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シ
ラ
ー

の
美
的
観
念
論

清

水

満

序

　　
　

「
わ
れ

わ
れ

は
新

し

い
神

話

を
も

た

ね
ば

な

ら

な

い
。

…

…
そ

し

て

こ
の
神
話

は
理

性

の
神
話

と

な
ら

ね
ば

な

ら
な

い
」

と
は
、

『
ド

イ

ツ
観
念

論

最
古

の
体

系
プ
ロ

グ

ラ
ム
』

の
宣

言

で
あ

る
。

そ
れ

は
美

的
理
念

を
、
真

理

と
善

を
も

統

一
し
、

包
括

す

る
理
念

と

し
て
最

高
位

に
お
き
、

理

性

に
も

と
つ
く
感

性

的
宗

教
、

芸
術

の
信

仰

共
同

体

を
構

想

す

る
。

宗

教

が
統
合

理
念

と

し

て
の
そ

の
地
位

を
喪

失

し

て
し

ま

っ
た
現
代

、

い
わ

ゆ

る

「
神

な

き
時
代

」

に
住

む
吾

々

に
と

っ
て
、
芸

術

を

そ

の
救

世
主

と
す
る
美

的

な
共
同

体

の
構

築

と

い
う

プ

ロ
グ

ラ

ム
は
切
実

に
響

く

。
現
実

に
も
、

ウ

ィ
リ

ア

ム

・
モ
リ

ス
の

工
芸
社
会

主
義

、

柳
宗

悦

の

ギ

ル
ド
共

同
体

、

宮
沢
賢
治

の
『農
民
芸
術
概
論
綱
要
』
に
も

と
つ

く
羅
須

地

人
協
会

の
実
践

例

な
ど

が
あ

り
、
美

的

活
動

に
お

い
て
、

真

理

と
善

の

統
合

と
実

現

を

め
ざ
し

た
点

で

は
、
あ

る
種

の
共

通
性

を

も

っ
て

い
る
。

ハ3
)

し

か
し
、

ガ
ダ

マ
ー

に

よ
れ
ば

、
普

遍

と
個
別

が

分
裂

・
対

立
す

る
教

養
社

会

に
あ

っ
て
は
、
救

い
を
求

め

る
世
界

の
要

求

は
、
芸

術
家

の
個



別
性

に
お

い
て
し

か
実

現
さ

れ
ず
、

そ

の
芸
術

家

が

た
し

か

に
ひ

と

つ
の
信

仰

共
岡
体

を

つ
く

り

え
た

に

せ
よ
、

そ
れ
自

体

が
欄
別

的

で
あ

り
、

人

々
を
結

び

つ
け

て

い
る

の
は
、

美
的

教
養

と

い
う
普

遍
的

な
形

態

で
し

か
な

い
。

い
ず

れ

に
し

ろ
、

そ
れ

は
生

じ

つ
つ
あ

る
崩
壊

を

証

し
す

る

も

の
だ

と
批
判

す

る
。

こ

の
と
き
、

ガ
ダ

マ
ー

の
批
判

の
鋒

先

と
な

っ
て

い
る

の
が

、
上

述

の
体
系

プ

ロ
グ

ラ

ム
で
あ

り
、

ま
た

シ
ラ
…

の
美
的

教
養

論

で
あ

る
。

現
実
的

な
実

践

の
敗
北

を
見

る

に

つ
け

て
も
、

ガ
ダ

マ
ー

の
挑

判

の
正
当

性

が
実
感

で
き

る
が
、

し

か
し
、

そ

れ

で
も

『
最
古

の
体

系
プ

ロ
グ

ラ
ム
』

や

シ
ラ

ー
の
美
的

教
養

論

を
、

ア

ク
チ

ュ
ア

リ

テ
ィ

の
あ

る
も

の
と

し
て
積

極
的

に
評

価

す
る

の
が
、

ハ
ー

バ

マ
ス
で
あ

る
。

?
)

「
シ
ラ
…

は
芸
術

こ
そ
、
未

来

の

"
美

的
国

家

"

に
お

い
て
実

現

さ
れ

る

一
種

の
対

話
的

理
性

と
捉

え
て

い
た

の

で
あ

る
」
、

「
シ
ラ
…

の
美
的

ユ
ー

ト
ピ

ア
は
、
生

活

環
境

を
審

美
的

に
す
る

こ
と

を
目
的

と
し

て

い
な

い
の
は

い
う

ま

で
も
な

い
が
、

了
解

、
意

思

疎
通

の
状

況

を
革
命

的

に

(5
)

変

革
す

る
霞
標

は

も

っ
て

い
る
」

。

ハ
ー
バ

マ
ス

は
、

自

己
分

裂

を
お

こ
し

た

モ
デ

ル
ネ

(
近
代

)

の
宥

和

を

に
な
う

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
イ

シ

ョ
ン
的
行

為

の

一
つ
と

し

て
芸

術

の
役
割

を

あ
げ

る

シ
ラ

ー
を
高

く
評
価

す

る
。

い
ず

れ

の
立
場

に
立

つ
に
せ

よ
、
近

代

の
自

己
分

裂

の
問
題

に
切
実

に
対
応

せ
ざ

る

を
え

な

い
限

り
は
、

シ
ラ
ー

の
思
想

や
最

古

の
体
系

プ

ロ

(
6
)

グ

ラ

ム

の
問

題
提
起

が
、

ア
ク
チ

ュ
ア
リ

テ

ィ
を
も

っ
て
吾

々
に
迫

っ
て
く

る

こ
と
は
否

め

な

い
で
あ

ろ
う

。

こ
の
小
論

は

か
か

る
問
題

意
識

を

も

っ
て
書

か
れ

た

も

の
で
あ

る
が
、

狙

い
と
す
る
所

は

、

カ

ン
ト
と

の
継
承

と
対

照

(
コ
ン
テ

ク

ス
ト

と

コ

ン
ト

ラ

ス
ト
)

に
お

い
て
、

シ
ラ
ー

の
美
学

思
想

を

つ
か
み
、

そ

の

こ
と

に
よ

っ
て
、

シ

ラ
ー

の
独

自

性
を

う

き
ぽ

り

に
す

る

こ
と

で
あ

る
。

そ

の

こ
と
は

ま
た
、
来

る

べ
き
議
論

、

即
ち

、
最
古

の
体
系

プ

ロ
グ

ラ

ム
と

の
関

連
、

或

は
ガ
ダ

マ
ー

の
批
判

へ
の
再
批

判

な
ど

を
考
察

・
構

想

す

る

に
あ

た

っ
て

の
、
土

台

と
な

り
う

る

こ
と
を

め
ざ

す
も

の
で
あ

る
。



口
、

「
美

は
自

由

理
念

の

間
接

的

表
現

で

あ

る
」
 

カ

ン
ト
の

到
達

点

a
、
概
念
な
き
合
規
財
性
、
目
的
な
き
合
目
的
性

カ
ン
ト
が
判
断
力
批
判
で
本
来
意
図
し
た
こ
と
は
判
断
力
が
ア

・
プ
リ
オ
リ
な
原
理
を
も
ち
う
る
か
ど
う
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
判
断
力
と

は
特
殊
を
普
遍
の
も
と
に
包
摂
す
る
能
力
で
あ
る
が
、
既
に
法
則
や
概
念
が
与
え
ら
れ
て
お
れ
ば
、
何
の
原
理
も
必
要
と
は
し
な
い
。
し
か
し
、

科
学
的
認
識
や
道
徳
的
な
判
断
と
ち
が
っ
て
、
美
的
判
断
の
場
合
、
普
遍
的
な
概
念
や
法
則

(原
則
)
が
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
反
省
の
た
め
の

主
観
的
原
理
が
必
要
と
な
る
。

美
と
い
う
も
の
は
こ
の
よ
う
に
、
対
象
の
概
念
に
も
主
体
の
目
的
に
も
関
係
せ
ず
、
い
い
か
え
れ
ば
、
悟
性
概
念
に
よ
る
自
然
認
識
で
も
な
く
、

ま
た
主
体
の
対
象

へ
の
目
的
意
志
を
も
っ
た
働
き
か
け
、
行
為
と
も
直
接
に
は
関
わ
ら
な
い
。

た
し
か
に
美
は
、
感
性
と
悟
性
を
通
じ
て
の
対
象
の
表
象
で
あ
る
が
、
対
象
的
自
然
そ
の
も
の
の
認
識
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
絵
画
は
、
物
理

的
に
は
色
の
集
積
で
し
か
な
く
、
絵
具
と
画
布
に
す
ぎ
な
い
が
、
ひ
ま
わ
り
な
ら
ひ
ま
わ
り
の
絵
を
見
て
、
美
的
な
判
断
に
お
い
て
人
は
、
こ
の

ひ
ま
わ
り
は
美
し
い
と
う
け
と
る
。
実
物
で
は
な
い
に
せ
よ
、
人
は
ひ
ま
わ
り
を
表
象
の
内
で
造
形
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
美
的
な
判
断
の

内
で
は
、
従
っ
て
、
ひ
ま
わ
り
と
い
う
形
式
が
作
用
し
て
お
り
、
換
言
す
れ
ば
、
悟
性
の
概
念
が
規
定
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、
反
省
的
に
働
い
て
、

判
断
す
る
主
体
に
適
意
を
生
じ
せ
し
め
て
い
る
。
構
想
力
の
総
合
し
た
形
像
は
、
客
観
的
な
認
識
に
お
け
る
ひ
ま
わ
り
の
概
念
と
偶
然
的
に
一
致

し
て
お
り
、
合
規
則
的
な
の
で
あ
る

(概
念
な
き
合
規
則
性
)
。

こ
の
形
式

・
形
像
作
用
の
構
造
を
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。

美
は
形
式
、
形
像
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
根
源
的
に
感
性
を
通
じ
て
の
構
想
力
に
よ
る
造
形
作
用
が
前
提

さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
構



(7
)

想
力

の
総

合

が
そ

こ

に
働

い
て

い
る

の

で
あ

る

が
、

し

か
し

こ

の
構

想
力

は
認

識
判

断

と
ち

が

っ
て
、

美
的

判
断

の
場

合
、

こ
の
総
合

に
よ

る
形

像

を

カ
テ
ゴ

リ

ー
の
支

配

に
供
給

し

な

い
。

構
想

力

は
対
象

か
ら

の
触
発

に
ま
か

せ

て
、

己

れ

の
自

由

な
自

発
性

に
も
と
づ

き
、

造
形

す

る
。

そ

う

し

て
こ

の
形
像

が
悟
性

に
よ

る
再
認

に
よ

っ
て
そ

れ
自
体

規

則
性

を

も
ち
、

あ

た

か
も

「吾

々
が

こ
れ
ら

の
も

の
の
根
底

に
目

的

に
従

う
原

因

性

、
即

ち
、

あ

る

一
定

の
規

則

の
表
象

に
従

っ
て
そ

れ
ら

の
対
象

や
行
為

を
配

置

し

て
お

い
た
よ

う
な
意

志

を
想
定

す

る

か
ぎ

り
、

そ

の
可
能
性

(8
)

が
説
明

、
理
解

さ
れ
う

る
」

よ
う

な
合

目
的

性

を
も

つ
の
で
あ

る
。

も

ち
ろ

ん
そ

れ
は
実

践
的

行
為

に
お
け

る
目

的

で
は

な

い

(目
的

な

き
合
目

的

性
)
。

　　
　

構

想
力

は
自

由

な
遊

び
を

い
と
な

み
、

し

か
も
悟
性

は
自

由

な
合

法
則

性

(目
的

な

き
合

目
的

性
)

を
も

っ
て

「構

想
力

に

つ
か

え
」

、
構
想

(
10
)

