
1 シラーとフィヒテの衝動論の差異

は
じ
め
に

シ
ラ
ー
の『
人
間
の
美
的
教
育
に
つ
い
て
』（
一
七
九
五
年
、以
下『
美

的
教
育
』）（
1
）の
理
論
構
成
に
お
い
て
最
も
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
の
は
、「
衝
動
（Trieb

）」
の
概
念
で
あ
る
。
シ
ラ
ー
は
、
こ

の
『
美
的
教
育
』
に
お
い
て
、「
感
性
的
衝
動
（sinnlicher Trieb

）」（N
A

 
20, 344

）、「
素
材
衝
動
（Stofftrieb

）」（N
A

 20, 349

）
と
「
理
性
的

衝
動（vernünftiger Trieb

）」（N
A

 20, 348

）、「
形
式
衝
動（Form

trieb
）」

（N
A

 20, 345

）
と
い
う
二
種
の
衝
動
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
、
両
者

相
互
間
の
相
容
れ
な
い
対
立
を
調
和
さ
せ
る「
遊
戯
衝
動（Spieltrieb

）」

（N
A

 20, 353

）
を
通
し
て
、
二
つ
の
衝
動
の
交
互
作
用
の
結
果
と
し

て
生
じ
た
統
一
的
な
観
点
か
ら
美
を
把
握
す
る
。
こ
の
よ
う
な
シ
ラ
ー

に
よ
る
衝
動
論
の
基
本
構
成
は
、
ガ
ダ
マ
ー
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う

に（
2
）、
フ
ィ
ヒ
テ
の
衝
動
論
を
基
盤
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
一
般
に

解
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
シ
ラ
ー
に
よ
る
哲
学
的
考
察
の
背

後
に
は
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
か
ら
の
知
見
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
シ
ラ
ー

自
身
が
『
美
的
教
育
』
の
中
で
二
か
所
に
お
い
て
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
に
注

記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
一
つ
に
は
『
美
的
教
育
』

第
四
書
簡
に
お
い
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
学
者
の
使
命
に
関
す
る
数
回
の
講

義
』（1794

年
、以
下
『
学
者
の
使
命
』）（
3
）に
、も
う
一
つ
に
は
『
美

的
教
育
』
第
十
三
書
簡
に
お
い
て
『
全
知
識
学
の
基
礎
』（
一
七
九
四
／

九
五
年
、
以
下
『
基
礎
』）（
4
）の
理
論
的
部
門
（
一
七
九
四
年
）
に
、

そ
れ
ぞ
れ
言
及
し
て
い
る
。

シ
ラ
ー
は
一
方
で
、『
美
的
教
育
』
冒
頭
の
第
一
書
簡
に
お
い
て
「
私

は
、
以
下
の
主
張
が
大
半
カ
ン
ト
的
な
原
則
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
、

あ
な
た
方
に
隠
し
立
て
す
る
つ
も
り
は
な
い
」（N

A
 20, 309

）
と
し

て
お
り
、
カ
ン
ト
哲
学
の
影
響
下
に
あ
る
哲
学
者
の
一
面
を
も
っ
て
い

る
。
し
か
し
他
方
で
、『
カ
リ
ア
ス
書
簡
』（
一
七
九
三
年
）（
5
）に
お

い
て
、
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』（
一
七
九
〇
年
）（
6
）に
み
ら
れ
る

趣
味
に
対
す
る
客
観
的
原
理
の
不
可
能
性
に
不
満
を
表
明
し
つ
つ
、
カ
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ン
ト
美
学
の
主
観
性
を
乗
り
越
え
て
美
の
客
観
的
原
理
を
哲
学
的
考
察

の
も
と
に
確
立
し
よ
う
と
努
力
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
シ
ラ
ー
美
学
の

根
本
思
想
は
、「
美
は
現
象
に
お
け
る
自
由
に
他
な
ら
な
い
」（N

A
 26, 

183

）
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
こ
の
見
地
か
ら
、
シ
ラ
ー
は
芸
術

の
美
に
素
材
の
美
と
形
式
の
美
の
二
種
を
見
て
取
り
、
こ
の
両
者
の
合

一
が
偉
大
な
芸
術
家
を
つ
く
る
と
し
て
、
さ
ら
に
『
優
美
と
尊
厳
に
つ

い
て
』（
一
七
九
三
年
）（
7
）と
『
美
的
教
育
』
と
に
お
い
て
自
ら
の
美

学
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
シ
ラ
ー
は
、
カ
ン
ト
の
哲
学
的

思
索
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
際
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
い
う
衝
動
に
依
拠
し

よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
惹
き
起

こ
さ
れ
た
の
は
、
む
し
ろ
衝
動
を
め
ぐ
っ
て
浮
上
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
と
の

哲
学
的
な
立
場
の
差
異
と
そ
の
深
刻
な
対
立
で
あ
っ
た
。

注
意
を
要
す
る
の
は
、
シ
ラ
ー
の
『
美
的
教
育
』
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
の

『
基
礎
』
理
論
的
部
門
と
実
践
的
部
門
（
一
七
九
五
年
）
の
ち
ょ
う
ど

狭
間
の
時
期（
8
）に
、
雑
誌
『
ホ
ー
レ
ン
』
誌
上
に
三
回
に
わ
た
り
掲

載
さ
れ
た
連
続
書
簡
で
あ
る
点
、
ま
た
こ
の
成
立
事
情
ゆ
え
に
『
美
的

教
育
』
は
必
ず
し
も
体
系
だ
っ
た
哲
学
的
思
考
が
展
開
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
実
際
シ
ラ
ー
が
『
美
的
教
育
』
に
お
い
て
引

き
合
い
に
出
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
内
実
を
検
証
す
る
と
、
そ
れ
が
素

材
と
形
式
と
を
区
別
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
シ
ラ
ー
の
衝
動
論
の
基
本

構
成
に
直
接
的
か
つ
整
合
的
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か

る
。
む
し
ろ
、
こ
こ
に
お
い
て
シ
ラ
ー
の
展
開
し
た
衝
動
論
の
内
容
は
、

『
美
的
教
育
』
に
お
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
フ
ィ
ヒ
テ
の
初
期
宗

教
論
『
あ
ら
ゆ
る
啓
示
の
批
判
の
試
み
』（
一
七
九
二
年
）
第
二
版

（
一
七
九
三
年
）
に
み
ら
れ
る
衝
動
論
の
着
想
に
近
い
も
の
と
な
っ
て

い
る（
9
）。
ま
た
、
こ
の
時
期
の
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
に
つ
い
て
も
、
フ
ィ

ヒ
テ
の
主
著
で
あ
る
『
基
礎
』
自
体
が
、
実
践
的
部
門
に
お
い
て
衝
動

論
が
十
分
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
な
く
未
完
に
終
わ
っ
た
著
作
で
あ
る
点
、

ま
た
こ
の
時
期
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
衝
動
論
が
最
も
体
系
だ
っ
た
仕
方
で
展

開
さ
れ
た
の
は
『
基
礎
』
で
は
な
く
、
後
の
『
知
識
学
の
原
理
に
よ
る

道
徳
論
の
体
系
』（
一
七
九
八
年
、
以
下
『
道
徳
論
』）（
10
）に
お
い
て

で
あ
っ
た
点
を
考
え
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。結
果
的
に
、シ
ラ
ー

の
衝
動
論
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
そ
れ
と
に
は
異
同
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た

が
、
本
稿
で
は
衝
動
論
を
め
ぐ
っ
て
両
者
間
に
対
立
が
生
じ
る
に
至
っ

た
経
緯
に
注
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
衝
動
論
の
も
つ
特
性
を
検
証
す
る
こ

と
を
通
し
て
、
両
者
の
哲
学
的
な
立
場
の
差
異
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い

き
た
い
。
ま
ず
関
連
す
る
カ
ン
ト
と
シ
ラ
ー
の
道
徳
論
の
対
立
を
概
観

し
つ
つ
、
次
に
シ
ラ
ー
の
『
美
的
教
育
』
に
お
い
て
援
用
さ
れ
た
フ
ィ

ヒ
テ
哲
学
の
内
容
を
検
討
し
て
、
衝
動
の
概
念
を
軸
に
し
た
シ
ラ
ー
と

フ
ィ
ヒ
テ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
形
成
に
お
け
る
影
響
関
係
に
つ
い
て
考

察
し
て
い
く
。

一　

カ
ン
ト
と
シ
ラ
ー
の
道
徳
論
の
対
立

さ
て
、
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』（
第
一
版
一
七
八
一
年
、
第

二
版
一
七
八
七
年
）（
11
）に
お
い
て
、
人
間
の
認
識
能
力
を
感
性
、
悟
性
、

理
性
の
三
つ
に
区
別
し
、
或
る
判
断
の
成
立
に
は
感
性
に
よ
る
経
験
的

直
観
が
純
粋
悟
性
概
念
の
下
に
包
摂
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
認

識
は
感
性
と
悟
性
と
が
共
働
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
が
、
直
観

の
多
様
と
悟
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
全
く
異
質
な
も
の
な
の
で
直
接
結

び
つ
く
こ
と
は
な
い
。「
で
は
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
純
粋
悟
性
概
念
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の
下
に
経
験
的
直
観
の
包
摂
が
可
能
で
あ
る
の
か
。
し
た
が
っ
て
、
ど

の
よ
う
な
仕
方
で
現
象
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
が
可
能
で
あ
る
の
か
」

（A
137/B176

）
と
問
う
カ
ン
ト
は
、「
こ
の
非
常
に
自
然
で
重
要
な
問

い
が
、
い
ま
実
際
、
ど
の
よ
う
に
純
粋
悟
性
概
念
が
現
象
一
般
に
適
用

さ
れ
得
る
の
か
を
示
す
た
め
に
判
断
力
の
超
越
論
的
理
説
が
必
要
で
あ

る
と
な
さ
れ
る
理
由
で
あ
る
」
と
し
て
、
直
観
と
悟
性
の
両
者
を
媒
介

す
る
感
性
的
か
つ
知
性
的
な
「
超
越
論
的
図
式
（das transzendentale 

Schem
a

）」（A
138/B177

）
を
要
求
し
た
。
こ
の
論
点
は
『
純
粋
理
性

批
判
』
で
は
述
べ
ら
れ
ず
、『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
、
普
遍
が
与

え
ら
れ
て
い
る
と
き
に
特
殊
を
普
遍
の
下
に
包
摂
す
る
「
規
定
的
判
断

力
」
と
特
殊
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
き
に
特
殊
に
対
す
る
普
遍
を
見
出

