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ショーペンハウアーにおける美と有機体論

問
題
提
起

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
と
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
と
の
関
係
が
問
題
に
さ
れ
る
場
合
、
従
来
、
美
学
の
分
野
に
お
け
る
比
較
対
照
が

多
く
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
の
目
的
論
（
有
機
体
論
）
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
と
の
関
係
は
十
分
に
注
目
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
『
判
断
力
批
判
』
が
趣
味
批
判
ば
か
り
で
な
く
目
的
論
も
含
む
限
り
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
と
『
判

断
力
批
判
』
の
関
係
は
、
同
時
に
目
的
論
を
も
視
野
に
入
れ
た
上
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
即
ち
第
一
部
（
趣
味
批
判
）
及
び

第
二
部
（
目
的
論
）
を
含
め
た
『
判
断
力
批
判
』
全
体
を
視
野
に
納
め
て
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲

学
と
『
判
断
力
批
判
』
と
の
関
係
は
明
瞭
に
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
両
者
が
美
学
の
分
野
で
比
較
対
照
さ
れ
る
際
の
テ
ー
マ
と
し
て
は
、
美
的
観
照
の
際
の
意
志
か
ら
の
解
放
（
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
）
と
無
関
心
的
適
意
と
い
う
美
の
規
定
（
カ
ン
ト
）
と
の
連
関
性
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
そ
の
典
型
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
け
る
美
と
有
機
体
論

―
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
と
の
関
わ
り
―

中　

本　

幹　

生
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こ
の
点
に
お
い
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
カ
ン
ト
の
親
近
性
を
強
調
す
る
に
せ
よ
差
異
性
を
指
摘
す
る
に
せ
よ
、
い
ず
れ
の
立
場
も
、
意
志
か

ら
の
解
放
と
無
関
心
的
適
意
と
い
う
美
の
規
定
と
の
距
離
を
測
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
い
わ
ば
カ
ン
ト
的
な
美
の
規
定

の
視
点
か
ら
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
の
特
質
を
論
じ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い（

1
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
カ
ン
ト
的
な
枠
組
み
の
中
で

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
と
カ
ン
ト
の
美

の
規
定
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
形
で
比
較
対
照
さ
れ
う
る
よ
う
な
共
通
の
土
俵
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
両
者
は
、
本
質

的
に
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
の
一
つ
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
本
稿
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
と
カ
ン
ト
の
趣
味

批
判
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
美
の
考
察
を
当
時
の
完
全
性
の
美
学
（
バ
ウ
ム
ガ

ル
テ
ン
が
そ
の
代
表
者
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
）
と
の
対
決
を
通
し
て
構
築
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
こ
の
完
全
性
の
美
学
の
系
統
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
ア
ー
美
学
が
属
す
る
こ
と
を
本
稿
は
示
す
。
そ
れ
に
よ
り
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
と
カ
ン
ト
の
立
場
と
の
決
定
的
な
差
異
が
明
ら
か
に

な
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
従
来
の
解
釈
の
視
点
で
は
看
過
さ
れ
て
い
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
「
無
関
心
的
適
意
」
と
「
意
志
か
ら
の
解
放
」
は
、
そ
れ
だ
け
と
っ
て
み
れ
ば
あ
る
類
似
性
を
持
つ
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
そ
れ
は
い
わ
ば
表
面
的
な
類
似
性
で
あ
り
、
よ
り
本
質
的
な
構
造
に
お
い
て
互
い
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
把
握

す
る
た
め
に
は
、「
無
関
心
的
適
意
」
と
「
意
志
か
ら
の
解
放
」
と
の
比
較
と
い
っ
た
個
々
の
個
別
的
な
類
似
点
を
取
り
上
げ
た
考
察
に
よ
る
の
で

は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
従
来
の
議
論
の
枠
組
み
と
は
全
く
異
な
る
視
点
か
ら
光
を
当
て
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即

ち
、
先
に
述
べ
た
、
目
的
論
（
有
機
体
論
）
を
も
含
め
た
『
判
断
力
批
判
』
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
上
で
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
示
さ
れ
る
の
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
有
機
体
論
と
カ
ン
ト
の
有
機
体
論
と
の
構
造
的
な
同
一
性
で
あ
り
、
美
の

分
野
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
点
に
お
い
て
両
者
が
密
接
な
連
関
性
を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
故
、
本
稿
で
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
主
著
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
を
『
判
断
力
批
判
』
と
の
関
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら
、

目
的
論
と
美
学
の
分
野
で
そ
れ
ぞ
れ
比
較
検
討
を
行
う
。
即
ち
、『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
に
お
け
る
有
機
体
論
と
カ
ン
ト
の
有
機
体
論
の
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構
造
上
の
類
似
性
を
ま
ず
考
察
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
後
者
の
前
者
に
対
す
る
影
響
の
跡
を
確
認
す
る
作
業
を
行
う
（
一
）。
さ
ら
に
、
こ
の
観
点
か

ら
、
あ
ら
た
め
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
と
カ
ン
ト
の
趣
味
批
判
の
関
係
に
考
察
の
光
を
当
て
る
こ
と
に
よ
り
、
両
者
が
大
き
く
相
違
し
た

立
場
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
（
二
）。
即
ち
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
は
む
し
ろ
完
全
性
の
美
学
の
系
統
に
属
す
る
こ
と
が
示
さ
れ

る
（
三
）。

一　
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
と
目
的
概
念	

	
	

―
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
カ
ン
ト
に
お
け
る
目
的
論
（
有
機
体
論
）
―

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
に
お
い
て
美
に
つ
い
て
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
の
は
、
そ
の
第
三
巻
に
お
い
て
で

あ
る
。
こ
の
巻
の
表
題
中
に
「
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
、
芸
術
の
客
観
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学

に
お
け
る
中
心
的
な
テ
ー
マ
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
の
認
識
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
を
明
示
的
に
読
み
取
れ
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て

は
、
美
学
的
な
考
察
様
式
に
お
け
る
構
成
要
素
の
一
つ
と
し
て
の
客
観
の
側
の
側
面（

2
（

を
特
徴
づ
け
て
い
る
、
次
の
箇
所
を
引
用
す
れ
ば
十
分
で
あ

ろ
う
。「
個
別
的
な
事
物
と
し
て
で
は
な
く
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア

4

4

4

と
し
て
、
即
ち
こ
れ
ら
諸
物
の
類
全
体
の
不
変
な
形
式
（Form

）
と
し
て
の
、

客
観
の
認
識
」（§3（ , S.230

）。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
は
イ
デ
ア
を
認
識
す
る
こ
と
こ
そ
が
美
的
な
認
識
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
プ
ラ
ト
ン

の
イ
デ
ア
が
初
め
て
導
入
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
前
の
巻
、
即
ち
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
第
二
巻
「
意
志
と
し
て
の
世
界
の
第
二
考
察
：

意
志
の
客
観
化
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
巻
で
は
、
表
題
ど
お
り
意
志
に
つ
い
て
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
ま
た
副
題
が
示
す
と
お

り
意
志
の
客
観
化
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
る
故
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
が
こ
こ
で
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
に
よ
れ
ば
、
イ
デ
ア
と
は
意
志
の
客
観
化
の
諸
段
階
だ
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
「
無
数
の
個
体
の
中
に
表
現
さ
れ
な
が
ら
、
こ
れ
ら

個
体
の
到
達
し
え
な
い
模
範
、
あ
る
い
は
物
の
永
遠
の
形
相
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ
自
身
は
時
間
と
空
間
と
い
う
個
物
の
媒
介
に
入
っ
て
ゆ
か
ず
、
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そ
う
で
は
な
く
て
確
固
と
し
て
存
立
し
て
お
り
、
い
か
な
る
変
化
に
も
服
さ
ず
、
常
に
存
在
し
、
決
し
て
生
成
し
た
も
の
で
は
な
い
」（§25 , 

S.154
）。
こ
の
よ
う
に
イ
デ
ア
と
は
、
生
成
消
滅
を
し
な
い
不
変
な
存
在
で
あ
る
。
不
変
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ら
に
第
三
巻
で
詳
論
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
時
間
・
空
間
・
因
果
性
の
形
式
か
ら
免
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
数
多
性
は
時
間
・
空
間
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
そ
れ

ら
の
な
か
で
の
み
考
え
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
形
式
を
脱
し
て
い
る
イ
デ
ア
が
数
多
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
即
ち
、

そ
れ
は
一
性
（E

inheit

）
を
持
つ
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
性
を
持
つ
イ
デ
ア
を
認
識
す
る
こ
と
こ
そ
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
美
的
な
認
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
カ

ン
ト
の
趣
味
批
判
と
の
関
係
を
考
察
す
る
本
稿
の
テ
ー
マ
に
と
っ
て
重
要
な
論
点
を
な
す
。
そ
れ
を
示
す
た
め
に
、
ま
ず
『
意
志
と
表
象
と
し
て

の
世
界
』
第
二
巻
の
中
で
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
有
機
体
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
箇
所
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
は
イ
デ
ア
の
こ
の
一
性
と
い
う
こ
と
を
軸
に
論
を
展
開
し
て
い
る
。

「［
有
機
体
の
］
部
分
の
こ
の
必
然
的
な
並
存
や
発
展
の
相
互
継
起
は
現
象
す
る
イ
デ
ア
、
即
ち
自
身
を
現
す
意
志
の
働
き
の
一
性
（E

inheit

）

を
廃
棄
し
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
一
性
は
い
ま
や
そ
の
表
現
を
、
因
果
律
に
従
っ
た
こ
れ
ら
部
分
と
発
展
の
相
互
の
必
然
的
な
関
係
お
よ
び
連
結
に

見
出
す
。
…

こ
の
こ
と
［
一
性
を
示
す
こ
と
］
は
あ
ら
ゆ
る
部
分
の
相
互
の
必
然
的
関
係
と
依
存
性
に
よ
っ
て
生
じ
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
現
象
に
お
い
て

も
ま
た
イ
デ
ア
の
一
性
は
回
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
我
々
は
い
ま
や
有
機
体
の
か
の
様
々
な
部
分
と
機
能
を
相
互
に
互
い
の
手
段
お
よ

び
目
的
と
し
て
認
識
し
、
有
機
体
自
身
を
こ
れ
ら
全
て
の
も
の
の
究
極
の
目
的
と
し
て
認
識
す
る
」（§2（ , S.1（（

）。
つ
ま
り
、「
…
一
方
で
そ
れ

自
身
単
純
な
イ
デ
ア
は
有
機
体
の
部
分
お
よ
び
状
態
の
数
多
性
へ
と
分
散
し
て
入
り
込
み
、
ま
た
他
方
で
、
そ
れ
ら
の
必
然
的
な
結
合
に
よ
っ
て

イ
デ
ア
の
一
性
は
回
復
さ
れ
る
」（ibid.

）
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
有
機
体
の
諸
部
分
の
数
多
性
と
イ
デ
ア
の
一
性
と
の
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
部
分
は
互
い

に
原
因
と
結
果
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
イ
デ
ア
の
一
性
を
顕
現
さ
せ
る
（
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
一
性
を
示
す
も
の
が
目
的
と
し
て
の
有
機
体
で
あ



─ （（ ─

ショーペンハウアーにおける美と有機体論

る
）。
本
来
イ
デ
ア
は
、
一
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
数
多
性
の
原
理
で
あ
る
時
間
・
空
間
の
形
式
以
前
の
も
の
と
し
て
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
性

は
、
有
機
体
（
目
的
）
に
お
い
て
、
そ
の
有
機
体
諸
部
分
の
相
互
的
な
因
果
関
係
に
よ
っ
て
再
び
回
復
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
図

式
的
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
三
項
関
係
と
し
て
表
現
で
き
る
だ
ろ
う
。
即
ち
、「
イ
デ
ア
の
一
性 

― 

数
多
性
を
持
つ
諸
部
分
の
相

互
的
因
果
関
係 

― 

目
的
と
し
て
の
有
機
体
（
イ
デ
ア
の
一
性
の
回
復
）」。

と
こ
ろ
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
論
じ
て
い
る
有
機
体
の
こ
の
構
造
は
、
カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
第
二
部
「
目
的
論
的
判
断
力
の
批