力

の
自

由

が
無

形
式

に
な

る

こ
と
を

お
し

と
ど

め

る
。

こ

の
関

係

が

「
調

和
」

と
言

わ

れ

る
。

感
性

(構

想
力

)

と
悟

性

を

つ
な

ぐ
判
断

力

は
、

美
を

判
定

す

る
主
観

的
原

理

と
し

て
、

か

か
る
構

想
力

と
悟

性

と

の
自

由

な
働

き

に
よ

る
主

観

的

な
合
目

的
性

を

も

つ
。

こ
の
判
断

は
論

理
的

判
断

で
は

な

い
か
ら
、

対
象

の
表

象

を
概
念

の
も

と

に
包

摂

し
な

い
。

こ
れ

は
あ

く
ま

で
も

対

象

の
規

定

に
は

か
か

わ
り

な
く
、

主
観

と
表

象

と

の
反
省

的

な
関
係

の
内

に
と
ど

ま

る
。

と
は

い
え
、

こ
の
構

想

力

と
悟
性

の
調

和
、

合

目
的
性

と

い
う

原

理
そ

の
も

の
は
、

ア

・
プ

リ
オ

リ
な

も

の
で
あ

り
、

そ

の

こ
と

に
よ

っ
て
普

遍
妥
当

性

を
要

求

で
き

る

の
で
あ

る
。

b
、

美

の

普

遍

妥

当

性

の
根

拠

美

の
判
断

は
全

く
主

観
的

で
、

客
観

的

な
も

の
で
は

な

い
。

論

理
的

な
判
断

は
、
概

念

を
根

底

に
お
く

こ
と

に
よ

っ
て
客

観
的

普
遍

妥
当

性

が

保

証

さ
れ

る
が
、

美
的

判
断

は

「
悟

性

に
よ

っ
て

ア

・
プ

リ

オ
リ

に
与

え
ら

れ
た
自

然

一
般

の
概
念

を
根

底

に
お
く

よ
う

な
理
論

認
識

で
も
な

け

(11
)

れ
ば
、

理
性

に
よ

っ
て

ア

・
プ

リ
オ

リ

に
与

え
ら

れ
た
自

由

の
理
念

を
根

底

に

お
く

よ
う

な
実
践

判
断

で
も
な

い
」
。

そ

れ

で
も

「
主
観

的
根

拠

(12
)

に
も

と
つ

い
て
全

て
の
人

に
妥
当

す

る

よ
う
」

要
求

す

る

の
で
あ

る
。

こ

の
主
観

的
根

拠

と

い
う

の
が
上

に
述

べ
た

ア

・
プ
リ

オ
リ

な

「構

想
力

と
悟
性

の
調
和

の
関
係

」
で
あ

る
。

カ

ン
ト
は

ま

た
、

「
こ

の
判
断

の
内

で
働

く
認

識
能

力

の
認
識

一
般

に
対

す

る
関
係

に
か

ん
し

て
は
、

こ
の
能



　ヨ

カ

の
主

観
的
条

件

(調

和
)

は
全

て

の
人
間

に
お

い
て
同

一
で
あ

る
」

と

い
う

よ
う

な
能
力

心

理
学
的

な

言

い
方

を

し

て
、

己

れ

の
主
張

す

る
普

遍

妥
当

性

を
根

拠

づ

け
よ
う

と
す

る

が
、

こ
れ

は
彼

が
あ

く
ま

で
も
批

判

の
枠

ぐ

み
に

と
ど
ま

ろ
う

と
す

る

か
ら

で
心
あ

る
。

こ
の
、
悟

性

と
構
想

力

の
調
和

の
構

造
、

自
由

な
戯

れ

(
　

)

を
主
観

の
内

に
指

摘

し
、

こ
れ

が

ア

・
プ

リ

オ
リ

な
も

の

で
あ
る

こ

と
を
証

す

る
だ
け

で
、

た
し

か

に
美

し

い
と

い
う

こ

と
そ

の
も

の
は
説

明
可

能

で
あ

ろ
う
。

対
象

が
あ

り
、

そ

れ
が
吾

々
の
感
性

を
触

発

し
、
表

象

を
与

え

る
。

構
想

力

は
自
由

に
造

形

し
、
悟

性

は
自

由

な
合

規

則
性

を

も

っ
て
ま

た
構

想

力

に
生
気

を
与

え

る
。
吾

々
は

こ
の

「自

由

な
遊
び

(
　

　む　)」
を
気

楽

に
楽

し

め
ば
良

い
の
か

も
し

れ
な

い
。

し

か
し
、
構

想
力

の
パ
ト

ス
的

な
働

き
を
冷

た

い
法
則

の
支

配
者

た

る
悟
性

が

た
だ

た

だ
制

御

し

て
、
価

値

に
か

か
わ

ら

ぬ
整

っ
た
美

を
味

わ

う

だ
け

で
よ

い
の
だ
ろ
う

か
P

制

約

を
遡

り
、
無

制
約

者

を
求

め

る
こ

と
は
変

わ

ら
ぬ

「
理
性

の
自

然
的

本
性

」

で
あ

る
。
第

一
批

判

に

お

い

て
は
、
悟

性

の
自
然

科
学

的
世

界
像

に
と

ど
ま

る
こ

と
な
く

、
理

性

は
無

制

約
者

を
求

め

た
。

そ
れ

ゆ
え
、

こ
こ

で
も
次

の
問

い
を

発
す

る

と
き
、

情

況

は

一
変

す

る
。

即

ち
、
美

の
根

拠

へ
の
問

い
、

い

い
か
え

れ
ば
、

対
象

は
美

を
通

じ

て
吾

々

に
何

を
語

り

か
け

て
く

る

の
か

と

い
う

問

い
で

あ

る
。

美

と
は
概

念

な
き
合

規
則

性

で
あ

り
、
目

的

な
き
合

目
的

性

で
あ

っ
た
。

こ
の
概
念

な

き
合

規
則

性
、

目
的

な

き
合
目

的
性

が
、

そ

れ

で
も
あ

る
概
念

と
目

的

に
も

と
つ

い
て

い
る

の

に
も

か
か
わ

ら
ず
、

た

だ
そ

れ
ら

が
吾

々

に
は
規

定

で
き

な

い
も

の
で
あ

る
が

ゆ
え

に
、
批

判

の
枠
内

で

は
、
概

念

な
き
、

目
的

な

き
、

と
表

現

せ
ざ

る
を

え
な

か

っ
た

と
す

れ
ば

、
問

い
は
当
然

、

こ

の
概

念

に
集
中

す

る
。

カ

ン
ト
は
弁
証

論

で
告
知

し

て

い
る
。

即

ち

「
趣
味

判

断

は
何

ら
か

の
概
念

に
か
か

わ
ら

ね
ば

な
ら
.な

い
。

も

し

そ
う

で
な

い
と

そ

の
判

断

は

お
　

必
然

的
な
普

遍
妥

当
性

を

た

ん
て
き

に

は
要
求

で

き
な

い
だ

ろ
う

か
ら
」

。

そ
う

は

い

っ
て
も
、
趣

味

判
断

は
概
念

に
も

と
つ

い
て
証

明

で
き

る

も

の
で

は
な

か

っ
た
。

そ
う
な

れ
ば

、

そ
れ

は
趣
味

判
断

で
は
な

く
、
認

識
判

断

に
な

る

の
で
あ

る

か
ら
。

し

て
み

る
と
、

こ
の
概
念

は
悟

性
概

念

で
は

な

い
。

カ

ン
ト

に
よ
れ
ば

、
概

念

が
属

す
る

と

こ
ろ

の
も

の
は
悟
性

か
理
性

か

で
あ

る
。
趣

味
判

断

の
根
底

に
あ
る
概

念

は
規
定

さ

れ

え
な

い
の
だ

か



ら
、
理
性

概
念

と

い
う

こ

と
に
な

る
。
「
直
観

に
よ

っ
て
も
規

定

さ
れ
ず

、
ま
た

こ
れ

に

よ

っ
て
は
何

も
認

識

さ
れ

え
ず
、
従

っ
て
ま
た
趣

味
判

断

の
何

の
証
明

も
な

し

え
な

い
よ
う

な
概

念
、

こ
の
よ

う
な
概

念

は
、
感

官

の
対
象

、

従

っ
て
現

象

と
し

て

の
対

象

(及
び

判
断

す

る
主
観

)

の
根

{16
)