す
「
反
省
的
判
断
力
」
と
を
区
別
し
た
上
で
（A
A

 V, 179

）、
後
者
の

立
場
か
ら
展
開
さ
れ
た
。
カ
ン
ト
は
、
こ
こ
に
お
い
て
直
観
と
概
念
を

繋
ぐ
判
断
力
を
主
題
と
し
、
第
一
部
で
「
美
的
判
断
力
（ästhetische 

U
rteilskraft

）」
を
論
じ
つ
つ
、
人
間
は
美
的
判
断
に
お
い
て
概
念
に

よ
っ
て
は
把
握
し
難
い
美
の
対
象
を
、
悟
性
に
制
限
さ
れ
な
い
構
想
力

の
自
由
な
活
動
を
通
し
て
、
即
ち
構
想
力
と
悟
性
の
自
由
な
「
遊
戯

（Spiel

）」（A
A

 V, 313

）
を
通
し
て
把
握
す
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
、

さ
ら
に
カ
ン
ト
は
、「
美
は
道
徳
的
善
の
象
徴
で
あ
る
」（A

A
 V, 353

）

と
し
て
、
美
的
判
断
と
道
徳
的
判
断
の
類
似
を
比
較
検
証
し
、
一
方
で

感
性
的
で
あ
る
と
同
時
に
知
性
的
で
あ
る
も
の
に
関
わ
る
美
的
判
断
を

構
想
力
と
悟
性
の
自
由
な
遊
戯
と
と
も
に
説
明
し
つ
つ
、
他
方
で
美
的

判
断
の
こ
の
遊
戯
は
人
間
の
単
な
る
主
観
的
な
認
識
能
力
の
限
界
内
に

と
ど
ま
る
立
場
で
あ
る
と
注
意
を
促
し
た
（A

A
 V, 366

）。

こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ラ
ー
は
、『
カ
リ
ア
ス
書
簡
』
に
お
い
て
「
私

は
そ
れ
自
体
（eo ipso

）
趣
味
の
客
観
的
原
則
と
し
て
の
資
格
を
与
え

ら
れ
る
べ
き
美
の
客
観
的
概
念
、
カ
ン
ト
が
絶
望
し
て
い
る
こ
の
美
の

客
観
的
概
念
を
見
出
し
た
と
確
信
す
る
」（N

A
 26, 170

）
と
い
い
、

美
的
判
断
に
お
け
る
客
観
的
概
念
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、

「
美
は
概
念
か
ら
全
く
独
立
し
た
も
の
な
の
で
、
理
論
理
性
に
は
見
出

さ
れ
な
い
。（
中
略
）
こ
こ
に
お
い
て
恐
ら
く
我
々
は
そ
れ
を
実
践
理

性
の
中
に
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」（N

A
 26, 180f.

）

と
す
る
。
こ
う
し
て
、
シ
ラ
ー
の
哲
学
的
考
察
の
プ
ロ
セ
ス
は
道
徳
と

美
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
、「
純
粋
な
意
志
の
形
式
と
或
る
行
為
の
一
致

が
道
徳
性
で
あ
る
。
純
粋
な
意
志
あ
る
い
は
自
由
の
形
式
と
或
る
現
象

の
類
比
（A

nalogie

）
は
（
最
広
義
で
）
美
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
美
は

現
象
に
お
け
る
自
由
に
他
な
ら
な
い
」（N

A
 26, 183

）
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
シ
ラ
ー
は
「
道
徳
的
な
美
は
、
経
験
に
お
い
て
何
か
が
そ
れ

に
対
応
す
る
概
念
で
あ
る
」（N

A
 26, 195

）
と
い
い
、
こ
の
道
徳
的

な
美
と
い
う
見
地
に
立
脚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
美
の
客
観
的
概
念
を

見
出
し
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

問
題
な
の
は
シ
ラ
ー
の
道
徳
的
な
美
の
見
地
が
、
果
た
し
て
本
当
に

美
の
概
念
の
客
観
性
を
担
保
し
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
シ
ラ
ー
自
身
こ
こ
に
お
い
て
「
実
践
理
性
の
形
式
と
対
象
の

こ
の
類
比
は
実
の
と
こ
ろ
自
由
で
は
な
く
、
単
な
る
現
象
に
お
け
る
自

由
、
現
象
に
お
け
る
自
律
に
す
ぎ
な
い
」（N

A
 26, 182

）
と
述
べ
て

お
り
、カ
ン
ト
哲
学
の
全
内
容
は
「
汝
を
汝
自
身
か
ら
規
定
せ
よ
」（N

A
 

26, 191
）
と
い
う
言
葉
に
収
斂
出
来
る
と
し
て
、
さ
ら
に
美
の
概
念
を
、

美
は
「
現
象
に
お
け
る
自
由
」
で
あ
り
、
か
つ
「
合
芸
術
性
に
お
け
る

自
然
（N

atur in der K
unstm

ässigkeit

）」（N
A

 26, 203

）
で
あ
る
と
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い
う
二
つ
の
根
本
規
定
か
ら
捉
え
て
い
く
。
こ
の
シ
ラ
ー
に
よ
る
「
合

芸
術
性
に
お
け
る
自
然
」
と
い
う
規
定
は
、『
優
美
と
尊
厳
に
つ
い
て
』

に
お
い
て
発
展
す
る
。
そ
し
て
、
人
間
を
感
性
的
な
も
の
と
理
性
的
な

も
の
と
が
混
合
さ
れ
た
も
の
と
み
る
シ
ラ
ー
に
あ
っ
て
、
こ
の
規
定
は

美
的
判
断
の
基
準
が
理
性
と
感
性
の
両
方
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
く
仕

方
で
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
若
き
日
す
で
に
シ
ラ
ー
は
一
七
八
〇
年
の

論
文
「
人
間
の
動
物
的
本
性
と
精
神
的
本
性
の
連
関
に
つ
い
て
」（
12
）

に
お
い
て
「
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
能
力
が
感
覚
的
衝
動
か
ら
ど
の

よ
う
に
発
展
す
る
か
」（N

A
 20,50

）
と
問
い
、「
人
間
は
魂
と
肉
体

と
で
は
な
く
て
、
こ
の
両
実
体
の
最
も
内
的
に
混
合
さ
せ
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
」（N

A
 20,64

）
と
述
べ
て
い
る
が
、
シ
ラ
ー
は
『
優
美
と
尊

厳
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、「
優
美
（A

nm
uth

）」
と
「
構
成
の
美

（Schönheit des B
aues

）」
と
い
う
二
種
の
美
を
区
別
す
る
こ
と
（N

A
 

20, 255

）
を
通
し
て
、
真
の
美
的
表
象
は
精
神
と
感
性
の
統
合
的
な
表

出
の
う
ち
に
あ
る
と
考
え
る
。
即
ち
「
人
間
は
同
時
に
一
つ
の
人
格
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
自
ら
が
自
己
の
状
態
の
原
因
、
し
か
も
絶
対
的

に
究
極
の
原
因
で
あ
る
存
在
で
あ
り
、
自
己
自
身
の
中
か
ら
選
出
す
る

動
機
に
従
っ
て
変
化
し
う
る
存
在
で
あ
る
」（N

A
 20, 262

）
が
、
優

美
は
「
人
格
が
規
定
す
る
諸
現
象
の
美
」
を
意
味
す
る
と
し
て
、
優
美

と
い
う
「
人
格
の
功
績
」
と
自
然
と
い
う
創
造
者
に
由
来
し
た
構
成
の

美
と
い
う
「
才
能
」
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
理
性
的
な
も
の
と
感
性
的
な
も

の
と
に
分
節
化
す
る
（N

A
 20, 264

）。
シ
ラ
ー
に
よ
る
と
、
こ
の
二

つ
の
美
の
領
域
は
交
互
に
移
行
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
即
ち
「
生
き

生
き
と
し
た
精
神
」
が
「
そ
れ
自
体
の
た
め
に
肉
体
を
形
成
す
る
よ
う

に
な
り
」、
こ
の
「
肉
体
の
構
造
自
体
が
遊
戯
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ず
、

そ
の
結
果
、優
美
が
構
成
の
美
に
移
行
す
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
」（N

A
 

20, 265

）
と
。
こ
の
優
美
は
道
徳
性
に
沿
っ
て
一
定
の
目
標
に
向
け
ら

れ
た
人
間
の
恣
意
か
ら
生
ま
れ
る
が
、
そ
の
表
出
の
際
に
は
恣
意
性
を

消
し
去
り
自
然
な
美
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に

「
人
間
は
他
の
感
性
的
存
在
の
よ
う
に
、
た
と
え
そ
れ
が
神
的
な
も
の

で
あ
ろ
う
と
も
、
余
所
余
所
し
い
理
性
の
光
源
（die Strahlen 

frem
der Vernunft

）
を
単
に
投
げ
返
す
だ
け
で
は
な
く
、
太
陽
と
同
様

に
、
自
分
自
身
の
光
か
ら
輝
き
を
発
す
る
べ
き
」（N

A
 20, 277

）
な

の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
哲
学
体
系
に
お
い
て
は
、
趣
味
判
断
に
お
け
る

主
観
的
関
心
と
道
徳
法
則
に
お
け
る
客
観
的
原
理
と
が
結
び
付
け
ら
れ

る
こ
と
は
な
く
、
明
確
に
両
者
が
区
別
さ
れ
る
。
美
学
と
道
徳
の
統
合

の
道
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
シ
ラ
ー
は
、
カ
ン
ト
の
厳
格
主
義
を
批
判

し
て
、「
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
に
お
い
て
は
義
務
の
理
念
が
厳
格
に
述

べ
ら
れ
る
が
、
そ
の
厳
格
さ
に
よ
っ
て
一
切
の
優
雅
さ
が
退
い
て
し
ま

い
、
そ
し
て
気
弱
な
悟
性
は
容
易
に
修
道
士
の
陰
鬱
な
禁
欲
主
義
の
道

に
お
い
て
、
道
徳
的
な
完
全
性
を
求
め
よ
う
と
し
て
し
ま
う
」（N

A
 

20, 284

）と
い
い
、人
間
の
本
質
を「
理
性
的
で
感
性
的
な
存
在
」（ebd.