判
」
に
お
い
て
定
式
化
し
た
有
機
体
（
自
然
目
的
）
の
構
造
と
極
め
て
よ
く
類
似
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
次
に
よ
う
に
有
機
体
を
定
式
化
し
て
い

る
。「

自
然
目
的
と
し
て
の
物
［
有
機
体
］
の
た
め
に
第
一
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
、
諸
部
分
は
…
全
体
と
の
関
係
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
物
自
身
は
目
的
で
あ
る
、
従
っ
て
そ
こ
に
含
ま
れ
る
べ
き
全
て
の
も
の
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

概
念
も
し
く
は
理
念
の
下
に
あ
る
。
…

…
［
さ
ら
に
］
第
二
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
諸
部
分
が
、
互
い
に
相
互
的
に
そ
の
原
因
と
結
果
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
の
一
性

（E
inheit

）
へ
と
結
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
の
み
、
逆
に
（
相
互
的
に
）
全
体
の
理
念
が
再
び
全
て
の

部
分
の
形
式
と
結
合
を
規
定
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
…
。」（K

U
, 2（0 f.

）

つ
ま
り
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
あ
る
物
を
自
然
目
的
（
有
機
体
）
と
判
定
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
そ
の
物
の
諸
部
分
が
互
い
に
そ
の
原
因
で
あ
り

結
果
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
を
産
出
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
今
度
は
逆
に
、
あ
ら
ゆ
る
諸
部
分
の
形
式
と
結
合
を
規
定

し
て
い
る
全
体
の
概
念
も
し
く
は
理
念
が
、
全
体
の
原
因
と
判
定
さ
れ
る
。
従
っ
て
、「
作
用
因
の
結
合
が
同
時
に
目
的
因
の
結
果
と
判
定
さ
れ
う

る
」（K

U
, 2（1

）。

カ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
理
念
と
は
表
象
の
絶
対
的
な
一
性
で
あ
り
、
質
料
が
物
の
数
多
性
で
あ
る
こ
と
と
対
置
さ
れ
て
い
る（

3
（

。
そ
れ
故
、
や
は

り
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
場
合
と
同
様
、
こ
こ
で
も
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
有
機
体
の
諸
部
分
の
数
多
性
と
理
念
の
一
性
と
の
関
係
に
あ
る
。



─ （（ ─

こ
れ
ら
諸
部
分
は
互
い
に
原
因
と
結
果
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
の
一
性
へ
と
結
合
さ
れ
る
（
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
一
性
を
示
す
も
の
が
目
的

と
し
て
の
有
機
体
で
あ
る
）。
そ
し
て
こ
の
全
体
（
有
機
体
）
は
、
全
体
の
理
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
即
ち
こ
こ
で
も
、
図

式
的
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、「
理
念
の
一
性 

― 

数
多
性
を
持
つ
諸
部
分
の
相
互
的
因
果
関
係 

― 

目
的
と
し
て
の
有
機
体
（
一
性
を
持
つ
理
念

が
そ
れ
を
規
定
し
て
い
る
）」
と
い
う
三
項
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
。

こ
の
両
者
の
有
機
体
論
の
構
造
の
同
一
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
構
造
の
同
一
性
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
の
有
機
体
論
に
お
け
る
全

体
の
理
念
（Idee
）
が
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
有
機
体
論
に
お
け
る
イ
デ
ア
（Idee

）
に
相
当
し
て
い
る
こ
と
も
明
白
に
読
み
取
れ
る
だ
ろ

う
。
と
い
う
の
も
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
は
、
諸
部
分
が
相
互
的
な
因
果
関
係
に
あ
る
有
機
体
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
一
性
は
イ
デ

ア
の
一
性
で
あ
り
、
諸
部
分
へ
と
分
散
す
る
以
前
の
イ
デ
ア
の
一
性
が
そ
の
相
互
関
係
を
通
し
て
再
び
回
復
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
と
同
様
に
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
全
体
（
有
機
体
）
の
一
性
へ
と
結
合
す
る
諸
部
分
の
相
互
関
係
を
規
定
し
て
い
る
の
は
全
体
の
理
念
（
表
象

の
絶
対
的
な
一
性
と
し
て
の
）
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
こ
の
全
体
の
理
念
は
全
体
の
原
因
、
即
ち
「
目
的
因
」（K

U
, 2（1

）
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
全
体
の

理
念
と
は
目
的
の
概
念
に
他
な
ら
な
い（

4
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
有
機
体
論
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
と
は
、
カ
ン
ト

に
お
け
る
目
的
概
念
に
他
な
ら
な
い
。

カ
ン
ト
を
高
く
評
価
す
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
、
彼
自
身
の
有
機
体
論
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
カ
ン
ト
の
有
機
体
論
と
こ
の
よ
う
な
構

造
の
同
一
性
を
示
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
か
ら
の
影
響
が
な
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

即
ち
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
カ
ン
ト
の
理
念
（Idee

）
に
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
（Idee

）
を
見
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
カ
ン
ト
の

理
念
と
い
う
術
語
自
体
が
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
に
由
来
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
を
補
足
的
に
証
明
し
て
く
れ
る
。
つ
ま
り
、

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
こ
の
よ
う
な
理
解
は
む
し
ろ
ご
く
自
然
な
理
解
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
初

め
て
理
念
を
導
入
す
る
際
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
に
つ
い
て
触
れ
、
理
念
（
イ
デ
ア
）
と
い
う
表
現
を
そ
の
も
と
の
意
味
（
プ
ラ
ト
ン
が
使
っ
て
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い
た
意
味
）
に
従
っ
て
保
存
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
（A31（=

B3（（

）。
し
か
も
そ
の
文
脈
の
中
で
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
…
自
然
そ
の
も
の
に
関
し
て
も
、
プ
ラ
ト
ン
は
正
当
に
も
そ
の
源
泉
が
イ
デ
ア
に
あ
る
こ
と
の
明
ら
か
な
証
明
を
認
め
た
。
植
物
、
動
物
、
世
界

の
構
造
の
合
法
則
的
な
配
列
…
は
、
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
そ
れ
ら
が
た
だ
イ
デ
ア
に
従
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う

こ
と
、
そ
し
て
、
確
か
に
そ
の
現
存
の
個
々
の
条
件
の
下
に
あ
る
個
々
の
被
造
物
は
そ
の
種
の
最
も
完
全
な
も
の
の
イ
デ
ア
に
一
致
し
な
い
と
し

