
E
m

pfindnis 

概
念
小
史

二
一

一
　
は
じ
め
に

「
美
学 

（aesthetics

）」
は
こ
こ
半
世
紀
弱
、「
感
性 

（

）」
と
い
う
原
義
に
立
ち
返
っ
て
「
感
性
的
認
識
の
学
」
と
し
て
自

ら
を
再
規
定
し
、
美
に
も
芸
術
に
も
還
元
さ
れ
な
い
主
題
（
た
と
え
ば
「
日
常
的
な
も
の
」）
に
お
け
る
感
性
の
は
た
ら
き
を
分
析
・

考
察
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
し
ば
し
ば
「
感
性
論
的
転
回 

（aesthetic/aisthetic turn

）」
と
も
呼
ば
れ（

1
）

、
日
本
で

もaesthetics

に
「
美
学
」
で
は
な
く
「
感
性
学
」「
感
性
論
」
と
い
う
語
を
充
て
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し

た
動
向
に
掉
さ
し
つ
つ
、「
感
性
」 

に
か
か
わ
る
あ
る
概
念
に
歴
史
的
側
面
か
ら
検
討
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、E

m
pfindnis

と
い
う
概
念
で
あ
る
。

二
　
フ
ッ
サ
ー
ル

E
m

pfindnis

は
、
現
在
日
本
で
発
行
さ
れ
て
い
る
独
和
辞
典
の
い
ず
れ
に
も
載
っ
て
お
ら
ず
、「
感
覚 

（E
m

pfindung

）」
に
か
か
わ

る
事
態
を
表
す
語
で
あ
る
と
い
う
推
測
は
つ
く
も
の
の
、
な
じ
み
の
な
い
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
る（

3
）

（
ち
な
み
に “-nis” 

と
い
う
接
尾
語

は
「
動
詞
・
形
容
詞
な
ど
に
つ
け
て
『
行
為
・
状
態
』
や
『（
行
為
・
状
態
の
内
容
・
結
果
と
し
て
の
）
事
物
・
場
所
』
な
ど
を
意
味

E
m
p
fi
n
d
n
is 

概
念
小
史

杉
　
山

　
卓

　
史

（
2
）
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二
二

す
る
中
性
名
詞
ま
た
は
女
性
名
詞
を
つ
く
る（

4
）

」
も
の
で
あ
り
、
英
語
の “-ness” 

に
相
当
す
る
）。
こ
の
語
に
多
少
な
り
と
も
な
じ
み

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
現
象
学
者
と
り
わ
け
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
者
で
あ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
語
を
、
い
ず
れ
も
遺
稿
と

な
っ
た
『
イ
デ
ー
ン
』
第
Ⅱ
・
第
Ⅲ
巻
お
よ
び
『
間
主
観
性
の
現
象
学
』
の
重
要
な
局
面
に
お
い
て
、
た
び
た
び
用
い
て
い
る
。
そ
し

て
（
興
味
深
い
こ
と
に
）、
そ
れ
以
外
の
著
作
・
草
稿
で
は
（
た
と
え
ば
、「
間
主
観
性
」
と
い
う
主
題
を
共
有
す
る
『
デ
カ
ル
ト
的
省

察
』
な
ど
で
も
）
ま
っ
た
く
用
い
て
い
な
い
。
既
存
の
邦
訳
で
は
「
再
帰
的
感
覚
」「
感
受
状
態
」「
感
覚
態
」
な
ど
と
訳
さ
れ
て
お

り
、
定
訳
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い（

5
）

。
本
稿
で
も
原
語
の
ま
ま
提
示
し
、
ま
ず
は
『
イ
デ
ー
ン
』
第
Ⅱ
巻
に
即
し
て
そ
の
所
論
を
た

ど
っ
て
い
き
た
い
。

『
イ
デ
ー
ン
』
第
Ⅰ
巻
で
明
証
的
意
識
を
獲
得
す
る
た
め
に
意
識
の
超
越
論
的
性
格
を
明
る
み
に
出
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
第
Ⅱ
巻

で
は
そ
れ
が
経
験
科
学
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
く
の
か
を
、「
物
質
的
自
然
」、「
有
心
的 

（anim
alisch

）
自
然
」
そ
し
て
「
精

神
世
界
」
そ
れ
ぞ
れ
の
「
構
成
」
を
通
じ
て
、
論
じ
て
い
く
。
こ
の
う
ち
の
「
有
心
的
自
然
」 （
狭
義
に
は
人
間
） 

は
、
彼
に
よ
れ
ば
、

「
局
在
化
さ
れ
た
感
覚
の
担
い
手
と
し
て
の
身
体
」
を
通
じ
て
構
成
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
局
在
化
さ
れ
た
感
覚
」
こ
そ
がE

m
pfindnis

と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る 

（H
ua, IV

 144

）。
彼
は
、
右
手
で
左
手
に
ふ
れ
る
と
い
う
例
に
即
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

6
）

。

左
手
を
な
で
て
い
る
時
、
私
は
触
覚
現
象
を
得
る
、
す
な
わ
ち
、
私
は
感
覚
す
る
の
み
な
ら
ず
知
覚
し
て
も
い
て
、
柔
ら
か
く

て
、
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
形
を
し
た
滑
ら
か
な
手
と
い
う
現
象
を
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
指
し
示
す
運
動
感
覚
や
、
そ
れ

ら
を
代
理
表
象
す
る
触
感
覚
は
、「
左
手
」
と
い
う
事
物
の
特
徴
と
し
て
客
観
化
さ
れ
、
右
手
に
属
す
る
。
し
か
し
、
左
手
を
な

で
て
い
る
時
、
私
は
左
手
に
も
一
連
の
触
感
覚
を
見
出
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
左
手
に
「
局
在
化
さ
れ
て
い
る
」。（IV

 144f.

）

右
手
で
左
手
に
ふ
れ
る
と
い
う
場
合
、
両
者
の
関
係
は
単
に
〈
感
覚
す
る
主
体
‐
感
覚
さ
れ
る
客
体
〉
で
は
な
い
。
ふ
れ
ら
れ
て
い
る



E
m

pfindnis 

概
念
小
史

二
三

左
手
の
方
に
も
「
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
感
覚
（
た
と
え
ば
「
く
す
ぐ
っ
た
い
」）
が
あ
り
、
そ
れ
は
右
手
に
触
れ
ら
れ
た
部
分

に
「
局
在
化
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
感
覚
す
る
主
体
」
で
あ
る
は
ず
の
右
手
に
も
変
化
を
引
き
起
こ
す
。
右
手

は
、
左
手
を
対
象
と
し
て
知
覚
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
質
感
（
柔
ら
か
い
、
滑
ら
か
な
、
等
）
を
も
受
け
取
る
の
で
あ
る
（
圧
迫
な
ど

に
よ
っ
て
一
時
的
に
麻
痺
し
た
手
足
を
別
の
手
足
で
触
る
と
、
ま
る
で
異
な
る
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
経
験
も
、
こ
の
こ
と
を
裏

づ
け
て
い
よ
う
）。
こ
こ
に
は
「
触
れ
て
い
る
と
同
時
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
二
重
性
が
生
じ
て
い
る
（
ち
な
み
に
、
こ
の
洞

察
を
最
も
実
り
豊
か
に
発
展
さ
せ
た
の
が
、
ル
ー
ヴ
ァ
ン
に
開
設
さ
れ
た
直
後
の
フ
ッ
サ
ー
ル
文
庫
を
訪
れ
て
『
イ
デ
ー
ン
』
第
Ⅱ
巻

の
草
稿
を
い
ち
早
く
目
に
し
た
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
で
あ
っ
た
）。

こ
の
よ
う
に
、
第
一
に
局
在
化
、
第
二
に
二
重
性
と
い
う
契
機
に
よ
っ
て
、E

m
pfindnis

は
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
フ
ッ

サ
ー
ル
は
こ
れ
を
、
身
体
を
通
じ
た
構
成
一
般
へ
と
拡
張
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
身
体
を
「
意
志
の
器
官
」
す
な
わ
ち
「
私
の
純

粋
自
我
が
直
接
自
発
的
に
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
客
体
に
し
て
他
の
事
物
を
間
接
自
発
的
に
動
か
す
た
め
の
手
段
」 （151f.

）

と
し
、E

m
pfindnis

と
い
う
局
在
化
・
二
重
化
さ
れ
た
独
特
の
感
覚
を
も
つ
身
体
だ
か
ら
こ
そ
自
由
意
志
を
行
使
し
う
る
の
だ
、
と
主

張
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
精
神
世
界
の
構
成
へ
と
向
か
う
前
に
、
テ
ク
ス
ト
は
（
本
稿
に
と
っ
て
は
）
興
味
深
い
「
脱
線
」
を
見

せ
る
。
す
な
わ
ち
、「
直
接
的
直
観
に
与
え
ら
れ
た
局
在
化
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
身
体
の
関
係
に
は
、
感
性
的
な
事
物
す
な
わ
ち
空
間

に
現
象
す
る
客
体
の
構
成
に
と
っ
て
構
成
的
な
機
能
を
持
つ
感
性
的
感
覚
の
み
な
ら
ず
、
ま
っ
た
く
別
の
グ
ル
ー
プ
の
感
覚
も
あ
る
」

（152

）
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
「
快
と
苦
痛
の
感
覚
、
全
身
を
流
れ
て
感
じ
る
爽
快
さ
、『
身
体
の
不
調
』
と
い
う

一
般
的
不
快
感
」（ibid.

）
で
あ
り
、「
こ
う
し
た
感
覚
の
グ
ル
ー
プ
は
み
な
、E

m
pfindnis

と
し
て
の
直
接
身
体
的
な
局
在
化
を
も
っ

て
い
る
」（153

）
と
さ
れ
る
。E

m
pfindnis

に
は
、
中
立
的
な
局
在
化
・
二
重
化
感
覚
の
み
な
ら
ず
、
価
値
判
断
を
伴
う
快
苦
の
感
覚

さ
ら
に
は
喜
怒
哀
楽
の
感
情
も
含
ま
れ
、
身
体
の
こ
う
し
た
「
感
情
的
」
な
側
面
も
経
験
世
界
の
構
成
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
る
、
と

い
う
わ
け
で
あ
る
（
こ
こ
に
後
期
の
「
生
活
世
界
」
論
の
萌
芽
的
側
面
を
看
取
で
き
よ
う
）。「
感
情
的
」
な
側
面
、
こ
れ
がE

m
pfind-
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二
四

nis

の
第
三
の
契
機
で
あ
る
。

最
後
に
第
四
の
契
機
と
し
て
、「
感
情
移
入 

（E
infühlung

）」、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
間
主
観
性
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
も
と
も
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
以
上
の
よ
う
な
身
体
を
通
じ
た
有
心
的
自
然
の
構
成
を
「
独
我
論
的 

（solipsistisch

） 

な
考

察
で
ど
こ
ま
で
行
け
る
か
、
ま
ず
は
試
し
て
み
よ
う
」（144

）
と
開
始
し
て
い
た
。
そ
れ
自
体
は
す
ぐ
に
行
き
詰
ま
る
の
だ
が
、
そ
れ

を
打
破
す
る
鍵
はE

m
pfindnis

概
念
に
お
い
て
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
右
手
は
左
手
に
ふ
れ
る
と
同
時
に
左
手
か