）

と
見
做
し
、
道
徳
的
な
美
を
遊
戯
の
う
ち
に
持
ち
込
む
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
シ
ラ
ー
に
よ
る
カ
ン
ト
の
区
別
の
立

場
を
放
擲
す
る
見
地
に
は
注
意
を
要
す
る
。
カ
ン
ト
に
よ
る
と
、
義
務

と
傾
向
性
の
一
致
は
感
性
の
要
求
を
満
足
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る

た
め
、
道
徳
法
則
に
お
い
て
は
「
衝
動
の
満
足
に
は
決
し
て
価
値
を
認

め
る
こ
と
が
出
来
な
い
」（N

A
 20, 287

）
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

シ
ラ
ー
の
立
場
は
、
道
徳
的
な
美
の
要
求
が
傾
向
性
か
ら
な
さ
れ
つ
つ
、

「
美
徳
と
は
『
義
務
へ
の
傾
向
性
』
に
他
な
ら
な
い
」（N

A
 20, 283

）
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と
し
て
、
理
性
が
そ
れ
に
積
極
的
に
従
う
と
い
う
見
地
を
提
示
す
る
。

シ
ラ
ー
は
、
優
美
と
尊
厳
と
が
一
つ
の
同
じ
人
格
に
お
い
て
成
立
し
た

道
徳
的
に
完
全
な
人
間
と
い
う
理
想
を
表
明
し
つ
つ
、
優
美
あ
る
い
は

感
性
と
尊
厳
あ
る
い
は
理
性
と
い
う
二
種
の
観
点
を
提
示
し
て
、
こ
の

う
ち
優
美
を
重
視
す
る
。
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性
批
判
』（
一
七
八
八

年
）（
13
）に
お
い
て
「
道
徳
法
則
が
直
接
的
に
意
志
を
規
定
す
る
こ
と
」

（A
A

 V,71

）
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て

重
要
な
の
は
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
が
、
傾
向
性
に
抗
っ
て
、
た

だ
只
管
に
義
務
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お

い
て
は
、
抗
わ
れ
る
べ
き
傾
向
性
は
、
む
し
ろ
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き

抵
抗
が
つ
よ
け
れ
ば
つ
よ
い
ほ
ど
人
間
の
道
徳
的
行
為
を
価
値
づ
け
る

も
の
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ラ
ー
は
道
徳
と
感
性
と
の
関
わ
り

を
積
極
的
に
求
め
て
い
き
、
む
し
ろ
『
学
者
の
使
命
』
に
お
い
て
衝
動

の
概
念
か
ら
自
ら
の
道
徳
論
を
企
図
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
に
自
分
の
見

地
と
の
近
し
さ
を
覚
え
た
。
こ
う
し
て
、
シ
ラ
ー
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
学

者
の
使
命
』
に
お
け
る
衝
動
論
を
取
り
入
れ
、
自
ら
の
哲
学
の
中
心
概

念
を
「
遊
戯
」
と
捉
え
つ
つ
も
、
そ
れ
を
フ
ィ
ヒ
テ
の
衝
動
の
概
念
と

関
連
づ
け
る
方
針
を
取
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
づ
い
て
、
こ
の
見
地

か
ら
シ
ラ
ー
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
両
者
の
哲
学
的
思
考
の
影
響
関
係
を
み
て

い
く（
14
）。

二　

フ
ィ
ヒ
テ
の
『
学
者
の
使
命
』
と
『
基
礎
』
理
論
的
部
門
か
ら

の
影
響

そ
れ
で
は
、
シ
ラ
ー
は
『
美
的
教
育
』
に
お
い
て
、
一
体
ど
の
よ
う

に
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
を
自
分
の
哲
学
的
考
察
に
取
り
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
シ
ラ
ー
は
『
美
的
教
育
』
第
四
書
簡
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
衝

動
の
概
念
を
人
間
の
道
徳
的
な
性
格
と
結
び
つ
け
る
。
即
ち
「
人
間
の

意
志
規
定
は
常
に
偶
然
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
」
お
り
、「
自
然
的

必
然
性
と
道
徳
的
必
然
性
は
絶
対
的
存
在
の
も
と
で
の
み
一
致
す
る
」

が
、
人
間
の
道
徳
的
行
為
が
自
然
な
結
果
と
同
じ
も
の
と
見
做
さ
れ
る

べ
き
な
ら
ば
、
こ
の
行
為
は
自
然
な
行
為
と
な
る
は
ず
で
あ
り
、「
人

間
は
自
ら
の
衝
動
に
よ
っ
て
既
に
、
常
に
結
果
と
し
て
の
み
道
徳
的
な

性
格
を
も
ち
得
る
行
為
へ
と
導
か
れ
る
に
ち
が
い
な
い
」（N

A
 20, 

315

）
と
。
こ
の
結
果
、
人
間
を
道
徳
的
行
為
へ
と
導
く
衝
動
は
そ
れ

自
体
が
道
徳
的
性
格
を
孕
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
そ
れ
ゆ
え
人

間
の
衝
動
は
、
普
遍
的
立
法
に
適
す
る
ほ
ど
十
分
に
人
間
の
理
性
と
合

致
す
る
」（N

A
 20, 316

）
こ
と
に
な
る
。
シ
ラ
ー
に
よ
る
と
、
各
人

は
「
自
ら
の
う
ち
に
純
粋
で
理
想
的
な
人
間
を
蔵
し
」
て
お
り
、「
そ

の
純
粋
で
理
想
的
な
人
間
と
い
う
不
変
の
統
一
に
合
致
し
て
い
く
こ

と
」
を
「
人
間
の
現
存
の
大
い
な
る
課
題
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の

点
に
つ
い
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
学
者
の
使
命
』
を
参
照
し
た
と
注
記
し
て
、

こ
こ
に
非
常
に
明
快
な
仕
方
で
こ
の
課
題
が
「
導
出
」
さ
れ
て
い
る
と

い
う
（N

A
 20, 316A

nm
.

）。

つ
づ
い
て
、
関
連
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
学
者
の
使
命
』
の
内
容
を
み

て
い
こ
う
。
た
し
か
に
、フ
ィ
ヒ
テ
は
『
学
者
の
使
命
』
第
一
講
義
「
人

間
そ
の
も
の
の
使
命
に
つ
い
て
」に
お
い
て
、「
道
徳
論
の
原
則
」を「
汝

は
汝
の
意
志
の
格
率
を
汝
に
対
す
る
永
遠
の
法
則
と
し
て
考
え
う
る
よ

う
に
行
為
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
と
し
、「
あ
ら
ゆ
る
有
限
な
理
性
的
存

在
者
の
究
極
の
使
命
」
は
「
自
己
自
身
と
の
絶
対
的
な
一
致
」
で
あ
る

と
い
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
と
、「
こ
の
絶
対
的
同
一
性
」
が
「
純
粋
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自
我
の
形
式
」、
自
我
の
「
唯
一
の
真
な
る
形
式
」（SW

 V
I, 297 / G

A
 

I/2,30

）
で
あ
る
が
、
こ
の
「
人
間
の
究
極
の
最
高
目
標
」、
即
ち
「
カ

ン
ト
が
最
高
善
と
名
づ
け
る
も
の
」（
15
）は
、
人
間
以
外
の
一
切
を
も

含
め
て
の
「
理
性
的
存
在
者
の
自
己
自
身
と
の
完
全
な
合
致
」（SW

 
V

I, 299 / G
A

 I/2, 31f.

）
で
あ
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
人
間
の
概
念
の
中

に
は
、
人
間
の
究
極
の
目
標
は
到
達
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
へ

の
道
は
無
限
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
る
」
の
で
、

「
こ
の
目
標
に
到
達
す
る
こ
と
が
人
間
の
使
命
で
は
な
い
」
と
、
人
間

精
神
の
有
限
性
の
見
地
を
明
確
に
す
る
。「
こ
の
目
標
へ
の
限
り
な
き

接
近
」
が
「
理
性
的
で
は
あ
る
が
有
限
な
存
在
者
、
感
性
的
で
は
あ
る

が
自
由
な
存
在
者
と
し
て
の
、
即
ち
人
間
と
し
て
の
真
の
使
命
」（SW

 
V

I, 300 / G
A

 I/2,32

）
な
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、『
学
者
の
使
命
』

第
二
講
義
「
社
会
に
お
け
る
人
間
の
使
命
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
も
、

人
間
の
最
高
の
衝
動
は
「
自
己
自
身
と
の
同
一
性
、
自
己
自
身
と
の
完

全
な
一
致
の
衝
動
」、「
さ
ら
に
人
間
が
絶
え
ず
自
己
自
身
と
一
致
し
う

る
た
め
に
、
彼
の
外
な
る
す
べ
て
の
も
の
と
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
彼
の

必
然
的
概
念
と
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
衝
動
」で
あ
る
と
す
る
。フ
ィ

ヒ
テ
に
よ
る
と
、
こ
の
「
概
念
に
対
応
す
る
も
の
が
現
実
的
に
も
与
え

ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
が
、「
人
間
は
必
然
的
に
こ
の

概
念
を
自
己
自
身
の
な
か
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
己

の
外
で
も
実
現
さ
れ
て
い
る
の
を
見
よ
う
」
と
す
る
の
で
、
そ
こ
に
人

間
は
「
人
間
と
同
類
の
理
性
的
存
在
者
が
与
え
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う

要
求
を
も
つ
（SW

 V
I, 304 / G

A
 I/2, 35f.

）。
こ
こ
か
ら
フ
ィ
ヒ
テ
は

「
社
会（G

esellschaft

）」を
カ
ン
ト
の
術
語（A

213/B260

）に
倣
い
、「
概

念
に
基
づ
く
交
互
作
用
（W

echselw
irkung nach B

egriffen

）」、「
合

目
的
的
な
共
同
体
（G

em
einschaft

）」（SW
 V

I, 306/G
A

 I/2,37

）
と

規
定
し
つ
つ
、
そ
の
上
で
『
学
者
の
使
命
』
第
四
講
義
「
学
者
の
使
命

に
つ
い
て
」
に
お
い
て
衝
動
の
概
念
を
社
会
と
結
び
つ
け
る
。
フ
ィ
ヒ

テ
に
よ
る
と
、人
間
に
と
っ
て
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
衝
動
と
素
養
」
を
「
可

能
な
か
ぎ
り
訓
練
す
る
こ
と
が
各
個
人
の
使
命
」
で
あ
り
、
人
間
に
は

「
社
会
へ
の
衝
動
」
が
あ
っ
て
、「
こ
の
社
会
が
人
間
に
新
し
い
特
別
な

教
育
」、
即
ち
「
社
会
の
た
め
の
教
育
」（SW

 V
I, 324/G

A
 I/2,51

）

を
提
供
す
る
。

こ
う
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
学
者
の
使
命
』
に
お
け
る
衝
動
の
規
定
が
、

シ
ラ
ー
の『
美
的
教
育
』の
理
論
構
成
の
基
礎
に
据
え
ら
れ
る
。
シ
ラ
ー

は
『
美
的
教
育
』
第
八
書
簡
に
お
い
て
、「
真
理
が
力
と
の
闘
い
に
お

い
て
勝
利
を
獲
得
す
べ
き
だ
と
す
る
と
、
ま
ず
も
っ
て
第
一
に
自
分
自

身
が
力
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
現
象
の
領
域
に
お
け
る
自
分
の
代