底

に
あ

る
超
感

性

的
な

も

の

の
た
ん

な
る
純

粋
理

性
概

念

な

の
で
あ

る
〕
。

c
、

天
才

概

念

と

象

徴

と

し

て

の

美

趣
味

判
断

は

あ
る
種

の
概

念

に
も

と
つ

く
が

、
し

か

し
、

そ
れ

は
超
感

性
的

な
基

体

と

い
う
概
念

で
あ

る
。
吾

々

は

こ
の
事

態

を

ど
う

理
解

す

れ
ば

よ

い
の

か
、

そ

の
手

が
か

り
を
与

え
て
く

れ

る
も

の
が
芸
術

の
美

に
ほ

か
な

ら
な

い
。

吾

々
が

あ

る
も

の
を
美

し

い
と
感
ず

る
と

き
、

そ

こ
に
は
合

目
的

性

が
働

い
て

い
る
。

し
か
し

、

こ
れ

は
対
象

が
自

ら
目

的

を
も

っ
て
、

そ

れ

に
従

っ
て
自

己

を
形
成

し

た
わ

け

で
は
な

い
。

だ

が
、
あ

た

か
も

そ

の
よ
う

な
意
志

を

も

っ
て
、

対
象

が
霞

己
形
成

し
た

か

の
よ
う

に
、
吾

々
が

そ

こ

に
目

的
を
投

げ

入
れ

て

み
る

と
意

に
か
な

う

の
が
美

し

い
と

い
う

こ

と
な

の
で
あ

る
。
自

然

美

に

つ

い
て

も
同
様

で

あ
る
。

あ

る
風

景

は
、

誰

か
が
目

的

に
従

っ
て
そ

れ
を

配
置

し

た
か

の
よ
う

に
見

え

る
と

き
、

そ
れ

は
美

し

い
。
だ

が
、

対
象

に
こ

の
よ
う

に
意
志

を
想

定

し
た

り
、
対

象

の
背
後

に
創
造

者

を
思

い
み
る

こ
と

は
、
吾

々

の
認
識

を
超

え

る

こ
と

で
あ
り

、
何

の
客

観
的

妥
当

性

も
持

た
な

い
。

し
か

し
、
芸
術

美

の
場
合

、

あ

き
ら

か

に
人

間

の
造
形

作

用

に
よ

る
も

の
で
あ

る
。

芸
術
家

は
対
象

の
表

象

を
、
自

分

で
規

則
を
与

え
、
形
成

す

る
。
自

然
的

存
在

者

と
し

て

の
人

間

の
活
動

は
全

て
因
果
系

列

の
連
鎖

の
内

に
あ

り
、
自

由

は
な

い
。

た
だ
道

徳
行

為

に

お

い
て

の
み
人
間

的

自
由

の
根

拠

が
示

さ
れ

た
。

だ

が
芸

術

に

お

い
て

は
、
現

象

界

の
内

に
、
悟
性

概
念

や
理
性
概

念

に
よ

っ
て
規
定

さ

れ

る
こ

と
な
く
、

人

は
自

分

で
規

則

を
与

え
、
像

を
形
成

す

る
。

い

い
か
え
れ
ば

、
自

然

的
人
間

が
自
然

の
内

に
あ

っ
て
、
自

己
立

法
的

に
、

自
由

に
像

を
形
成

す

る

の
で
あ

る
。「

芸
術

に
お
け

る
感

性

的

だ
が

し
か

し
無

制

約

な
合
目

的
性

に
主
観
的

基

準

と
し

て
役
立

ち
う

る

も

の
は
、
規

則

や
指
令

で
は
な

く
、
た
だ

主
観

ハゼ

に
お
け

る
自
然

、

い
い
か

え
れ
ば
主

観

の

一
切

の
能
力

の
超
感

性

的
基

体

だ
け

で
あ

る
」
。

カ

ン
ト

は

こ
れ
を

「
天
才

(O
象

廟Φ
ご

と

い
う
。



事
実

と

し
て
、

自
然

的
人

間

の
内

に

一
切

の
概

念

の
支

配

か
ら
廟
由

な

、

い

い
か
え

れ
ば
、
霞

然
概

念

か

ら
支
配

を
う

け

な

い
、

自

己
霞
身

に

よ

っ
て
造
形

す

る
自
然

が

あ
る
。

自
然

概
念

や

理
性
概

念

の
規

則

や
法

則

に

し
ば

ら
れ
ず

、
形
式

創

造

を
行

な
う
。

制
約

さ

れ
た
感

性
的

な

も

の

を
超

え

て
、

こ
の
自

然

は
超
感

性

的

な
も

の
を
感

性
界

に
お

い
て
示

す
。

ち

ょ
う

ど
理
性

の
事
実

と
し

て
道

徳

法
則

の
意

識

が
あ

っ
た

よ
う

に
、

そ
れ

に
対
応

す

る
形

で
、
自

然

に
お

け
る
事

実

と
し

て
、

天
才

の
存
在

が

あ

る
。

美

的
な

も

の

の
、

そ

の
創

造

の
根

拠

が
、
主

体

に
お

け
る
自

然
、

い
い
か
え
れ

ば
、

生

け
る
自
然

に
根

ざ

し

て

お
り
、

そ

の
自

然

の
活
動

が
規

範

と
な

る
形
式

を
産

み
出

し
て

ゆ
く

と
す
れ
ば

、

天
才

は

ま
さ

し
く

ま

の
あ
た

り

に
し
う

る
唯

一
の
産

出
的

自
然

と

い
う

こ

と
が

で
き
よ

う
。
美

が
概

念

な

き
合

規

則
性

、
目
的

な

き
合

目
的

性

と
言

え
る

に
し

て
も
、

そ

の
概
念

と
圏
的

は

こ
の
自
然

の
内

に
潜
在

し
、

吾

々
は

そ
れ

を
認
識

で

き
な

い
だ

け

の
こ

と
な

の
で
あ

る
。

芸
術

は
従

っ
て
、

人

間

の
内

に
あ

る
超
感

性
的

基
体

に
根

ざ

す
と

こ
ろ

の
、

天
才

の
現
象

界

に
お
け

る
自

己

立
法

的

で
、
自

由
な

造
形

作

用

で

あ

り
、
彼

の
規

則

・
調

和

の
実

現
、

換

欝
す

れ
ば

、
現

象
界

で

の

ミ
ク

饗

・
コ
ス

モ
ス

の
実

現

で
あ

る
。

し

か
し
生
物

の
構

造

や
自

然
美

に
そ

の

特

徴

が
た

ん
て
き

に
あ

ら
わ

れ

て

い
る
よ
う

に
、

こ
の
現
象

界

そ

の
も

の
も
ま

た
、
調

和

を
も

っ
て
あ

ら
わ
れ

、
客
観

的
合

目
的

性

を

も

っ
て
現

象

し

て

い
る
。

吾

々
人
間

が

ミ

ク

ロ

・
コ
ス

モ
ス

の
創

造
者

で
あ

る

と
す

れ
ば
、

そ

の
類

比

か
ら
当
然

に
、

こ
の
世

界

の
創

造
者

、

マ
ク
ロ

・
コ

ス

モ
ス

の
創
造

者

を
想
定

し

て
も

お

か
し
な

こ
と
で

は
な

い
だ

ろ
う
。

ミ

ク

ロ

・
コ
ス

モ
ス

と

マ
ク

ロ

・
コ
ス

モ
ス
は
そ

れ
自
体

で
は
統

一
し

て

お
り

(
原
型
的

知
性

)
、

現
象

界

に
お

い
て

は
そ

の
統

一
と
調

和

を

め
ざ

す

こ
と

が
究

極

の
際

的

と

な

る
。

か
く

し

て
、

自

然

に

お
け

る
造

形
作

用
、

そ

の
認
識

(客

観
的

な

そ
れ

で
な

い
)

と
し

て

の
美
的

判
断

か

ら
目
的

論
的

世
界

観

へ
の
移

行

が
可
能

と
な

る
わ
け

で
あ

る
。

天
才

の
概
念

に
お

い
て
は
、

見

て
き

た
よ

う

に
、
自
然

の
根

底

に
あ

る

も

の
と
し

て

の
超

感
性

的
基

体

の
理
念

と
実

践
的

主
体

の
根

底

に
あ

る

　　

自
由

理
念

と

が
、
芸

術

(
　

)

の
名

の
も

と
に
統

一
さ
れ

て

い
る
。
芸

術
家

、
或

は
美

の
創

造
者

は
、

そ

の
美

の
実

現
を
通

し

て
、

こ

の
根

底

に
あ

る
理
念

に
感

性
的

表
現

を
与

え

る
。

こ

の
よ
う

に
直
観

化

さ

れ
た
理
念

は

「
美

的
理
念

」

と
呼

ば

れ
、

こ
れ

は

「
概

念
的

に
表

示

で

き
な

(13
)

い
構

想
力

の
表
象

」

で
あ

る
。
こ
れ

に
対

し
、
理
性

理
念

は

い
か

な
る
直

観

に
よ

っ
て
も
表

示
さ

れ
う

る
も

の

で
は

な

い
。
し

か
し
、
理
性

に

よ

っ　　

て

の

み
考

え

ら
れ
う

る
概
念

、

理
性

理
念

に
あ
る
種

の
直

観

が
配

せ
ら

れ

る
と
き
、

こ
れ

は
、

「象

徴
」

と
呼

ば

れ
、

「
概
念

の
間

接
的

な
表

示
」



ハき

と

さ
れ

る
。
象

徴

は

「
類
比

(
　

こ

の
媒

介

の
も

と

に
理
念

を
表

示
す

る
。

従

っ
て

「
美

は
道

徳
的

善

の
象
徴

で
あ

る
」

と
欝
う

こ
と
は

可
能

で
あ
る
。

吾

々
は
美

し

き
も

の

の
内

に
理
性

理
念

(不

死
、
自

由

、
神

的

な
も

の
)

を
間
接

的

に
、
類

比

に

よ

っ
て
読

み
と

る

こ
と
が

で
き

る
。か

く

し

て
、

カ

ン
ト

の
美

に

か
ん
す

る
思
想

の
到
達
点

は
次

の
よ
う

に
定

式
化

で

き

る
だ

ろ
う
。

即

ち

「
美

と

は
葭
由

理
念

の
間

接
的

な
、

類

比

に
よ
る
現

象

の
中

で

の
表

示

で
あ

る
」

と
。

二

、

カ

ン

ト

と

の

コ

ン

テ

ク

ス

ト

(
継

承

)

と

コ

ン

ト

ラ

ス

ト

(
対

照

)

シ
ラ

ー
の
思
想

が

い
か
に
多

く
カ

ン
ト

に
負

っ
て

い
る
か

は
喋

々
す

る
ま

で
も

な
く
知

ら

れ
た

こ

と
で
あ

る
。

た

と
え
ば

彼

の
残

し
た

『
判
断

ま
　

力

批
判

手

沢
本
欄

外
書

き

込

み
鰍

を
見

れ
ば

、
既

に
第

一
章

で
述

べ
た
潔

イ

ン
ト

を
押

さ
え

て

い
た

こ
と
が
窺

知

で

き
る
。

シ
ラ

ー

の
美

の
定
義

と
し

て
有

名

な
も

の
が
、
「
美

は

現
象

に

お
け

る
自

由

」
と

い
う

も

の
で
あ

る
。

吾

々
は

シ
ラ

…

の
こ

の
定

義

が

い
か

に
し

て
導

出

さ
れ
た

か
を

ま
ず
検

証

し
、
そ
れ

が
カ

ン
ト

の
定
義

と
到

達
点

に
合

致

す

る
こ

と
を
、

い
い
か
え

れ
ば
、
カ

ン
ト

と

の

コ
ン
テ
ク

ス
ト

(
文

脈
、

継
承

)
上

に
お

い
て
あ

る

こ
と
を
見

て
㈲

、

の
ち
、

自
然

概
念

を

カ

ン
ト

と

の

コ
ン
ト
ラ

ス
ト

(対
照

)

で
検
討

し

て

み
た

い
㈲

。

そ

の

こ

と

に
よ

っ
て
、

シ
ラ
ー

の
独

自
性

が
色

鮮

か

に
対
照

さ

れ

て
浮

き
出

て
く
る

で
あ

ろ
う

ω
。

a
、

「
美

と

は

現

象

に

お

け

る

自

由

で

あ

る
」

i

ー

カ

リ

ア

ス
書

簡

若

き

日

の
シ
ラ

ー
を
捉

え

て
離

さ
な

か

っ
た
も

の
は

、

カ

ン
ト
的
自

由

の
理
念

で
あ

る
。

『群

盗
』
に
そ

の
特

徴
が

現

わ
れ

て

い
る
よ
う

に
、

彼

は
不
正

な
現
実

を
、
自

由

の
理
念

を
も

っ
て
変

革

す

る

こ
と
を
志

し
、
絶

え
ざ

る
現
実

と

の
闘

い
の
内

に
あ

っ
た
。
お
そ

ら
く

へ
ー
ゲ

ル
は

シ
ラ
ー



ハ　

の
姿

を
念

頭

に
お
き

つ
つ
書

い
た

と
思

わ
れ

る
文
章

が

『
精
神

現
象

学
』

の
理
性

の
章

の
中

に
あ

る
。

そ

れ

に
よ
れ
ば

、
既

成

の
秩
序

と
制

度

に

対

し
、
己

れ

の
こ

こ
ろ

の
法

則

に
反

す

る
が

ゆ
え

に
反
抗

し
、

自
分

た

ち

の

こ
こ
ろ

の
法
則

を
現

実

に
打

ち
立

て
よ

う
と

す

る

「
無
媒

介

に
普

遍

的

で
あ

ろ
う

と
意

志

す

る
個
別

性
」

は
、

結
局

は

そ

の
秩

序

の

み
な

ら
ず
、
全

て

の
人

々

の

こ
こ
ろ

が
顛
倒

し

て

い
る

と
感

じ
、

己

れ
自

身

こ

の

矛
盾

を
意

識

し

て
錯

乱

に
陥

る
と

い
う

も

の
で
あ

る
。

傷

つ

い
た
魂

は
自

然

に
よ

っ
て

い
や

さ

れ
る

し
か

な

い
。

自
由

を
現

実

の
内

に
打

ち
立

て

る

こ
と

に
性
急

に
な

る

こ
と
、
即

ち

己
れ

の
意
志

規

定

を
自
然

に
押

し

つ
け
、

自

己

の
法

則

の
主

張

に
終
始

す

る

の
で
は

な
く
、

ひ
と
ま
ず

悟

性

の
さ

か
し

ら
、
理

性

の
自
律

を
緩

和

し

て
み

る
。
言

い
か

え
れ
ば

、

一
定

の
概

念

を
根
底

に
お

い
て
対

象

を
規
定

し
、

働

き

か
け

る

の
で
は

な
く
、

対
象

・
現

実

が
感
性

に
対

し

、
あ

る
が

ま

ま

に
現

　　