ら
ふ
れ
ら
れ
て
も
い
て
局
在
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
は
、
単
に
私
一
人
の
身
体
内
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
他 

（
者
） 

の

身
体
に
も
置
き
移
し
う
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
私
が
私
の
物
理
的
環
世
界
に
お
い
て
見
出
す
身
体
は
い
ず
れ
も
、
独
我
論
的
経
験
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
物
質
的
な

事
物
と
し
て
の
「
私
の
身
体
」
と
同
じ
型
の
物
質
的
な
事
物
で
あ
り
、
私
は
そ
れ
ら
を
身
体
と
し
て
把
握
す
る
、
す
な
わ
ち
、
私

は
身
体
に
そ
の
都
度
自
我
主
観
を
感
情
移
入
す
る
…
…
。
そ
の
際
、
私
は
何
よ
り
も
ま
ず
、（
触
覚
、
温
覚
、
冷
覚
、
嗅
覚
、
味

覚
、
痛
覚
、
感
性
的
快
感
な
ど
の
）
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
野
と
（
運
動
感
覚
な
ど
の
）
感
官
領
域
で
行
っ
て
い
る
「
局
在
化
」
を
、

他
者
の
身
体
に
転
移
す
る
。（164

）（7
）

こ
う
し
てE

m
pfindnis

概
念
は
、
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
の
も
う
一
つ
の
主
題
で
あ
る
間
主
観
性
の
問
題
に
足
場
を
提
供
す
る
こ
と
に
な

る
。し

か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
はE

m
pfindnis

概
念
を
め
ぐ
る
本
稿
の
「
主
役
」
で
は
な
い
。
前
に
彼
の
既
存
の
邦
訳
に
お
け
る
定
訳
の

不
在
に
言
及
し
た
が
、
邦
訳
者
た
ち
は
、
こ
の
な
じ
み
の
な
い
語
を
日
本
語
に
置
き
換
え
る
上
で
そ
れ
ぞ
れ
工
夫
を
凝
ら
し
た

―
時

に
先
行
訳
を
批
判
し
つ
つ

―
こ
と
を
訳
注
に
記
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
記
述
は
、
こ
の
概
念
が
あ
た
か
も
フ
ッ
サ
ー
ル
独
自
の
新
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二
五

造
語
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
す
で
に
一
八
世
紀
に
、
何
人
か
の
思
想
家
た
ち
が
こ
の

語
を
用
い
て
自
ら
の
思
考
を
そ
れ
ぞ
れ
に
紡
い
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
そ
の
布
置
を
描
き
出
す
こ
と
に
あ
る
。
以
下

で
は
、
こ
の
語
が
最
も
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
一
七
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
時
期
を
限
定
し
、
新
し
い
も
の
か
ら
古
い
も
の
へ
と
時

代
を
遡
っ
て
用
例
を
検
討
し
て
い
く
。

三
　
テ
ー
テ
ン
ス

テ
ー
テ
ン
ス
は
、
一
七
八
九
年
、
五
三
歳
に
し
て
キ
ー
ル
大
学
の
自
然
哲
学
正
教
授
職
を
辞
し
て
デ
ン
マ
ー
ク
の
財
務
官
僚
に
転
身

し
、
哲
学
研
究
の
第
一
線
か
ら
退
い
た
こ
と
も
あ
り
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
た
哲
学
者
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
彼

の
前
に
は
い
つ
も
テ
ー
テ
ン
ス
が
広
げ
ら
れ
て
い
ま
す
」
と
ハ
ー
マ
ン
が
一
七
七
九
年
五
月
一
七
日
付
ヘ
ル
ダ
ー
宛
書
簡
に
お
い
て
証

言
し
て
い
る
よ
う
に 

（H
am

ann 1955 -79, IV
81

）、
全
二
巻
計
一
六
一
八
頁
に
も
な
る
そ
の
主
著
『
人
間
本
性
と
そ
の
展
開
に
つ
い

て
の
哲
学
的
試
論
』（
一
七
七
七
年
、
以
下
『
試
論
』）
は
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
成
立
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
そ
の

影
響
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
「
テ
ー
テ
ン
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
」
が
近
年
進
行
中
で
あ
る（

8
）

が
、
現
時
点
で
は
そ
の
対
象
は

理
論
哲
学
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
書
は
カ
ン
ト
の
心
的
能
力
の
三
分
法
、
と
り
わ
け
、
快
お
よ
び
不
快
の

感
情
が
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
を
有
す
る
と
い
う
洞
察
（
こ
れ
に
よ
っ
て
『
判
断
力
批
判
』
は
成
立
し
た
）
に
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る

が
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
い
か
に
し
て
か
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
見
方
は
正
し
い
の
か
。

た
し
か
に
、『
試
論
』
第
一
巻
末
尾
近
く
で
テ
ー
テ
ン
ス
は
「
私
は
魂
の
根
本
能
力
を
三
つ
数
え
る
。
感
触
（G

efühl

）、
知
性
、
そ

し
て
、
そ
の
活
動
性
で
あ
る
」
と
し
、「
活
動
性
」
を
「
意
志
」
と
も
呼
ん
で
い
る
（P

hV, I 625

）（9
）

。
し
か
し
、
そ
の
直
後
に
「
目
下

の
意
図
に
最
適
で
あ
る
が
ゆ
え
に
採
用
し
た
こ
の
区
分
に
、
観
察
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
以
上
の
現
実
性
を
帰
す
つ
も
り
は
な
い
」
と

断
っ
て
い
る 

（ibid.

）（10
）

。
た
し
か
に
、「
観
察
」
は
テ
ー
テ
ン
ス
が
ロ
ッ
ク
に
な
ら
っ
て
「
人
間
の
本
性
と
そ
の
展
開
」
を
解
明
す
る
の
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号

二
六

に
採
用
し
た
方
法
で
あ
る
（
そ
れ
ゆ
え
「
ド
イ
ツ
の
ロ
ッ
ク
」
と
も
呼
ば
れ
る（

11
）

）
が
、
彼
は
そ
の
限
界
を
も
わ
き
ま
え
て
い
た
（cf. 

P
hV, I 469

）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
区
分
は
あ
く
ま
で
暫
定
的
な
も
の
で
あ
っ
て
絶
対
視
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
第
一
巻

の
目
次
を
概
観
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

第
一
試
論
　
　「
表
象
の
本
性
に
つ
い
て
」

第
二
試
論
　
　「
感
触
に
つ
い
て
、
感
覚
とE

m
pfindnis

に
つ
い
て
」

第
三
試
論
　
　「
知
覚
と
意
識
に
つ
い
て
」

第
四
試
論

　
　「
思
考
力
と
思
考
に
つ
い
て
」

第
五
試
論
　
　「
事
物
の
客
観
的
実
在
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
起
源
に
つ
い
て
」

第
六
試
論

　
　「
感
性
的
認
識
と
理
性
的
認
識
の
相
違
に
つ
い
て
」

第
七
試
論
　
　「
普
遍
的
理
性
真
理
と
そ
の
本
性
な
ら
び
に
根
拠
の
必
然
性
に
つ
い
て
」

第
八
試
論

　
　「
推
論
す
る
理
性
の
高
次
の
認
識
と
普
通
の
人
間
知
性
の
認
識
と
の
関
係
に
つ
い
て
」

第
九
試
論
　
　「
感
覚
、
表
象
そ
し
て
思
考
の
根
本
原
理
に
つ
い
て
」

第
十
試
論

　
　「
表
象
力
と
そ
の
他
の
活
動
す
る
魂
の
能
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
」

第
十
一
試
論
　「
人
間
の
魂
の
根
本
力
と
人
間
性
の
特
性
に
つ
い
て
」

と
並
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
下
位
か
ら
上
位
の
能
力
へ
と
連
続
的
に
移
行
す
る
ヴ
ォ
ル
フ
的
な
認
識
能
力
論
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も

の
で
あ
る（

12
）

。
こ
れ
を
ロ
ッ
ク
的
な
「
観
察
」
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
考
察
し
、
さ
ら
に
後
述
す
る
フ
ラ
ン
ス
感
覚
主
義
の
成
果
を
取
り

入
れ
て
、「
感
触
」
と
い
う
下
位
認
識
能
力
に
独
自
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
（
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
と
は
別
の
仕
方
で
）
与
え
る
と
い
う
折
衷

的
な
立
場
を
、『
試
論
』
は
取
っ
て
い
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
下
位
認
識
能
力
、
と
り
わ
け
、
第
二
試
論
の
表
題
に
掲
げ
ら
れ
る
三
種
の
能
力
の
関
係
を
、
テ
ー
テ
ン
ス
は
ど
の



E
m

pfindnis 

概
念
小
史

二
七

よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、

感
触

と
い
う
関
係
で
あ
る
。
ま
ず
感
触
と
感
覚
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
感
触
が
「
単
に
わ
れ
わ
れ
に
お
け
る
変
化
や
わ
れ
わ
れ
へ
の
印
象

が
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の
際
に
「
わ
れ
わ
れ
は
対
象
を
こ
の
印
象
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
は
な
い
」
の
に
対

し
、
感
覚
は
「
わ
れ
わ
れ
が
感
性
的
印
象
を
介
し
て
わ
れ
わ
れ
の
内
で
感
触
す
る
、
い
わ
ば
、
見
出
す
対
象
を
指
し
示
す
も
の
」
で
あ

る
（P

hV, I 167f.

）（13
）

。「
感
触
は
感
覚
の
対
象
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
は
た
ら
き
に
向
か
う
」 （ibid.

） 

の
で
あ
り
、「
感
触
さ
れ
た
変
化

が
感
覚
で
あ
る
」 （166f.

）。
要
す
る
に
、
感
触
は
外
的
な
何
か
に
よ
っ
て
自
分
の
内
部
に
何
ら
か
の
物
理
的
変
化
が
引
き
起
こ
さ
れ
た

こ
と
を
、
た
だ
受
動
的
に
、
そ
の
内
実
を
分
節
化
す
る
こ
と
な
く
捉
え
る
は
た
ら
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
感
覚
は
、
こ
の
変
化
を

客
観
化
・
対
象
化
し
た
も
の
で
あ
る（

14
）

。
次
に
感
覚
とE

m
pfindnis

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、「
中
立
的 

（gleichgültig

） 

で
な
く
、
触
発

し
て
わ
れ
わ
れ
に
気
に
入
ら
れ
る
か
気
に
入
ら
れ
な
い
か
す
る
」
よ
う
な
感
覚
が
「E

m
pfindnis

な
い
し
感
動
と
呼
ば
れ
る
」

（ibid.

）。
要
す
る
に
、
肯
定
的
で
あ
れ
否
定
的
で
あ
れ
価
値
判
断
を
伴
っ
た
感
覚
がE

m
pfindnis

で
あ
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る

E
m

pfindnis

の
第
三
契
機
に
相
当
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
テ
ー
テ
ン
ス
は
「
ボ
ネ
氏
はE

m
pfindnis

で
あ
る
感
覚
をsensation

と
呼

ん
だ
」 （ibid.