理
者
に
対
し
、
一
つ
の
衝
動
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
、「
衝

動
こ
そ
が
感
覚
的
な
世
界
に
お
け
る
唯
一
の
動
的
な
力
で
あ
る
」（N

A
 

20, 330

）
と
す
る
。
こ
う
し
て
、
本
稿
は
じ
め
に
確
認
し
た
と
お
り
、

シ
ラ
ー
は
『
美
的
教
育
』
第
十
二
書
簡
以
降
に
お
い
て
、「
感
性
的
衝
動
」

と
「
形
式
衝
動
」
と
い
う
二
つ
の
衝
動
の
概
念
を
提
示
し
た
。
前
者
は

「
人
間
の
自
然
的
な
現
存
」、「
そ
の
感
性
的
本
性
」
か
ら
出
発
し
、「
人

間
を
時
間
の
制
限
内
に
置
き
、
素
材
と
す
る
」
も
の
で
あ
り
（N

A
 20, 

344
）、「
断
ち
切
れ
な
い
紐
で
よ
り
高
く
と
努
力
す
る
精
神
を
感
覚
界

に
縛
り
つ
け
、
無
限
な
も
の
へ
と
向
か
う
自
ら
の
最
も
自
由
な
回
遊
を

現
在
の
限
界
へ
呼
び
戻
す
」（N

A
 20, 345

）
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
後
者
は
「
人
間
の
絶
対
的
な
現
存
」、「
そ
の
理
性
的
本
性
」
か

ら
出
発
し
「
人
間
を
自
由
の
中
に
定
立
し
、
そ
の
現
象
の
多
様
性
に
調
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和
を
齎
す
こ
と
に
、
そ
し
て
状
態
の
あ
ら
ゆ
る
変
転
の
中
に
あ
り
な
が

ら
、そ
の
人
格
を
固
守
す
る
こ
と
に
努
め
る
」（N

A
 20, 345f.

）
も
の
で
、

「
理
性
的
衝
動
」
で
あ
る
。『
美
的
教
育
』
第
十
三
書
簡
に
お
い
て
、
こ

の
両
衝
動
の
対
立
を
次
の
よ
う
に
強
調
す
る
。

　
「
一
瞥
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
両
衝
動
の
傾
向
は
、
一
方
で
は
変
化
へ
、

他
方
で
は
不
変
性
へ
向
か
う
の
で
、
お
互
い
に
こ
れ
以
上
に
対
立
す

る
も
の
は
他
に
は
何
も
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
も
、
こ
の
両
衝

動
こ
そ
が
人
間
性
の
概
念
を
言
い
尽
く
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
両
者

を
媒
介
し
う
る
よ
う
な
或
る
第
三
の
根
本
衝
動
（G

rundtrieb

）
な

ど
断
じ
て
考
え
だ
せ
な
い
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
体
ど
の

よ
う
に
我
々
は
、
こ
の
根
源
的
で
徹
底
し
た
対
立
に
よ
っ
て
、
完
全

に
廃
棄
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
人
間
の
本
性
の
統
一
を
、
再
び

つ
く
り
出
す
と
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
」（N
A

 20, 347

）

果
た
し
て
、
両
衝
動
の
相
容
れ
な
い
対
立
は
調
停
が
可
能
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
シ
ラ
ー
に
よ
る
と
、
両
衝
動
の
「
傾
向
」
は
矛
盾
し
あ
う
が
、

そ
れ
ぞ
れ
は
「
同
じ
対
象
」
に
お
い
て
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
し

て
「
互
い
に
出
会
う
こ
と
の
な
い
も
の
が
衝
突
し
合
う
こ
と
は
出
来
な

い
」
の
で
あ
り
、「
こ
の
両
衝
動
の
そ
れ
ぞ
れ
に
限
界
を
確
保
す
る
こ

と
が
文
化
（K

ultur

）
の
課
題
」
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
文

化
の
任
務
は
二
重
」
で
あ
り
、感
性
的
衝
動
に
は
「
感
情
能
力
の
修
養
」

が
、
形
式
衝
動
に
は
「
理
性
能
力
の
修
養
」
が
そ
れ
ぞ
れ
必
要
で
あ
る

（N
A

 20, 348

）。

そ
れ
で
は
、
こ
の
課
題
に
シ
ラ
ー
は
『
美
的
教
育
』
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
取
り
組
む
の
で
あ
ろ
う
か
。
シ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
注
記
し
て
、

両
衝
動
の
間
に
「
交
互
作
用
（W

echselw
irkung

）」
の
関
係
を
見
出

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
な
る
衝
動
の
概
念
を
考
案
し
て
い
く
方
針
を

と
る
。
そ
し
て
、
こ
の
課
題
へ
の
解
答
が
「
遊
戯
衝
動
」
の
概
念
と
な

る
。
シ
ラ
ー
に
よ
る
と
「
両
衝
動
の
根
源
的
な
、
即
ち
必
然
的
な
敵
対

性
が
主
張
さ
れ
る
な
ら
ば
、
感
性
的
衝
動
を
理
性
的
衝
動
に
無
制
約
的

に
従
属
さ
せ
る
こ
と
以
外
に
人
間
に
お
け
る
統
一
を
保
つ
方
法
は
な

い
」（N

A
 20, 347A

nm
.

）
が
、
こ
れ
で
は
こ
の
統
一
は
「
単
な
る
画

一
性
で
あ
っ
て
調
和
で
は
あ
り
え
ず
、人
間
は
永
遠
に
分
裂
し
た
ま
ま
」

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
従
属
は
交
互
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
っ
て
、「
両
原
理
は
互
い
に
従
属
し
あ
う
と
と
も
に
調
整
し
あ
っ

て
お
り
、即
ち
交
互
作
用
の
関
係
に
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
シ
ラ
ー
は
「
形

式
な
く
し
て
質
料
な
し
、
質
料
な
く
し
て
形
式
な
し
」
と
し
て
、
こ
こ

に
お
い
て
「
こ
の
交
互
作
用
の
概
念
と
そ
の
全
て
の
重
要
性
は
、
フ
ィ

ヒ
テ
の
一
七
九
四
年
に
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
出
版
さ
れ
た
『
全
知
識
学
の

基
礎
』
に
お
い
て
優
れ
た
仕
方
で
研
究
さ
れ
て
い
る
」（N

A
 20, 

348A
nm

.

）
と
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
『
基
礎
』
理
論
的
部
門
か
ら
示
唆
を

得
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

次
に
、
注
記
で
引
用
さ
れ
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
基
礎
』
理
論
的
部
門
の

内
容
を
み
て
い
こ
う
。
た
し
か
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
『
基
礎
』
理
論
的
部

門
に
お
い
て
「
交
互
作
用
の
類
比
（A

nalogie

）」
と
し
て
の
自
我
と

非
我
と
の
「
交
互
限
定
」（SW

 I, 131/G
A

 I/2, 290

）
と
い
う
仕
方
で
、

こ
の
交
互
作
用
の
関
係
に
つ
い
て
論
及
す
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
と
、

「
自
我
が
受
動
性
の
状
態
に
あ
る
場
合
に
実
在
性
の
絶
対
的
総
体
が
保

持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
交
互
限
定
の
法
則
に

従
っ
て
同
じ
度
の
活
動
性
が
非
我
へ
委
譲
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

が
、
自
我
に
と
っ
て
非
我
は
、「
自
我
が
受
動
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、



8

非
我
は
実
在
性
を
も
つ
」
と
い
う
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は

「
交
互
限
定
の
法
則
」
に
よ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、「
自
我
が
触
発
さ
れ
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
非
我
は
自
我
に
対
し
て
実
在
性
を
も
つ
。
そ

し
て
自
我
の
触
発
と
い
う
制
約
が
な
け
れ
ば
、
非
我
は
何
ら
の
実
在
性

を
も
も
た
な
い
」
と
の
命
題
を
、『
基
礎
』
実
践
的
部
門
に
お
い
て
「
極

め
て
重
要
」（SW

 I, 135/G
A

 I/2, 294

）
に
な
る
と
し
た
。

そ
れ
で
は
、
シ
ラ
ー
は
、『
基
礎
』
理
論
的
部
門
で
そ
の
重
要
性
が

予
示
さ
れ
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
交
互
作
用
の
概
念
を
一
体
ど
の
よ
う
に
援
用

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
美
的
教
育
』
の
成
立
事
情
に
鑑
み
て
、

シ
ラ
ー
が
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
を
参
照
し
得
た
の
は
こ
の
段
階
で
『
基
礎
』

理
論
的
部
門
の
内
容
ま
で
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
シ
ラ
ー
美
学
の

根
本
思
想
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
ラ
ー
が
『
カ
リ

ア
ス
書
簡
』
に
お
い
て
、
美
を
「
美
は
現
象
に
お
け
る
自
由
に
ほ
か
な

ら
な
い
」
と
定
義
す
る
と
き
、
こ
こ
に
お
け
る
「
自
由
」
と
い
う
概
念

の
意
味
を
「
類
比
」
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
16
）。

と
い
う
の
も
、
シ
ラ
ー
に
よ
る
と
、
実
践
理
性
は
そ
の
形
式
を
行
為
に

適
用
し
て
、
そ
の
行
為
が
自
由
な
行
為
で
あ
る
か
、
自
由
で
な
い
行
為

で
あ
る
か
を
規
定
す
る
が
、
一
方
で
そ
の
行
為
が
自
由
な
行
為
で
あ
る

と
規
定
さ
れ
る
場
合
、
こ
の
行
為
は
実
践
理
性
の
形
式
に
合
致
し
て
い

る
。
他
方
、
そ
の
行
為
が
自
由
で
な
い
行
為
と
規
定
さ
れ
る
場
合
、
こ

の
行
為
に
実
践
理
性
の
形
式
は
合
致
し
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
こ

の
実
践
理
性
の
形
式
が
適
用
さ
れ
て
は
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
実
践

理
性
の
形
式
に
合
致
し
な
い
に
せ
よ
、
こ
こ
に
は
実
践
理
性
の
形
式
に

調
和
す
る
も
の
、
即
ち
「
自
由
な
行
為
の
模
倣
」
な
い
し
「
自
由
に
類

比
的
な
も
の
」（N

A
 26, S.179f.

