
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

趣味判断の演繹

中本, 幹生
九州大学大学院 : 博士課程 : 哲学

https://doi.org/10.15017/1430804

出版情報：哲学論文集. 34, pp.35-46, 1998-09-25. 九州大学哲学会
バージョン：
権利関係：



　
問

題

提
起

『判
断
力
批
判
輪
第
30
節
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
趣
味
判
断
の
演
繹
の
課
題
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「美
学
的
判
断
の
あ
ら
ゆ
る
主
観
に
対
す
る
普
遍
妥
当
性
の
要
求
は
、
何
か
あ
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
理
に
立
脚
す
べ
き
判
断
と
し
て
、
演
繹

(こ
の
要
求
の
正
当
化
)
を
必
要
と
す
る
・
・
∴

(
　

)

快
適
な
も
の
に
関
す
る
判
断
は
、
単
な
る
私
的
な
判
断
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
あ
る
も
の
を
美
と
判
定
す
る
趣
味
判
断
は
、
全
て
の
人
に
同

意
を
要
求
す
る
。
趣
味
判
断
の
演
繹
は
、
趣
味
判
断
の
こ
の
普
遍
妥
当
性
要
求
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
「趣
味
判
断
の
演
繹
」
と

題
さ
れ
た

『判
断
力
批
判
』
第
38
節
で
カ
ン
ト
は
こ
の
演
繹
を
遂
行
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
、
少
し
長
く
な
る
が
次
に
引
用
し
て
お
く
。

「純
粋
な
趣
味
判
断
に
お
い
て
は
、
対
象
に
関
す
る
適
意
は
対
象
の
形
式
の
単
な
る
判
定
と
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
が
容
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、

趣
味
判
断
の
演
繹

中

本

幹

生



そ
れ

は
判
断

力

に
対

す

る
対
象

の
形

式

の
主
観

的
合

目
的

性

に
他

な
ら
ず

、

こ

の
合

目
的

性

を
我

々

は
心

に
お

い
て
対
象

の
表
象

と
結

び
付

い
て

い
る
も

の
と
感

じ

る

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
判

断
力

は
、

判
定

の
形

式
的

規
則

に
関

し

て

は
、

一
切

の
実
質

(感

覚

に
せ

よ
概
念

に
せ
よ
)

無

し

に
、

た

だ
判
断

力

一
般

(
こ
れ
は
特

殊

な
感
覚

や
特

殊

な
悟
性

概
念

に
は
適
合

し
な

い
)

の
使
用

に
関

す

る
主
観

的
条

件

に
し

か
向

け
ら

れ
え

な

い
こ
と

に
な

る
、
従

っ
て
我

々
が
全

て

の
人

間

に

お

い
て

(可
能

的
認

識

一
般

の
た

め

に
必

要

な
も

の
と

し

て
)

前
提

し

う

る
と

こ
ろ

の
主
観

的

な

も

の

に
し

か
向

け
ら

れ
え

な

い
。
従

っ
て
表
象

と
判

断
力

の
こ

の
条

件

と

の

一
致

が
、
全

て
の
人

に
妥
当

す

る
も

の
と
し

て
ア

・
プ
リ

オ

リ

に

想

定

さ
れ
得

ね
ば

な

ら
な

い
。

即
ち
、

快

あ
る

い
は
認

識
能

力

の
関
係

に
対

す

る
表
象

の
主
観

的
合

目
的

性
が

.

.

.
全

て

の
人

に
対

し
て
当

然

要

求

さ
れ
う

る
。
」

(
　

)

カ

ン
ト

の

こ
の
演
繹

に
た

い
す

る
批

判

的
な

見
解

は
多

々
見

ら

れ
る
が

、

そ
れ

ら

の
批

判

の
要
点

は
、

こ
こ

で
カ

ン
ト
が
趣

味
判

断

の
普
遍

妥

当

性
要

求

を
、
認

識

一
般

を
可
能

に
す

る
判
断

力

一
般

の
普
遍

性

に

の
み
訴

え

て

い
る

と
見

な
し

、
そ

れ
故

反
省
的

判

断
力

と
し

て

の
趣

味

判
断

　
ユ

　

の
固
有

な

性
質

が
失

わ

れ
て

い
る

と
考

え
る

こ
と

に
あ

る

。

し
か

し
カ

ン
ト

は
悟

性

と
構

想
力

の
調

和
状

態

に
対

す

る
判
定

と
し

て

の
趣

味

判
断

の
普
遍

妥

当
性

要
求

を
、

単

に
両
認

識
能

力

と
そ

の
関
係

の
普
遍

性

に
の
み
基

づ

い
て
演

繹

し

て

い
る
の
だ

ろ
う

か
。

も

し
そ
う

で
あ

る

と
し

た
ら
、

悟
性

と
構

想
力

に
よ

っ
て
成
立

す

る
理
論

的

な
認

識

に
対

し

て
、
趣

味

は
何

ら
そ

の
固
有

性

が
把
握

さ
れ

て

い
な

い
こ
と

に
な

り
、
第

38
節

で
の
演
繹

は
失

敗

で
あ

る

と
言

わ
ざ

る
を
え

な

い
。

そ

れ
故
、
『
判
断

力
批

判
』
第

38
節

に
お

け
る
趣

味
判

断

の
演
繹

に
お

い
て
カ

ン
ト

が
実
際

何

を
主

張
し

て

い
る

の
か
を

検
討

し
直

し

て
み

た

い
。

そ
れ

に
よ

っ
て
、

演
繹

論

に

お

い
て
カ

ン
ト

は
趣

味

の
固
有

性

を
保
持

し

つ

つ
普

遍

性
要

求
を

確
立

し

て

い
る

こ
と
を
確

認

す

る
こ
と

が
本
論

の

目

的

で
あ

る
。



二

第

38
節

の
演

繹

と

判
断

一
般

の
主

観

的

形
式

的
条

件

演
繹
の
課
題
は
趣
味
判
断
の
普
遍
妥
当
性
要
求
の
立
証
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
趣
味
判
断
が
感
官
判
断
や
論
理
的
判
断
な
ど
の
他
の
判
断