） 

と
、
フ
ラ
ン
ス
の
感
覚
主
義
者
ボ
ネ
の
『
魂
の
能
力
に
つ
い
て
の
分
析
的
試
論
』 （
一
七
六
〇
年
） 

を
挙
げ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
次
節
以
降
で
見
る
思
想
家
た
ち
に
も
共
通
す
る
着
想
源
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、「
感
動 

（R
ührung

）」
は
原
義
は
「
動
か
す
こ

と
」
で
あ
る
が
、
文
字
通
り
に
物
理
的
に
「
動
か
す
こ
と
」（
が
自
身
の
内
に
生
じ
た
こ
と
を
捉
え
る
こ
と
）
は
す
で
に
感
触
が
担
っ

て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
言
う
ま
で
も
な
く
比
喩
的
な
意
味
で
「
心
動
か
す
こ
と
」
の
意
で
あ
る
。

テ
ー
テ
ン
ス
自
身
が
挙
げ
る
「
太
陽
が
肌
を
射
刺
す
」
と
い
う
単
純
な
例
に
即
せ
ば
、
こ
う
で
あ
る
。
私
の
外
部
に
あ
る
何
か
（
こ

の
時
点
で
は
「
太
陽
」
と
い
う
対
象
化
は
な
さ
れ
て
い
な
い
）
が
私
の
肌
を
射
刺
し
、
私
の
身
体
に
変
化
が
生
じ
る
。
こ
の
変
化
を
捉

感
覚

E
m

pfindnis
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え
る
の
が
感
触
で
あ
る
。
こ
の
変
化
を
生
じ
さ
せ
た
も
の
を
「
太
陽
」
と
し
て
対
象
化
し
、
事
態
を
「
太
陽
が
肌
を
射
刺
す
」
こ
と
と

し
て
捉
え
る
の
が
感
覚
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
事
態
を
（
夏
に
）「
暑
く
不
快
だ
」
と
否
定
的
に
、
あ
る
い
は
、（
冬
に
）「
暖
か
く

快
適
だ
」
と
肯
定
的
に
評
価
す
る
の
が
、E

m
pfindnis

で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
テ
ー
テ
ン
ス
の
下
位
認
識
能
力
論
を
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
と
照
合
し
て
み
る
と
、
従
来
の
通
説
と
は
異
な
っ

て
相
違
の
方
が
む
し
ろ
際
立
っ
て
見
え
る
。
同
書
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
美
的
判
断
力
の
基
礎
に
据
え
た
の
は
、
快
ま
た
は
不
快
と
い
う

価
値
判
断
を
伴
う
「
感
情 

（G
efühl

）」
で
あ
り
、
テ
ー
テ
ン
ス
に
お
い
て
はE

m
pfindnis

が
お
お
よ
そ
こ
れ
に
相
当
す
る
。
他
方
、

テ
ー
テ
ン
ス
の
「
感
触
」
は
、
以
上
に
見
た
よ
う
に
、
外
的
な
何
か
に
よ
っ
て
自
分
の
内
部
に
何
ら
か
の
物
理
的
変
化
が
引
き
起
こ
さ

れ
た
こ
と
を
、
た
だ
受
動
的
に
、
そ
の
内
実
を
分
節
化
す
る
こ
と
な
く
捉
え
る
は
た
ら
き
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
「
感
性
」
に
近
い
。
そ

も
そ
も
、
テ
ー
テ
ン
ス
の
「
感
触
」
は
知
性
と
意
志
の
前
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
も
、
認
識
能
力
と
欲
求
能
力
と
の
間

に
置
か
れ
て
両
者
の
媒
介
を
期
待
さ
れ
た
カ
ン
ト
の
「
感
情
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
。『
試
論
』
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
は
影
響
を

与
え
た
と
は
言
え
る
が
、『
判
断
力
批
判
』
ま
で
は
な
お
隔
た
り
が
あ
る
、
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四
　
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト

エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
も
、
今
日
で
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
名
か
も
し
れ
な
い
が
、
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
の
す
べ
て
の
新
し
い
批
判
は
古

い
批
判
に
よ
っ
て
無
用
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
発
見
に
つ
い
て
』（
一
七
九
〇
年
、『
純
粋
理
性
批
判
無
用
論
』）
に
お
い
て

（『
判
断
力
批
判
』
の
公
刊
を
遅
ら
せ
て
ま
で
）
再
批
判
し
た
相
手
で
あ
る
。
ま
た
、『
思
考
と
感
覚
の
一
般
理
論
』（
一
七
七
六
年
）

は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
王
立
ベ
ル
リ
ン
学
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
懸
賞
課
題
へ
の
応
募
論
文
と
し
て
執
筆
さ
れ
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
『
人
間
の
魂
の
認

識
と
感
覚
に
つ
い
て
』（
一
七
七
八
年
）
ら
を
押
さ
え
て
一
等
入
選
を
果
た
し
た
著
作
で
あ
る
。
同
書
に
お
い
て
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト

は
、
仏
語
のsensation

とsentim
ent

と
の
区
分
、
す
な
わ
ち
、「
外
的
感
覚
と
身
体
の
感
触
さ
れ
た
完
全
性
の
み
を
把
握
す
る
」
能



E
m

pfindnis 

概
念
小
史

二
九

力
と
「
自
ら
の
外
部
に
あ
る
対
象
に
お
い
て
、
あ
る
種
の
性
質
と
変
化
を
完
全
な
い
し
不
完
全
と
感
触
す
る
」「
感
性
的
感
覚
か
ら
派

生
し
た
も
の
」
と
の
区
分
に
言
及
し
、「
若
干
の
ド
イ
ツ
の
作
家
は
、
あ
え
て
前
者
に
感
覚
と
い
う
語
を
制
限
し
後
者
をE

m
pfindnis

と
い
う
新
た
な
語
で
表
現
し
た
」
と
述
べ
て
い
る 

（E
berhard 1776, 168f.

）。「
若
干
の
ド
イ
ツ
の
作
家
」（
こ
れ
は
次
節
以
降
で
見

る
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
や
ア
プ
ト
で
あ
ろ
う
）
を
主
語
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
自
身
は
基
本
的

に
は
こ
う
し
た
用
語
法
に
与
せ
ず
「
感
覚
と
い
う
語
を
た
い
て
い
は
最
広
義
に
用
い
る
」
と
断
っ
て
い
る
が
、「
天
才
と
性
格
の
判
定

に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
最
終
第
四
節
に
お
い
て
「
知
的
な
天
才
の
対
象
は
、
⑴
思
考
、
⑵E

m
pfindnis

、
⑶
行
為
で
あ
る
。
第
一
の

対
象
に
お
い
て
は
、
天
才
は
真
偽
を
見
る
、
す
な
わ
ち
、
観
想
的
哲
学
的
で
あ
り
、
第
二
の
対
象
に
お
い
て
は
快
適
な
も
の
と
快
適
で

な
い
も
の
を
感
覚
す
る
、
す
な
わ
ち
、
詩
的
で
あ
り
、
第
三
の
対
象
に
お
い
て
は
有
益
な
も
の
と
有
害
な
も
の
を
推
測
す
る
、
す
な
わ

ち
、
実
務
的
で
あ
る
」
と
い
う
区
分
を
し
て
い
る
（215f.

）。
ア
カ
デ
ミ
ー
が
回
答
を
求
め
る
認
識
と
感
覚
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
終

え
た
後
の
「
補
論
」
的
な
部
分
で
、
か
つ
、
天
才
と
い
う
限
定
さ
れ
た
ト
ピ
ッ
ク
に
即
し
て
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト

のE
m

pfindnis

概
念
の
方
が
テ
ー
テ
ン
ス
よ
り
も
カ
ン
ト
の
「
第
三
の
能
力
」
に
近
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
　
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン

む
し
ろ
、
カ
ン
ト
の
心
的
能
力
の
三
分
法
に
影
響
を
与
え
た
「
本
命
」
は
、（
あ
え
て
挙
げ
る
な
ら
ば（

15
）

）
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
で
あ

ろ
う
。
同
時
に
、
彼
こ
そ
が
一
八
世
紀
に
お
け
るE

m
pfindnis

概
念
の
主
た
る
担
い
手
で
あ
っ
た
。

一
七
七
六
年
六
月
に
執
筆
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
あ
る
遺
稿
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

認
識
能
力
と
欲
求
能
力
と
の
間
に
は
感
覚
能
力
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
事
物
に
お
い
て
快
な
い
し
不
快
を
感
覚

し
、
承
認
し
、
是
認
し
、
快
適
だ
と
思
う
、
あ
る
い
は
、
否
認
し
、
非
難
し
、
不
快
だ
と
思
っ
た
り
す
る
。

―
わ
れ
わ
れ
が
関
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三
〇

与
す
る
こ
と
の
な
い
、
い
か
な
るE

m
pfindnis

と
も
結
び
つ
か
な
い
思
考
や
表
象
が
存
在
す
る
。
同
様
に
、
い
ま
だ
い
か
な
る

欲
求
に
も
な
ら
な
いE

m
pfindnis

も
、
存
在
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
音
楽
や
あ
る
絵
画
を
美
し
い
と
思
い
、
そ
れ
に
感
動
す

る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
際
に
何
か
を
欲
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。（JubA

, III/1 276

）

冒
頭
の
一
文

―
こ
こ
か
ら
現
在
で
は
「
認
識
能
力
、
感
覚
能
力
そ
し
て
欲
求
能
力
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
知
ら
れ
て
い
る

―
か
ら

明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
認
識
能
力
と
欲
求
能
力
と
の
間
に
「
事
物
に
お
い
て
快
な
い
し
不
快
を
感
覚
す

る
」
能
力
を
置
い
て
い
る
。「
感
覚
」
か
「
感
情
」
か
と
い
う
用
語
上
の
相
違
は
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
心
的
能
力
の
三
分
法
す
な
わ
ち

三
批
判
書
の
枠
組
と
ぴ
っ
た
り
重
な
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
音
楽
や
あ
る
絵
画
を
美
し
い
と
思
い
、
そ
れ
に
感
動
す
る
こ
と
が
あ
る

が
、
そ
の
際
に
何
か
を
欲
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
音
楽
や
絵
画
の
美
し
さ
を
「
感
覚
」
す
る
こ
と
と
そ
れ

を
わ
が
も
の
と
す
る
こ
と
を
「
欲
求
」
す
る
こ
と
と
は
異
な
る
、
と
い
う
記
述
も
、「
関
心
な
き
満
足
」
と
い
う
カ
ン
ト
的
な
美
の
規

定
に
非
常
に
近
い
。「
本
命
」
と
呼
ぶ
所
以
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
一
八
四
四
年
の
全
集
に
お
い
て
は
じ
め
て
公
に
な
っ
た
「
遺
稿
」
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
が
知
っ
て
い

た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
公
刊
さ
れ
た
『
朝
の
時
間
あ
る
い
は
神
の
現
存
在
に
つ
い
て
の
講
義
』（
一
七
八
五

年
）
に
も
、
次
の
よ
う
な
類
似
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

人
は
通
常
、
魂
の
能
力
を
認
識
能
力
と
欲
求
能
力
と
に
区
分
し
、
快
お
よ
び
不
快
の
感
覚
を
欲
求
能
力
に
数
え
入
れ
て
き
た
。
だ

が
思
う
に
、
認
識
と
欲
求
と
の
間
に
は
魂
の
是
認
、
賛
意
そ
し
て
満
足
が
あ
り
、
そ
れ
は
本
来
は
欲
求
と
は
き
わ
め
て
異
な
る
も

の
で
あ
る
。
…
…
以
下
、
こ
れ
を
是
認
能
力
と
呼
び
、
真
理
の
認
識
お
よ
び
善
の
要
求
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
い

わ
ば
、
認
識
か
ら
欲
求
へ
の
移
行
で
あ
り
、
こ
の
両
能
力
を
結
び
つ
け
る
。（III/2 61f.