）
を
見
て
取
る
こ
と
は
で
き
る
。
感

性
で
捉
え
ら
れ
な
い
超
感
性
的
な
自
由
と
は
異
な
り
、
こ
の
類
比
的
で

あ
る
自
由
は
感
性
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
シ

ラ
ー
の
規
定
す
る
「
現
象
に
お
け
る
自
由
」
と
し
て
の
美
な
の
で
あ
る
。

こ
の
考
え
を
背
景
に
し
て
、
シ
ラ
ー
は
『
美
的
教
育
』
第
十
四
書
簡
に

お
い
て
、両
衝
動
の
交
互
作
用
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
統
一
と
し
て「
遊

戯
衝
動
」
を
提
示
し
、『
美
的
教
育
』
第
十
五
書
簡
に
お
い
て
、
こ
の

遊
戯
衝
動
か
ら
美
を
把
握
す
る
。
シ
ラ
ー
に
よ
る
と
、
感
性
的
衝
動
が

「
生
」
を
対
象
と
し
、
形
式
衝
動
が
「
形
態
」
を
対
象
と
す
る
以
上
、

両
者
の
統
一
と
し
て
の
遊
戯
衝
動
は
「
生
あ
る
形
態
」
を
対
象
と
す
る

と
考
え
ら
れ
、
そ
し
て
、
こ
れ
が
「
美
」
な
の
で
あ
る
（N

A
 20, 

355

）。
シ
ラ
ー
は
、『
美
的
教
育
』
第
十
六
書
簡
に
お
い
て
、
こ
の
遊

戯
に
お
け
る
美
的
統
一
は
両
衝
動
の
動
的
な
交
代
の
結
果
と
し
て
生
じ

る
「
平
衡
」
で
あ
る
と
し
、「
し
た
が
っ
て
最
高
の
理
想
は
、
現
実
と

形
式
と
の
最
も
可
能
で
完
全
な
結
合
と
平
衡
の
な
か
に
求
め
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
こ
の
平
衡
は
つ
ね
に
、
現
実
に
よ
っ
て
は
決

し
て
完
全
に
は
到
達
さ
れ
え
な
い
理
念
に
と
ど
ま
る
だ
け
で
あ
る
」
と

い
う
。「
理
念
に
お
け
る
美
は
永
遠
に
不
可
分
な
唯
一
の
も
の
」、
そ
し

て
「
経
験
に
お
け
る
美
は
永
遠
に
二
重
の
も
の
」
と
す
る
シ
ラ
ー
は
、

美
に
「
素
材
衝
動
と
形
式
衝
動
を
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
限
界
内
に
と
ど

め
る
た
め
の
或
る
融
和
的
作
用
と
、
両
衝
動
を
そ
れ
ぞ
れ
の
力
の
中
に

保
存
す
る
た
め
の
或
る
緊
張
的
作
用
」
と
を
期
待
す
る
が
、「
し
か
し

美
の
こ
の
両
作
用
の
仕
方
は
理
念
に
沿
っ
て
全
く
唯
一
つ
の
も
の
で
あ

る
べ
き
で
あ
る
」（N

A
 20, 360f.

）
と
い
う
。
シ
ラ
ー
は
、『
美
的
教
育
』

第
二
三
書
簡
に
お
い
て
、自
然
を
道
徳
に
変
え
る
「
重
要
な
契
機
」（N

A
 

20, 385

）
と
し
て
の
美
を
論
じ
て
、『
美
的
教
育
』
第
二
七
書
簡
に
お
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い
て
は
「
美
的
仮
象
の
国
」（N

A
 20, 412

）
に
言
及
し
て
、「『
仮
象

は
ど
の
程
度
ま
で
道
徳
的
な
世
界
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
か
』
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
そ
の
答
え
を
簡
潔
に
い

う
と
、
美
的
仮
象
で
あ
る
程
度
ま
で
、
と
な
る
」（N

A
 20, 403

）
と

述
べ
る
に
至
る
。
こ
の
よ
う
に
、シ
ラ
ー
に
よ
っ
て
『
カ
リ
ア
ス
書
簡
』

と
『
優
美
と
尊
厳
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
道
徳
的
な
美
を

遊
戯
の
う
ち
に
持
ち
込
む
見
地
は
、『
美
的
教
育
』
に
至
っ
て
彼
の
美

的
国
家
論
へ
と
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た（
17
）。

三　

衝
動
を
め
ぐ
る
シ
ラ
ー
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
的
差
異

そ
れ
で
は
、
以
上
の
シ
ラ
ー
の
衝
動
論
に
対
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
一

体
ど
の
よ
う
に
応
答
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
遊

戯
衝
動
の
代
わ
り
に
、
彼
は
む
し
ろ
構
想
力
を
定
立
す
べ
き
で
あ
っ
た

の
に
、と
フ
ィ
ヒ
テ
は
言
っ
て
い
る
」と
い
う
内
容
の
関
連
書
簡
が
残
っ

て
い
る（
18
）。
つ
ま
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
シ
ラ
ー
が
衝
動
よ
り
も
生
産
的

構
想
力
で
美
学
を
論
じ
る
ほ
う
が
適
切
で
あ
っ
た
と
し
て
い
た
と
の
報

告
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
一
七
九
四
年
の
草
稿
「
実
践
哲

学
」（
19
）に
お
い
て
「
美
の
感
情
は
単
に
構
想
力
の
自
由
の
中
に
あ
る

に
す
ぎ
な
い
」（G

A
 II/3, 210

）と
述
べ
て
お
り
、ま
た
フ
ィ
ヒ
テ
が『
基

礎
』
理
論
的
部
門
で
い
う
「
生
産
的
構
想
力
」（SW

 I, 208 / G
A

 I/2, 
353

）
の
概
念
は
、
構
想
力
の
「
絶
対
的
定
立
」
と
「
反
立
」、
そ
し
て

「
総
合
」
と
い
う
仕
方
（SW

 I, 215 / G
A

 I/2, 359

）
で
展
開
し
、
構

想
力
の
「
動
揺
」（SW

 I, 216 / G
A

 I/2, 360

）
の
問
題
も
議
論
さ
れ

て
お
り
、
内
容
的
に
み
て
シ
ラ
ー
の
衝
動
論
の
基
本
構
成
に
沿
っ
て
い

る
。フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
と
、「
純
粋
活
動
性
と
客
観
的
活
動
性
と
の
限
界
」

が
「
構
想
力
に
よ
っ
て
直
観
さ
れ
、悟
性
に
お
い
て
固
定
さ
れ
る
」（SW

 
I, 237f. / G

A
 I/2,377f.

）
の
で
あ
る
が
、「
思
惟
し
う
る
も
の
、
思
惟

可
能
性
そ
の
も
の
は
単
に
判
断
力
の
対
象
に
す
ぎ
な
い
」（SW

 I, 242 
/ G

A
 I/2,381

）
の
で
あ
り
、「
構
想
力
は
、
そ
の
本
質
か
ら
し
て
そ
も

そ
も
客
観
と
非
客
観
と
の
間
を
動
揺
す
る
」（SW

 I, 243 / G
A

 
I/2,382

）
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
シ
ラ
ー
の
『
美
的
教
育
』
へ
の
応
答
と
し
て
執
筆
し
、

シ
ラ
ー
に
よ
っ
て
雑
誌
『
ホ
ー
レ
ン
』
に
不
掲
載
と
判
断
さ
れ
た
論
文

「
哲
学
に
お
け
る
精
神
と
文
字
に
つ
い
て
」（
一
七
九
四
年
） （
20
）に
お

い
て
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
の
中
心
に
あ
る
根
源
的
な
衝
動
を
「
原

衝
動
（U

rtrieb

）」（SW
 Ⅷ

, 284 / G
A

 I/6, 346

）
と
呼
ん
だ
上
で
、

こ
れ
を
三
つ
の
衝
動
、即
ち「
認
識
衝
動（der ErkenntnißTrieb

）」（SW
 

Ⅷ
, 278 / G

A
 I/6, 341

）
と
「
実
践
的
衝
動
（der praktische Trieb

）」、

そ
し
て
「
美
的
衝
動
（der ästhetische Trieb

）」（SW
 Ⅷ

, 279 / G
A

 
I/6, 341

）
に
分
節
化
し
て
提
示
す
る
。
こ
の
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
三
つ

の
衝
動
へ
の
分
節
化
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
所
謂
『
判
断
力

批
判
』
第
一
序
論
の
末
尾
（A

A
 V,40

）
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
基
本

的
立
場
、
即
ち
認
識
能
力
に
つ
い
て
は
悟
性
、
判
断
力
、
理
性
の
そ
れ

ぞ
れ
、
ま
た
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
自
然
、
芸
術
、
自
由
の
そ
れ

ぞ
れ
に
三
区
分
さ
れ
た
批
判
哲
学
の
基
本
的
立
場
に
沿
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
、
実
際
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
ら
の
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
研
究
で

あ
る
「
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
か
ら
の
説
明
的
抜
粋
の
試
み
」

（
一
七
九
〇
／
九
一
年
）
に
お
い
て
も
明
確
に
こ
の
三
区
分
を
了
解
し

て
い
る（
21
）。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
こ
に
お
い
て
シ
ラ
ー
の
遊

戯
衝
動
を
美
的
衝
動
と
捉
え
返
し
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
的
な
見
地
を
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示
唆
す
る
。
即
ち
、
こ
の
美
的
衝
動
は
「
人
間
の
外
部
に
あ
る
い
か
な

る
も
の
を
も
目
指
す
こ
と
は
な
く
、
た
だ
人
間
自
身
の
う
ち
に
あ
る
だ

け
の
何
も
の
か
を
目
指
す
」
が
、「
こ
の
衝
動
の
対
象
は
、
そ
れ
自
身

ひ
と
つ
の
表
象
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
「
こ
の
衝
動
の
規
定

は
、
単
に
満
足
あ
る
い
は
不
満
足
に
よ
っ
て
し
か
示
さ
れ
る
こ
と
が
な

い
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
満
足
あ
る
い
は
不
満
足
の
「
両
者
が
一

緒
に
な
っ
て
し
ま
う
」（SW

 Ⅷ
, 283 / G

A
 I/6, 345

）。「
芸
術
家
の
所

産
の
精
神
」
は
そ
の
「
内
的
気
分
」
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、「
芸
術
家
の

所
産
の
肉
体
」
は
「
文
字
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
内
的
気
分
を
表
現

す
る
偶
然
的
な
諸
形
態
」
と
な
る
。
こ
う
し
て
、芸
術
家
に
と
っ
て
「
芸

術
の
必
要
性
」
と
は
「
諸
事
物
を
あ
る
特
定
の
気
分
に
あ
わ
せ
て
加
工

し
よ
う
と
望
む
者
」
が
「
死
せ
る
素
材
」
を
抵
抗
な
く
「
た
や
す
く
加

工
す
る
こ
と
」
か
ら
考
案
さ
れ
て
い
く
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ

は
「
質
料
（M

aterie

）
が
抵
抗
し
、
そ
れ
を
征
服
す
る
た
め
に
努
力

が
必
要
」
と
さ
れ
る
と
容
易
に
「
美
的
な
気
分
が
中
断
さ
れ
て
し
ま
う
」

の
で
、
そ
れ
は
「
自
分
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
只
管
に
目
指
す
労

働
者
の
ま
な
ざ
し
」
へ
と
変
じ
る
と
い
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
と
、「
こ

の
よ
う
な
芸
術
の
安
易
さ
は
、
き
わ
め
て
頻
繁
に
精
神
そ
の
も
の
と
取

り
違
え
ら
れ
て
し
ま
う
」
も
の
で
「
精
神
そ
の
も
の
で
は
な
い
」
の
で

あ
り
、
こ
こ
か
ら
生
じ
る
「
空
し
く
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
と
鳴
り
響
く
音
」

は
「
一
つ
の
遊
戯
」
に
す
ぎ
ず
、「
こ
の
よ
う
な
遊
戯
が
諸
理
念
へ
と

高
ま
る
こ
と
は
な
い
」（SW

, Ⅷ
294f. / G

A
 I/6, 355f.