か
ら
区
別
さ
れ
る
特
性
は
、
そ
れ
が
概
念
に
よ
ら
ず
に
、
普
遍
妥
当
性
を
要
求
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
(
　

)。
カ
ン
ト

は
演
繹
論
に
お
い
て
ま
さ
に
こ
の
特
性
を
確
立
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

第
38
節
に
お
け
る
判
断
の
普
遍
妥
当
性
要
求
正
当
化
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
叙
述
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「と
こ
ろ
で
判
断
力
は
、
判
定
の
形
式
的
規
則
に
関
し
て
は
、

一
切
の
実
質

(感
覚
に
せ
よ
概
念
に
せ
よ
)
無
し
に
、
た
だ
判
断
力

一
般

(こ

れ
は
特
殊
な
感
覚
や
特
殊
な
悟
性
概
念
に
は
適
合
し
な
い
〉
の
使
用
に
関
す
る
主
観
的
条
件
に
し
か
向
け
ら
れ
え
な
い
こ
と
に
な
る
、従

っ
て
我
々

が
全
て
の
人
間
に
お
い
て

(可
能
的
認
識

一
般
の
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
)
前
提
し
う
る
と
こ
ろ
の
主
観
的
な
も
の
に
し
か
向
け
ら
れ
え
な

い
Q」こ

の
演
繹
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
趣
味
判
断
の
固
有
性
を
保
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
他
の
種
類
の
判
断
と
の
対
比
か
ら
も
見
て
取
れ
る

こ
と
を
先
ず
指
摘
し
て
お
こ
う
。
趣
味
判
断
は
普
遍
性
を
要
求
し
な
い
感
窟
判
断
や
概
念
に
基
づ
く
論
理
的
判
断
か
ら
区
別
さ
れ
る
が
、
カ
ン
ト

は
演
繹
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
判
断
と
の
差
異
を
明
確
に
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
一
切
の
実
質

(感
覚
に
せ
よ
概
念
に
せ
よ
)
無
し
に
」
と
い
う
の
が

そ
れ
で
あ
り
、
こ
こ
で

「感
覚
し
は
感
官
判
断
を
、
「概
念
し
は
論
理
的
判
断
を
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

　　

　

れ
故
こ
の
直
後
に
登
場
す
る

「判
断
力

一
般
」
と
は
、
こ
う
し
た
感
覚
や
概
念
と
い
っ
た
実
質
を
捨
象
し
た
限
り
で
の
判
断
力
を
意
味
し
、
そ
れ

が
感
官
判
断
や
論
理
的
判
断
か
ら
区
別
さ
れ
た
差
異
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ

で

「
判

断
力

一
般

…

の
使

用

に
関

す

る
主
観

的
条

件
」

と

は
何

で
あ

ろ
う

か
。

第

35
節

に
お

い
て
、

「
:

・
趣

味
判

断

は
概
念

に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
え
な
い
の
で
、
判
断

一
般
の
主
観
的
形
式
的
条
件
に
の
み
基
づ
く
。
全
て
の
判
断
の
こ
の
主
観
的
条
件
は
、
判
断
す
る
能
力
そ
れ



自
身

、
即

ち
判
断

力

で
あ

る
」

(
　

)
と
欝

わ

れ

て

い
る
。

こ
の
主
観

的
条

件

と

は
具
体

的

に
は

「
二

つ
の
表

象
能

力
、

即

ち
構
想

力

(直

観

と
、

そ

の
多

様
な

も

の

の
合

成

の
た

め

の
)
と
悟

性

(
こ

の
合

成

の
統

一
の
表

象

と
し

て

の
概

念

の
た
め

の
)
の
合

致
」

(
　

)
で
あ
り

、

の

り

の

の

対
象
の
概
念
を
判
断
の
根
底
に
お
か
な
い
趣
味
判
断
の
場
合
、
「直
観
も
し
く
は
表
示
す
る
能
力

(即
ち
構
想
力
〉
の
、
概
念
の
能
力

(即
ち
悟
性
)

の

　

コ

ほ

の

コ

の

の

　

の

サ

　

　

の

　

　

の
下

へ
の
、
そ
の
自
由
に
お
け
る
構
想
力
が
そ
の
合
法
則
性
に
お
け
る
悟
性
と
調
和
す
る
限
り
に
お
け
る
、
包
摂
」
(
　

)
で
あ
る
。
従
っ

て
判
断

一
般
の
主
観
的
形
式
的
条
件
と
は
構
想
力
と
悟
性
と
の
包
摂
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
直
観
を
概
念
の
下
に
包
摂
す
る
判
断
と
し
て

の
論
理
的
判
断
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ま
た
カ
ン
ト
は
判
断
の
形
式
的
特
性
に
の
み
注
意
す
る
こ
と
で
感
覚
を
度
外
視
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
感
官
判
断
と
の
差
異
も
際
だ
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

反
省

的

判
断

力

と
し

て
の
趣
味

判

断

前
節
に
お
い
て
我
々
は
、
演
繹
論
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
感
窟
判
断
や
論
理
的
判
断
な
ど
の
他
の
判
断
か
ら
区
別
し
つ
つ
趣
味
判
断
の
演
繹
を
遂

行
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
反
省
的
判
断
力
と
し
て
の
趣
味
判
断
の
固
有
性
は
ま
だ
十
分
明
ら
か
で
は