て
も
、
…
し
か
し
こ
れ
ら
の
イ
デ
ア
は
最
高
の
悟
性
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
不
変
的
に
、
凡
通
的
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
物
の
根
源
的
な
原
因
で

あ
る
と
い
う
こ
と
…
を
。
表
現
の
行
き
過
ぎ
と
い
う
こ
と
を
別
に
す
れ
ば
、
世
界
秩
序
の
自
然
的
な
も
の
を
模
写
と
見
な
す
こ
と
か
ら
、
目
的
即

ち
イ
デ
ア
に
従
っ
た
世
界
秩
序
の
建
築
術
的
結
合
へ
と
上
昇
し
て
行
く
こ
の
哲
学
者
の
精
神
の
高
揚
は
、
尊
敬
と
追
随
に
値
す
る
努
力
で
あ
る

…
」（A31（=

B3（4 f.

）。

こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
目
的
即
ち
イ
デ
ア
」
と
い
う
置
き
換
え
に
注
目
し
よ
う
。
既
に
こ
こ
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
イ
デ
ア
を
目
的
と
見

な
し
て
い
る
。
そ
し
て
理
念
に
基
づ
く
世
界
秩
序
の
合
目
的
的
統
一
と
い
う
こ
の
目
的
論
的
思
惟
は
、
有
機
体
の
構
造
に
も
適
用
さ
れ
る
の
で
あ

る
（vgl. A（（（ =

B（ 1（

）。
従
っ
て
、
先
に
『
判
断
力
批
判
』
を
テ
ク
ス
ト
に
検
討
し
た
、
統
一
的
な
全
体
へ
と
結
合
す
る
諸
部
分
の
形
式
を
規
定

す
る
全
体
の
理
念
、
と
い
う
有
機
体
論
に
お
け
る
理
念
（
＝
目
的
概
念
）
は
、
そ
も
そ
も
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
こ
の
節
で
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
カ
ン
ト
の
目
的
論
（
有
機
体
論
）
の
関
係
を
考
察
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ

と
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
も
、
有
機
体
と
は
そ
の
諸
部
分
が
相
互
的
な
因
果
関
係
に
よ
っ
て
一
性
へ
と
結
合

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
一
性
と
い
う
表
象
は
一
方
で
は
カ
ン
ト
の
目
的
概
念
（
全
体
の
理
念
）
に
、
他
方
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
で
は
イ
デ

ア
に
相
当
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
イ
デ
ア
は
カ
ン
ト
の
目
的
概
念
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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二　
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学　
対　
カ
ン
ト
の
趣
味
批
判

前
節
に
お
い
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
イ
デ
ア
が
カ
ン
ト
の
有
機
体
論
の
枠
組
み
に
お
け
る
目
的
概
念
に
相
当
す
る
、
と
い
う
こ
と
を

我
々
は
見
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
と
カ
ン
ト
の
趣
味
批
判
と
の
決
定
的
な
対
立
点
の
把
握
へ
と
我
々
を
導
く
。

な
ぜ
な
ら
、
美
の
定
式
化
に
お
い
て
、
こ
の
イ
デ
ア
＝
目
的
概
念
に
対
す
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
カ
ン
ト
の
態
度
は
、
ま
さ
し
く
正
反
対
だ

か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
カ
ン
ト
か
ら
見
て
み
よ
う
。
カ
ン
ト
は
、
反
省
的
判
断
力
の
原
理
を
合
目
的
性
の
原
理
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
。
合
目
的
性
の
概
念
に

は
主
観
的
合
目
的
性
と
客
観
的
合
目
的
性
の
二
通
り
が
あ
り
、
前
者
は
美
的
判
断
力
の
、
後
者
は
目
的
論
的
判
断
力
の
原
理
で
あ
る
。
客
観
的
合

目
的
性
を
判
定
す
る
た
め
に
は
目
的
の
概
念
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
を
自
然
に
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
あ
る
自
然
の
所
産
（
有
機
体
）
を

自
然
目
的
と
し
て
表
象
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
主
観
的
合
目
的
性
（
美
）
の
判
定
は
目
的
概
念
に
基
づ
か
な
い
。
目
的
な
き
合
目
的
性
と
呼
ば

れ
る
美
の
こ
の
特
質
を
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
。「
美4

は
、
合
目
的
性
が
目
的
の
表
象
無
し

4

4

4

4

4

4

4

に
あ
る
対
象
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
る
限

り
に
お
い
て
、
こ
の
対
象
の
合
目
的
性

4

4

4

4

の
形
式
で
あ
る
」（K

U
, （ 1

）。

美
と
有
機
体
と
を
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
づ
け
る
、
主
観
的
合
目
的
性
と
客
観
的
合
目
的
性
と
の
こ
の
対
比
が
、
こ
こ
で
の
我
々
の
論
旨
に
お
い
て
重

要
で
あ
る
。
前
者
は
目
的
の
な
い
合
目
的
性
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
目
的
概
念
を
前
提
す
る
合
目
的
性
で
あ
る
。
美
を
目
的
な
き
合
目
的

性
と
す
る
カ
ン
ト
の
こ
の
特
徴
づ
け
、
そ
れ
は
、
美
を
客
観
的
合
目
的
性
と
し
て
理
解
し
て
い
た
カ
ン
ト
当
時
の
伝
統
的
な
美
学
、
い
わ
ゆ
る
完

全
性
の
美
学
と
の
対
決
に
お
い
て
成
立
し
た
定
式
で
あ
る
。

『
判
断
力
批
判
』
第
十
五
節
に
お
い
て
、
目
的
の
な
い
単
な
る
合
目
的
性
の
形
式
と
完
全
性
と
の
対
比
を
明
瞭
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
対

象
の
完
全
性
と
は
、
対
象
の
（
内
的
）
客
観
的
合
目
的
性
で
あ
る
（K

U
, 44

）。
客
観
的
合
目
的
性
を
判
定
す
る
に
は
常
に
目
的
の
概
念
が
必
要
と
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さ
れ
る
。
こ
こ
で
目
的
と
は
、
そ
の
概
念
が
対
象
の
可
能
性
の
根
拠
と
み
な
さ
れ
う
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
物
の
概

