors　des　entraves　ti

jeune　Descartes．　Donc，　fi　la　suite　de　1’Echec　des　sttPPositiones，　la　premiere　r6ponse

cartesienne　est　la　duaiisatien　de　1’idee　materielle　ou　1’extension．　extension　comme
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

figure　adventice　et　comnae　idee　inn6e．　Or，　1’idee　corpore｝le　tine　fois　dualisee，　s’

iinpose　la　verification　qui　prescrit　la　confrontation　des　th60ries　aPriori　construites

avec　des　faits．　Avec　de　quels　faits　donc　？　Avec　des　faits　sensoriellement　exper一
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