象

す

る

こ
と

に
ま
か

せ
る

の

で
あ

る
。

カ

ン
ト

の
定
義

に
よ
れ
ば

、
現

象

の
根
底

に
あ

る
も

の
は
物

自
体

、
超

感
性

的
基

体

で
あ

る
。

こ
れ

が
な

ぜ
吾

々

の
感

性

を
触

発

し
、
現

象

と

な

っ
て
あ

ら
わ

れ

る
の

か
は
吾

々

に
は
知

ら

れ
え

な

い
。

カ

ン
ト

は

「
い
か

に

(
　

)
」
に

は
答

え

た

が

「
な

に
ゆ

え

(
　

)
」
に
は

は

っ
き

り

と
答
え

な

か

っ
た
の

で
あ

る
。

と
も
あ

れ
、

吾

々
は
感

性

を
通

じ
て
く

る
多

様

な
も

の
を
統

一
し
、
超

越
論

的

で
あ

れ
経

験
的

で
あ

れ
、

概
念

に
よ

っ
て
規
定

し
て
、

客
観

的

な
自

然

を
構

成

し

て
、
自

然
科

学
的

世
界

(普

遍
的

な
法

則

の
支

配
す

る
数

学

・
物
理

学
的

世

界

と
経

験
的

概
念

に
よ

っ
て
媒

介

さ
れ

た
特
殊

的

法
則

の
支

配
す

る
生

物
学

・
記

述
的

自
然

科
学

の
世
界

)

に
住

む
か
、

或

は
目
的

に
よ

っ
て
対
象

に
働

き
か

け
る
実

践
的

な
世

界

に
住

む

か
の

ど

ち
ら

か
で
あ

り
・

カ

ン
ト
的

な
世
界

轟

で
は
・

こ
の

二

つ
の
世

界

の

み
が

ア

・
プ

リ
オ

リ

な
構
成

的
原

理

を
も

っ
て
構

成

さ
れ

う

る
世

界

で
あ

る
。後

者

の
場
合

、

対
象

に
捉

わ

れ
て

い
る

と
き

に
は
欲

望

の
享
受

と
し

て
功
利

的

な
世
界

に
住

み
、

対
象

か
ら
自
由

に
な

っ
て
、
純

粋

な
法

則

に

よ
り
意

志

を
規
定

す

る
と

き

に
は
道
徳

的

な
世
界

に
住

む
こ

と

に
な

る
。

自
然

と

い
う

も

の
は

い
ず

れ

の
世

界

に
せ

よ
、
必

然
的

な
法

則
-

科

学

的

で
あ

れ
、
経

済
的

で
あ

れ
、

道
徳

的

で
あ

れ

に
色

ど
ら

れ
て

お
り
、

自

ら
自

己
を
規

定

す

る
こ

と
な
く
、

シ
ラ

ー

の
言

い
方

で

い
え
ば



「
他
律

」
を

・偏
う

む

っ
て

い
る
。

し

か
し
、

こ
う

し

て
構

成

さ

れ
た
世

界

を

い

っ
た

ん
括
弧

で
く

く

り
、
自

然

・
対
象

が
あ

る

が
ま

ま

に
現
わ

れ

る

に
ま
か
す

と

き
、
自

然

は
吾

々

に
何

を
語

り

か
け

る

の
だ
ろ
う

か
?

自
然

を
あ

り

の
ま

ま
に
見

る

と
き
、

そ

こ

に
は
多
様

性

が
形
式

を

も

っ
て
あ

ら
わ

れ

て

い
る
。

こ
の
形
式

は
悟

性

が
お

し

つ
け
る

の

で
は
な

く
、

表

象

の
も

つ
形
式

と
悟

性

の
も

つ
規
則

と

の
偶
然

の

一
致

な

の
で
あ

り
、

「
概

念

な

き
合
規

則

性

」
が

そ

こ

に
あ

ら
わ

れ

る
。

カ

ン
ト

に

お

い
て

も
、
シ
ラ

ー

に
お

い
て
も
、
こ

の
と
き

対
象

は
美

し

い
と

さ
れ

る
。
「
自

己
自

ら

あ
ら

わ

に
な
る

形
式

が
美

で
あ

る
。
己
れ
自

ら

あ
ら

わ

に
な

る
と

(26
)

は
、
概

念

の
助
力

な

し

に
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
」
。

と

こ

ろ
で
、
対
象

の
表
象

が
悟

性

の
形
式

・
規

則

を
反
省

さ

せ
る

た
め

に
は

「
対
象

は
規

則

を
容

れ

る
よ
う

な
形
式

を

持
ち
、

そ

れ
を

示

さ
な

(27
)

け
れ
ば

な

ら
な

い
」
。

こ
の
規
則

を

示
す
形

式

が

「
技
術

的

(
　

)
技

巧
的

(
　

)
」
と
よ
ば

れ
る
も

の
で
あ

る
。
悟

性

は
帰

結

に
対

す

る
根
拠

を
求

め

る
能
力

で
あ

る

か
ら
、
こ
の
根

拠

を
当

然
反

省

す
る
。
「
こ
の
よ

う
な
形

式

が
規
定

根
拠

を
問

う
要

求

を
よ

び

お

こ
す

限

り
、

こ

こ
で
、
外

か
ら
規
定

さ

れ
て
あ

る

こ
と

の
否
定

は

ま

っ
た
く
必

然
的

に
、

内

か
ら
規

定

さ
れ

て
あ

る

こ
と

の
、

従

っ
て
、

自

由

の
表
象

へ

(28
)

至

る

こ
と

に
な

る
し
。

即

ち
、
対

象

が
そ

れ
自
身

の
形

式

を
、
霞

分

の
霞
由

に
よ

っ
て
、
換

言

す
れ
ば
目

的

意
志

を

も

っ
て
、
産

み
出

し
た

か

の

よ
う

に
現
象

す

る

と
き
、

そ
れ

は
美

し

い
と

い
わ
れ

る
。

も
ち

ろ

ん
こ

の
自

由

は
認
識

さ
れ
う

る
も

の
で
は
な

い
し
、
客

観
的

に
実
在

が
証
明

で

き
る

も

の
で
も

な

い
。

対
象

自
体

、
目

的

を
も

つ
わ

け
が

な

い
。

シ
ラ
ー

に

お

い
て
も
ま

た
、
美

と
は

「
露
的

な

き
合

目

的
性

し
な

の
で
あ

る
。

シ
ラ

ー

の
特
色

は
、

自
由

の
表

象

を
、
実

践

理
性

の

「
ア
ナ

ロ
ジ

ー

(類

比
)
」
を

用

い
て
類

推
す

る

と

こ
ろ

に
あ

る
。

即

ち
、
実

践
理

性

が
対

象

に
自

己
自

身

を
規
定

す

る
意
志

と

い
う

も

の
を
貸

し
与

え

て
、

こ
の
自

己
規
定

と

い
う

形
式

の
も

と

に
対
象

を
観

照
す

る

と

い
う

の
で
あ

る
。

「
実

践
理
性

が

こ

の
観

照

の
さ

い
、

そ

の
自

然
存

在
者

が
自

己
自

身

に
よ

っ
て
規

定

さ

れ
て

い
る

こ
と

を
発
見

す

る
な

ら
ば
、

理
性

は

こ
れ

に
自

(29
)

由

の
類
似
性

、

か

ん
た
ん

に
書

え
ば
、

自

由
を
帰

す

る
」
。

か
く

し
て
、

対
象

の
表
象

が
技

術
性

を

そ

れ
自

ら
示

し
、
悟

性

の
反
省

を

よ
び

お

こ
し
て
、

対
象

の
形
式

が
そ

れ
自
体

に
よ

っ
て
産

み
出

さ
れ

た

よ
う

に
見

え

る

と
き
、

ま
た
、

対
象

は

あ
た

か
も
実

践

理
性

を

も
ち
自

律
的

で
あ

る

か

の
よ
う

に
も
見

え

る
。

こ

の
と
き
対

象

は
美

し

い
。

も



ち

う
ん
対
象

は
自

由

で
あ

る
よ

う

に
見

え
れ
ぼ

よ

い

(現

象

)

の
で
あ

っ
て
、

本
来

の
自
由

で
あ

る
必

要

は
な

い
。

(30
)

「
美

と
は
、

そ
れ

ゆ

え
、
現
象

に
お

け
る
霞

由

に
ほ

か
な

ら
な

い
」
。

b

、

自

然

概

念

の
変

容

対

象
的

自
然

が
吾

々

の
法

則

か

ら
自
由

に
な
り
、

そ

れ
自

ら

の
法

則

に

よ

っ
て
自
己

を
規

定

す
る

よ
う

に
現
象

す

る

と
き
、
自

由

の
理
念

が
感

性
化

さ
れ

る
。
自

然

は
け

っ
し

て
、

素
材

、
対

象

で
は

な
く
、

悟
性

の
さ

か
し
ら

を
否

定
す

る

と
き
、

直
観

の
内

に
あ
る

が
ま

ま

に
、

自

由

に
あ

(3

ら

わ
れ

る
と
き
、

自
由

が
表

示

(
　

〉

さ

れ
る
。

客
観

的

な
自
然

法

則

に
よ

っ
て
自

然

を
規
定

す

る

こ
と
も
、

実
践

的

な
法

則

に
よ

っ
て
自

然

に
手

を
加

え
る

こ

と
も
、
自

然

に
と

っ
て
は
他

律

で
あ

る
。

自
然

が

お

の
ず

か

ら
示
す

技
術

性

に
よ

っ
て
、

美

の
表
象

が

う

ま
れ

る
と

き
、
自

然

は
外

か
ら

の

一
切

の
規

定

を
排

し
、

あ

た
か

も
自

分
自

身

に
よ

っ
て
規

定

さ

れ
、
目

的

を

も

つ
か

の
よ

う

に
見

え

る
。

「
美

的

判

定

に
お

い

て
は
、

あ

ら

ゆ

る
存

在

者

は
自

己
目

的

と

見

な

さ

ハ32
)

れ

る
」
。

こ

の
よ

う

に
見

て
く

る
と
、

シ
ラ
ー

の
自
然

概
念

が

一
つ
の
積
極

的

な
意
味

を

も

つ
こ
ど

が
判

る

だ
ろ
う

。

カ

ン
ト
的
意

味

で

の
自

然
概

念

は
、

必
然
的

な
法

則

の
因
果

系
列

か
合

目

的
性

の
系

列

の

マ
ク

ロ
・
コ
ス

モ
ス
で
あ

り
、

「
み
な

そ
れ

ぞ
れ
他

者

に
よ

っ
て

い
て
、

あ

る

い
は
他
者

の
た

(
33
)

め

に
存

在

し

て

い
る
」

。
機

械
論

で
あ

れ
、
目

的
論

で
あ
れ
、

シ
ラ
ー

に

よ
れ
ば

こ

れ
ら

は
全

て
他
律

に
属

す

る
。
彼

が

い
う

に
は

「
自

然

と
は

(34
)

己
れ
自

身

に

よ
る

と
こ
ろ

の
も

の
」

で
あ

り
、
=

つ
の
物

を
そ

れ
と

は
種
類

の
異
な

る

一
切

の
も

の
と
区

別

す
る
、
い
わ
ば
物

の
人
格

(
　

)

(
35
)

の

よ
う
な

も

の
」

で
、

「
あ

る

も

の
が
、

そ
れ

に
よ

っ
て
本

来

の
も

の
と
な

る
、

そ

の
当

の
も

の
が
自
然

(Z
簿
口
「
)
と

い
う
表
現

で
示

さ
れ

る

の

{36
)