ハ
ヨ
　

な

い
。
こ

の
趣

味
判

断

の
本
来

の
固
有

性

と
し

て

の
反

省
作

用

の
構

造
を

、
我

々
は
第

38
節

の
演

繹

に
お

い
て
読

み
取

る

こ
と

が

で
き
る
だ

ろ

う

か
。既

に
引

用

し
た

よ
う

に
、
第

35
節

に
お

い
て
、
趣

味
判

断

は
判
断

一
般

の
主
観

的
形
式

的

条
件

に
の
み
基

づ

き
、

そ
し

て
全

て

の
判

断

の

こ
の

主
観

的
条

件

は
、
判

断
す

る
能

力
そ

れ
自

身
、

即
ち
判

断
力

で
あ

る

と
言

わ
れ

て

い
た

(
　

)
。

こ
の
よ

う

に
判

断

一
般

の
主
観

的
条

件

が

判
断
力
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
38
節
の
演
繹
に
お
け
る
、
「判
断
力
は

:

・
判
断
力

一
般

…

の
使
用
に
関
す
る
主
観
的
条
件
に
し
か
向
け
ら

れ

え
な

い
」

(
　

)
と

い
う
叙

述

は
、
判

断
力

は
判

断
力

に
し
か
向

け

ら
れ

え
な

い
、

と

い
う

こ
と
と
同

値

で
あ

る
。
そ

し

て
こ

の
判

断
力

の
自

己
再

帰
的

構
造

こ
そ
趣
味

判
断

の
固
有
性

で
あ
ろ

う
。

「
美
学

的
判

断

に

お

い
て
は

:

・
判

断
力

自
身

が
、

主
観

的

に
、
対

象

で
も

あ



り
法

則

で
も
あ

る
」

(
　

)
と

は
、

こ

の
よ
う
な
趣

味

判
断

の
構

造
を

示

し
て

い
る
。

そ
し

て

こ

の
よ

う
な
自

己

再
帰
性

こ
そ
本
来

「
反
省

」

　
　

　

の
名

に
値

す

る
も

の
で
あ

る

と

い
え
る

。
そ
し

て

こ
れ
は

、
反
省

的

判
断
力

の
自

己
自

律

の
端

的

な
表
現

に
他

な
ら

な

い
。
「
判
断

力
も

ま

た
自
然

の
可
能

性

の
た

め

の
ア

・
プ
リ

オ

リ
な
原

理

を
、

た
だ
主

観
的

な
考

慮

に

お

い
て
だ
け

で
は

あ

る
が
、
自

分
自

身

の
内

に
持

っ
て

い
る
。

こ
れ

に

よ

っ
て
判

断
力

は
自

然

に
法
則

を
指

定
す

る

(自
律

と

し

て
)

の
で
は

な
く
、

自
然

に

つ
い
て

の
反
省

の
た
め

に
自

分

自
身

に
法

則

を
指
定

す

る

(自
己
自
律
と
し
て
)
…

」
(
　

)。
判
断
力

一
般
の
主
観
的
形
式
的
条
件
と
は
、
構
想
力
と
悟
性
と
の
調
和
的
な
包
摂
関
係
の

こ
と

で
あ

っ
た
。

こ

の
判

断
力

自
身

の
条

件

へ
と
判

断
力

が
向

け
直

さ

れ
、

こ

の
包

摂
関

係

が
合

目
的

的
な

調
和

関
係

で
あ
る

か
否

か
を
判

定

す

る

こ
と
、

こ
の
よ
う

に
自

分
自

身

へ
と
関

わ

る
再
帰

性

こ
そ
自

己
自

律

的
な

反
省

的
判

断
力

の
特

性

で
あ

る
。

即
ち
、

第

38
節

で
叙
述

さ

れ
た
、

判
断

力

が
判

断
力

一
般

の
主
観

的

条
件

に
向

け

ら
れ

る
と

い
う
事

態
、

つ
ま
り
判

断
力

が
判

断

力

に
向

け

ら

れ

る
と

い
う

こ

の
事

態

は
、

ま
さ

し
く

反
省

的
判

断
力

の
自

己
自

律
的

な
機
能

そ

の
も

の
に
他

な
ら

な

い
。

カ

ン

ト
は

こ
こ

で
普

遍

性
要

求

の
正

当

化
を
判

断
力

一
般

の

一
般
性

へ
訴
え

る

こ
と

に
よ

っ
て
反

省
的

判
断

力

の
固
有

性

を
無
化

し

て
し

ま

っ
て

い
る

の
で

は
な
く

、

む
し

ろ
逆

に
、

判

断
力

一
般

の
主
観

的

形
式
的

条

件

へ
向

き

直

る
と

い
う

そ

の
こ
と
、

即

ち
反
省

的
判

断
力

と

し

て
の
機
能

そ

れ
自
体

に
趣
味

判
断

の
普

遍
性

要

求

の
正
当

性

を
基

づ
け

よ
う

と

し
て

い
る

の
で
あ

る
。

演
繹

の
根

本

に
は
反

省
的

判
断

力

の

こ
の
自
己

自
律

が

あ
る
。

そ

し

て
こ

の
機

能

に
基

づ

い
て
初

め

て
判
断

の
普
遍

性

の
次

元
が

開

か
れ

る
。

な
ぜ

な
ら
反

省
的

判
断

力

が
自
身

へ
と
向

け
ら

れ
、

そ
し

て

こ
の
向

け
ら

れ

る
と

こ
ろ

の
判
断

力

一
般

の
主
観

的
形

式
的

条
件

が
全

て
の
人
間

に

お

い
て
同

一
で
あ

る
故

に

(〈
　

)
、

結
果

的

に
そ

の
判
断

は
普

遍

妥
当

性
を

要
求

で

き
る

か
ら

で
あ

る
。

「
:

・
従

っ
て
我

々

が
全

て

の
人

間

に

お

い
て

(可
能

的

認
識

一
般

の
た

め

に
必
要

な
も

の
と
し

て
)
前

提

し
う

る
と

こ
ろ

の
主
観

的

な
も

の

に
し

か
向

け

ら

れ
え
な

い
。
従

っ
て
表
象

と
判

断
力

の
こ

の
条

件

と

の

一
致

が
、

全

て

の
人

に
妥

当

す
る
も

の
と
し

て
ア

・
プ

リ
オ

リ

に
想

定

さ
れ
得

ね
ば

な

ら
な

い
」

(内
⊂
り
一
目
)
と

い
う

カ

ン
ト

の
結
論

は
、
直
前

の
、
反

省
的

判
断

力

の
自
己

再
帰

的
構

造

か
ら
帰

結

し

て

い
る

の

は
そ

の
た

め
で
あ

る
。
趣

味

判
断

の
普
遍

妥

当
性
要

求

は
反

省
的

判
断

力

の
自

己

自
律

に
根

源
的

に
基

づ

い
て

い
る

と
言

え
る
。



判
断
の
普
遍
妥
当
性
要
求
が
反
省
的
判
断
力
の
自
己
自
律
と
不
可
分
離
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
『判
断
力
批
判

へ
の
第

一
序
論
』
に
お
け
る
次

の
叙
述
に
も
見
て
取
れ
る
。
「
[美
学
的
感
官
判
断
と
美
学
的
反
省
判
断
と
の
]
差
異
を
決
定
す
る
標
徴
は

.

.

.
判
断
が
普
遍
妥
当
性
と
必
然
性

を
要
求
す
る
こ
と
に
存
す
る
。
と
い
う
の
も
美
学
的
判
断
が
普
遍
妥
当
性
と
必
然
性
を
帯
び
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
判
断
は
そ
の
規
定
根
拠
を
単

倹

と
不
快
の
感
情
そ
れ
自
身
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず

、
同
時
に
上
級
認
識
能
力
の
規
則
の
う
ち
に
、
特
に
こ
こ
で
は
判
断
力
の
規
則
の
う
ち
に

存

し
な

け

れ
ば

な

ら

ぬ
こ

と
を
要

求

し
、
従

っ
て

こ
の
判
断

力

は
反
省

の
条

件

に
関

し

て
ア

・
プ

リ

オ
リ

に
立
法

的

で
あ

り
、
自

律

を
証

明
す

る

か
ら

で
あ

る
。
…

こ

の
立

法

は
本
来
自
己
自

律

と
名

付

け
ら

れ
る

べ
き

で
あ

ろ
う
、

と

い
う

の
も
判

断

力

は
自

然

や
自

由

に
で

は
な
く

、

も

っ

ぱ

ら
自

分
自

身

に

の
み
法
則

を
与

え

る

か
ら

で
あ
り

・
:

」

(
　

。

こ
こ

で
判
断

力

の
規
則

と

は
、
悟

性

と
構
想

力

の
調
和

的

な
包

摂

関
係

に
お
け

る
そ

の
関
係

性

の

こ
と

で
あ

ろ
う
。
従

っ
て
判

断
力

は
悟

性

と
構
想

力

の
包

摂

関
係

と

し
て
調

和
的

に
合

致

し

つ
つ
規
則

を
産

み

出

し
な
が

ら
、

ま
た

そ

の
関

係

が
合

目
的

的
調

和

で
あ

る

こ
と
を
自

ら

に
対

し
て
再

帰
的

に
判

定

す

る
の

で
あ
り
、

そ

し

て
そ

れ
が
同
時

に
上
級

認
識

能
力

の
規

則

と
し

て
普
遍

妥
当

的

と
考

え
ら

れ

る
と

い
う

こ
と
を
、

カ

ン
ト

は

こ
こ

で
示
唆

し

て

い
る
の

で
あ

る
。

そ
れ
故

、
例

え
ば

ガ

イ

ア
ー

の
解

釈

す
る

よ
う

に
、
認

識

の
た

め

に
は
構
想

力

と
悟
性

と
そ

の
包

摂
関

係

が
前

提

さ
れ

る
故

に
認
識

を
行

な

う

全

て

の
人
間

も
そ

れ
ら

を
所
有

し

て

い
る

は
ず

で
あ

り
、
従

っ
て
そ

の
包

摂
関

係

に
基

づ
く

趣
味

判
断

も
全

て
の
人
間

に
妥

当

す
る

、

と

い
う
論

法

(知

の
普
遍

妥
当

性

を
条

件

と
し

て
趣
味

判
断

の
普
遍

性

を
導

く
)

を

カ

ン
ト
は

こ

こ
で
用

い
て

い
る
の

で
は
な

い
。

こ

こ
で

の
カ

ン
ト

の
主

張

の
ポ

イ

ン
ト

は
、
趣

味
判

断

は
反
省

的
判

断
力

と

し

て
判

断
力

の
形

式
的

条
件

へ
向

け
直

さ

れ

る
こ

と

に
お

い
て
、
同

時

に
全

て

の
人

間

に

お

い
て
同

一
な
条
件

と

い
う
普

遍
性

の
次

元

に
立

ち
う

る

と

い
う

こ

と

に
あ

る
。

そ
し

て

そ
れ
故

に
趣

味
判

断

は
同
時

に
こ

の
普

遍
性

の
次

元

に
お

　
　

ぜ

い
て
下

さ
れ

る
判

断

と
見

な

さ
れ
、

従

っ
て
普
遍

妥

当
性

を
要

求

し
う

る

の
で
あ

る

。



四

第

38
節

の
演

繹

と
共

通
感

官

我
々
は
第
38
節
の
演
繹
の
検
討
を
通
し
て
反
省
的
判
断
力
の
自
己
自
律
の
構
造
、
及
び
趣
味
判
断
の
普
遍
妥
当
性
要
求
が
そ
の
自
己
自
律
的
な