）
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
以
後
の
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
自
分
の
衝
動
論
が
言
わ

ば
道
徳
衝
動
論
で
あ
る
と
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
、『
基
礎
』
実
践
的
部
門
に
お
い
て
自
我
と
非
我
と
の
交

互
作
用
に
つ
い
て
論
究
し
、
こ
の
自
我
と
非
我
と
の
根
本
構
造
を
構
想

力
と
衝
動
の
概
念
へ
と
関
係
づ
け
て
い
く
中
で
、
自
分
の
知
識
学
の
立

場
を「
批
判
的
観
念
論
」あ
る
い
は「
実
在
・
観
念
論（R

eal-Idealism
us

）

な
い
し
観
念
・
実
在
論
（Ideal-R

ealism
us

）」 （SW
 I, 281 / G

A
 I/2, 

412

）
と
特
徴
づ
け
る
が
、そ
の
内
実
は
道
徳
的
な
も
の
で
あ
る
。
フ
ィ

ヒ
テ
に
よ
る
と
、「
自
我
の
実
践
的
能
力
」
な
い
し
自
我
の
「
実
在
性

へ
の
衝
動
」
は
自
我
か
ら
独
立
な
「
反
立
さ
れ
た
力
」
を
変
容
し
よ
う

と
努
力
す
る
が
、
他
方
で
そ
れ
は
同
時
に
「
自
我
の
観
念
的
能
動
性
」

な
い
し
「
自
我
の
理
論
的
能
力
」
に
依
存
す
る
。「
或
る
も
の
」
は
自

我
の
実
践
的
能
力
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
だ
け
「
独
立

的
な
実
在
性
」
を
も
つ
が
、
自
我
の
理
論
的
能
力
に
関
係
づ
け
ら
れ
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
は
「
自
我
の
中
へ
把
握
さ
れ
、
自
我
の
領
域
に
含
ま

れ
、自
我
の
表
象
法
則
に
服
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」。
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
し

か
し
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
或
る
も
の
は
理
論
的
能
力
に
よ
る
ほ
か
に
は
、

い
か
に
し
て
実
践
的
能
力
に
関
係
づ
け
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
、

そ
れ
は
実
践
的
能
力
を
介
す
る
よ
り
ほ
か
に
は
、
い
か
に
し
て
理
論
的

能
力
の
対
象
と
な
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
問
い
、「
即
ち
、
あ
ら

ゆ
る
意
識
の
最
後
の
根
拠
は
、
異
な
る
側
面
か
ら
考
察
さ
れ
る
べ
き
非

我
を
介
し
て
の
自
我
の
自
己
自
身
と
の
交
互
作
用
で
あ
る
」と
し
て「
こ

れ
は
循
環
で
あ
っ
て
、
有
限
的
精
神
は
こ
れ
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
は
で

き
ず
、
ま
た
理
性
を
否
定
し
、
か
つ
自
己
の
滅
却
を
求
め
る
こ
と
な
し

に
は
、
脱
出
を
欲
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」（SW

 I, 281 / G
A

 I/2, 
413

）
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
構
想
力
な
し
に
は
人
は
た
っ

た
一
つ
の
表
象
を
も
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
し
つ
つ
、「
必
ず
し
も

す
べ
て
の
人
が
構
想
力
を
自
由
に
支
配
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
合
目
的
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的
に
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
い
、「
精
神
の

こ
も
っ
た
哲
学
的
思
索
を
な
す
か
、
精
神
な
き
哲
学
的
思
索
を
な
す
か

は
こ
の
能
力
に
か
か
っ
て
い
る
。
知
識
学
は
、
単
な
る
文
字
に
よ
っ
て

は
決
し
て
伝
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
た
だ
精
神
に
よ
っ
て
の
み
伝
え
ら
れ

得
る
類
い
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
と
、「
知
識

学
の
根
本
理
念
は
、
こ
れ
を
研
究
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
の
中
に
創
造
的
構

想
力
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、

「
人
間
精
神
の
す
べ
て
の
仕
事
は
構
想
力
か
ら
出
発
し
、
構
想
力
は
構

想
力
に
よ
る
よ
り
ほ
か
に
は
把
握
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（SW

 I, 
284 / G

A
 I/2, 414f.

）
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
非
我
を
介
し
て
の

自
我
の
自
己
自
身
と
の
交
互
作
用
」
と
い
う
観
点
を
「
交
互
限
定
へ
の

衝
動
」（SW

 I, 320 / G
A

 I/2, 444

）
へ
と
展
開
し
、
こ
の
衝
動
を
『
基

礎
』
実
践
的
部
門
の
最
終
局
面
で
道
徳
性
の
も
と
に
考
察
し
て
い
く
。

「
交
互
的
に
限
定
さ
れ
且
つ
限
定
す
る
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
得
る
も

の
は
調
和
的
で
あ
る
」
と
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
自
我
の
活
動
の
視
点
か

ら
こ
の
交
互
限
定
を
み
て
、「
自
我
は
X
を
Y
に
よ
っ
て
限
定
し
、
ま

た
そ
の
逆
を
な
す
。（
中
略
）
こ
の
活
動
の
い
ず
れ
も
明
ら
か
に
他
方

の
活
動
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ず
れ
の
活
動
の

客
観
も
他
方
の
活
動
の
客
観
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
衝
動
は
、
自
我
の
自
己
自
身
に
よ
る
交
互
限
定
へ
の
衝
動
と
よ
ば

れ
、
あ
る
い
は
自
我
の
自
己
自
身
に
お
け
る
絶
対
的
統
一
と
完
成
へ
の

衝
動
と
よ
ば
れ
得
る
」（SW

 I, 326 / G
A

 I/2, 449

）
と
い
う
。
こ
う

し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
『
基
礎
』
実
践
的
部
門
に
お
い
て
、
衝
動
を
次
の

よ
う
に
整
理
す
る
。
即
ち
「
周
囲
は
今
や
廻
り
つ
く
さ
れ
て
い
る
。
ま

ず
自
我
の
限
定
へ
の
衝
動
、
次
に
自
我
に
よ
る
非
我
の
限
定
へ
の
衝
動
。

非
我
は
多
様
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
特
殊
的
な
も
の
は
自
己
に

お
い
て
か
つ
自
己
自
身
に
よ
っ
て
完
全
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
ら
交
代
に
よ
る
特
殊
的
な
も
の
の
限
定
へ
の
衝
動
、
こ
の
交
代
を

介
し
て
の
自
我
の
自
己
自
身
に
よ
る
交
互
限
定
へ
の
衝
動
。
し
た
が
っ

て
、
そ
れ
は
自
我
と
非
我
と
の
交
互
限
定
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
主

観
の
統
一
に
よ
っ
て
自
我
の
自
己
自
身
に
よ
る
交
互
限
定
に
な
ら
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
」（ebd.

）
と
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
諸
衝
動
の
体
系

を
ま
と
め
あ
げ
か
つ
完
結
す
る
」
と
し
、
こ
の
衝
動
は
「
自
己
を
絶
対

的
に
自
ら
産
出
す
る
衝
動
、
絶
対
的
な
衝
動
、
衝
動
の
た
め
の
衝
動
」

で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
法
則
と
し
て
表
現
す
る
と
、「
法
則
の
た
め
法

則
」、「
絶
対
的
法
則
」、「
定
言
命
法
」、
あ
る
い
は
「
汝
、
端
的
に
な

す
べ
し
」（SW

 I, 327 / G
A

 I/2, 450

）
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ヒ
テ
の
道
徳
衝
動
論
の
見
地
は
、『
言
語
能
力
と

言
語
の
起
源
に
つ
い
て
』（
一
七
九
五
年
）（
22
）に
お
い
て
、
よ
り
具
体

的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
「
人
間
は
、
む
き
だ
し
の
、
あ
る
い
は

獣
的
な
本
性
を
、自
ら
の
目
的
に
即
し
て
変
容
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
」

が
、
こ
の
衝
動
は
「
汝
自
身
と
つ
ね
に
一
つ
で
あ
れ
」
と
す
る
「
人
間

に
お
け
る
最
高
原
理
」
に
従
属
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
は
普
段
「
こ

の
原
理
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
が
、「
す
べ
て
が
自
ら
の

理
性
と
一
致
す
る
よ
う
に
、
理
性
的
で
は
な
い
自
然
本
性
を
屈
服
さ
せ

よ
う
と
す
る
」
も
の
で
あ
り
、「
人
間
が
自
分
自
身
と
調
和
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
の
は
こ
の
制
約
か
ら
だ
け
な
の
で
あ
る
。「
人
間
は
表
象

す
る
存
在
者
で
あ
る
」
が
、「
表
象
す
る
事
物
が
自
ら
の
衝
動
と
一
致

し
な
い
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
「
自
分
自
身
と
の
矛
盾
」
へ
と
陥

る
。
そ
れ
ゆ
え
「
衝
動
は
事
物
が
我
々
の
傾
向
と
調
和
す
る
よ
う
に
、
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そ
し
て
現
実
が
理
想
に
合
致
す
る
よ
う
に
事
物
に
手
を
加
え
ね
ば
な
ら

ず
」、
人
間
は
必
然
的
に
「
彼
が
知
る
か
ぎ
り
の
す
べ
て
を
理
性
に
適

合
す
る
（vernunftm

ässig

）
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
」（SW

, Ⅷ
305f. / G

A
 I/3, 100f.