で
あ

る
」
。

自
然

が
文

字
通

り
、

も

の

の
本

性

(
　

)
、
あ

る

と

こ
ろ

の
も

の
と
し

て
捉

え

ら
れ

る

の
は
、

み

て
き
た

よ
う

に
、
美

的

判
定

の

場

合

の

み
と
言

っ
て

よ

い
、

逆

に
言

え
ば
、

物

は

そ
れ

が
美

し

い
と
き

に

の
み
、

そ

の
本

性

を
表

現

し
て

い
る
。

吾

々
、
人

間

も
自
然

の

一
部
、

感
性

的
存

在
者

で
あ

る
。
従

っ
て
、
自

己
自

身

に
よ

っ
て
自

己

を
規
定

す

る

と
き

に
美

し

い
。

だ

が

こ
の

と
き
、



天
上

の
道
徳
法

則

に
よ

っ
て
、
吾

々

の
感
性

的
自

然

を
抑
圧

し
、

否
定

し

て
は
、

自
然

を
内

に
も

つ
人
間

に
と

っ
て
は
他
律

と
な
り
、

不
快

で
あ

る
。
感
性

的
自

然

の
自
律

も
尊

重

さ
れ

ね
ば

な

る
ま

い
。
「
道
徳

的
行

為

は
、
そ

れ
が

己
ず

か

ら
生

じ

る
自
然

の
結

果

の
よ

う

に
見

え
る

と
き

は
じ

め

て
美
し

い
行
為

と

な
る

の

で
あ

り
、

一
言

に
し

て

い
え
ば

、
自

由

な
行
為

は
心
情

の
自
律

と
現
象

に

お
け

る
自

律

が

一
致
す

る

と
き

に
美

し

い

(37
)

行
為

と
な

る
」
。

c
、

美

に

お

い
て

人

は

自

己

と
邂
逅

す

る

『
カ
リ

ア

ス
書

簡
』
に
お

い
て
は
、

以
上

見

て
き

た
よ
う

に
、

美

の
定

義

を

な
す

こ
と

が
主

眼
で
あ

っ
た
。

シ
ラ

ー
は
、

対
象

の
美

し

さ
を
、

実

践
理

性

の
ア

ナ

ロ
ジ

ー
を

用

い
て
類

推

し
、
現
象

に
お

け
る
自

由

と
規
定

し

た
わ
け

で
あ

る
。

自
由

概
念

す

ら
変
容

を
受

け

て
、
抑

圧

の
な

い
の

び

や
か

な
本
性

と

い
う
意
味

に
移

行

し

て

い
る
。
対

象

に
実
践

理
性

の
自

由

な
意
志

規
定

の
形

式

を
投
げ

入

れ
、

そ

の
自

己
実

現

を
自
然

本
性

と

見

る

シ
ラ
ー

の

こ
の
方

法

は
、

対
象

的
自

然

の
美

を
考
察

し
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、

そ

の
実

主
体

の
最

も
内

的

な
も

の
を
、

対
象

に
投

影

し

て

(
38
)

い
る
と

い

っ
て
よ

い
で
あ

ろ
う

。

ヘ
ン
リ

ッ
ヒ
は

こ

の
作

用

を

「
対

象
化

作

用
」

と
言

っ
て

い
る
。

そ
う

す
る

と
、
主

体

は
対
象

的
自

然

の
表
象

に
お

い
て
、
自

分
自

身

の
本
性

・
本

質

を
映

し
、
意

図

せ
ず

し

て
、

そ

の
鏡

像

か
ら
感

性
化

さ

れ

た
自

由

を
読

み
と

っ
て
、

快

を
感

じ
て

い
る

こ

と
に
な

る
。

こ

の
状

態

が
美

と
よ
ば

れ

る

の
で
あ

る
。
律

法

の
く

び

き
と
傾
向

性

へ
の
依
存

の
分

裂

の
内

で
苦

し
む
主

体

は
美

し

い
も

の
を
観

照
す

る
と

き
、
自

分

の
実

現

で
き
な

か

っ
た
感

性
的
自

然

と
自
由

の
調
和

を

ま

の
あ

た

り

に
し
、

己

れ

の
本
性

、

あ
る

べ
き
姿

と
出

会
う

の
で
あ

る
。

美

は
も

ち
ろ

ん
対

象

の
表
象

に
す
ぎ
ず

、
対

象

の
認

識

で
は
な

い
が
ゆ

え
に
、

客
観

的

な
普
遍

妥
当

性

は
も

ち
え

な

い
。

そ

れ
は

ま
さ

し
く

そ

の
意
味

で
、

「
仮
象

」
で
し

か
な

い
の

で
あ

る
。

し
か

し
主
体

は

こ

の
仮
象

を

う

け
と

り
、
反

省
的

判
断

力

を
も

っ
て
、

反
省

す

る
。

カ

ン
ト

の
場

合

、
仮

象

は
構

想
力

の
産

物

に
す
ぎ

ず
、

こ
れ

を
判

断
力

が
悟

性

の
規

則
を

も

っ
て
反

省
す

る

と
き

に
、
認

識
能

力
間

の
調

和

が
生

じ
、
快

が

ひ

き

お
こ
さ

れ
、

こ
れ
を
美

と
し

て

い
た
。

批

判

の
枠

内

に
と
ど

ま
る

カ

ン
ト

に
あ

っ
て
は
、

つ
ね

に
主

体

の
認
識

能
力

間

の
ア

・
プ

リ
オ

リ
な
構



造

が
問
題

で

あ
り
、

主
観

性

の
枠

を
踏

み
越

え

る

こ
と
は

な

か

っ
た
。

し

か
し
、

シ
ラ

ー
に

お

い
て
は
、

美

と
は
、

自
己

の
本

性

の
対
象

化

で
あ

り
、

そ

の
反

照
と

い
う
反

省
関

係

を

と
る
。

主
体

と
仮

象

と

の
反
省
関

係

が
美
的

状

態

で
あ

る
。
主

体

の
自
己

投
影

と
自

己
発

見

が
、
構

想
力

の

産
出

し
、

対
象

化

し
た
仮

象

と

の
関

係

の
内

に
な
さ

れ
る

け
れ

ど
も
、

相

手

は
あ
く

ま

で
も
仮
象

に
す
ぎ
ず

、

対
象

の
認

識

や
規
定

と

は

か
か
わ

り

が
な

い
と

い
う
点

に
お

い
て
、

か

ろ
う

じ

て
、

批
判

的
思

考

が
守

ら
れ

て

い
る
。

自

由

な
霞
然

と

い
う

も

の
は
美

の
映

現
、

仮
象

に
お

い
て

の
み
現

わ
れ

、
本
来

、

自
然

に
霞

由

が
帰
属

す

る
か

ど
う

か
は
知

り

え
な

い
に
し

て

も

、
道
徳

的

存
在
者

と
し

て

の
人

間

に
は
、

帰
属

す

る

こ
と
は

、

カ

ン
ト
学
徒

と

し
て

の

シ
ラ
…

に
は
自

明

の

こ
と

で
あ
る
。

道
徳

的

ヒ
し

か
も

美

的

に
行

為

す

る
人
間

は
b

の
節

に
お

い
て
明

ら

か
に
し

た
よ

う

に
、

そ

れ
自
体

、

現
象

に
お
け

る
自
由

の
実

現

の
証
左

と

い
う

こ
と

が

で
き
よ

う

。純
粋

な
美

と

し
て

の
自
由

美

と
人
間

の
概

念

な
ど

が
前
提

さ
れ

る
付

属

美

の
カ

ン
ト

の
議
論

は
夙

に
有
名

で
あ

る
。
彼

は
、

前
者

の
方

が
純

粋

な
趣
味

判
断

に
属

す

る
も

の
と

し
、
付

属
美

の

一
つ
で
あ

る
美

の
理

想
、

人
間

だ
け

が

も
ち

う
る
目

的

の
概
念

に
よ

っ
て
規
定

さ

れ
た
美

に

つ
い

(39
)

て
は
、

た

ん
な

る
趣

味

判
断

に
は
属

さ
な

い
と
し

て
判
断

を
停

止

し
て

い
た
。

シ
ラ
…

は

こ
れ

に
対

し
、

『優

美

と
尊
厳

』
の
内

で
、
前

者

を

「
構

(40
)

(
41
)

造

美
」

、
後

者

を
「
活

動
美

」

と
し

て
、
後

者

の
み

が
優
美

を

も
ち

う

る
も

の
と

し
て
、

優
位

に
置

い
て

い
る
。

「
優
美

と
は
自

由

の
影

響

の
も

と

で

の
形

態

の
美

で
あ

り
・
即

ち
・

人
格

に
よ

っ
て
規
定

さ
れ

る
よ
う

な
現

象

の
華

だ

か
ら

で
あ

る
・

と

こ
ろ

で
、
シ
ラ
ー

に
よ

れ
ば

、
「
活
動

美

の
生
ず

る
条

件

は
、
理

性

と
感
性
ー
…

義
務

と
傾

向
性
l
l

が
互

い
に
調
和

す

る
心
情

の
状

態

で
あ

(
43
V

(44
)

ろ
う
」

と

い
わ

れ
る
。

こ
の
状
態

が
周

知

の

「
美
し

き
魂

し

で
あ

る
。
感

性

と
理
性

、
義

務

と
傾
向

性

が
調
和

し
、

道
徳

的

か

つ
美

的

に
行

為

で

(45
)

き
る
美

し

き
魂

は

「完

成

さ
れ

た
人
間

性

の
印

」

で
あ

る
。

こ
れ

は
も

ち
ろ

ん

一
つ
の
要

請

で
あ

り
、

人
間
性

と

い
う

理
念

で
あ

る
。

な
ぜ

な

ら
、

事

実

と
し

て
、
こ

の
二

つ
の
調
和

は
困

難

で
あ

り
、
人
は

そ

の
分
裂

に
苦

し
ま

ね
ば

な

ら
な

い
の
だ

か

ら
.
し
か

し
、
「
人
間
的

本
性

は
分
離

を

こ

(
46
}

と
と

す
る
哲

学
者

が
現

わ

し
う

る
よ

り
も

、

は
る

か
に
、

現
実

に

お

い
て
は
結
合

さ
れ

た
全
体

な

の

で
あ

る
」

。

人

は
安

心

し

て
、

美

し

き
魂
を

め
ざ

し

て
自

己
形

成

(bd
ま

§
嶺
)

を
な

せ
ば

よ

い
.