念
が
ま
ず
前
提
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
即
ち
、「
…
客
観
的
合
目
的
性
を
あ
る
物
に
お
い
て
表
象
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
物
が
い

4

4

4

4

4

か
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
つ
い
て
の
概
念
が
先
行
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
物
に
お
け
る
多
様
な
も
の
の
こ
の
概
念
（
こ
れ
が
こ
の
物
に

お
け
る
多
様
な
も
の
の
結
合
の
規
則
を
与
え
る
）
へ
の
合
致
は
物
の
質
的
完
全
性

4

4

4

4

4

で
あ
る
」（K

U
, 45

）。
一
方
、
主
観
的
合
目
的
性
に
関
し
て
は

次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。「
物
の
表
象
に
お
け
る
形
式
的
な
も
の
、
即
ち
多
様
な
も
の
の
一
な
る
も
の
（E

ines

）（
そ
れ
が
何
で
あ
る
べ
き
か

は
未
規
定
で
あ
る
）
へ
の
合
致
は
、
そ
れ
自
体
で
は
全
く
客
観
的
合
目
的
性
を
認
識
さ
せ
て
く
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
目
的
（
そ
の
物
が
何
で
あ

る
べ
き
か
と
い
う
）
と
し
て
の
こ
の
一
な
る
も
の
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
の
で
、
観
照
す
る
者
の
心
に
お
け
る
表
象
の
主
観
的
合
目
的
性
以
外
の
何

も
の
も
残
ら
な
い
」（K

U
, 45 f.

）。

主
観
的
合
目
的
性
に
お
い
て
は
、
多
様
な
も
の
が
一
な
る
も
の
（E

ines

）
へ
と
合
致
し
て
い
る
と
し
て
も
、
し
か
し
こ
の
一
な
る
も
の
そ
れ
自

体
は
未
規
定
で
あ
る
。
右
に
引
用
し
た
二
つ
の
文
を
比
べ
て
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
一
な
る
も
の
は
、
客
観
的
合
目
的
性
に
お
け
る
物
の
概
念
、

つ
ま
り
目
的
概
念
の
位
置
に
正
確
に
対
応
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
美
の
定
式
化
に
お
い
て
、
こ
の
目
的
概
念
と
し
て
の
一
な
る
も
の
を
捨
象
し

て
、
た
だ
多
様
な
も
の
の
そ
れ
へ
の
合
致
と
い
う
形
式
の
み
を
残
す
。
ま
さ
に
こ
の
目
的
概
念
の
捨
象
こ
そ
が
、
完
全
性
の
美
学
に
対
す
る
カ
ン

ト
の
対
決
姿
勢
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
美
学
と
カ
ン
ト
の
立
場
と
を
分
か
つ
分
水
嶺
で
あ
る
。

他
方
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
は
、
イ
デ
ア
こ
そ
が
美
的
認
識
の
対
象
で
あ
っ
た
。
前
節
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
ア
ー
の
こ
の
イ
デ
ア
は
カ
ン
ト
の
目
的
概
念
に
相
当
し
て
い
る
。
有
機
体
の
判
定
も
完
全
性
の
判
定
も
、
同
じ
客
観
的
合
目
的
性
に
つ
い
て
の

判
定
で
あ
り
、
そ
の
物
の
概
念
（
目
的
概
念
）
を
前
提
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
は
美
の
定
式
化
に
お
い
て
こ
の
目
的
概
念
を
捨
象
す
る
の

に
対
し
て
、
イ
デ
ア
（
＝
目
的
概
念
）
を
認
識
す
る
こ
と
こ
そ
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
美
的
認
識
な
の
で
あ
る
。
目
的
概
念
を
巡
り
、

両
者
は
全
く
対
極
的
な
立
場
に
あ
る
。
イ
デ
ア
を
美
的
認
識
の
対
象
と
す
る
美
学
は
、
む
し
ろ
目
的
概
念
（
物
の
概
念
）
を
前
提
す
る
美
学
と
共

通
の
基
盤
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
系
譜
に
連
な
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
従
来
多
く
の
解
釈
者
達
に



─ （2 ─

よ
っ
て
カ
ン
ト
の
趣
味
批
判
と
比
較
検
討
さ
れ
て
き
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
は
、
し
か
し
実
は
完
全
性
の
美
学
―
カ
ン
ト
が
そ
れ
と
の

対
決
を
通
し
て
自
ら
の
美
の
定
式
化
を
行
っ
た
と
こ
ろ
の
美
学
―
の
系
統
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

三　
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
と
完
全
性
の
美
学

と
こ
ろ
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
言
う
イ
デ
ア
の
認
識
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
も
の

を
美
と
見
て
取
る
こ
と
、
即
ち
イ
デ
ア
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
個
別
的
な
事
物
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
類
全
体
の
不
変
な
形
式

を
そ
こ
に
見
て
取
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
イ
デ
ア
が
時
間
・
空
間
・
因
果
性
の
形
式
か
ら
免
れ
た
、
生
成
消
滅
を
し
な
い
不
変
な
存
在

で
あ
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
個
別
的
な
事
物
は
時
間
・
空
間
・
因
果
性
の
形
式
の
下
で
の
み
個
別
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
が
、
こ
れ
ら
個

別
化
す
る
原
理
と
し
て
の
形
式
が
脱
落
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
客
観
は
そ
の
類
の
性
格
を
現
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
全
て
の

自
然
的
な
物
体
が
も
つ
根
源
的
で
変
化
し
な
い
形
式
で
あ
り
特
性
で
あ
る
（vgl. §30 , S.1（（

）。「
…
天
才
は
、
根
拠
律
に
従
う
諸
関
係
の
認
識
を

捨
て
、
物
の
中
に
そ
の
イ
デ
ア
だ
け
を
見
か
つ
探
そ
う
と
し
、
直
観
的
に
自
身
を
表
明
す
る
こ
れ
ら
の
物
の
本
来
の
本
質
を
把
握
し
よ
う
と
す
る