機
能
に
基
づ
け
ら
れ
る
構
図
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
最
後
に
、
こ
れ
と
共
通
感
官
に
お
け
る
反
省
の
操
作
と
の
構
造
上
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。
と
い
う
の
も
「知
性
的
判
断
よ
り
も
美
学
的
判
断
の
方
が
共
通
的
感
官
の
名
称
を
帯
び
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」

(囚
p

一〇〇
)
と
い
う
言

明
を
引
用
す
る
ま
で
も
な
く
、
そ
も
そ
も
第
40
節
が

「セ
ン
ス
ス

・
コ
ン
ム
ニ
ス
の
一
種
と
し
て
の
趣
味
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
両
者
の
構
造
の
比
較
検
討
を
我
々
は
行
な
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

『判
断
力
批
判
』
第
20
節
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
初
め
て
共
通
感
官
の
理
念
を
導
入
し
て
い
る
。
共
通
感
官
と
は
、
何
が
快
い
か
快
く
な
い
か

を
概
念
に
よ
っ
て
で
は
な
く
感
情
に
よ
っ
て
普
遍
妥
当
的
に
規
定
す
る
主
観
的
原
理
で
あ
る

(
　

)。
続
く
第
21
節
で
、
認
識
能
力

(構
想

力
と
悟
性
)
の
調
和
と
し
て
の
認
識
作
用
の
主
観
的
条
件
、
即
ち
両
認
識
能
力
の
比
例
関
係
は
感
情
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
言
わ
れ
、
こ
の
感

情

の
伝
達
可
能
性
の
た
め
に
共
通
感
官
が
前
提
さ
れ
る
(
　

)。
こ
の
認
識
作
用
の
主
観
的
条
件
と
は
、
判
断

一
般
の
主
観
的
形
式
的
条

件

の
こ
と
と
解
せ
ら
れ
る
。
共
通
感
官
は
こ
の
主
観
的
条
件
及
び
そ
の
普
遍
的
な
伝
達
可
能
性
と
密
接
な
関
係
を
持

つ
も
の
な
の
で
あ
る
。

さ
て
カ
ン
ト
は

『判
断
力
批
判
』
第
38
節
で
趣
味
判
断
の
演
繹
を
遂
行
し
た
後
、
第
40
節
で
再
び
共
通
感
官
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
及
し
て

い
る
。「こ

の
セ
ン
ス
ス
・
コ
ン
ム
ニ
ス

(
　

)
と
い
う
こ
と
で
我
々
は
共
通
的
感
官
の
理
念
を
、
即
ち
、
そ
の
判
断
を
い
わ
ば
全

人
間
理
性
に
照
ら
し
合
わ
せ
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
容
易
に
客
観
的
な
も
の
と
見
誤
ら
れ
う
る
主
観
的
な
私
的
条
件
に
よ
っ
て
判
断
に
不

利
な
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
錯
覚
か
ら
免
れ
る
た
め
に
、
反
省
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
表
象
の
仕
方
を
考
え
の
中
で

(ア
・
プ
リ
オ
リ
に
)

考
慮
す
る
判
定
能
力
の
理
念
を
、
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
こ
と
は
、
た
だ
我
々
の
固
有
の
判
定
に
偶
然
な
仕
方
で
付
着
し



て

い
る
制

限

を
捨
象

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
我

々
が
そ

の
他
者

の
判
断

を
現
実

的

な
も

の
と

い
う

よ

り
む

し
ろ
可

能
的

判
断

と

見
な

し
、

あ
ら

ゆ

る
他

者

の
立

場

に
自

身

を
置

く

こ
と

に
よ

っ
て
行

な

わ
れ

る
。
」

(渓
戸

一
宅

)

こ
れ

は
共
通

感
宮

の
基

本
的

な
意

味

と
考

え
ら

れ

る
が
、

カ

ン
ト
は

さ
ら

に
次

の
よ

う

に
続
け

る
。

「
こ
の

こ
と
は

ま
た
同

様

に
次

の

こ
と

に
よ

っ
て
も

も
た

ら

さ
れ

る
、

つ
ま
り

我

々
が
表
象

状

態

に

お

い
て
実

質

即
ち
感

覚

で
あ

る
と

こ

ろ
の

も

の
を

で
き

る
だ

け
取

り
除

き
、

も

っ
ぱ

ら

そ

の
表

象

も
し

く
は

そ

の
表

象
状

態

の
形
式

的

特
性

に

の
み
注

意

す

る

こ
と

に
よ

っ
て

で
あ

る
。
」

(凶げ
己
・
)

こ
こ

で
我

々
は
、
カ

ン
ト
が
演

繹
論

の
始

め

に

(第

鍵
節

)
、
演

繹

の
基
本

的

な
戦

略

と
し

て
掲

げ

て

い
た
手

立

て
を
思

い
起

こ
す
必
要

が

あ

る
。

も

っ
ぱ
ら

表
象

も
し

く

は
そ

の
表
象
状

態

の
形

式
的

特
性

に
の
み
注

意

す
る

と

い
う

共
通

感
官

に
お
け

る
反

省

の
操

作

は
、

そ

れ

に
よ

っ
て
演
繹

が
遂
行

さ

れ

る

べ
き

こ

の
戦

略

に
対
応

し

て

い
る

よ
う

に
見

え
る

か
ら

で
あ

る
。
第

31
節

で

は
、
次

の
よ
う

に
醤

わ
れ

て

い
た
。

「
我

々
が
判
断

の
全

て

の
内
容

即

ち
快

の
感
情

を
捨

象

し

(
　

)
、
単

に
美

学
的

形
式

を
論

理
学

が
指

定

す

る
判
断

の
客

観
的

形
式

と
比
較

す

る
な

ら
ば
、

趣
味

判
断

が
全

て
の
認
識

判
断

か
ら
区
別

さ

れ

る
こ

の
論

理

的
特

性

の
解
明

は

そ
れ

だ
け

で

こ
の
特

異
な
能

力

の
演

繹

に

十

分

で
あ

ろ
う
。
」

(
　

)