以
上

、
考

察

し

て
き
た

よ
う

に
、

対
象

的
自

然

の
美

は
現
象

に
お
け

る
自

由

の
表

示

で
あ

り
、

人
間

的
主

体

は
美
的

状
態

に
お

い
て
、

自

己

の

本

性

に
出
会

う

の

で
あ

っ
た
。
感

性
的

自

然

を
そ

こ
な

う

こ
と
な

く
自
由

が

映
現

す

る
美

し
さ

は
、
事

実
的

な

も

の
と

し
て
、

優
美

さ

を
併

せ
も

つ
人
間

に
も
あ

ら
わ

れ
う

る
。

そ
し

て
美

し

き
魂

は
完
成

さ

れ
た

人
間
性

の
印

と
し

て
、
人

が
自

己
形

成
、

教
養

を

つ
み
努

力

す

る
目

的

、
人

間

(
47
)

性
の
理
念
と
な
る
。
客
体
の
美
の
考
察
か
ら
始
め
ら
れ
た
シ
ラ
ー
の
思
想
は
、
か
く
し
て
、
主
体
に
還
帰
し
、
美
の
内

に
映
現
す
る
、
分
裂
が
宥

和
さ
れ
た
人
間
性
の
理
念
を
考
察
す
る
こ
と
に
向
う
の
で
あ
る
。

三
、
人
間

性

の
理
念

と

美

の
理

念

-

美
的
教
育
に
か
ん
す
る
書
簡
l

a
、
人
は
遊

ぶ
と
き
の
み
全
き
人
間

ハ48
)

シ
ラ
…

の

欄人

間

の
美
的

教
育

の

つ
い
て

の
書

簡

幅

は
、
本

来

は
、

美
的

な

も

の
に
よ

る
人
間

の
陶

冶

を

め
ざ

し
た

も

の
で
あ

る
。

し
か

し
、

美

的

な
も

の

に
よ
る
教

育
、

人
間

性

の
酒

養

が
可
能

で
あ

る
こ

と
は
、

歴
史

の
事

実

が
示

す
も

の

に
し

て
も
、

プ

ラ
ト

ン

の
哲

人
国
家

か
ら

の
詩

人

の
追

放

や
、

ス
パ

ル
タ

で

の
例

に
見

ら
れ

る
よ
う

に
、

経
験

的

な
も

の
と
し

て

の
美

は
必

ず

し
も

い

つ
も
人
間

性

を
陶

冶

し
て
く

れ

る
も

の
と

は
限

ら
ず
、

人

を
享
楽

的

に
す

る

こ
と

も
あ

り
う

る
。
起

こ
り
う

る
誤
解

を
防

ぐ
た

め

に
も
、

シ
ラ
ー

は
、
彼

の
主

張

す
る
人

間
性

の
理
念

と
美

(49
)

と
の
関
係
を
超
越
論
的
に
基
礎
づ
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
「美
の
純
粋
な
理
性
概
念
」
が
示
さ
れ
、
「美
が
人
間
性
の
必
然
的
条
件
と

(50
)

し

て
示
さ

れ
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
」

の
で
あ

る
。
従

っ
て
、
経

験

的

な
美

を
可
能

に
す
る

そ

の
根

拠

と

し
て

の
美

の
ア

・
プ

リ
オ

リ
な
純

粋
概

念

(51
)

を
示

し
、

そ
れ

が
人
間

性

の
理
念

の
ア

・
プ

リ
オ

リ
な
条

件

と
な

り
う

る

と

い
う

こ
と
か

ら
、

シ

ラ
ー

は
こ

の
道
程

を

「
超
越

論
的

な
道

」

と
称



す

る
。

第

11
書
簡

か
ら
第

16
書

簡

ま
で

が

こ
れ

に
あ

て
ら
れ

て

お
り
、

シ
ラ
ー

の
美
学

思
想

の
頂

点

を
示

す
も

の
と

い

っ
て
よ

い
。

　　

こ

の
際

、
論

を
統
制

的

に
導

く

も

の
は
も

ち

ろ
ん
人

間
性

の
理

念

で
あ

る
。

カ

ン
ト

の
指

導

理
念

は
基
本

的

に
、

客
観

的
な

認
識

の
統

一
と
し

ハお
　

て

の
経
験

で
あ

り
、

フ
ィ
ヒ

テ
が

い
み
じ
く

も

『
一
八
〇

四
年

の
知
識

学
勧

第

二
講

で
述

べ
た

通

り
で
あ

る
。

フ
ィ
ヒ

テ

の
指

導
理

念

は
絶
対

我

　ヨ

の
同

一
性

、

即
ち
自

己
意

識

の
統

一
で
あ

っ
た
。

シ
ラ
ー

に

と

っ
て
は

こ

の
両
者

と
も

一
面
的

で

あ
り
、

人
間

性

の
理
念

は

二

つ
を
併

せ
も

た
ね

ば

な
ら

な

い
。

カ

ン
ト

と

フ
ィ
ヒ

テ

の
双

方

の
指
導

理
念

を
統

一
で

き
る

も

の
、

即

ち
、
自

ら
感

性
的

世

界
を
産

出

し
、

し

か
も
そ

れ

を
自

己
意

識

の
同

一
性

の
形
式

の
も
と

に
統

一
的

に
規
定

で
き

る
も

の
は
神

的
な

存
在

者
、

神
的

な
創

造
者

、

デ

ミ
ウ

ル
ゴ

ス
的

な

存
在
者

だ

け

で
あ

る
。

シ
ラ

…
は

こ

の
存
在

者

の

「神

性

の
最

も
本
来

的

な
特

徴
」
を

「能

力

(潜
在

態

)
の
絶
対

的

な
告
知

(
一
切

の
可
能

的

な
も

の
が
現

実
的

に
な
る

こ

と
、
　

　　

　
)
と
現

象

の
絶
対

的

な
統

一

(
一
切

の
現
実
的

な

も

の

の
必
然

性

ご

と
し

て
、
神

の
み
が
自

ら

の
素

質
、
能

力

(潜
在

態
)

の
発

現

に
よ

っ
て
現

実

界
を
創

造

し
、

そ
れ

に
形
式

を
与

え

て
、

調
和

的
世

界
、

コ
ス

モ
ス

と
な

し
う

る
と
す

る
。

人

間
性

は

も
と

よ
り
神

的

な
存
在

者

と
同

一
で
は

な

い
。

し

か
し
、

「
人
格

」

の
永

遠
不

変
性

を

一
つ
の
分
肢

と

し

て
も

つ
限

り
、

「
こ

の
神

性

　　

へ
の
素
質

を
自

己

の
人
格

の
う
ち

に

に
な

っ
て

い
る

こ
と

は
反
駁

し

が
た

い
」

の
で
あ

り
、

も
う

一
つ
の
分
肢

た

る

「状

態
」

即

ち
、
変

化

す
る

ハき

も

の

で
あ
り
、

そ

の
条
件

と
し

て

の
時

間

と
世
界

の
内

に
、

こ
の

「神

性

へ
の
道

」

が
開

け

て

い
る
。
人

間

は
神

で
は

も
ち

ろ
ん

な

い
か
ら
、

こ

の
道

は
目
標

へ
到
達

す

る

こ
と

は
な

い
。

し

か
し
、

人
間

は

こ

の
道

を
歩

む

べ
く
規

定

さ
れ

て

お
り
、
自

ら

の
素
質

・
本

質

を
発

現
し
、

形
式

を

ハ　

も

っ
た
現
実

態

と
な
す

よ
う

に
努

力

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。
「無

限

の
本

質
、
神

性

は
生
成

し

う
る

も

の
で
は

な
く

」
、
無

時
間
的

に
絶

対

的
実

の

の

　

在

性

と
絶
対

的
形

式
性

を
満

足

で
き

る
け

れ

ど
も
、

有
限

者

た
る

人
間

は
、

こ
れ

を
生
成

と
し

て
、

道

に

お

い
て
示

さ
ね
ば

な

ら
な

い
。

と
こ

ろ
で
、

ヤ

ン
ケ

に
よ
れ
ば

、

ラ

イ
プ

エ
ッ
ツ
以
来

、

フ

ィ
ヒ
テ

に
し

て
も
、

衝

動

と
は

一
般

的

に
い
え
ば

「
本

質

の
実
現

へ
向

っ
て
衝

き

　　

動

か
す

も

の

(
　

)
」

で
あ

る
。

そ

れ

ゆ
え
、

神

で
な

い
人
間

は
当

然

に
、
前

述

の

二

つ
の
神

的

な
特
徴

、

ハ　

絶
対

的
実
在

性

と
絶
対

的

形
式

性

へ
の
衝

動

を
も

つ
。

こ
れ

が

「
質
料

衝
動

」

と

「
形

式
衝

動
し

で
あ
る
。

こ
の
両
者

は
相

対
立

す

る
形

で
働

き
、



人
間
性
の
統
一
が
完
全
に
廃
棄
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
働
く
も
の
が
統
制
的
な
人
間
性
の
理
念
な
の
で
あ
る
。
こ
の
構

造
は
、
ま
さ
し
く
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
彼
の

『全
知
識
学
の
基
礎
』
に
お
い
て
絶
対
我
の
統

一
の
理
念
に
よ
っ
て
自
我
と
非
我
の
相
互
対
立
関
係
を
救

蕊
)

済
し
、
交
互
規
定

(
　

)
の
概
念
を
呈
示
し
た
方
法
を
継
承
し
て
い
る
。

シ
ラ
ー
は
こ
こ
で
次
の
よ
う
な
人
間
性
の
理
念
を
要
請
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「人
間
は
実
在
性
を
犠
牲
に
し
て
形
式
を
求
め
て
は
な
ら
ず
、
ま
た

形
式
を
犠
牲
に
し
て
実
在
性
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
規
定
さ
れ
た
存
在
に
よ
っ
て
絶
対
的
存
在
を
、
そ
し
て
無
限
の
存
在
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
た
存
在
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
彼
は
人
格
で
あ
る
が
ゆ
え
に
自
己
の
世
界
を
対
置
さ
せ
、
彼
に
世
界
が
対
置
す
る
が
ゆ
え
に
、
人

(62
)

格

で
あ

る

べ
き
で
あ

る
」

。

こ

の
人

間
性

の
理
念

が
統
制

的

に
働

く

と
き
、

二

つ
の
衝

動

は
平
衡

を
保

ち
、

相

互

に
限
定

し
あ

う

と

と
も

に
生
気

を
与

え
あ

う

「交

互

作
用

」

の
概
念

に
よ

っ
て
統

一
さ
れ

る
。

こ

の
ア

・
プ

リ

オ
リ

な
事

態

が
経
験

の
う
ち

に
出

現
す

る

と
す

れ
ば
、

そ

こ

に
は
新

し

い
別

の
衝

動

が
存

す

る

(63
)

と

い

っ
て
よ

い
。

こ
れ
が

「
遊
戯

衝

動
」

で
あ

る
。

「
遊
戯

衝

動

は
、

そ
れ

ゆ
え
、

時

間

の
内

で
時
間

を
止

揚

し
、
生

成

を
絶

対
的

存
在

と
、

変
化

蕊
)

を
同

一
性

と
合

一
す

る

こ
と

に
向

け

ら

れ
る

も

の
で
あ

ろ
う

」
。

遊
戯

衝

動
も
衝

動

で
あ

る

か
ら

に
は
、
衝

き
動

く
当

の
対
象

が
も

ち
ろ

ん
あ

る
。
質

料
衝

動

が

一
般

的

に
向

う
も

の
は
最

も
広

い
意
味

で
の
「
生

(
65
)

(66
)

命

」
と
さ
れ

、
形
式

衝

動

の
向

う

も

の
は

「
形
態

し
で
あ
る

と

さ
れ

る
。

そ
う

す
る

と
、
遊
戯

衝

動

の
対
象

は

「
生

け
る
形

態

(
　

)
」

に
な

る
。

「
こ
れ
は
現

象

の
あ

ら
ゆ

る
美
的

な

性
質

、

一
言

で

い
え
ば
、

最

も
広

い
意

味

で
美

と

よ
ば

れ

る
も

の
を
指

す

の
に
使

わ

れ

る
概
念

で

(
67
)

あ
る
」

。

か
く

し

て
、
抽

象
的

な
思

考

を
通

し
、

ア

・
プ

リ
オ

リ
な
概

念

を
も

っ
て
、
経

験
界

に
お
け

る
美

の
必

然
性

が

示
さ

れ
た
。

こ
れ

で
今

ま

で

の

シ
ラ

!