の
で
あ
り
、
こ
の
本
来
の
本
質
と
い
う
点
に
お
い
て
一
つ
の

4

4

4

物
は
そ
の
全
体
の
類
を
代
表
す
る
」（§3（ , S.22（

）。
例
え
ば
、
あ
る
樹
木
を
美
的
な

対
象
と
し
て
み
る
場
合
、「
従
っ
て
樹
木
を
で
は
な
く
そ
の
イ
デ
ア
を
認
識
す
る
場
合
、
そ
れ
が
こ
の
樹
木
で
あ
ろ
う
と
千
年
前
に
花
を
咲
か
せ
て

い
た
そ
の
祖
先
で
あ
ろ
う
と
…
即
座
に
無
意
味
に
な
る
」（§41 , S.24（
）。
こ
の
時
、
我
々
が
そ
こ
に
見
て
い
る
の
は
あ
れ
や
こ
れ
や
の
個
別
的
な

樹
木
で
は
な
く
、
類
と
し
て
の
樹
木
の
不
変
的
な
形
式
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
類
と
し
て
の
形
式
は
不
変
な
一
な
る
も
の
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る

個
別
的
な
樹
木
の
数
多
性
を
代
表
し
て
い
る
。
そ
れ
故
美
に
お
け
る
イ
デ
ア
の
認
識
に
お
い
て
も
、
有
機
体
に
お
け
る
と
同
じ
く
、
や
は
り
一
性

（E
inheit

）
と
い
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
芸
術
に
つ
い
て
論
じ
る
文
脈
の
中
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
概
念
と
の
対

比
に
お
い
て
イ
デ
ア
を
語
り
な
が
ら
、
こ
の
一
性
と
い
う
こ
と
を
そ
の
性
質
と
し
て
明
白
に
述
べ
て
い
る
。「
イ
デ
ア
と
概
念
は
、
両
者
と
も
一
性
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と
し
て
現
実
的
な
物
の
数
多
性
を
代
表
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
あ
る
共
通
な
も
の
を
有
し
て
い
る
」（§4（ , S.2（5 f.

）。
イ
デ
ア
は
「
事
物
の
前

な
る
一
性
（unitas ante rem

）」
で
あ
り
、
概
念
は
「
事
物
の
後
な
る
一
性
（unitas post rem

）」
と
も
言
わ
れ
る
（§4（ , S.2（（

）。
美
的
な
認

識
に
お
け
る
イ
デ
ア
と
は
、
抽
象
作
用
を
介
し
て
後
か
ら
得
ら
れ
る
一
性
で
は
な
く
、
直
観
的
に
把
握
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
個
物
の
数
多
性
に
分

か
れ
る
以
前
の
根
源
的
な
一
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
根
拠
律
以
前
の
、
主
観

－

客
観
の
根
本
関
係
の
形
式
の
み
が
妥
当
す
る
次
元
に
あ
る
。

概
念
と
の
差
異
と
い
う
問
題
は
ま
た
別
に
論
じ
ら
れ
る
べ
き
問
題
と
し
て
あ
る
に
し
て
も
、
し
か
し
こ
こ
で
我
々
が
注
目
し
た
い
の
は
、
イ
デ
ア

の
認
識
と
は
直
観
的
に
把
握
さ
れ
る
一
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
完
全
性
即
ち
客
観
的
合
目
的
性
を
定
式
化
す
る
上
記
引
用
文
（
本
稿
第
二
節
）
に
お
い
て
、
こ
の
合
目
的
性
は
、
そ
の
物
が
何
で
あ

る
か
、
と
い
う
物
の
概
念
（
目
的
概
念
）
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
目
的
概
念
を
一
な
る
も
の
（E

ines

）
と
言
っ
て
い
た

（K
U

, 45 f.

）。
こ
の
一
な
る
も
の
へ
の
多
様
な
も
の
の
合
致
が
、
客
観
的
合
目
的
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
な
る
も
の
を
前
提
し
た
上
で
、
多
様

な
も
の
の
合
致
を
表
象
す
る
と
い
う
完
全
性
（
客
観
的
合
目
的
性
）
の
美
学
は
、
イ
デ
ア（

5
（

の
一
性
を
直
観
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
美
的
認
識
と
み

な
す
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
と
構
造
の
同
一
性
を
持
つ（

（
（

。

最
後
に
、
以
上
の
考
察
を
完
全
性
の
美
学
の
代
表
者
で
あ
る
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
自
身
の
記
述
に
基
づ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
彼
は
美
を
次
の

よ
う
に
定
式
化
し
て
い
る
。「
完
全
性
が
現
象
で
あ
る
限
り
、
あ
る
い
は
完
全
性
が
広
義
の
趣
味
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
限
り
、
そ
の
完
全
性
が
美4

で
あ
る（

（
（

」。
そ
し
て
こ
の
完
全
性
を
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。「
多
く
の
事
柄
が
一
緒
に
集
ま
っ
て
一
な
る
も
の

（E
ines

）
の
十
分
な
根
拠
を
含
む
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
事
柄
は
こ
の
一
な
る
も
の
へ
と
合
致
す
る

4

4

4

4

。
こ
の
合
致
そ
れ
自
身
が
完
全
性

4

4

4

で
あ
り
、
事

柄
が
そ
れ
へ
と
合
致
す
る
一
な
る
も
の
は
、
完
全
性
の
規
定
根
拠

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る（

（
（

」。
こ
こ
で
は
規
定
根
拠
と
し
て
の
一
な
る
も
の
が
ま
ず
前
提
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
完
全
性
と
は
、
多
様
な
も
の
の
こ
の
一
な
る
も
の
へ
の
合
致
で
あ
り
、
そ
の
感
性
的
な
表
象
が
美
で
あ
る
。
従
っ
て
完
全
性
の
美
学

に
お
け
る
美
と
は
、
こ
の
一
な
る
も
の
へ
の
合
致
の
表
象
と
し
て
、
そ
の
対
象
の
一
性
の
把
握
に
他
な
ら
な
い
。「
諸
対
象
の
こ
の
一
性

4

4

は
、
そ
れ

が
現
象
と
な
る
限
り
、
美
学
的

4

4

4

と
名
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
…
。
だ
か
ら
ま
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
一
性
を
好
み
、
そ
れ
を
『
全
て
の
美
の
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形
相
（form

a

）』
と
名
づ
け
る
ほ
ど
で
あ
っ
た（

（
（

」。

従
っ
て
完
全
性
の
美
学
に
お
け
る
美
と
は
、
こ
の
一
性
の
感
性
的
な
把
握
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
に
お
け
る
一
性