共
通

感
官

に
お

い
て
も
演

繹
論

の
遂

行

に

お

い
て
も
共

通
し

て
、

そ

の
作

業

の
手

立

て
は
、

実
質

と

し
て

の
感
覚

的

な
も

の
を
捨

象

し

て
、
も

っ
ぱ

ら
表
象

状
態

も

し
く

は
判
断

の
論

理
的

形
式

的
特

性

の

み
を
考
慮

す

る

こ
と

で
あ

る
。

そ
れ
故

演
繹

の
遂

行

は
、

共
通
感

宮

に
よ

る
反

省
作

用

の
構

図
、

あ

る

い
は
そ

の

「
抽

象
的

定
式
　

)
し

(
　

)

と

よ
く
呼

応

し
て

い
る

の

で
は
な

い
か
。

演
繹

論

と
共

通

感
官

の
説

と

の
こ

の
対
応

関
係

を
、

我

々
は
第

38
節

の
演

繹

を
カ

ン

ト
自

身

が
要
約

的

に
述

べ
た
脚
注

の
叙

述

に
お

い
て
確

認

す

る
こ
と

が

で

き
る
。

「
(1
)
全

て
の
人
間

に
お

い
て
、

こ

の
能

力

[判

断
力

]

の
主
観

的
条

件

は

…

同

一
で
あ

る
。
…

(
2
)

[趣

味

]
判

断

は
た
だ

こ
の
関
係

く従

っ
て
判
断

力

の
形
式

的
条

件

)
だ

け
を
考

慮

す

る

・

・
こ

(
　

)



こ

の
脚

注

の

(1

)

で
、

判
断

力

の
主
観

的

形
式

的
条

件

は
全

て

の
人

間

に
お

い
て
同

一
と
言

わ
れ

て

い
る

こ
と

か
ら
、
判

断

力

の
こ

の
条

件

は
共
通

感
官

に
お

い
て
言

わ
れ

た

「
あ
ら

ゆ

る
他
者

の
表

象

の
仕
方

」

と
対
応

し

て

い
る
と

い
え

る
。
我

々
は
、
第

35
節

に
お

い
て
判
断

力

一
般

の
主
観

的
条

件

に

つ

い
て
カ

ン
ト
が
述

べ
て

い
る
際

、
「
全

て

の
判

断

の
こ

の
主
観

的
条

件

は
、
判

断

す

る
能

力

そ

れ
自

身

、
即
ち
判

断
力

で
あ

る
」

(内
C
り
一
&

傍
点

は
引
用

者
)