）
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「
感
覚
能
力
」
と
い
う
語
は
退
き
「
是
認
（B

illigung

）
能
力
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、「
真
理
の
認
識
お
よ
び
善
の
要

求
か
ら
分
離
」
さ
れ
た
、
い
わ
ば
「
第
三
の
」
能
力
が
「
認
識
か
ら
欲
求
へ
の
移
行
」
を
司
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
こ
の
両
能
力
を
結

び
つ
け
る
」
と
い
う
発
想
は
、『
判
断
力
批
判
』
そ
の
も
の
と
さ
え
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
箇
所
で
は
「
感
覚
」
と
と
も
にE

m
pfindnis

と
い
う
語
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
全
体
（
六
〇
〇
語
余

り
）
で
は
、
前
者
が
五
回（

16
）

、
後
者
が
六
回
用
い
ら
れ
て
い
る
。
私
見
で
は
、
こ
れ
ら
は
草
稿
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
必
ず
し
も
厳
密
に

使
い
分
け
ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る（

17
）

。
し
か
し
、
前
の
引
用
で
は
、「
わ
れ
わ
れ
が
関
与
す
る
こ
と
の
な
い
、
い
か
な
る

E
m

pfindnis

と
も
結
び
つ
か
な
い
思
考
や
表
象
が
存
在
す
る
。
同
様
に
、
い
ま
だ
い
か
な
る
欲
求
に
も
な
ら
な
いE

m
pfindnis

も
、
存

在
す
る
」
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
裏
返
し
て
肯
定
形
で
「
い
ず
れ
欲
求
と
な
り
思
考
や
表
象
と
結
び
つ
くE

m
pfindnis

が

存
在
す
る
」
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
なE

m
pfindnis

を
捉
え
る
の
が
感
覚
能
力
で
あ
る
、
と
し

て
、
両
者
の
間
に
差
異
を
認
め
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
別
の
箇
所
で
は
「E

m
pfindnis

は
各
々
、
対
象
の
性

質
を
わ
れ
わ
れ
の
概
念
と
調
和
さ
せ
る
欲
求
と
結
び
つ
い
て
い
る
」 （JubA

, III/1 277

） 

と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の

テ
ク
ス
ト
に
お
け
るE

m
pfindnis

は
、
認
識
と
欲
求
の
中
間
と
い
う
よ
り
は
、
欲
求
寄
り
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
メ

ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は 

（
少
な
く
と
も
一
七
六
〇
年
代
ま
で
は
）、
認
識
と
欲
求
の
二
能
力
論
を
採
っ
て
い
た（

18
）

。
そ
れ
が
一
七
七
〇
年
代

以
降
、両
者
の
間
に
あ
る
「
第
三
の
能
力
」
を
認
め
る
方
向
に
傾
い
て
い
く
。
そ
の
端
緒
が
、「
い
ま
だ
い
か
な
る
欲
求
に
も
な
ら
な

い
」

―
現
代
風
に
言
え
ば
「
無
意
識
の
」

―E
m

pfindnis
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
次
の
段
階
と
し
て
、

こ
れ
を
捉
え
る
独
立
し
た
能
力
を
「
感
覚
能
力
」
な
い
し
「
是
認
能
力
」
と
し
て
設
定
す
る

―
こ
の
よ
う
な
筋
書
き
が
見
え
て
く
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
下
位
認
識
能
力
に
独
自
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
認
め
て
「
美
学
」
を
構
想
し
た
が
、
メ
ン
デ

ル
ス
ゾ
ー
ン
は
そ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
並
行
し
て
、
欲
求
能
力
を
上
位
と
下
位
に
区
分
し
て
後
者
に
独
自
の
ス
テ
イ
タ
ス

を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
と
は
別
の
形
で
美
学
を
展
開
し
、
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
へ
の
途
を
拓
い
た
、
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と
言
え
よ
う（

19
）

。

そ
の
た
め
に
は
し
か
し
、
こ
の
一
七
七
六
年
の
段
階
で
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
哲
学
的
・
学
術
的
語
彙
の
中
にE

m
pfindnis

と
い

う
語
が
確
固
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
そ
の
こ
と
を
証
す
る
の
が
、
一
七
七
一
年
の
改
訂
版
『
哲
学
著
作
集
』
に

収
め
ら
れ
た
「
文
芸
に
お
け
る
崇
高
な
も
の
と
素
朴
な
も
の
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
こ
の
論
考
は
、
最
初
は
五
八
年
に
『
芸
術
文
庫
』

第
二
号
に
発
表
さ
れ（

20
）

、
次
い
で
六
一
年
に
『
哲
学
著
作
集
』
に
収
め
ら
れ
て
出
版
さ
れ
た
が
、
十
分
な
編
集
作
業
が
で
き
な
か
っ
た
こ

と
に
不
満
を
抱
い
て
い
た
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
、
大
幅
に
改
訂
し
た
版
を
七
一
年
に
出
版
す
る
。
そ
し
て
、E

m
pfindnis

と
い
う
語

が
現
れ
る
の
は
、
こ
の
七
一
年
の
改
訂
版
に
限
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
主
題
をE

m
pfindnis

と
い
う
新
語
に
よ
っ
て
加
筆
修
正

し
た
、
本
稿
に
と
っ
て
き
わ
め
て
興
味
深
く
重
要
な
事
例
な
の
で
あ
る
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
で
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
がE
m

pfindnis

と
い
う
語
を
用
い
る
の
は
、「
素
朴
（naiv

）
な
も
の
」
を
論
じ
る
文
脈
に

お
い
て
で
あ
る
。
彼
は
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
「
高
貴
な
単
純
さ
」
と
い
う
概
念
を
参
照
し
つ
つ
、「
対
象
が
高
貴
だ
、
美
し
い
、
あ

る
い
は
重
要
な
帰
結
を
と
も
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、﹇
そ
れ
が
﹈
単
純
な
記
号
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
そ
の
記
号
表

示
が
素
朴
と
呼
ば
れ
る
」（JubA

, I 215 =
 485

）
と
、
い
わ
ば
記
号
論
的
に
規
定
す
る
（
こ
れ
は
、
五
八
年
の
初
出
時
以
来
の
規
定

で
あ
る
）。
要
す
る
に
「
あ
り
の
ま
ま
の
よ
さ
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
が
七
一
年
に
加
筆
さ
れ
た
議
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

顔
立
ち
や
表
情
そ
し
て
身
ぶ
り
と
い
っ
た
人
間
の
外
見
に
即
し
て
、
い
わ
ば
観
相
学
的
に
次
の
よ
う
に
確
認
・
補
強
す
る
（
ち
な
み

に
、
観
相
学
の
祖
ラ
ヴ
ァ
タ
ー
が
『
観
相
学
断
片
』
を
世
に
問
う
の
は
、
こ
の
四
年
後
で
あ
る
）。

人
間
の
顔
の
特
徴
や
表
情
そ
し
て
身
ぶ
り
は
、
そ
の
傾
向
性
や
感
覚
の
記
号
で
あ
る
。
顔
の
特
徴
は
み
な
傾
向
性
を
、
表
情
は
そ

れ
に
対
応
す
る
心
の
動
き
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
が
い
わ
ば
、
故
意
に
で
も
声
高
に
で
も
自
意
識
過
剰
に
で
も
な
く

傾
向
性
とE

m
pfindnis

の
幸
運
で
一
致
し
た
体
系
を
醸
し
出
す
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
特
徴
と
身
ぶ
り
の
総
体
に
素
朴
な
も
の
の
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性
格
が
帰
さ
れ
る
。（488

）

こ
こ
で
のE

m
pfindnis

は
、
テ
ー
テ
ン
ス
もE

m
pfindnis

と
同
義
に
用
い
て
い
た
「
心
の
動
き
」
の
換
言
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
傾
向

性
」
と
「
故
意
に
で
も
声
高
に
で
も
自
意
識
過
剰
に
で
も
な
く
」
一
致
し
た
時
、
素
朴
と
い
う
徳
が
現
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で

のE
m

pfindnis
は
「
傾
向
性
」
と
い
う
広
義
の
欲
求
能
力
と
並
行
関
係
に
あ
り
、
五
年
後
の
三
能
力
論
を
用
意
し
て
い
る
と
言
え
る
。

六
　
造
語
の
現
場
―
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
と
ア
プ
ト

実
は
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
はE

m
pfindnis

と
い
う
語
の
「
共
同
造
語
者
」
の
一
人
で
も
あ
る
。（
哲
学
的
概
念
と
し
て
の
）
こ
の

語
の
初
出
は
、
夭
逝
し
た
通
俗
哲
学
者
ア
プ
ト 

（T
hom

as A
bbt, 1738 -66

） 

の
『
功
績
に
つ
い
て
』（
一
七
六
五
年
）
で
あ
る
が
、
彼

は
出
版
前
に
同
書
の
草
稿
を
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
に
送
っ
て
コ
メ
ン
ト
を
求
め
て
お
り
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
一
七
六
四
年
八
月
末

付
で
、
そ
の
求
め
に
応
じ
て
詳
細
な
コ
メ
ン
ト
を
返
信
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
草
稿
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン

の
返
信
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
有
益
な
情
報
を
含
ん
で
い
る
。

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
ま
ず
、「
ド
イ
ツ
の
サ
ッ
ポ
ー
」
こ
と
カ
ル
シ
ュ 

（A
nna L

ouisa K
arsch, 1722 -91

） 

の
頌
詩 

（O
de

） 

に
即

し
て
、
仏
語
のsensation

とsentim
ent

と
の
（
テ
ー
テ
ン
ス
や
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
も
言
及
し
て
い
た
）
区
分
に
つ
い
て
の
自
ら
の
理

解
を
示
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、sensation

は
「
場
所
や
時
間
に
結
び
つ
い
て
」
お
り
、
こ
れ
に
「
生
き
生
き
と
感
動
さ
せ
ら
れ
る
」

こ
と
が
、
作
詩
の
発
端
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、sentim

ent

は
「
生
き
生
き
と
し
た
想
像
力
の
法
則
に
結
び
つ
い
て
い
る
」。
頌
詩

は
「sensation

に
由
来
す
る
一
連
のsentim

ent

」
で
あ
り
、「
そ
の
端
緒
をsensation

か
ら
取
り
う
る
が
、sentim

ent

以
外
の
何
も

の
に
も
従
わ
な
い
」 （X

II/1
58

）。
す
な
わ
ち
、
空
間
的
・
時
間
的
に
発
生
し
た
物
理
的sensation

が
生
ん
だsentim

ent

を
表
現
し
た

も
の
が
頌
詩
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
と
し
て
は
標
準
的
な
頌
詩
理
解
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
前
者
に
「
感
覚
」、
後
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者
に
「
感
情
」
な
い
し
「
感
傷
」
と
い
う
日
本
語
が
、
そ
れ
ぞ
れ
違
和
感
な
く
収
ま
る
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
、
こ
の
区
分
を
独
語
に
置
き
移
す
時
に
発
生
す
る
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
、「
十
分
に
生
き
生
き
と
し
た
感
触 

（sensa-

tion
） 
は
み
な
、
感
覚
（sentim

ent

）
を
だ
め
に
し
て
頌
詩
は
突
然
終
結
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
」 （ibid.