と
し
て
の
イ
デ
ア
の
直
観
と
同
系
統
に
あ
る（

（1
（

。
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
こ
の
一
性
に
関
し
て
「
全
て
の
美
の
形
相
（form

a

）」
と
い
う
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
の
言
葉
を
参
照
し
て
い
る
が
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
も
ま
た
イ
デ
ア
を
し
ば
し
ば
形
相
と
呼
ぶ
（vgl. §25 , S.154 , §31 , S.200 , §34 , 

S.210

）。
即
ち
完
全
性
の
美
学
に
お
い
て
も
、
美
し
い
物
は
そ
れ
を
そ
の
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
形
相
を
そ
の
完
全
な
形
に
お
い
て
示
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
に
お
け
る
イ
デ
ア
―
無
数
の
個
体
の
中
に
表
現
さ
れ
な
が
ら
こ
れ
ら
の
個
体

の
到
達
し
え
な
い
模
範
、
あ
る
い
は
永
遠
の
形
相
（
こ
れ
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
類
と
し
て
の
不
変
な
形
式
（Form

）
と
み
る
）
と
い
う
考

え
と
重
な
り
合
う
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
も
、
イ
デ
ア
と
は
そ
の
物
の
完
全
な
姿
で
あ
っ
た
。「
手
元
に
あ
る
個
々
の
物
に
お
い
て
た

だ
不
完
全
に
現
存
し
、
変
容
を
受
け
弱
め
ら
れ
て
現
存
し
て
い
る
も
の
を
、
天
才
の
考
察
様
式
［
＝
美
的
な
考
察
様
式
］
は
そ
の
物
の
イ
デ
ア
へ
、

即
ち
完
全
な
も
の
へ
高
め
る
」（§3（ , S.22（
）。

結　
論

以
上
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
に
お
け
る
美
と
有
機
体
論
と
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
を
比
較
検
討
し
て
き
た
本
稿
の
考
察
は
、
次
の

よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

一
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
有
機
体
論
は
カ
ン
ト
の
有
機
体
論
と
極
め
て
類
似
し
た
構
造
を
持
つ
。
そ
れ
故
、
こ
の
点
に
お
い
て
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
は
カ
ン
ト
か
ら
大
き
く
影
響
を
受
け
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
は
カ
ン
ト
の
目
的
概
念
の
位
置
に
相
当

し
て
い
る
。

二
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
と
カ
ン
ト
の
趣
味
批
判
は
対
極
的
な
立
場
に
立
つ
。
カ
ン
ト
は
美
の
定
式
化
に
際
し
て
目
的
概
念
を
捨
象
し
、
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目
的
な
き
合
目
的
性
と
し
て
美
を
特
徴
づ
け
る
の
に
対
し
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
は
、
こ
の
目
的
概
念
に
相
当
す
る
イ
デ
ア
の
認

識
こ
そ
が
ま
さ
に
美
的
な
認
識
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
看
過
さ
れ
て
き
た
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
一

つ
の
新
し
い
見
方
へ
と
我
々
を
導
い
て
く
れ
る
。
即
ち
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
は
、
カ
ン
ト
の
趣
味
批
判
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
目
的
概
念

を
前
提
す
る
美
学
、
即
ち
完
全
性
の
美
学
の
系
統
に
連
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

註
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、A
. Schopenhauer, D

ie W
elt als W

ille und Vorstellung. E
rster B

and. Sä m
tliche W

erke B
d.1 , 

M
ü nchen 1（11

（H
erausgegeben von D

r. Paul D
eussen

）
に
依
り
、
そ
の
節
と
頁
数
を
示
す
。

カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』（K

ritik der reinen Vernunft

）
は
第
一
版
（A

版
）
＝
第
二
版
（B

版
）
の
頁
数
を
、『
判
断
力
批

判
』（K

ritik der U
rteilskraft

）
はK

U

と
略
記
し
て
原
版
第
三
版
の
頁
数
を
、『
判
断
力
批
判
の
た
め
の
第
一
序
論
』（E

rste E
inleitung in die K

ritik der 

U
rteilskraft

）
はE

E

と
略
記
し
て
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
第
二
十
巻
の
頁
数
を
示
す
。

以
上
の
著
作
の
頁
数
は
本
文
中
の
括
弧
内
に
記
す
が
、
そ
の
他
の
著
作
に
つ
い
て
は
適
宜
註
に
お
い
て
示
す
こ
と
に
す
る
。

（
1
）	

カ
ン
ト
の
無
関
心
的
適
意
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
け
る
意
志
の
無
い
認
識
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
論
者
と
し
て
は
、M

. D
obrileit-H

elm
ich

が
挙
げ
ら
れ
る
（„ Ä

sthetik bei K
ant und Schopenhauer. E

in kritischer Vergleich“ in:  Schopenhauer-Jahrbuch（4

［1（（3

］, S.12（

－12（

）。

	

ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
、
カ
ン
ト
の
関
心
な
き
適
意
と
い
う
美
の
規
定
を
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
意
志
か
ら
の
解
放
と
捉
え
直
し
た
と
み
て
い
る

（M
. H

eidegger, G
esam

tausgabe B
d.43 , S.124‒12（

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
引
用
す
る
次
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
葉
は
、
両
者
を
同
一
視
す
る
一
般
的
な
理

解
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
無
関
心
的
適
意
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
命
題
は
、
と
り
わ
け
見
事
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
っ
て

表
現
さ
れ
た
」（M

. H
eidegger, ibid., S.12（

）。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
は
、
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
の
美
の
規
定
を
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
カ
ン
ト
を
誤
解
し
た
と
見
て
い
る
。
が
、
た
と
え
誤
解
と
解
釈
す
る
に
せ
よ
、
ま
さ
に
そ
う
解
釈
す
る
こ
と
で
、
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
が
カ
ン
ト
的
美
の
規
定
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
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B