の
美

の
思

想

の
超
越

論
的

な
根

拠

か

ら

の
演

繹
、

権
利

証

明
が

な

さ
れ
た

わ

け
で

あ
る
。

こ
の
結
論

を

ご
蕎

に
い
え
ば

こ
れ
で

あ
る
。

即

ち
、
「
人
間
性

が
実

存

す

べ
し

と

い
う

要
求

を
理

性

が
な

す

や
否

や
、
ま
さ

に
そ

の

こ
と

に
よ

っ
て
、
理
性

は
、
美

が
存
在

す

べ
し

と

い
う
法
則

を

(68
)

う
ち

た
て

た

こ
と

に
な

る

の
で

あ

る
」
。



ハ　

こ
れ
を
逆

に
言

う

な
ら
ば

、

人
間

は
、

生

け
る
形

態
、

即

ち
美

に
ま

み
え
る

と
き

に

の
み
、

必
然
的

に
人
間

性

の
理
念

を

そ

こ
に
見

る
。

た
だ

こ
の
と

き

に
の
み

「
人

は
人
間

性

の
完
全

な
直

観

を
も

ち
、
彼

に

こ
の
直
観

を
与

え
た
対
象

は
、
彼

に
対

し

て
、
完

成

さ
れ

た
使
命

の
象

徴

と

し

ハ　

て
用

い
ら
れ
、

そ

れ
ゆ

え

に
ま
た
、

無

限
者

の
表

示

と
な

る
」
。

美

と
は
遊

び

の
状

態
、

遊
戯

衝
動

の
対

象

で
あ

っ
た

が

ゆ
え

に

「
人

は
遊

ぶ
と

(71
)

き

の

み
、

全

き
人
間

」

な

の
で
あ

る
。

b

、

シ

ラ

ー

の

美

的

観

念

論

人
間

は
美

の
う

ち

に
人
間

性

の
理
念

を
見

る
。

こ
れ

は
ま

た
無
限

者

の
表

示

で
あ

り
、
感
性

界

に
お
け

る
神
的

な

も

の
の
象
徴

で
も
あ

る
。

な

ぜ
な

ら
ば
、
人
間

は
、
絶
対

的
実

在
性

と
絶

対

的
形
式

性

の
完
成

、
即

ち
神
的

な

も

の

へ
向

っ
て
ゆ
く

べ
き
も

の
と

さ
れ

て

お
り
、
「
完
成

さ

れ
た

使

命
」

と

い
う

も

の
は
神
的

な

も

の
そ

の
も

の
で

あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
人
間

性

の
理
念

は
既

に
言

わ
れ

て
き

た
よ

う

に
、
分

裂
!

人
格

と
状

態
、
永

遠

と
可

変

、
存

在

と
生
成

、
義
務

と
傾

向
性
ー
ー

の

統

一
で
あ

り
、
宥

和

で
あ

る
。

「
遊

び
」

の
状

態

に

お

い
て
静

止

す

る

こ
と
な
く

の
び

や

か

に
活

動

を
し

て

い
る
。

こ

れ

の
対

象

が
、

「
生

け

る
形

態
」

で
あ

り
、

こ
れ
は

「
美

の
純
粋

理
性

概
念

」

即

ち

「
美

の
理
念
」

と

い

っ
て
よ

い
も

の
で
あ

る
。
美

の
理
念

は
即

ち
人

間
性

の
理
念

の
反
映

で
あ
り
、

従

っ
て
、

生

け
る
形

態

の
内

に
あ

ら

ゆ
る
対

立
、

道
徳

と
自

然

の
対

立

で
す

ら
、
宥

和

し
て

い
る
わ
け

で
あ

る
。

い
い
か
え

れ
ば
、

対
象

の
美

の
は

か
な

さ
、
瞬

間
性

、
不

連

続
性

の
う

ち

に
、
永

遠

な

る
も

の
、

連

続
す

る

も

の
を
見
、

ま

た
見

る
側

の
主
体

た
る
人
間

は
そ

の
状

態

に
お

い
て
、
美

的
判

断

の
内

で
、
自

ら
の

は

か
な
さ
、

瞬
間

性

を

の
り

こ
え

て
、
人

間
性

の
イ
デ

ー
を
見

て

い
る

こ
と

に

な
る
。

こ
の
と

き
、
人

間
性

の
理
念

は
、
神

性

へ
の
道
、

即

ち
、
絶

対
的

実
在

性

と
絶

対
的

形
式

性

の
実
現

と

い
う
形

で
語

ら

れ

て

い
る
が
、

端

的

に

い
う

な
ら
ば

、

そ
れ

は
創
造

し
、

秩

序

を
与

え
る
神

、
作

品

を
創
造

す

る
芸
術

家

と

し
て

の
神

、

原
型

的
知

性

の

こ
と

で
あ

る
。

美

的
判
断

に
お

い
て

は
、

か
く

し
て
、

か
か

る
対

象

と
主
体

の
相

互

交
渉

が
行

な

わ
れ

て

い
る

こ
と

に
な

る
。

時

間

の
内

で

の
時

間

の
止
揚

、

即
ち

、
無
常

の
中

の
永
遠

、
不
連

続

の
中

の
連

続

と

い
う
形

に
お

い
て
、

人

間

と
対
象

は
統

一
し

て
、

美

の
理
念

、

人
間

性

の
理
念

を
顕

現

さ
せ



る
。
美
的

な

も

の
を
通

し

て
、
吾

々

は
そ

の
よ

う
な
世

界

に
住

む

の
で
あ

る
。

即

ち
、
美

は
、

ひ
と

つ

の
神
的

な

デ

ミ
ウ

ル
ゴ

ス

の
理

念

に
も

と

つ
く

よ
う

な
世
界

、
共

同
体

を
可

能

に
し
、

し

か
も
、

そ
れ

が
感

性

に
も
と
づ

き
、

時
間

の
内

に
あ

る
も

の

で

あ

る

限

り
、
時

間

の
内

で

時

間

を
止
揚

し

て
ゆ
く

こ

と
、
流

れ

ゆ
く
時

間

の
内

に
永
遠

を
実

現

し

て
ゆ

く

こ
と
、

い
い
か
え

れ
ば

歴
史
性

を

も

つ
こ
と
を
共

岡
体

に
約

束

す
る
。

『美

的
教

育

に
関
す

る
書

簡
』

は
、

そ

の
よ

う
な

、
必

要
国
家

か
ら
美

的
国

家

へ
の
共
同
体

の
進
展

の
プ

ロ
グ

ラ

ム
を
提

起

す
る

た
め

に
本
来

書

か

れ
た

も

の
で
は
あ

る

が
、

そ

の
有

効
性

に

つ
い
て

は
こ

こ
で
議

論

す
る

こ
と

は

で
き
な

い
。

し

か
し
、

以
上

の
理

解

に
よ

っ
て
、

シ
ラ

ー
の

美

的
観

念
論

が
、

カ

ン
ト
的

な
超

越
論

的

哲
学

の
枠

づ

け
を
守

っ
て
、
独

断
的

形

而
上

学

に
陥

る

こ
と
な
く

、
即

ち
、

全

て
は
美

の
仮

象

の
内

で
、

美

的
判

断

で
あ

っ
て
、

認
識

判
断

で
は
な

い
と

い
う
留

保

を
守

り

つ
つ
も
、

そ

の
到

達
点

が
壮

大

な
美

的
共

同
体

の
実

現

を
め
ざ

す

も

の
で
あ

る

こ

と
は
理
解

さ

れ
う

る

で
あ

ろ
う
。

こ
こ

か
ら
、
美

的

理
念

を
最
頂

点

に

お
き
、

「
新

し

い
理
性

の
神
話

し
を

も

っ
た
感
性

的
宗

教
、

美
的

共
同

体

を

め
ざ

す

『
ド
イ

ツ
観

念

論
最
古

(
72
)

の
体
系

プ

ロ
グ

ラ

ム
』

ま

で
は
、

あ

と

一
歩

ふ
み
出

す

だ
け

だ

っ
た
。

そ

れ
が
超

越
論

哲
学

の
逸

脱

と

い
う
高
価

な
代

償

を
払

う

こ
と

に
よ

っ
て

可
能

だ

っ
た

に
せ
よ
。

注

(
1
)

こ
の
論
文

は
、

～
九

八
八
/
八
九
冬
学
期
、
西
ド
イ
ツ

・
エ
ッ
セ
ン
大
学
に
お
け
る
㎝

・
ヤ
ン
メ
講
師

(ボ

ッ
フ
ム
大
学
、

ヘ
ー
ゲ

ル

・
ア
ル
ヒ
ー

プ
砺
究

員
)
主
宰

の
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
の
席
上

で
口
頭
発
表

し
た
も

の
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

(た
だ
し
、
本
篇

は
そ

の
前
半
部

に
す
ぎ
ず
、

こ
れ
に
本

来
は
後
半
部
が
続
く
)。

ま
た
、
ヴ

ッ
パ
タ
ー

ル
大
学

で
の
轡
・
ヤ

ン
ケ
教
授

の
シ
ラ
ー

(
一
九
八
八
/
八
九
冬
学
期
〉
と
フ
ィ
ヒ
テ

(
一
九

八
九
年
夏

学
期
)
の
ゼ

ミ
ナ
ー

ル
に
お
い
て
も
多
く

の
示
唆

・
御
教
示
を
う
け
た
。
記
し
て
感
謝

の
意
を
表

し
て
お
き
た

い
。

(2
)
　



)

日
本

で

の
状

況

に
比

し

て
、

ド

イ

ツ
本

国

で
は

、
文

学

者

は

も

ち

ろ

ん

の

こ
と

、
哲

学

界

に
お

い
て
も

、

シ
ラ

ー

の
美

学

思
想

研

究

は

重
要

な
位

置

を
占

め

て

い
る
。

た

と

え
ば

、

D

・
ヘ
ン
リ

ッ
ヒ

は

一
九

五

六

年

の
就

任

講

演

で

シ

ラ

ー
美

学

を
取

り
扱

い
、

翌
年

こ
れ

を

「
シ

ラ
ー

の
美
学

に

お
け

る
美

の
概

念

」

(
　

)

と

し

て
公
表

し
た

。

こ
の
論

文

で
特
筆

す

べ

き
は

、

ヘ
ン
リ

ッ

ヒ
が

シ

ラ

ー

の

「
愛

」

の
概

念

を

へ
:
ゲ

ル
、

ヘ
ル
ダ

ー
リ

ン
に
先

が
け

る

も

の

と
し

て

み
な

し

た

こ

と
で

あ

る

(ω
』

ω
。。
)
。

ヘ
ン

リ

ッ
ヒ

の
こ

こ

で

の
認

識

は
、

の
ち

の
シ

ラ

ー
、

ヘ
ル
ダ

ー
リ

ン
、

へ
ー
ゲ

ル

の
思
想

史

的

関

係

の
基

本

認

識

と

な

り

(
　

)
、

の
ち

に

ア

ン
ネ

マ
リ

i

・
ゲ

ー

ト

マ
ン
ら

に
ひ

き

つ
が

れ

る
。

ア

ン
ネ

マ
リ

i

・
ゲ

ー

ト

マ

ン
は
、

そ

の
著
書

に

お

い

て
、
・へ
ー
ゲ

ル
美

学

が

い
か

に

シ
ラ

ー

の
美

学

に
負

う
所

が

大

き

か

っ
た

か
を
詳

述

し

て

い
る

が
、
あ

る
意

味

で

は

へ
ー
ゲ

ル

を

シ
ラ

ー

に

ひ

き
戻

し

て
、
シ
ラ

ー

か

ら
捉

え

る
方

向

す

ら

示

し

て

い
る
。
(
　

　
)
。

批
判

的

対

象

で

も

な
く

、

ま

た
結

局

は

、

ヘ
ル
ダ

ー

リ

ン
を

経

て
、
へ
ー
ゲ

ル

に
収

敏

さ
れ

て

い
く
存

在

と

し

て

で

も
な

く

、
独

自

の
実

存

哲

学

と

し

て
捉

え

よ

う

と
す

る

の
が
、
W

・
ヤ

ン
ケ

で

あ

る

(
　

　

　
お
よ
び
　

)。
彼

は
、

シ
ラ
ー
の
美
的
状
態

が

「
時
間
の
う
ち

に
お
け
る
時
間

の
止
揚
」

で
あ

る
こ
と
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を

「
瞬
間
」
と
し
て
捉
え
る
。

「美
的
瞬
間

は
、
そ

こ
に
お
い
て
時
間
が
永
遠

に
よ

っ
て
触
れ
ら
れ
る
点

で
あ

る
」
。
彼

は
か
く
し
て
シ
ラ
ー
の
思
想

を
、
自
己
投

企
と
了
解
と
し
て
の

「
超
越
の
道
」

と
し
、
「
人
は
瞬
間
に
お
い
て
た
だ

一
回
き
り

の
ま
な
ざ
し

の

時
間
の
う
ち
で
、
美
の
照
明
す
る
仮
象

の
な
か

に
自
分
自
身

の
規
定

(使
命
)
を
ま
の
あ
た
り
に
す
る
」
と
結
論

づ
け
る
。

G
adam

er; 
W

ahrheit  
and 

M
ethode, 

1960, 
S. 