） 

と
述
べ 

（
主
張
自
体
は
、
物

理
的
なsensation

が
強
す
ぎ
る
と
頌
詩
の
素
材
で
あ
るsentim

ent

が
だ
め
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
単
純
な
も
の
で
あ
る
）、「
感

触 

（G
efühl

）」
とsensation

と
を
、「
感
覚 

（E
m

pfindung

）」
とsentim

ent

と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
さ
せ
て
（
訳
し
て
）
い
る
。
そ

の
上
で
、
ア
プ
ト
の
草
稿
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
、
と
り
わ
け
術
語
の
問
題
と
い
う
本
題
に
入
る
。

私
が
あ
な
た
にE

m
pfund

と
い
う
言
葉
を
言
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
お
分
か
り
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
は

こ
れ
をem

pfunden

と
い
う
過
去
分
詞
か
ら
造
語
さ
れ
、
私
は
過
去
分
詞
か
ら
作
ら
れ
う
る
言
葉
と
し
て
はfund

し
か
知
ら
な
い

で
し
ょ
う
が
、
そ
の
場
合
、
動
詞
は
決
し
て
名
詞
か
ら
は
作
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
感
触
は
能
力
を
意
味
し
ま
す
が
、F

ühlung

とE
m

pfindnis

が
な
お
、
こ
の
作
用
の
た
め
に
残
っ
て
い
ま
す
。E

m
pfindnis

は
奇
妙
に
響
き
ま
す
。F

ühlung

は
、
探
し
出
さ

れ
る
に
値
す
る
古
語
で
す
の
で
、
わ
れ
わ
れ
（
ニ
コ
ラ
イ
氏
と
私
は
ラ
ム
ラ
ー
氏
に
問
い
合
わ
せ
ま
し
た
）
は
こ
れ
をE

m
pfund

の
代
わ
り
に
あ
な
た
に
勧
め
ま
し
た
。
ニ
コ
ラ
イ
氏
は
あ
な
た
に
、F

ühlung

がsentim
ent

よ
り
もsensation

に
相
応
し
い
十

分
な
理
由
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
そ
れ
は
間
違
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
…
…
で
す
か
ら
あ
な
た
は
、
し
か
る
べ
くsensa-

tion

にF
ühlung

を
、sentim

ent

にE
m

pfindung

を
用
い
て
よ
い
で
し
ょ
う
、E

m
pfund

は
不
可
能
で
あ
り
続
け
る
で
し
ょ
う

か
ら
。（58f.

）

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
、sentim

ent

を
「
感
覚
」
と
訳
す
こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
視
し
て
い
な
い
。
問
題
は
、sensation

の
訳
で
あ

る
。
文
面
を
見
る
限
り
、
ア
プ
ト
はE

m
pfund

と
い
う
語
を
用
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
、
友
人
の
ニ
コ
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ラ
イ
お
よ
び
「
ド
イ
ツ
の
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
」
こ
と
ラ
ム
ラ
ー 

（K
arl W

ilhelm
 R

am
ler, 1725 -98

） 

と
と
も
に
、
異
を
唱
え
て
い
る
。

そ
し
て
、
代
案
と
し
てF

ühlung

とE
m

pfindnis

と
い
う
語
を
挙
げ
る
が
、
後
者
は
「
奇
妙
に
響
く
」
と
し
て
斥
け
る
（
こ
れ
は
、
独

語
を
母
語
と
し
な
い
ユ
ダ
ヤ
人
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
な
ら
で
は
の
感
覚
な
の
か
も
し
れ
な
い
）。
自
ら
斥
け
た
と
は
い
え
、
ア
プ
ト
に

先
立
っ
てE

m
pfindnis

と
い
う
語
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
い
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
共
同
」
造
語

者
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、「
名
目
的
」
造
語
者
ア
プ
ト
に
対
す
る
「
実
質
的
」
造
語
者
と
す
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
プ
ト
は
一
七
六
四
年
十
一
月
八
日
付
で
次
の
よ
う
に
返
信
し
て
い
る
。「E

m
pfund

は
斥
け
ら
れ
ま
し
た
。
私

はsensation

に
は
感
覚
を
、sentim

ent

に
はE

m
pfindnis

を
選
び
ま
し
た
。
感
触
は
し
ば
し
ば
両
義
性
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
」

(69)

。
翌
年
に
出
版
さ
れ
た
著
作
で
は
、
最
終
的
に
次
の
よ
う
な
記
述
と
な
っ
た
。

感
覚
はsensation

と
、E

m
pfindnis

はsentim
ent

と
み
な
さ
れ
よ
う
。
…
…
感
覚
は
生
き
生
き
と
、
し
か
し
混
乱
し
て
、
事
柄

を
わ
れ
わ
れ
に
関
係
づ
け
る
、
感
官
を
介
し
て
。E

m
pfindnis

は
同
じ
こ
と
を
、
想
像
を
介
し
て
行
う
。
前
者
の
場
合
、
事
柄
は

わ
れ
わ
れ
に
現
前
し
て
い
る
よ
う
に
か
か
わ
る
。
後
者
の
場
合
、
た
と
え
そ
れ
が
現
前
し
て
い
る
と
し
て
も
、
む
し
ろ
像
が
そ
れ

を
行
う
。（A

bbt 1765, 156f.

）

要
す
る
に
、
ア
プ
ト
は
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
ら
の
代
案
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、「
感
触
」
は
両
義
的
で
あ
る
、
す

な
わ
ち
、「
触
覚
」
と
い
う
意
味
と
「
感
情
」
と
い
う
意
味
と
が
あ
る
（
こ
の
こ
と
を
本
稿
で
は
「
感
触
」
と
い
う
日
本
語
で
表
現

し
た（

21
）

）
た
め
、
頑
な
に
採
用
を
拒
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
原
案
に
固
執
す
る
こ
と
も
な
く
、
候
補
に
上
っ
たE

m
pfindnis

と
い

う
語
を
ち
ゃ
っ
か
り
採
用
し
てsentim

ent

の
訳
と
し
、
押
し
出
さ
れ
て
宙
に
浮
い
た
格
好
の
「
感
覚
」
をsensation

の
訳
に
ス
ラ
イ

ド
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
、
独
語
の
哲
学
的
概
念
と
し
て
のE

m
pfindnis

が
成
立
し
た
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
も
最
終
的
に
こ
の
措
置
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号

三
六

に
納
得
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
七
〇
年
代
の
彼
の
議
論
が
証
し
て
い
る
。

七
　「
輸
入
元
」
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
感
覚
主
義

以
上
の
よ
う
に
、
独
語
の
哲
学
的
概
念
と
し
て
のE

m
pfindnis

は
、
仏
語
のsentim

ent

の
訳
語
と
し
て
、「
感
覚 

（sensation

）」

と
対
に
な
っ
て
、
誕
生
し
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
次
の
問
題
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
そ
の
「
輸
入
元
」
は
ど
こ
か
、
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
と
ア
プ
ト
の
や
り
取
り
に
お
い
て
は
、
具
体
名
は
挙
が
っ
て
い
な
い
。
挙
が
っ
て
い
る
の
は
、
テ
ー
テ
ン
ス
の

『
試
論
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
す
で
に
言
及
し
た
ボ
ネ
と
並
ん
で
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
、
サ
ー
チ

（
本
名
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
ト
ゥ
ッ
カ
ー
）
の
名
が
、
感
覚
か
ら
人
間
の
本
性
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
「
感
覚
主
義
者（

22
）

」
と
し
て
（
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
・
ヴ
ォ
ル
フ
と
対
比
的
に
）
挙
げ
ら
れ
て
い
る 

（P
hV, I

4

）。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
と
ア
プ
ト
に
お
い
て
も
、
彼
ら
を
「
輸
入

元
」
と
仮
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
こ
の
仮
説
を
、
サ
ー
チ
（
テ
ー
テ
ン
ス
が
参
照
し
て
い
る
そ
の
著
『
自
然
の
光
を
求
め

て
』
は
一
七
六
八
年
出
版
）
を
除
外
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
限
定
し
て
、
検
討
し
た
い
。

こ
の
三
人
の
著
作
は
、
す
べ
て
一
八
世
紀
中
に
独
訳
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
の
『
精
神
論
』（
一
七
五
九
年
）

の
独
訳
は
ア
プ
ト
の
『
功
績
に
つ
い
て
』
以
前
（
六
〇
年
）
に
、
ボ
ネ
の
も
の
も
『
試
論
』
以
前
（
七
〇
年
）
に
出
版
さ
れ
て
い
る

（
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ト
と
シ
ュ
ッ
ツ
と
い
う
名
の
あ
る
思
想
家
が
翻
訳
し
て
い
る
）。
だ
と
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
へ
の

「
輸
入
」
は
、
こ
れ
ら
既
存
の
独
訳
に
従
っ
た
だ
け
な
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
、
独
訳
順
に
具
体
的
に

見
て
い
こ
う
。
仏
語
原
文
か
ら
引
用
・
訳
出
す
る
が
、sentim

ent

とsensation

に
対
応
す
る
独
訳
語
も
併
せ
て
示
す
こ
と
に
す
る
。

エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
の
『
精
神
論
』
第
四
講
第
二
章
で
は
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。



E
m

pfindnis 

概
念
小
史

三
七

わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
最
大
の
情
念
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
瞬
間
は
、
通
常sentim

ent 

（E
m

pfindung

） 

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

情
念
と
い
う
こ
と
で
理
解
さ
れ
る
の
は
、
単
一
の
種
類
のsentim

ent

の
連
続
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
男
性
の
女
性
に
対
す
る
愛

は
、
こ
の
女
性
だ
け
に
対
す
る
欲
望
とsentim

ent

の
持
続
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
／
こ
う
し
た
定
義
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
今
後

sentim
ent

をsensation 

（G
efühl der Sinne / sinnliches G

efühl

） 

か
ら
区
別
し
、
い
か
な
る
観
念
が
こ
れ
ら
二
つ
の
言
葉
に

相
互
に
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
知
る
た
め
に
は
、
二
種
の
情
念
が
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
つ
は
、
自
然

か
ら
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
飲
食
な
ど
の
自
然
的
欲
望
な
い
し
欲
求
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
自
然
か

ら
直
接
に
は
与
え
ら
れ
な
い
が
ゆ
え
に
社
会
制
度
を
前
提
と
す
る
、
本
来
は
作
ら
れ
た
情
念
で
し
か
な
い
も
の
で
あ
り
、
野
心
、

自
尊
心
、
奢
侈
心
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
種
の
情
念
に
従
っ
て
、
二
種
のsentim

ent

を
区
別
し
よ
う
。
一
つ
は
、
前
者
の
情

念
す
な
わ
ち
自
然
的
欲
求
と
関
係
し
、sensation

と
い
う
名
を
持
つ
。
も
う
一
つ
は
、
作
ら
れ
た
情
念
と
関
係
し
、
と
り
わ
け

sentim
ent

の
名
の
下
に
知
ら
れ
て
い
る
。（H

elvétius 1758, 492 =
 H

elvétius 1759, 494

）

sensation

もsentim
ent

も
、
ど
ち
ら
も
「
情
念
」
で
あ
る
が
、
前
者
が
「
自
然
的
」
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
「
社
会