）こ
と
と
な
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、こ
の
こ
と
を「
交

互
作
用
」
か
ら
説
明
し
、「
私
が
あ
る
存
在
者
に
対
し
て
自
分
の
目
的

を
表
出
す
る
（äussern

）
の
に
応
じ
て
、
こ
の
よ
う
な
表
出
と
の
関
わ

り
の
中
で
自
分
の
目
的
を
変
え
る
よ
う
な
存
在
者
（
中
略
）
だ
け
を
、

私
は
理
性
的
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
。
こ
こ
に

お
い
て「
私
と
そ
の
存
在
者
と
の
あ
い
だ
に
登
場
し
て
い
る
交
互
作
用
」

に
は「
自
由
と
合
目
的
性
と
の
間
の
交
替
が
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
」

の
で
あ
り
、「
こ
の
交
替
の
中
に
我
々
は
理
性
を
認
識
す
る
」
の
で
あ

る
か
ら
、「
人
間
は
、
必
然
的
に
、
理
性
適
合
性
を
自
分
自
身
の
外
部

に
見
出
す
と
い
う
こ
と
を
目
指
す
」。「
人
間
は
こ
の
こ
と
を
目
指
す
一

つ
の
衝
動
を
も
っ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、「
自
分
自
身
の
外
部
に
理
性

適
合
性
を
探
し
求
め
る
よ
う
に
人
間
を
導
く
の
は
、
自
分
自
身
と
の
一

致
へ
の
衝
動
」（SW

, Ⅷ
307 / G

A
 I/3, 102

）
な
の
で
あ
る
。「
ま
さ

し
く
こ
の
衝
動
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
と
同
じ
種
類
の
存
在
者
と
現
実

的
に
交
互
作
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
間
も
な
く
、
自
分
と
繋
が
り
の
あ

る
他
者
へ
と
自
ら
の
思
想
を
或
る
一
定
の
仕
方
で
示
し
て
、
ま
た
そ
の

反
対
に
、
そ
の
他
者
か
ら
思
想
の
は
っ
き
り
と
し
た
伝
達
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
よ
う
な
望
み
が
人
間
の
中
に
生
ま
れ
た
に
ち

が
い
な
い
」（SW

, Ⅷ
308 / G

A
 I/3,10

）
と
。
こ
う
し
て
フ
ィ
ヒ
テ

は「
人
間
ど
う
し
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、恣
意
的
な
記
号
に
よ
っ

て
我
々
の
思
想
を
互
い
に
示
し
あ
う
、
と
い
う
着
想
」
つ
ま
り
「
言
語

と
い
う
着
想
」
が
我
々
に
生
じ
る
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
「
自
分
自
身
の
外

部
に
理
性
適
合
性
を
見
出
す
と
い
う
人
間
の
本
性
に
基
づ
く
衝
動
の
う

ち
に
は
、
一
つ
の
言
語
を
現
実
化
す
る
と
い
う
特
殊
な
衝
動
が
あ
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
し
て
理
性
的
存
在
者
ど
う
し
が
た
が
い
に
交
互
作
用
す

る
よ
う
に
な
る
と
き
に
は
、
こ
の
衝
動
を
満
足
さ
せ
る
必
要
が
生
じ
る

の
で
あ
る
」（SW

 Ⅷ
, 309 / G

A
 I/3, 103

）
と
。
こ
の
よ
う
な
「
自
己

を
伝
達
し
よ
う
と
す
る
衝
動
は
、
新
し
く
崇
高
な
思
想
の
際
に
こ
そ
最

も
活
き
活
き
と
す
る
」
と
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
は
、「
我
々
の
中
に
は
、
構

想
力
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
る
図
式
に
よ
る
感
性
的
表
象
と
精
神
的
表

象
と
の
合
一
が
存
在
す
る
」（SW

 Ⅷ
, 322 / G

A
 I/3, 113

）
と
す
る
の

で
あ
る
。

お
わ
り
に

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
自
分
の
道
徳
的
な
立
場
に
即
し
て
、
芸
術
も
含
め
た

全
て
の
価
値
を
究
極
的
に
は
道
徳
的
な
価
値
に
還
元
す
る（
23
）。『
道
徳

論
』
第
三
一
節
「
芸
術
家
の
義
務
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ

は
「
芸
術
は
超
越
論
的
観
点
を
通
常
の
観
点
に
す
る
」
役
割
を
担
う
も

の
で
あ
り
、「
世
界
は
超
越
論
的
観
点
で
は
つ
く
ら
れ
る
が
、
通
常
の

観
点
で
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。
世
界
は
美
的
観
点
で
は
与
え
ら
れ
て
い

る
が
、
世
界
が
ど
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
た
か
と
い
う
観
点
に
沿
っ
て
の

み
与
え
ら
れ
て
い
る
」（SW

 Ⅳ
, 353f. / G

A
 I/5, 307f.

）
と
す
る
。

こ
の
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
観
点
は
、
講
義
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識

学
』（
24
）末
尾
に
お
い
て
整
理
さ
れ
て
お
り
、「
美
的
観
点
と
は
、
そ
れ

に
よ
っ
て
人
が
超
越
論
的
観
点
へ
と
高
ま
る
観
点
で
あ
る
」（G

A
 II/2, 

266

）
と
さ
れ
、
美
学
は
超
越
論
的
観
点
と
通
常
の
観
点
と
を
媒
介
す

る
役
割
を
与
え
ら
れ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
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【
註
】

フ
ィ
ヒ
テ
の
引
用
はI. H

. Fichte

版
全
集
と
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集

を
用
い
、
頁
数
はSW

 / G
A

の
略
号
と
共
に
、
シ
ラ
ー
の
引
用
は

N
ationalausgabe

全
集
を
用
い
、
頁
数
はN

A

の
略
号
と
共
に
、
そ
れ

ぞ
れ
本
文
中
に
記
し
た
。
カ
ン
ト
の
引
用
頁
数
に
つ
い
て
も
、
慣
例
に

倣
っ
た
。
訳
出
に
際
し
て
は
『
フ
ィ
ヒ
テ
全
集
』（
晢
書
房
）
各
号
所

収
の
訳
文
や
既
存
の
シ
ラ
ー
各
邦
訳
書
（
草
薙
正
夫
訳
『
美
と
芸
術
の

理
論
―
―
カ
リ
ア
ス
書
簡
―
―
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
四
年
・
小
栗
孝

則
訳
『
人
間
の
美
的
教
育
に
つ
い
て
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
二

年
・
石
原
達
二
訳
『
シ
ラ
ー
美
学
芸
術
論
集
』
冨
山
房
百
科
文
庫
、

一
九
七
七
年
・
浜
田
正
秀
訳
『
美
的
教
育
』
玉
川
大
学
出
版
局
、

一
九
八
二
年
）
を
参
照
し
た
。
た
だ
し
行
論
上
の
都
合
か
ら
訳
文
を
変

更
し
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
御
寛
恕
い
た
だ
き
た
い
。

（
1
）  Schiller, F.: Ü

ber die ästhetische Erziehung des M
enschen, 1795. 

（
2
） G

adam
er, H

ans-G
eorg: W

ahrheit und M
ethode - G

rundzuge einer 
philosophischen H

erm
eneutik, 1960. In: G

esam
m

elte W
erke, 6. 

A
ufl. B

d, 1. 1990, S. 87f. 

中
村
美
智
太
郎
「
シ
ラ
ー
の
調
和
的
思
考

に
つ
い
て
―
―
ガ
ダ
マ
ー
の
批
判
と
美
的
思
索
の
リ
ア
リ
テ
ィ
」、『
倫

理
学
年
報
』
第
五
八
集
（
日
本
倫
理
学
会
）、
二
〇
〇
九
年
、
一
七
四

〜
五
頁
を
参
照
。

（
3
） Fichte, J. G

.: Einige Vorlesungen über die Bestim
m

ung des 
G

elehrten, 1794.

（
4
） Fichte, J. G

.: G
rundlage der G

esam
m

ten W
issenschaftslehre, 

1794/95. 

（
5
） Schiller, F.:  K

allias oder über die Schönheit, 1793. 

（
6
） K

ant, I.: K
ritik der U

rteilskraft, 1790.

（
7
） Schiller, F.: Ü

ber Anm
uth und W

ürde, 1793.

（
8
） 『
基
礎
』
理
論
的
部
門
の
成
立
が
一
七
九
四
年
の
秋
（
九
月
）、『
美

的
教
育
』
が
一
七
九
五
年
の
冬
か
ら
夏
（
一
月
、
二
月
、
六
月
）、
そ

し
て
『
基
礎
』
実
践
的
部
門
が
一
七
九
五
年
の
夏
（
七
月
）
で
あ
る
。

（
9
） Fichte, J. G

.: Versuch einer K
ritik aller O

ffenbarung, 1792. 

フ
ィ

ヒ
テ
の
初
期
宗
教
論
の
衝
動
論
の
内
容
が
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
哲
学
に

お
け
る
表
象
能
力
理
論
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

田
端
信
廣
『
書
評
誌
に
見
る
批
判
哲
学
―
―
初
期
ド
イ
ツ
観
念
論
の

展
相
』、
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
九
年
、
一
六
七
〜
七
〇
頁
を
参
照
。

（
10
） Fichte, J. G

.: D
as System

 der Sittenlehre nach den Prinzipien der 
W

issenschaftslehre, 1798.

（
11
）  K

ant, I.: K
ritik der reinen Vernunft, 1781, 1787.

（
12
） Schiller, F.: Versuch über den Zusam

m
enhang der tierischen 

N
atur des M

enschen m
it seiner geistigen, 1780. 

（
13
）  K

ant, I.: K
ritik der praktischen Vernunft, 1788.

（
14
） 

カ
ン
ト
の
立
場
を
擁
護
す
る
見
地
と
し
て
、
内
田
浩
明
『
カ
ン
ト
の

自
我
論
』、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
第
四
章
「
カ
ン
ト
実
践
哲
学
に

お
け
る
感
情
の
問
題
」、
二
〇
〇
五
年
、
一
三
五
〜
七
一
頁
を
参
照
。

な
お 

本
節
で
扱
っ
た
シ
ラ
ー
の
『
カ
リ
ア
ス
書
簡
』
と
『
優
美
と
尊

厳
に
つ
い
て
』
の
内
容
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
田
端
信
廣
『
哲
学
的

思
惟
と
詩
的
思
惟
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
―
―
フ
ィ
ヒ
テvs

ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
、Fr.

シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
』、
晃
洋
書
房
、
第

一
章
「Fr. 