. N
eym

eyr

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
提
起
し
た
こ
の
問
題
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
細
な
考
察
を
加
え
て
い
る
（„ Ä

sthetische Subjektivität als interesse-

loser Spiegel?  Zu H
eideggers und N

ietzsches A
useinandersetzung m

it Schopenhauer und K
ant“ in: P

hilosophisches Jahrbuch102

［1（（5

］, 

S.225‒24（

）。N
eym

eyr

は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
誤
解
し
て
い
る
と
指
摘
し
つ
つ
も
、
基
本
的
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
同
様
、
カ
ン

ト
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
無
関
心
性
の
違
い
を
強
調
し
て
い
る
（B

. N
eym

eyr, ibid., S.235

）。

（
2
）	

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
と
カ
ン
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
の
美
的
観
照
の
際
の
主
観
の
側
面
に
関
し
て
は
、
筆
者
は
一
度
論
じ
た
こ
と
が
あ
る

（「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
に
お
け
る
カ
ン
ト
と
プ
ラ
ト
ン
」
日
本
倫
理
学
会
編
『
倫
理
学
年
報
』
第
四
十
九
集
、
二
〇
〇
三
年
、
所
収
）。
こ
の
拙

論
に
お
い
て
筆
者
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
に
お
け
る
美
的
認
識
の
主
観
は
、
カ
ン
ト
の
「
美
的
判
断
力
の
批
判
」
か
ら
で
は
な
く
『
純
粋
理

性
批
判
』
か
ら
の
影
響
こ
そ
決
定
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
で
は
、
主
と
し
て
美
的
観
照
の
際
の
客
観
の
側
面
に
焦

点
を
絞
り
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
と
カ
ン
ト
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。

（
3
）	「
…
質
料
が
物
の
数
多
性
で
あ
る
の
と
は
異
な
り
、
理
念
は
表
象
の
絶
対
的
一
性
で
あ
る
」（K

U
, 2（（

）。

（
4
）	

カ
ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
』
第
十
節
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
目
的
を
定
義
し
て
い
る
。

	

「
目
的
と
は
、
概
念
が
対
象
の
原
因
（
そ
の
可
能
性
の
実
在
的
根
拠
）
と
見
な
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
あ
る
概
念
の
対
象
で
あ
る
。
…
従
っ
て
あ
る
対

象
の
認
識
ば
か
り
で
な
く
対
象
そ
れ
自
身
（
そ
の
形
式
も
し
く
は
実
在
）
が
結
果
と
し
て
、
た
だ
結
果
の
概
念
に
よ
っ
て
の
み
可
能
的
と
考
え
ら
れ
る

場
合
に
は
、
我
々
は
そ
こ
に
目
的
を
思
い
み
る
わ
け
で
あ
る
」（K

U
, 32

）。

	

つ
ま
り
、
あ
る
対
象
が
目
的
で
あ
る
場
合
、
そ
の
対
象
の
概
念
（
目
的
の
概
念
）
が
目
的
因
と
な
る
。
こ
れ
を
本
稿
の
本
文
に
お
け
る
有
機
体
の
例
に

即
し
て
言
え
ば
、
有
機
体
（
全
体
と
し
て
の
）
は
目
的
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
全
体
の
概
念
が
目
的
の
概
念
で
あ
り
、
か
つ
目
的
因
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

（
5
）	

ま
た
、
本
稿
第
一
節
に
引
用
し
た
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
テ
ク
ス
ト
参
照
。
カ
ン
ト
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
を
「
最
も
完
全
な
も
の
」（A31（=

B3（4

）

と
み
な
し
て
い
る
（vgl. A5（（=

B5（（

）。
こ
こ
で
も
イ
デ
ア
と
完
全
性
と
の
連
関
性
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
（
）	

こ
の
こ
と
は
ま
た
、
本
稿
第
一
節
に
お
い
て
示
し
た
、
有
機
体
と
は
そ
の
諸
部
分
が
相
互
的
な
因
果
関
係
に
よ
っ
て
一
性
へ
と
結
合
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
一
性
と
は
元
来
イ
デ
ア
の
一
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
補
足
的
に
証
明
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

（
（
）	 A

. G
. B

aum
garten, M

etaphysik, H
alle, 1（（3 , §4（（ .
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ショーペンハウアーにおける美と有機体論

（
（
）	 A

. G
. B

aum
garten, ibid., §（3 .

（
（
）	 A

. G
. B

aum
garten, A

esthetica, Frankfurt a. d. O
der, 1（50

＼5（ , §43（ .
（
10
）	
た
だ
し
、
完
全
性
の
美
学
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
の
相
違
点
も
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
完
全
性
の
美
学
が
あ
く
ま
で
完
全
性
の
感
性

的
な
表
象
を
美
と
す
る
の
に
対
し
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
に
お
け
る
イ
デ
ア
の
直
観
は
、
時
空
の
形
式
を
脱
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
そ
の

意
味
で
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
に
お
け
る
イ
デ
ア
の
直
観
は
む
し
ろ
知
的
直
観
に
近
い
よ
う
に
も
見
え
る
）。
し
か
し
、
本
稿
は
基
本
的
に
カ

ン
ト
の
美
の
定
式
と
の
対
比
と
い
う
視
点
の
下
に
考
察
し
て
い
る
、
と
い
う
点
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
即
ち
こ
の
視
点
の
下
で
は
、
完
全
性
の
美
学

お
よ
び
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
は
、
と
も
に
物
の
概
念
を
前
提
し
た
一
性
の
把
握
と
し
て
理
解
で
き
、
そ
の
点
で
は
共
通
の
基
盤
の
上
に
立
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
カ
ン
ト
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
完
全
性
の
美
学
に
お
け
る
美
の
把
握
の
仕
方
も
結
局
は
知
的
直
観
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の

で
あ
る
（E

E
, S.2（1

）。
な
ぜ
な
ら
、
対
象
に
完
全
性
を
帰
す
る
判
断
は
本
来
論
理
的
判
断
で
あ
る
故
、
こ
の
美
学
に
よ
れ
ば
美
的
な
表
象
の
仕
方
と

論
理
的
な
表
象
の
仕
方
が
種
別
的
に
区
別
さ
れ
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（ibid.

）。
と
も
あ
れ
、
完
全
性
の
美
学
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
ア
ー
美
学
の
相
違
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
し
い
考
察
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
西
南
学
院
大
学
・
非
常
勤
講
師
）
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