制
度
を
前
提
と
す
る
」「
作
ら
れ
た
」
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
ド
イ
ツ
思
想
の
ど
こ
に

も
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
。
独
訳
で
は
、
前
者
が
「
感
覚
」、
後
者
が
「
感
官
の
感
触
」
な
い
し
「
感
性
的
感
触
」
と
訳

さ
れ
て
お
り
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
が
ア
プ
ト
に
示
し
た
対
案
は
こ
れ
に
準
じ
た
も
の
と
言
え
る
が
、
内
容
が
ま
っ
た
く
伴
っ
て
い
な

い
。「
内
容
的
輸
入
元
」
と
し
て
は
失
格
で
あ
る
。

次
に
、
ボ
ネ
の
『
分
析
的
試
論
』（
§
一
九
九
）
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ど
ん
な
種
類
のsensation 

（E
m

pfindung

） 

も
、
そ
れ
固
有
の
器
官
な
い
し
繊
維
を
も
つ
の
だ
か
ら
、
あ
るsensation
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三
八

のsentim
ent 

（E
m

pfindnis

） 

が
別
種
のsensation

を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
鼻
が
ナ
デ
シ
コ
の
香
り
に

適
し
た
繊
維
を
も
た
な
い
よ
う
な
人
間
は
、
こ
の
香
り
のsentim

ent

を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。（B

onnet 1760 

146f. =
 B

onnet 1770 -71, I 145

）

 

「
固
有
の
器
官
な
い
し
繊
維（

23
）

を
も
つ
」sensation

が
香
り
な
ど
のsentim

ent

を
生
む
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
前
者
は
、
メ
ン
デ
ル

ス
ゾ
ー
ン
お
よ
び
ア
プ
ト
の
記
述
と
お
お
む
ね
一
致
す
る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
「
香
り
」
をsentim

ent

に
含
め
る
だ
ろ
う
か
。
独
訳

は
ア
プ
ト
の
著
書
と
同
じ
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
ア
プ
ト
の
著
書
の
方
が
先
に
出
て
い
る
た
め
、
む
し
ろ
ア
プ
ト
の
術
語
を
独
訳

に
際
し
て
用
い
た
、
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
前
に
見
た
テ
ー
テ
ン
ス
の
「
ボ
ネ
氏
はE

m
pfindnis

で
あ
る
感
覚
をsen-

sation

と
呼
ん
だ
」
と
い
う
記
述
は
、
こ
の
引
用
と
照
合
す
れ
ば
、
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。「
あ
るsensation

のsenti-

m
ent 

（E
m

pfindnis

）」
の
中
間
部
を
省
い
て
引
用
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、sensation

そ
の
も
の
を
題
名
に
掲
げ
る
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
『
感
覚
論
』（
一
七
五
四
年
）
を
見
よ
う
。
同
書
に
お
い

て
、「
感
覚
」
は
端
的
に
「
感
覚
器
官
」
す
な
わ
ち
視
覚
・
聴
覚
・
味
覚
・
嗅
覚
・
触
覚
と
い
う
五
官
の
総
称
で
あ
る
が
、
大
理
石
の

立
像
に
五
官
を
一
つ
一
つ
付
与
し
て
い
く
と
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
、
き
わ
め
て
今
日
的
な
思
考
実
験
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
そ
の
冒

頭
（
第
一
部
第
一
章
§
八
‐
九
）、
立
像
に
嗅
覚
の
み
を
付
与
す
る
く
だ
り
で
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
立
像
に
は
感
じ
る
仕
方
が
二
つ
あ
る
が
、
そ
の
相
違
は
、
一
方
は
実
際
のsensation 

（E
m

pfindung

） 

に
関
係

し
、
他
方
は
今
は
な
い
が
そ
の
印
象
は
続
い
て
い
るsensation

に
関
係
す
る
、
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
二
つ
の
在
り
方
を
自
ら

に
作
用
す
る
対
象
が
存
在
す
る
こ
と
や
、
自
ら
も
器
官
を
持
つ
こ
と
さ
え
知
ら
な
い
立
像
は
通
常
、
か
つ
て
あ
っ
た
も
の
を
弱
く

感
じ
現
に
あ
る
も
の
を
生
き
生
き
と
感
じ
る
実
際
のsensation

か
ら
、sensation

の
想
起
を
区
別
す
る
。
／
「
通
常
は
」
と
い



E
m

pfindnis 

概
念
小
史

三
九

う
の
は
、
想
起
は
必
ず
し
も
弱
いsentim

ent 

（G
efühl

）
で
な
い
し
、
感
覚
自
体
も
生
き
生
き
と
し
たsentim

ent

で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
記
憶
が
存
在
の
仕
方
を
多
く
の
力
に
よ
っ
て
跡
づ
け
、
逆
に
器
官
が
軽
い
印
象
し
か
受
け
な
い
場
合

は
常
に
、
実
際
のsensation

のsentim
ent

は
、
も
は
や
存
在
し
な
いsensation

の
想
起
ほ
ど
に
は
生
き
生
き
と
し
て
い
な
い
だ

ろ
う
か
ら
で
あ
る
。（C

ondillac 1754, 26 -28. =
 C

ondillac 1791, 18f.

）

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
、sensation

を
現
在
の
対
象
に
か
か
わ
る
も
の
と
「
想
起
」
に
よ
っ
て
過
去
の
対
象
に
か
か
わ
る
も
の
と
に
区

別
し
、
後
者
の
一
部
す
な
わ
ち
「
生
き
生
き
と
し
た
」
も
の
をsentim

ent

と
呼
ぶ
。
後
者
の
記
述
は
（
同
書
全
篇
を
通
じ
て
）
必
ず

し
も
明
確
・
具
体
的
で
は
な
い
が
、
内
容
的
に
は
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
お
よ
び
ア
プ
ト
の
そ
れ
と
（「
想
起
」
と
い
う
契
機
を
除
け
ば
）

最
も
重
な
る
。
ち
な
み
に
、
彼
ら
お
よ
び
テ
ー
テ
ン
ス
が
参
照
し
え
な
か
っ
た
独
訳
（
九
一
年
）
で
は
、sensation

が
「
感
覚
」、

sentim
ent

が
「
感
触
」
と
訳
さ
れ
て
お
り
、
ア
プ
ト
の
用
法
が
必
ず
し
も
定
着
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
一
口
に
「
感
覚
主
義
」
と
言
っ
て
も
、
少
な
く
と
もsensation

とsentim
ent

と
の
区
分
・
関
係
に

関
す
る
限
り
、
一
枚
岩
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
以
上
の
三
者
の
中
で
は
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
区
分
が
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
お
よ
び
ア

プ
ト
の
そ
れ
と
内
容
的
に
は
最
も
近
い
が
、
決
し
て
唯
一
絶
対
の
「
輸
入
元
」
で
は
な
い
。
彼
ら
は
、「
感
覚
主
義
」
を
大
ま
か
に
つ

か
ん
だ
上
で
、
既
存
の
独
訳
と
は
独
立
に
独
語
に
置
き
移
そ
う
と
試
行
錯
誤
し
た
、
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。

八
　
お
わ
り
に

以
上
の
考
察
を
ま
と
め
、sentim

ent

‐sensation

と
い
う
仏
語
の
対
概
念
の
独
訳
を
一
覧
に
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
（
同
系

統
の
語
に
は
同
じ
傍
線
を
付
す
）。
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sensation
sentim

ent
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
（
一
七
五
九
年
）

G
efühl der Sinne / sinnliches G

efühl
E

m
pfindung

ア
プ
ト
（
草
稿
、
一
七
六
四
年
八
月
八
日
。C

f. JubA
, X

II/1 276

）

E
m

pfund
E

m
pfindung

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
（
提
案
、
一
七
六
四
年
八
月
下
旬
）

F
ühlung

E
m

pfindung

ア
プ
ト
（
著
作
、
一
七
六
五
年
）

E
m

pfindung
E

m
pfindnis

ボ
ネ
（
一
七
七
〇
年
）

E
m

pfindung
E

m
pfindnis

エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
（
一
七
七
六
年
）

E
m

pfindung
E

m
pfindnis

テ
ー
テ
ン
ス
（
一
七
七
七
年
）

E
m

pfindnis / R
ührung

das E
m

pfundene 

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
（
一
七
九
一
年
）

E
m

pfindung
G

efühl

こ
の
よ
う
に
、
一
八
世
紀
のE

m
pfindnis

は
、
大
枠
で
は
フ
ラ
ン
ス
感
覚
主
義
のsentim

ent

の
独
訳
で
あ
り
、sensation

の
独
訳
で

あ
る
「
感
覚
」
と
対
を
な
す
、
と
結
論
し
う
る（

24
）

。「
感
覚
」
が
外
的
刺
激
を
物
理
的
中
立
的
に
受
容
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、

E
m

pfindnis

は
快
な
い
し
不
快
な
ど
の
価
値
判
断
を
含
ん
だ
「
感
情
」（
な
い
し
「
感
傷
」）
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
二
〇
世
紀
の

フ
ッ
サ
ー
ル
の
そ
れ
と
の
間
に
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
も
「
感
情
」
と
い
う
契
機
は
認
め
ら
れ
は
し
た
が
、
大
き
な
断
絶
が
あ

る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
一
八
世
紀
のE

m
pfindnis

概
念
を
（
い
か
に
し
て
）
知
り
え
た
か
の
解
明
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

こ
の
よ
う
に
捉
え
る
な
ら
ば
、E

m
pfindnis

は
カ
ン
ト
が
美
的
判
断
の
基
礎
に
据
え
た
「
快
お
よ
び
不
快
の
感
情
」
の
「
前
身
」
と

見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
三
〜
五
節
で
は
「
カ
ン
ト
の
心
的
能
力
の
三
分
法
に
（
最
も
）
影
響
を
与
え
た
の
は
誰
か
」
と
い
う
問
い
を



E
m

pfindnis 

概
念
小
史

四
一

考
察
の
導
き
の
糸
と
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、「
人
間
の
心
的
能
力
は
何
種
類
に
還
元
で
き
る
か
」
と
い
う

問
い
が
（
ア
カ
デ
ミ
ー
が

―
「
認
識
と
感
覚
と
い
う
二
能
力
説
は
妥
当
か
」
と
い
う
変
形
で
は
あ
れ

―
懸
賞
課
題
に
掲
げ
る
ほ
ど
）

当
時
の
思
想
界
の
一
大
論
争
点
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
し
、
大
ま
か
な
傾
向
と
し
て
は
、
根
本
能
力
の
数
を
増
や
し
細
分
化
す
る
方
向

に
向
か
っ
て
い
っ
た
こ
と
、
で
あ
る（

25
）

。
こ
こ
で
増
や
さ
れ
細
分
化
さ
れ
た
能
力
が
広
義
の
「
感
性
」
で
あ
り
、
そ
の
独
自
性
を
認
め
て

哲
学
的
考
察
の
対
象
に
す
る
営
み
が
「
美
学
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。『
判
断
力
批
判
』
は
、
そ
の
（
一
応
の
）
到
達
点
で
あ
る
。
た
し