83. 

H
aberm

as; 
D

er 
philosophische 

D
iskurs 

der 
M

oderne, 
1985, 

S. 
59. 

H
aberm

as 
(1985) 

S. 
63.

(D
er B

egriff 
der 

Schonheit 
in Shillers 

A
sthetik, 

In: Z
eitschrift 

fiir philosophische 
Forshung, 

B
d. 11, 1957)

(V
gl. "H

egel 
and H

olderlin", 
In: H

egel 
im

 K
ontext, 

1971. S. 15)'

(G
ehtm

ann-Siefert, 
A

nnem
arie;

D
ie Funktion 

der K
unst 

in der 
G

eschichte, 
1984, H

egel-Studien, 
B

eiheft 
25)

(Janke,

W
. 

; D
ie Z

eit 
in der 

Z
eit 

A
ufheben 

—
D

er 
transzendentale 

W
eg 

in Schillers 
Philosophie 

der 
Schonheit, 

In: K
ant-Studien, 

B
d.

58. 
1967. 

A
 

H
istorische 

D
ialektik, 

1977, 
S. 

210-291)

V
gl. 

K
ritik 

der 
reinen 

V
ernunft, 

A
41. 

K
ritik 

der 
U

rteilskraft, 
S. 

33. 

K
. 

d. 
U

., 
S. 

71. 

K
. 

d. 
U

., 
S. 

31.

K
. 

d. 
U

., 
S. 

134. 

K
. 

d.  U
., 

S. 
152. 

K
. 

d. 
U

., 
S. 

151. 

K
. 

d. 
U

., 
S. 

29. 

K
. 

d. 
U

., 
S. 

234. 

K
. 

d. 
U

., 
S. 

236. 

K
. 

d. U
., 

S. 242.

G
adam

er 
(1960), 

S49ff,

G
adam

er 
(1960),

S. 
55-6.

K
. 

d. U
., 

S. 
241. 

K
. 

d. 
U

., 
S. 

258. 

K
. 

d. 
U

., 
S. 

258.

 
Schiller; 

V
ollstandiges 

V
erzeichnis 

der 
R

andbem
erkungen 

in 
seinem

 
H

andexem
plar 

der 
K

ritik 
der 

U
rteilskraft. 

In: 

M
aterialien 

zu 
K

ants 
>

K
ritik 

der 
U

rteilskraft<
, 

1974.

H
egel; 

Phanom
enologie 

des 
G

eistes, 
Suhrkam

p-A
usgabe 

B
d. 

3. S. 
275-281.

K
allias 

oder 
fiber die Schtinheit(-' 

K
allias 

->
JA

JW
), dtv.-A

usgabe, 
S. 15.

Schiller:

K
allias, 

S. 
15. 

K
allias, 

S. 22. 

a. 
a. 

0.



(
18
)

「
判
断
力
批
判
」
は
、
天
才
概
念

を
頂
点
と
し
て
考
え
る
と
よ
く
理
解
し
う
る
と
す
る

の
が
、
ガ
ダ

マ
ー
で
あ

る
。
　

に
よ
れ
ば
、
こ
の
天
才
概
念
が
フ
ィ
ヒ
テ
以
後
、
一
般
的

で
超
越
論
的
な
立
場

へ
高

め
ら
れ
、
包
括
的
生
命
概
念

に
な

っ
た
と

い
う
。
　

(24
)

「対
象

の
形
式

が
そ
の
根

拠
を
さ
ぐ
る
た
め
反
省
的
悟
性
を
必
要

と
し
な

い
と
き
、
対
象

は
直
観

に
お

い
て
自
由

と
し
て
表

示
さ
れ
る
」
　

　
(以
下
、
　

と
略
記
)
　

.

(
25
)

こ
の
よ
う
な
世
界
理
解
が

一
面
的

で
あ
る
こ
と
は
の
ち

に
、
現
象
学
以
後
の
展
開

で
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
扱
わ
な

い
。

K
. 

d. 
U

., 
S. 

134. 

K
. 

d.  U
., 

S. 
152. 

K
. 

d. 
U

., 
S. 

151. 

K
. 

d. 
U

., 
S. 

29. 

K
. 

d. 
U

., 
S. 

234. 

K
. 

d. 
U

., 
S. 

236. 

K
. 

d. U
., 

S. 242.

G
adam

er 
(1960), 

S49ff,

G
adam

er 
(1960),

S. 
55-6.

K
. 

d. U
., 

S. 
241. 

K
. 

d. 
U

., 
S. 

258. 

K
. 

d. 
U

., 
S. 

258.

 
Schiller; 

V
ollstandiges 

V
erzeichnis 

der 
R

andbem
erkungen 

in 
seinem

 
H

andexem
plar 

der 
K

ritik 
der 

U
rteilskraft. 

In: 

M
aterialien 

zu 
K

ants 
>

K
ritik 

der 
U

rteilskraft<
, 

1974.

H
egel; 

Phanom
enologie 

des 
G

eistes, 
Suhrkam

p-A
usgabe 

B
d. 

3. S. 
275-281.

K
allias 

oder 
fiber die Schtinheit(-' 

K
allias 

->
JA

JW
), dtv.-A

usgabe, 
S. 15.

Schiller:

K
allias, 

S. 
15. 

K
allias, 

S. 22. 

a. 
a. 

0.

K
allias, 

S. 
12. 

K
allias, 

S. 
13.

D
arstellung

V
gl., 

H
euer, 

F.; 
D

arstellung 
der 

Freiheit—
Schillers 

transzendentale 
Frage 

nach 
der

K
unst, 

1970.

K
allias, 

S. 19. 

K
allias, 

S. 14. 

K
allias, 

S. 23. 

a. a. 0. 

a. a. 0. 

K
allias, 

S. 19. 

H
enrich 

(1957), S. 537. 

K
. d. U

., S. 53-61. 

Schiller;  O
ber 

A
nm

ut 
and W

iirde 
( 

}L
-. A. u. W

. -kitgn,Q
), dtv.-A

usgabe, 
S. 48. 

A
. u. W

., S. 70. 

a. a. 0. 

A
. u. W

., S. 70. 

A
. u. W

., S. 75. 

a. a. 0. 

A
. u. W

., S. 74.



(
31
)
　

を

め

ぐ

っ
て
は
、
カ

ン
ト

に

お

い
て

も
、

シ

ラ
ー

に

お

い

て
も

、
18
世
紀

の
美

術

史

に

か

か
わ

る
無

視

で

き
な

い
問
題

が

あ

る

が
、

こ

れ

に

と

り
く

む

こ

と

は
他

日

の
課

題

で
あ

る
。

(47
)

ヘ
ン
リ

ッ
ヒ
は
、
こ
の
関
係
を
次

の
よ
う
な
言

い
方

で
表
現
し
て
い
る
。
「
た
し
か

に
シ
ラ
ー
は
非
力

な
道
具
を
も

っ
て
で
は
あ

っ
た
け
れ
ど
、
の
ち

に

へ
ー
ゲ

ル
の
思
弁
的
な
論
理
学

の
プ

ロ
グ

ラ
ム
と
し
て
も
ま
た
定
式
化
さ
れ
る
よ
う
な

こ
と
を
初
め
て
試

み
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
自
己

へ
の
関
係

K
allias, 

S. 
12. 

K
allias, 

S. 
13.

D
arstellung

V
gl., 

H
euer, 

F.; 
D

arstellung 
der 

Freiheit—
Schillers 

transzendentale 
Frage 

nach 
der

K
unst, 

1970.

K
allias, 

S. 19. 

K
allias, 

S. 14. 

K
allias, 

S. 23. 

a. a. 0. 

a. a. 0. 

K
allias, 

S. 19. 

H
enrich 

(1957), S. 537. 

K
. d. U

., S. 53-61. 

Schiller;  O
ber 

A
nm

ut 
and W

iirde 
( 

}L
-. A. u. W

. -kitgn,Q
), dtv.-A

usgabe, 
S. 48. 

A
. u. W

., S. 70. 

a. a. 0. 

A
. u. W

., S. 70. 

A
. u. W

., S. 75. 

a. a. 0. 

A
. u. W

., S. 74.



H

・
ク

ー

ン

に
よ

れ
ば

、

こ
の
概

念

は

ラ

イ

ン

ホ

ル
ト

に
由

来

す

る

そ

う

で
あ

る

。

は
そ
れ
が
同
時

に
他
者

へ
の
関
係

も
含
む
よ
う
に
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
」

カ

ン
ト
も

こ
の
点

を

「
趣
味
の
方
法
論
」
で
説

い
て
い
る
.

H
enrich 

(1971), 
S. 

17.

K
. 

d. 
U

., 
S.  261ff.

Schiller; 
U

ber die asthetische 
E

rziehung 
des M

enschen 
(20.4-' 

A
. E

. M
. 

-1,4), 
dtv.-A

usgabe. 
S. 167. 

a. a. 0. 

a. a. 0. 

V
gl. K

uhn, 
H

. ; D
ie V

ollendung 
der 

klassischen 
deutschen 

A
sthetik 

durch 
H

egel, 
1931, S. 54. 

Fichte, 
J. G

. : D
ie W

issenschaftslehre, 
2. V

ortrag 
im

 
Jahre 

1804, PhB
-A

usgabe, 
S. 

18. 

Janke 
(1967), 

S. 438. 

A
. E

. M
., liter 

B
rief, 

S. 169. 

a. a. 0. 

a. a. 0.. 

a. a. 0. 

Janke 
(1967), 

S. 443.

K
uhn 

(1931), 
S. 

49,

Fichte, 
J. G

. : G
rundlage 

der gesam
ten 

W
issenschaftslehre, 

PhB
-A

usgabe, 
S. 51ff. 

A
. E

. M
., 14ter 

B
rief, 

S. 
177. 

A
. E

. M
., S. 178. 

a. a. 0. 

A
. E

. M
., 15ter 

B
rief, 

S. 179. 

a. a. 0. 

a. a. 0. 

A
. E

. M
., 15ter 

B
rief, 

S. 180.



(69
)

「芸
術

の
課
題

は
も
は
や
自
然
理
想

の
表

示
で
は
な
く
、
自
然

と
人
間
的
、
歴
史
的
世
界
に
お

い
て
、
人
間
が
己
れ
自
身
と
出
会
う

こ
と
な
の
で
あ
る
」

　
(
70
)
　

(71
)

》
邑
　

(
72
)

「
(美

的

教

育

の
)

書

簡

は

、

テ

ユ
ー

ビ

ン
ゲ

ン

の
三

人

の
僚

友

が

フ
ラ

ン

ク

フ

ル
ト

で
描

い
た

ビ
ジ

ョ
ン

(最

古

の
体

系
)

を
先

ど

り

し

て

い
る

」

　

。

(本
学
大
学
院
博
士
課
程

・
倫
理
学
)