と
表
現

し

て

い
る

こ
と

に
注

意

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

「
判
断

力

一
般
」

は

一
切

の
実

質
的

な

も

の
を
捨

象
し

た
判
断

力

と

い
う

こ
と
と
同

時

に
、
共

通
感

官

の
説

に
お
け

る
、
私

的
制

限
を

捨
象

し

た
あ

ら
ゆ

る
他
者

の
可
能
的

判
断

、

即

ち

「
い
わ
ば

全
人

間

理
性

」
、

「
あ

ら
ゆ

る
他

の
人

の
立
場

」

と
同

じ
次

元

に
あ

る

の
で
あ

る
。

ま
た
、
第
38
節
の
演
繹
に
お
い
て
先
に
我
々
が
明
ら
か
に
し
た
反
省
的
判
断
力
の
自
己
自
律
的
構
造

(「判
断
力
は
、
…

判
断
力

一
般
…

の
使
用

に
関

す

る
主
観

的
条

件

に
向

け
ら

れ

る

(
　

)
」

(
　

傍

点

は
引
用

者

)
)
は
、

脚
注

の

(2
)
で
言

わ

れ
て

い

る
、
趣

味
判

断
が

判
断

力

の
形
式

的
条

件

だ
け

を
考
慮

す

る

(
　

)
こ
と

を
意
味

し

て

い
る
と
考

え

ら

れ
る
。

即

ち
、
判

断
力

の
形
式

的
主

観
的

条
件

を

「
考
慮

す

る
」

こ

と
は
、

そ

の
条
件

へ
と
判
断

力
が

「
向

け

ら
れ

る
」

こ
と

で
あ

る
。

そ
し

て

こ
れ

は
共
通
感

官

で

の

反
省

に

お
け
る
、

あ

ら
ゆ

る
他
者

の
表

象

の
仕

方
を

考
え

の
中

で
考
慮

す
る

(
　

)
こ
と

に
、
呼

応

し

て

い
る
。

こ

の
あ

ら

ゆ
る
他

者

の
可
能

的
判

断

へ
の
反
省

的
作
業

が

共
通

感
官

に
よ
る
判

定

で
あ

り
、

こ

の
考

慮

に
よ

っ
て
初

め

て
あ

ら

ゆ
る
他
者

の
可
能

的

判
断

の
地

平

が
開

か
れ
、

「
判

断

を

い
わ
ば
全

人
間

理
性

に
照

ら

し
合

わ

せ
」
し

め
、

「
あ

ら

ゆ
る
他

の
人

の
立

場

に
自

身

を
置

く

こ
と
」

が
可

能

と

な
る
。

共
通

感
官

に
お
け

る
あ

ら

ゆ
る
他

者

の
表
象

の
仕

方

へ
の
考
慮

は
、
演

繹

に

お
け

る
判
断
力

の
形
式
的

条

件

へ
の
考
慮

と
同
じ

構
造

を
有

し
、

こ

こ
に
反
省

と

い
う

こ

と

の
特

異
性

が
見

い
だ

さ

れ
る

の

で
あ

る
。

以

上

の
考

察

か
ら
、

趣
味

判

断

に
お

け
る
判

断

一
般

の
主
観

的
形

式
的

条
件

を
考

慮

す
る

こ

と
が
、

あ
ら

ゆ

る
他

者

の
可
能

的

判
断

を
考
慮

す

る
共
通

感
官

に
よ
る
判

定

と
類
似

の
構
造

を
持

つ
こ
と
が

明

ら
か

に
さ

れ
た
。

両
者

と

も

に
反
省

と

い
う
操
作

を
根

底

に
置

き

つ
つ
、

そ

れ

に
よ

っ
て
普

遍
性

の
場

を
開

き
、

そ

し

て
そ

こ

へ
と
普
遍

妥
当

性
要

求
が

基

づ
け

ら
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。



五

結
論

演
繹
論
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
趣
味
の
固
有
性
を
保
持
し
つ
つ
普
遍
性
要
求
を
確
立
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
本
論
の
目
的
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は

『判
断
力
批
判
』
第
38
節
の
叙
述
、
「判
断
力
は
、
判
定
の
形
式
的
規
則
に
関
し
て
は
、

一
切
の
実
質

(感
覚
に
せ
よ
概
念
に
せ
よ
)

無
し
に
、
た
だ
判
断
力

一
般

(こ
れ
は
特
殊
な
感
覚
や
特
殊
な
悟
性
概
念
に
は
適
合
し
な
い
)
の
使
用
に
関
す
る
主
観
的
条
件
に
し
か
向
け
ら
れ

え
な
い
」
(
　

)
を
解
釈
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
本
論
の
成
果
を
ま
と
め
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
演
繹
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
単
に
趣
味
戦
断
を
判
断
力

一
般
の
形
式
的
条
件
の
普
遍
性
に
の
み
基
づ
け
る
こ
と
な
の
で
は
な
い

(そ
う
だ

と
す
れ
ぼ
本
来
反
省
的
判
断
で
あ
る
べ
き
趣
味
判
断
の
そ
の
反
省
的
構
造
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
そ
の
特
性
が
見
い
だ
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
)
、

そ
う
で
は
な
く
、
判
断
力
が
そ
の
形
式
的
条
件

へ
と
さ
ら
に
自
己
再
帰
的
に
向
け
直
さ
れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
全
て
の
人
間
に
お
い
て
同

一
な
条
件

と
い
う
地
平
に
立

つ
こ
と
で
普
遍
性
が
要
求
さ
れ
る
、
と
い
う
構
造
を
カ
ン
ト
は
演
繹
論
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
自
己
再
帰
的
な
判
断
力
の
向
け
直
し
に
よ
っ
て
普
遍
性
の
次
元
を
切
り
開
く
こ
と
こ
そ
反
省
的
判
断
力
の
特
性
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
つ

ま
り
、
判
断
力

一
般
の
主
観
的
条
件
に

「判
断
力
は
…

向
け
ら
れ
る
」
こ
と
に
お
い
て
、
こ
の
判
断
は
反
省
的
判
断
力
な
の
で
あ
る
。

演
繹

論

に

お

い
て
趣

味
判

断

の
普
遍

妥

当
性

要
求

の
可
能

性

を
、

カ

ン
ト

は
ま

さ

に
反

省
的

判
断

力

の
構

造

そ

の
も

の
に
基
づ

け

て

い
る
。
演

繹

論

の
核

心

は
、

反

省
的

判
断

力

の
自
己

自
律

そ

の
も

の
で
あ

る

と

い
え

る
。

瞳

『判
断
力
批
判
　

は

図
ご

と
略
記
し
、
頁
付
け
は
原
版
第
三
版

に
よ
る
。
『
判
断
力
批
判

へ
の
第

一
序
論
』
(
　



　
)
は

国
国

と
略
記
し
、
頁
付
け
は
ビ
ブ
リ
オ
テ
ー
ク
版

に
よ
る
。

テ
ク
ス
ト
か
ら

の
引
用
は
両
書
と
も
に
ビ
ブ
リ
オ
テ
ー

ク
版
を
用

い
た
。

(
1
)
「
構
想
力

と
悟
性
が
認
識
能
力
で
あ
り
そ
れ
故
普
遍
性

の
性
質
を
持

つ
と

い
う
こ
と
は
真

で
あ

ろ
う
、
し
か
し
そ
れ

に
よ

っ
て
は
こ
れ
ら
の
諸
能
力
が
そ

の
遊
び

に
お

い
て
認
識
を
作
り
だ
す
仕
方

に
つ
い
て
は
何
事

も
確
定

し
な

い
。
」

(
　

　
同
様
に
、
「
演
繹

が
基
づ

い
て
い
る
の
は
、
美
学
的
判
断
に
お
い
て
遊
び

の
状
態

の
内

に
あ
る
諸
能
力

の
普
遍
性

で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら

の
諸
能
力
が
そ
こ

に
お

い
て

一
致
調
和
す
る
仕
方

の
普
遍
性

で
は
な

い
。
」

(
　

)

「
演
繹

は
:

・
諸
能
力

の
遊
び

に
特
有

な
も

の
、
ま
た
認
識
に
お
い
て
そ
の
遊
び

の
結
果
と
し
て
生
ず
る
も
の
を
放
棄

し
て
し
ま

っ
て
い
る
。
」

(一甑
a
.