か
に
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
お
い
て
す
で
に
「
美
学
」
は
哲
学
の
一
学
科
と
し
て
誕
生
し
て
は
い
た
。
し
か
し
、
彼

は
『
美
学
』
を
当
初
計
画
の
一
／
六
（
そ
れ
で
も
§
九
〇
四
に
及
ぶ
が
）
も
執
筆
し
な
い
ま
ま
病
に
倒
れ
た
。
彼
の
「
美
学
」
は
、

「
宣
言
」
の
域
を
出
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
『
判
断
力
批
判
』
ま
で
は
、
こ
の
「
宣
言
」
を
名
実
と
も
に
具
体
化
す

る
歴
史
で
あ
り
、E

m
pfindnis

概
念
は
、
そ
の
（「
名
」
の
側
の
）
一
コ
マ
を
な
す
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
カ
ン
ト
は
こ
の
概
念
を
採
用
せ
ず
、
ア
プ
ト
が
そ
の
両
義
性
ゆ
え
に
忌
避
し
た
「
感
触
（
感
情
）」
を
採
用
し
た
（『
判
断

力
批
判
』
翌
年
に
出
さ
れ
た
ボ
ネ
の
独
訳
がsentim

ent

を
「
感
触
」
と
訳
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
影
響
下
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
）。
こ
こ
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
のE

m
pfindnis

概
念
の
歴
史
は
、
い
わ
ば
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
言
え
る（

26
）

。
超
越
論
的

観
念
論
者
カ
ン
ト
の
眼
中
に
「
触
覚
」
と
い
う
経
験
的
感
官
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
実
際
、
バ
ウ
ム

ガ
ル
テ
ン
の
『
形
而
上
学
』
中
の
「
経
験
的
心
理
学
」
の
箇
所
を
教
科
書
と
し
て
講
じ
た（

27
）

（
特
に
一
七
七
〇
年
代
前
半
の
）
人
間
学
講

義
で
は
、
彼
は
「
触
覚
」
を
し
ば
し
ば
論
じ
て
い
る 

（A
A

, X
X

V
 45; 273

）。
し
か
し
、
徐
々
にG

efühl

を
（
快
お
よ
び
不
快
の
）

「
感
情
」
に
限
定
し
、「
触
覚
」
に
はSinn der B

etastung

と
い
う
語
を
充
て
る 

（cf. V
II 154

） 

な
ど
、
術
語
の
両
義
性
を
排
除
し
な

が
ら
そ
の
哲
学
体
系
を
構
築
し
て
い
く
。「『
感
情
』
は
『
触
覚
』
に
基
づ
く
」
な
ど
と
い
う
比
ゆ
的
な
議
論
は
認
め
な
い
、
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
し
か
し
、「
判
明
」
で
は
な
く
「
混
乱
」
し
た
「
生
き
生
き
と
し
た
」
事
象
（
＝
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
「
感
性
的
」
の
定

義
）
を
語
る
の
に
、
そ
の
よ
う
な
（
今
日
の
学
術
的
視
点
か
ら
見
れ
ば
当
然
と
も
言
え
る
）
態
度
は
適
切
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
そ
の
議
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論
が
比
ゆ
的
だ
と
批
判
さ
れ
た
ヘ
ル
ダ
ー
は
、
そ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
を
再
批
判
し
た
の
で
あ
る（

28
）

。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
カ
ン
ト
の
美

学
を
相
対
化
し
、
そ
の
前
史
を
否
定
し
去
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
「
美
学
」
樹
立
宣
言
を
具
体
化

す
る
試
行
錯
誤
の
歴
史
と
し
て
肯
定
的
に
見
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
、E

m
pfindnis

概
念
の
さ
さ
や
か
な
歴
史
を
記
述
し
た
本
稿
を
通

じ
て
、
主
張
し
た
い（

29
）

。

文
献

（
著
者
姓
と
出
版
年
﹇
ま
た
は
略
号
﹈
で
同
定
し
、
該
当
箇
所
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
記
す
。
例
外
は
そ
の
都
度
記
す
。
訳

出
に
際
し
て
邦
訳
の
あ
る
も
の
は
参
照
し
た
が
、
本
文
と
の
関
係
上
、
訳
文
は
筆
者
の
も
の
で
あ
る
）

A
bbt, T

hom
as, 1765. Vom

 Verdienste, B
erlin.

B
onnet, C

harles, 1760. E
ssai analytique sur les facultés de l’âm

e. K
openhagen 

（1770 -71. A
nalytischer Versuch über die Seelenkräfte. Ü

bers. 

und m
it einigen Zusätzen verm

ehrt von C
hristian G

ottfried Schütz. B
rem

en/L
eipzig.).

C
ondillac, É

tienne B
onnot de, 1754. Traité des Sensations. Paris 

（1791. A
bhandlung über die E

m
pfindungen. Ü

bers. von J[oseph]. M
[aria]. 

W
eissegger, W

ien. 1948. 

『
感
覚
論
』
加
藤
周
一
・
三
宅
徳
嘉
訳
、
創
元
社
）．

E
berhard, Johann A

ugust, 1776. A
llgem

eine T
heorie des D

enkens und E
m

pfindens. B
erlin.

H
am

ann, Johann G
eorg, 1955 -79. B

riefw
echsel. H

g. von W
alther Ziesem

er und A
rthur H

enkel. Frankfurt am
 M

ain: Insel.

H
elvétius, C

laude-A
drien, 1758. D

e l’esprit. Paris 

（1759. D
iscurs über den G

eist des M
enschen. Ü

bers. von Johann C
hristoph G

ottsched. 

Siegert/L
eipzig/L

ignitz).

H
erder, Johann G

ottfried, 1985 -2000. W
erke in zehn B

änden. H
g. von G

ünter A
rnold et.al., Frankfurt am

 M
ain: D

eutscher K
lassiker.

H
usserl, E

dm
und, 1950 - . H

usserliana. G
esam

m
elte W

erke, H
aag: N

ijhoff 

（=
 H

ua

） （2001 -09.

『
構
成
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
諸
研
究
』（『
イ
デ
ー

ン
―
純
粋
現
象
学
と
現
象
学
的
哲
学
の
た
め
の
諸
構
想
―
』
Ⅱ
）
立
松
弘
孝
・
別
所
良
美
訳
、
み
す
ず
書
房
。2010.

『
現
象
学
と
諸
学
問
の
基
礎
』（『
イ

デ
ー
ン
―
純
粋
現
象
学
と
現
象
学
的
哲
学
の
た
め
の
諸
構
想
―
』
Ⅲ
）
渡
辺
二
郎
・
千
田
義
光
訳
、
み
す
ず
書
房
。2012 -15.

『
間
主
観
性
の
現
象
学
』
浜

渦
辰
二
・
山
口
一
郎
監
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）．
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K
ant, Im

m
anuel, 1902 - . G

esam
m

elte Schriften. H
g. von der K

öniglich P
reußischen A

kadem
ie der W

issenschaften. B
erlin: G

ruyter 

（=
 A

A

）

（1999 -2006.

『
カ
ン
ト
全
集
』
全
22
巻
、
岩
波
書
店
）．

M
endelssohn, M

oses, 1971 -  

（11929 -). G
esam

m
elte Schriften. Jubiläum

sausgabe. N
D

. Stuttgart-B
ad C

annstatt: from
m

ann-holzboog. 

（=
 

JubA
）

Tetens, Johann N
ikolaus, 2014. P

hilosophische Versuche über über die m
enschliche N

atur und ihre E
ntw

icklung. K
om

m
entierte A

usgabe. H
g. 

von U
do R

oth und G
ideon Stiening. B

erlin: G
ruyter 

（=
 P

hV

、
原
著
の
頁
数
）．

B
öhm

e, G
ernot, 2001. A

isthetik. Vorlesungen über Ä
sthetik als allgem

eine W
ahrnehm

ungslehre. M
ünchen: Fink 

（2005.

『
感
覚
学
と
し
て
の
美

学
』
井
村
彰
他
訳
、
勁
草
書
房
）．

Frank, M
anfred, 2002. Selbstgefühl. E

ine historisch-system
atische E

rkundung. Frankfurt am
 M

ain: Surhkam
p.

H
lscher, U

vo, 1885. U
rkundliche G

eschichte der Friedrichs-U
niversit

t B
ützow

. In: M
ecklenburgische Jahrbücher 50, SS. 1 -110.

小
林
信
之 2015.

「
ふ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
―
触
覚
の
現
象
学
―
」『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
（
第
1
分
冊
、
哲
学
・
東
洋
哲
学
・
心
理
学
・
社

会
学
・
教
育
学
）』
第
60
巻
、21 -36

頁
。

小
田
部
胤
久 2007.

「
ヴ
ォ
ル
フ
と
ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義
の
暁
」『
理
性
の
劇
場
』（『
哲
学
の
歴
史
』
第
7
巻
）
中
央
公
論
新
社
、41 -74

頁
。

R
osenkranz, K

arl, 1840. G
eschichte der K

ant’schen P
hilosophie. L

eipzig.

佐
藤
慶
太 2015.

「
テ
ー
テ
ン
ス
『
人
間
本
性
と
そ
の
展
開
に
つ
い
て
の
試
論
』
と
カ
ン
ト
」『
香
川
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
第
Ⅰ
部
』143

号
、121 -138

頁
。

杉
山
卓
史 2006.

「
ヘ
ル
ダ
ー
の
共
通
感
覚
論
―
共
感
覚
概
念
の
誕
生
―
」『
美
学
』
第225

号
、1 -14

頁
。

― 2012.

「
美
と
倫
理
の
結
合
子
と
し
て
の
虚
構
―
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
感
覚
概
念
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
美
学
芸
術
学
研
究
』
第
30
号
、45 -72

頁
。

― 2013.

「
ヘ
ル
ダ
ー
の
「
感
覚
」
論
―
『
認
識
と
感
覚
』
の
同
時
代
的
位
置
―
」『
ヘ
ル
ダ
ー
研
究
』
第
18
号
、43 -65

頁
。

辻
麻
衣
子 2018.

「
テ
ー
テ
ン
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
と
カ
ン
ト
―
「
三
重
の
総
合
」
に
見
る
経
験
心
理
学
へ
の
態
度
―
」『
日
本
カ
ン
ト
研
究
』
第
19
号
、73 -87

頁
。
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W
elsch, W

olfgang, 2003 ( 11990). Ä
sthetisches D

enken. 6., erw
eiterte A

ufl. Stuttgart: R
eclam

 

（1998.

『
感
性
の
思
考
―
美
的
リ
ア
リ
テ
ィ
の
変
容

―
』
小
林
信
之
訳
、
勁
草
書
房
）．

Zahavi, D
an, 2003. H

usserl’s P
henom

enology. Stanford

（C
A

）: Stanford U
niversity P

ress

（2003.

『
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
』
工
藤
和
男
・
中
村
拓

也
訳
、
晃
洋
書
房
）．

注

 

（
1
）　C

f. e.g. W
elsch 2003; B

öhm
e 2001.