シ
ラ
ー
の
美
学
思
想
の
展
開
」、
二
〇
二
二
年
、
一
〜
二
四

頁
を
参
照
。

（
15
） V

gl. K
ant, I.: op. cit., 1788, A

A
 V,108ff.
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（
16
） 

中
村
美
智
太
郎
、
上
掲
論
文
、
一
八
〇
頁
を
参
照
。

（
17
） 

本
節
で
扱
っ
た
シ
ラ
ー
の
『
美
的
教
育
論
』
の
内
容
に
つ
い
て
、
詳

し
く
は
田
端
信
廣
、上
掲
書
、第
二
章
「『
人
間
の
美
的
教
育
』
の
理
念
」、

二
五
〜
四
二
頁
を
参
照
。
ま
た
、 M

atuschek, S.: Friedrich Schiller: 
Ü

ber die ästhetische Erziehung des M
enschen in einer Reihe von 

B
riefen. 

（S
uhrkam

p S
tudienbibliothek, 16; Text und 

K
om

m
entar

）, 2009, 2. A
ufl., 2018.

の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
も
詳
し
い
。

（
18
） J. G

. Fichte im
 G

espräch: Berichte d. Zeitgenossen, hrsg. von 
Erich Fuchs in Zusam

m
enarbeit m

it R
einhard Lauth und W

alter 
Schieche. B

d. 1, 1978, S. 272. N
r. 297. D

AV
ID

 V
EIT A

N
 R

A
H

EL 
LEV

IN
, Leibzig, 23. A

pril 1795.

（
19
） Fichte, J. G

.: Praktische Philosophie, 1794. 

草
稿
「
実
践
哲
学
」

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
子
野
日
俊
夫
「
初
期
フ
ィ
ヒ
テ
の
美
学
思
想
」、

『
岡
山
県
立
大
学
デ
ザ
イ
ン
学
部
紀
要
』vol.2, N

o.1

、
一
九
九
六
年
、

一
〇
三
〜
八
頁
を
参
照
。

（
20
） Fichte, J. G

.: Ü
ber G

eist und Buchstab in der Philosophie, 1794. 

こ
こ
に
お
い
て
「
衝
動
に
よ
っ
て
人
間
は
そ
も
そ
も
人
間
な
の
で
あ

り
、
ど
の
よ
う
な
人
間
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
衝
動
の
、
内
な
る

生
の
、
そ
し
て
努
力
の
力
と
実
働
性
（K

raft und W
irksam

keit
）
の

大
小
に
依
存
す
る
」（SW

 Ⅷ
, 277f./G

A
 I/6, 341

）
と
述
べ
る
フ
ィ

ヒ
テ
は
、「
衝
動
一
元
論
的
な
人
間
論
を
構
想
し
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
」 （
田
端
信
廣
『
書
評
誌
に
見
る
批
判
哲
学
―
―
初
期
ド
イ
ツ
観
念

論
の
展
相
』、2019

年
、196

頁
）。
な
お
シ
ラ
ー
が
雑
誌
『
ホ
ー
レ
ン
』

へ
の
不
掲
載
を
フ
ィ
ヒ
テ
に
告
げ
る
書
簡
に
つ
い
て
は
、N

A
 28, 19f., 

N
r. 20.

を
参
照
。
グ
ナ
イ
セ
は
、「
シ
ラ
ー
が
、
美
的
衝
動
の
フ
ィ
ヒ

テ
の
理
論
は
美
の
把
握
に
つ
い
て
の
自
分
の
教
説
と
一
致
さ
せ
ら
れ

な
い
と
い
う
主
張
を
す
る
の
は
正
当
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
シ

ラ
ー
を
擁
護
し
て
い
る
。 G

neisse, K
.:  Schillers Lehre von der 

ästhetischen W
ahrnehm

ung, 1893, S.199.

（
21
） Fichte, J. G

.: Versuch eines erklärenden Auszugs aus K
ants K

ritik 
der U

rteilskraft, 1790/91.

（
22
） Fichte, J. G

.: Von der Sprachfähigkeit und dem
 U

rsprung der 
Sprache, 1795.

（
23
） V

gl. B
reazeale, D

.: Against Art?: Fichte on Aesthetic Experience 
and Fine Art, Journal of the Faculty of Letters, The U

niversity of 
Tokyo, A

esthetics, vol. 38, 2014, S. 37. V
gl. A

costa, E.: Schiller 
versus Fichte: Schillers Begriff der Person in der Zeit und Fichtes 
K

ategorie der W
echselbestim

m
ung im

 W
iderstreit, Fichte-Studien, 

Supplem
enta, Vol. 27, 2011, S.260-263.

（
24
） Fichte, J. G

.: W
issenschaftslehre nova m

ethodo, 1796/99.

参
考
文
献
（
シ
ラ
ー
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
テ
キ
ス
ト
を
除
く
）

G
neisse, K

.: Schillers Lehre von der ästhetischen W
ahrnehm

ung, 
1893.

W
ernly, J.: Prolegom

ena zu einem
 lexikon der ästhetisch-ethischen 

Term
inologie Friedrich Schillers, 1909.

（
ユ
ー
リ
ア
・
ヴ
ェ
ル
ン
リ

著
（
馬
上
徳
訳
）『
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ラ
ー
美
学=

倫
理
学
用
語
事

典
序
説
』、
鳥
影
社
、
二
〇
〇
七
年
）

G
adam

er, H
ans-G

eorg: W
ahrheit und M

ethode: G
rundzuge einer 

philosophischen H
erm

eneutik, 1960.
Staiger, E.: Friedrich Schiller, 1967.

（
エ
ー
ミ
ー
ル
・
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー

著
（
神
代
尚
志
・
森
良
文
・
吉
安
光
徳
他
訳
）『
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ

ラ
ー
』、
白
水
社
、
一
九
九
〇
年
）

Pott, H
ans-G

eorg: D
ie schöne Freiheit: eine Interpretation zu 
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Schillers Schrift, Ü

ber die ästhetische Erziehung des M
enschen in 

einer Reihe von Briefen, 1980.
B

eiser, F.: Schiller as Philosopher: A Re-Exam
ination, O

xford 
U

niversity Press, 2008.
M

atuschek, S.: Friedrich Schiller: Ü
ber die ästhetische Erziehung 

des M
enschen in einer R

eihe von B
riefen. 

（Suhrkam
p 

Studienbibliothek, 16; Text und K
om

m
entar

）, 2009.
A

costa, E.: Schiller versus Fichte: Schillers Begriff der Person in der 
Zeit und Fichtes K

ategorie der W
echselbestim

m
ung im

 W
iderstreit, 

Fichte-Studien, Supplem
enta, Vol. 27, 2011.

B
reazeale, D

.: Against Art?: Fichte on Aesthetic Experience and Fine 
Art, Journal of the Faculty of Letters, The U

niversity of Tokyo, 
A

esthetics, vol. 38, pp. 25-42, 2014.

新
開
長
英
『
独
逸
観
念
論
と
道
徳
哲
学
』、
理
想
社
、
一
九
六
四
年

金
田
民
夫
『
シ
ラ
ー
の
芸
術
論
』、
理
想
社
、
一
九
六
八
年

子
野
日
俊
夫
「
初
期
フ
ィ
ヒ
テ
の
美
学
思
想
」、『
岡
山
県
立
大
学
デ
ザ
イ

ン
学
部
紀
要
』vol.2, N

o.1

、
一
〇
三
〜
一
〇
八
頁
、
一
九
九
六
年

内
藤
克
彦
『
シ
ラ
ー
の
美
的
教
育
思
想
―
―
そ
の
形
成
と
展
開
の
軌
跡
』、

三
修
社
、
一
九
九
九
年

内
田
浩
明
『
カ
ン
ト
の
自
我
論
』、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
五

年
井
藤
元
「
シ
ラ
ー
『
美
的
書
簡
』
に
お
け
る
「
遊
戯
衝
動
」
―
―
ゲ
ー
テ

文
学
か
ら
の
解
明
」、『
研
究
室
紀
要
』
第
三
三
号
（
東
京
大
学
大
学

院
教
育
学
研
究
科
教
育
学
研
究
室
）、
八
九
〜
一
〇
〇
頁
、
二
〇
〇
七

年 

　

―
―
「『
崇
高
論
』
に
よ
る
シ
ラ
ー
美
的
教
育
論
再
考
：
シ
ラ
ー
美
的

教
育
論
再
構
築
へ
の
布
石
」、『
京
都
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀

要
』
第
五
五
号
、
一
七
三
〜
一
八
七
頁
、
二
〇
〇
九
年

中
村
美
智
太
郎
「
シ
ラ
ー
の
調
和
的
思
考
に
つ
い
て
―
―
ガ
ダ
マ
ー
の
批

判
と
美
的
思
索
の
リ
ア
リ
テ
ィ
」、『
倫
理
学
年
報
』
第
五
八
集
（
日

本
倫
理
学
会
）、
一
七
三
〜
一
八
七
頁
、
二
〇
〇
九
年

松
山
雄
三
「Fr. 

シ
ラ
ー
と
美
的
教
養
思
想
」、『
東
北
薬
科
大
学
一
般
教

育
関
係
論
集
』
第
二
九
巻
、
一
〜
二
八
頁
、
二
〇
一
五
年

小
林
日
花
里
「
シ
ラ
ー
『
優
美
と
尊
厳
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
道
徳
的
動

機
づ
け
に
関
す
る
一
考
察
：
カ
ン
ト
倫
理
学
と
の
対
決
を
手
が
か
り

と
し
て
」、『
倫
理
学
』
第
三
二
号
（
筑
波
大
学
倫
理
学
研
究
会
）、

八
五
〜
九
七
頁
、
二
〇
一
六
年

八
幡
さ
く
ら
「
シ
ェ
リ
ン
グ
芸
術
哲
学
に
お
け
る
構
想
力
：
図
式
と
象
徴

の
関
係
か
ら
見
た
カ
ン
ト
の
変
容
」、『
哲
学
』
第
六
七
号
（
日
本
哲

学
会
）、
二
六
二
〜
二
七
六
頁
、
二
〇
一
六
年

田
端
信
廣
『
書
評
誌
に
見
る
批
判
哲
学
―
―
初
期
ド
イ
ツ
観
念
論
の
展

相
』、
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
九
年 

　

―
―
『
哲
学
的
思
惟
と
詩
的
思
惟
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
―
―
フ
ィ
ヒ

テvs

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
、Fr.

シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
』、
晃

洋
書
房
、
二
〇
二
二
年

※
当
研
究
に
際
し
て
、
大
谷
大
学
文
学
部
哲
学
科
の
鳥
越
覚
生
助
教
に
多

く
の
御
助
言
を
賜
っ
た
。
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。