ω
」
ω
『
)

ま
た
、
「概
念

に
よ
る
通
常

の
結
合
の
欠
如

に
お
け
る
認
識
諸
能
力

の
関
係
と
し
て
の
美
学
的
応
答

に
訴
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
カ
ン
ト
は
、
美
学
的
応

答

の
能
力
が
知

一
般

の
能
力

に
付
随
す
る
こ
と
を
示
唆
し
、
そ
し
て
知

一
般

の
能
力

は
伝
達
さ
れ
る
べ
き
知

そ
れ
自
身
を
支

え
る
条
件
と
し
て
あ
ら
ゆ

る
人

に
帰
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
」
(
　

・

　
)
と
解
釈
し
た
上
で
、
ガ
イ
ア
ー
は
美
学
的
応
答
は
知

一
般

の
伝
達
可
能
性
か
ら
は
導

か
れ
え
な
い
こ
と
を
指
摘

し
、
そ

し
て
カ
ン
ト
は
知

一
般

の
能
力

を
越
え
て
美
学
的
応
答
を
説
明
し
よ
う
と
し

て
は

い
な
い
と
考
え
て
い
る

(
　

)
。

　
も
、
カ
ン
ト
が
、
趣
味
判
断
を
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
う
ち

に
あ
る
認
識

の
条
件

の
基
礎
的
同

一
性

の
前
提

に
の
み
基
づ

い
て
正
当
化

し
て
い
る

と
批
判
的

に
言

及
し

て
い
る
。

　
(
2
)
こ
こ
で
我

々
は

「判
断
力

一
般
」
の
一

般
　

に
着
目
し
、
感
覚
や
概
念
を
捨
象
し
た
も
の
と
理
解

し
た
が
、
そ
れ
は
そ

の
直
後

の

「
こ
れ
は
特
殊
な

感
覚

や
特
殊
な
悟
性
概
念

に
は
適
合

し
な

い
」

(
　

)
と

い
う
叙
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
カ

ン
ト
に
お
い
て
一
般

」
と
い
う
語
が
あ

る

も
の
を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
る
考
察

の
観
点
を
意
味
す
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
次

の
論
文

が
参
考

に
な

っ
た
。



細
川
亮

一

「
存
在
論

と
超
越
論
哲
学

「
一
般
し

に
定
位

し
た

『純
粋
理
性
批
判
　

へ
の
接
近
」

(門哲
学
年
報
　

一
九
九
四
)

(3
)
　

「物

に
お

い
て
完
全
性
を
見

い
だ
す
た
め
に
は
理
性
が
、
快
適
さ
を
見

い
だ
す
た
め
に
は
単
な
る
感
官
が
、
美
を
見

い
だ
す
た
め
に
は
、
与
え
ら

れ
た
表
象

に
つ
い
て
の
単
な
る
反
省

(あ
ら
ゆ
る
概
念

な
し
で
)
が
必
要

で
あ
る
。
」

(
　

)
こ
こ
で
完
全
性

と
は
、
論

理
的
な
表
象
様
式

に
対

応
す
る
も

の
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
に
、
論
理
的
判
断
や
感
官
判
断

に
比
し
て
趣
味
戦
断

の
固
有
性
を
特
徴
付
け
る
も
の
が
反
省
作
用
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

(4
>
反
雀
す
る

(
　

)
は
ラ
テ
ン
語
の
　

に
由
来

し
て
い
る
。
　

は
曲
げ

る
こ
と
を
、
醜?

と
は
基
本
的

に
は
光
線
も
し
く
は

音
波
が

は
ね
返
る

こ
と
を
意
味

す
る

(
　

　
)
。
反
省

と
は
自
己
自
身

へ
と
向

け
返
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
、

す
ぐ
れ
て
自
己
再
帰
的
な
構
造
を
持

つ
の
で
あ
る
。

(5
)
<
瀞q
野

同
様
な
言
明
と
し
て
、

「
こ
の

[趣
味
判
断

の
]
普
遍
妥
当
性

が

…

快

の
感
情

(与
え
ら
れ
た
表
象

に
お
け
る
)

に
つ
い
て
判
断
す
る
主
観

の
い
わ
ば
自
律

に
基

づ
く
な
ら
ば

…

」

(
　

)

(6
)
そ
れ
故
こ
の
演
繹
は
、
普
遍
性
を
確
然
的

に
証
明

し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
判
断
力
は
こ
の
普
遍
性
の
次
元
を
自
ら
開
き

つ
つ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
判
断

の
普
遍
性

は
模
索
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
故

に
こ
そ
趣
味
判
断

の
普
遍
性

は
た
だ

「要
求
さ
れ
る
」
も
の
に
過
ぎ

な
い
と
言
え
る
。
ま
た
、
「美
学

的
判
断
力

に
お
い
て
は
客
体

の
表
象

さ
れ
た
形
式

に
お
け
る
、
交
互

に
調
和

す
る
構
想
力

と
悟
性
と
の
単
な
る
感
覚
的
関
係

の
下
に
抱
摂
し
、
そ
こ
で

は

こ
の
包
摂

は
容
易

に
誤

る
こ
と
が
あ
り
う
る
」
が
、
「
し
か
し
そ
れ

に
よ

っ
て
普
遍
的
同
意
を
当
て
に
す
る
判
断
力
の
要
求

の
正
当
性
は
何
も
の
も
奪

わ
れ
な

い
」

(
　

)
。
演
繹
が
立
証
し
た
の
は
、

こ
の

「
要
求
の
正
当
性
」
に
過
ぎ
ず
、
そ

の
意
味

で
、
趣
味

の
原
理
は
構
成
的

で
は
な
く
統
制

的

に
過
ぎ
な

い
と

い
う
ガ
イ
ア
ー
の
主
張

(
　

)

に
我
々
は
同
意
す
る
。

(本
学
大
学
院
博
士
課
程

・
倫
理
学
)