 

（
2
）　
本
節
の
記
述
は
、
小
林 2015

に
示
唆
を
受
け
て
い
る
。

 

（
3
）　「
感
覚
」
に
つ
い
て
は
、
杉
山 2012

に
お
い
て
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
に
即
し
て
、
杉
山 2013

に
お
い
て
ヘ
ル
ダ
ー
に
即
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
加

え
た
。

 

（
4
）　
小
学
館
独
和
大
辞
典
。

 

（
5
）　
そ
れ
ぞ
れ
立
松
弘
孝
・
別
所
良
美
訳
、
渡
辺
二
郎
・
千
田
義
光
訳
、
浜
渦
辰
二
・
山
口
一
郎
監
訳
。
そ
の
他
、
二
次
文
献
で
は
「
感
覚
感
」（Zahavi 

2003. 

工
藤
和
也
・
中
村
拓
也
訳
）
な
ど
。

 

（
6
）　
し
ば
し
ばE

m
pfindnis

は
「
触
覚
（Tasten

）」
と
結
び
つ
い
てTastem

pfindnis

と
い
う
形
で
用
い
ら
れ
る
（IV

 150; V
 10; X

IV
 283

）
が
、
五
官

の
そ
れ
以
外
の
感
官
と
結
び
つ
く
こ
と
は
な
い
。

 

（
7
）　
並
行
箇
所
と
し
て
、『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
お
け
る
次
の
箇
所
を
参
照
。「
自
然
に
お
け
る
自
分
固
有
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
た
物
体
の
な
か
に
、
私
は

唯
一
独
特
の
仕
方
で
私
の
身
体
を
見
出
す
。
こ
れ
は
、
単
な
る
物
体
で
は
な
く
ま
さ
に
身
体
で
あ
る
よ
う
な
唯
一
の
も
の
で
あ
り
、
私
の
抽
象
的
な
世
界
の

層
の
内
部
に
あ
っ
て
、
私
が
経
験
に
よ
っ
て
…
…
感
覚
の
場
を
そ
れ
に
帰
す
る
唯
一
の
客
観
で
あ
り
、
私
が
そ
の
『
う
ち
で
』
直
接
に
『
自
分
の
思
い
通
り

に
で
き
』、
特
に
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
『
器
官
』
の
う
ち
で
支
配
し
て
い
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
私
は
手
で
運
動
感
覚
的
に
触
れ
る
こ
と
で
知
覚
し
、
同
様

に
眼
で
見
る
こ
と
で
知
覚
し
、
等
々
と
知
覚
し
、
常
に
そ
の
よ
う
に
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、
こ
れ
ら
器
官
が
持
つ
運
動
感
覚
は
、『
私
は
す

る
』
と
い
う
仕
方
で
経
過
し
、
私
の
『
私
は
で
き
る
』
に
従
う
こ
と
に
な
る
。
…
…
こ
の
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
は
、
私
が
一
方
の
手
『
に
よ
っ
て
』
他
方

の
手
を
知
覚
し
、
手
に
よ
っ
て
目
を
知
覚
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
『
で
き
る
』
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
で
あ
る
」（I 128

）。



E
m

pfindnis 

概
念
小
史

四
五

 
（
8
）　C

f. 

辻 2018.

 
（
9
）　
詳
し
く
は
以
下
の
通
り
。「
感
触
は
魂
の
変
様
可
能
性
な
い
し
感
受
性
と
、
自
ら
の
内
で
新
た
な
変
化
を
単
に
感
じ
取
る
こ
と
を
把
握
す
る
。
表
象
力

と
思
考
力
が
、
ま
と
め
て
知
性
に
属
し
、
感
触
と
知
性
に
比
せ
ら
れ
る
残
り
の
能
力
が
、
最
後
の
活
動
力
（
意
志
）
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
」（ibid.

）。

 

（
10
）　
以
下
の
箇
所
も
参
照
。「
お
よ
そ
自
然
の
多
様
を
人
為
的
に
区
分
す
る
こ
と
は
、
普
通
は
欠
陥
を
も
つ
し
、
も
た
ざ
る
を
え
な
い
」(26)

。

 

（
11
）　R

osenkranz 1840, 65.

 

（
12
）　C

f. Frank 2002, 200ff.; 

杉
山 2013, 49f.. 

こ
れ
に
対
し
、
佐
藤 2015

は
「『
試
論
』
で
取
り
扱
わ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
能
力
の
間
に
は
、
一
定
の

質
的
差
異
が
設
定
さ
れ
て
い
る
」（124

）
と
見
て
い
る
。

 

（
13
）　
さ
ら
に
注
9
も
参
照
。

 

（
14
）　
と
は
い
え
、
こ
こ
で
も
「
感
触
と
い
う
語
は
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
感
覚
と
い
う
言
葉
と
同
じ
く
ら
い
拡
張
さ
れ
た
範
囲
を
持
つ
に
至
っ
た
」（167

） 

と
、
差
異
化
に
苦
慮
す
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

 

（
15
）　
こ
の
よ
う
な
留
保
を
付
し
た
の
は
、
カ
ン
ト
が
誰
の
影
響
も
受
け
ず
に
独
立
に
「
第
三
の
能
力
」
を
発
見
し
た
、
と
す
る
見
解
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

C
f. 

杉
山 2012,70

（
注
（
27
））．

 

（
16
）　
す
べ
て
「
感
覚
能
力
」
と
い
う
、「
能
力
（Verm

ögen

）」
と
結
び
つ
い
た
形
で
あ
る
。E

m
pfindnis

は
、
一
度
だ
け
「
能
力
」
と
結
び
つ
い
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。

 

（
17
）　
杉
山 2012

で
も
訳
し
分
け
て
い
な
か
っ
た
。
以
下
の
考
察
は
、
旧
稿
に
対
す
る
自
己
批
判
で
も
あ
る
。

 

（
18
）　C

f. 

杉
山 2012.

 

（
19
）　C

f. 

小
田
部 2007, 67f..

 

（
20
）　『
芸
術
文
庫
』
は
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
が
友
人
の
ニ
コ
ラ
イ
（F

riedrich N
icolai, 1733 -1811

）
お
よ
び
ヴ
ァ
イ
セ
（C

hristian Felix W
eiße, 

1726 -1804

）
と
創
刊
し
た
雑
誌
。
原
題
は
「
文
芸
に
お
け
る
崇
高
な
も
の
と
素
朴
な
も
の
に
つ
い
て
の
考
察
」。

 

（
21
）　
こ
の
両
義
性
を
有
効
活
用
し
た
の
が
、『
言
語
起
源
論
』（
一
七
七
二
年
）
に
お
け
る
ヘ
ル
ダ
ー
で
あ
っ
た
。C

f. 

杉
山 2006.

 

（
22
）　
テ
ー
テ
ン
ス
自
身
に
よ
る
命
名
で
は
な
く
本
稿
に
お
け
る
。

 

（
23
）　
当
時
は
、
細
胞
で
は
な
く
「
繊
維
」
が
人
体
の
基
本
構
成
単
位
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。



哲
学
研
究

　
第
六
百
五
号

四
六

 
（
24
）　
こ
の
「
大
枠
」
に
唯
一
当
て
は
ま
ら
な
い
の
が
テ
ー
テ
ン
ス
で
あ
る
。
口
述
筆
記
（cf. H

lscher 1885.71

）
の
過
程
で
の
誤
り
で
あ
ろ
う
か
。

 
（
25
）　
ま
と
め
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
な
お
、
本
稿
で
扱
わ
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
杉
山 2013

を
参
照
。

 

　
　
　
　
一
能
力
説
：
ヴ
ォ
ル
フ
、
初
期
ズ
ル
ツ
ァ
ー
、
テ
ー
テ
ン
ス
、
ヘ
ル
ダ
ー

 

　
　
　
　
二
能
力
説
（
認
識
と
欲
求
）：
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
（
〜
六
〇
年
代
）、
カ
ン
ト
（
〜
八
七
年
）

 

　
　
　
　
二
能
力
説
（
認
識
と
感
覚
）：
中
後
期
ズ
ル
ツ
ァ
ー

 

　
　
　
　
三
能
力
説
：
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
（
七
〇
年
代
〜
）、
カ
ン
ト
（
八
八
年
〜
）

 

（
26
）　
実
際
、
一
七
九
〇
年
代
のE

m
pfindnis

概
念
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
『
純
粋
理
性
批
判
の
メ
タ
批
判
』（
一
七
九
九
年
）
等
、
旧
哲
学
の
立
場
か
ら
カ
ン
ト

を
批
判
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
。C

f. H
erder 1985 -2000, V

III 387.

 

（
27
）　
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
形
而
上
学
』
の
初
版
は
一
七
三
九
年
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
が
教
科
書
に
用
い
た
の
は
、
主
要
な
術
語
に
独
訳
が
付
さ
れ
た
五
七

年
刊
の
第
四
版
で
あ
る
。

 

（
28
）　
注
26
参
照
。

 

（
29
）　
本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
十
一
月
三
日
に
開
催
さ
れ
た
京
都
哲
学
会
公
開
講
演
会
に
お
け
る
同
題
の
講
演
に
基
づ
く
。
特
定
質
問
者
・
小
林
信
之
氏
を
は

じ
め
、
貴
重
な
質
問
・
コ
メ
ン
ト
を
く
だ
さ
っ
た
聴
衆
の
方
々
に
お
礼
申
し
上
げ
る
。
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
本
稿
の
内
容
は
二
〇
一
九
年
度
前
期
開
講
の
美
学

美
術
史
学
特
殊
講
義
で
講
じ
た
も
の
で
あ
る
。
忌
憚
の
な
い
質
問
・
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
て
く
れ
た
受
講
者
諸
君
に
も
感
謝
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
はJSP

S

科
研
費JP

18K
00126

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

 
（
筆
者

　
す
ぎ
や
ま
・
た
か
し

　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
准
教
授
／
美
学
美
術
史
学
）
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Dieser Aufsatz versucht eine Geschichte des Begriffs vom „Empfindnis“ zu 
sukizzieren. Als ein dessen prominenten Benutzer in der modernen Philosophie 
gilt Edmund Husserl, der ihn gebrauchte, um eine lokalisierte und doppelte Art 
der Empfindung zu bezeichnen. Aber Husserl war kein erster, der ihn gebr-
auchte. Es ist schon in der zweiten Hälfte des 18. Jh. gebraucht. Dieser Begriff 
war eigentlich im Mitte der 1760er Jahre (bei Thomas Abbt und Moses Men-
delssohn) gebildet, um den von den französischen Sensualisten (Claude Adrien 
Hélvetius, Charles Bonnet, Étienne Bonnot de Condillac usw.) gebrauchten 
Paarbegriff „sensation – sentiment“ in die deutschsprächige Philosophie 
einzuführen. Dabei ist „sensation“, der neutrale Akt des Empfindens, in die 
„Empfindung“ übersetzt, während „sentiment“, die Emotion mit dem positiven 
oder negativen Werturteil, ins „Empfindnis“. Dieser kam aber nach der 1790er 
Jahre außer Gebrauch, wie z.B. Immanuel Kant das Geschmacksurteil auf der 
„Gefühl der Lust und Unlust“ (statt des Empfindnisses) begründete. Diese kle-
ine Begriffsgeschichte bringt die verborgenen Aspekte der Entwicklungsge-
schichte der modernen Ästhetik von Alexander Gottlieb Baumgarten bis Kant 
ans Licht.

Eine kleine Geschichte des Begriffs vom „Empfindnis“

by

Takashi  SUGIYAMA

Associate Professor of Aesthetics




