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美と善

古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
「
美
に
し
て
善
な
る
も
の
」
と
い
う
語
が
示
す
通
り
、
西
洋
思
想
の
始
ま
り
に
お
い
て
既
に
、
美
と
善
は
密
接
な
関

係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
、
考
察
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い）

1
（

。
ト
マ
ス
も
美
と
善
の
同
一
性
を
語
っ
て
お
り）

2
（

、
さ
ら
に
近
代
に
お
い

て
こ
の
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
を
受
け
継
い
だ
者
と
し
て
は
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ）

3
（

の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
二
十
世
紀
の
例
と
し
て
は
、「
倫

理
と
美
学
は
一
つ
で
あ
る
」
と
い
う
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
テ
ー
ゼ
も
思
い
出
さ
れ
る）

（
（

。
と
は
い
え
一
般
に
近
代
以
降
、「
美
と
善
」
は
古
代

に
お
け
る
ほ
ど
同
一
不
二
の
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
傾
向
は
恐
ら
く
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
多
か
れ
少
な
か
れ
あ
る
種
の
関
係
に
お

い
て
考
察
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
後
、
こ
の
両
者
は
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
方
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
こ
の
よ

う
な
問
題
意
識
の
下
に
、
特
に
十
八
世
紀
に
お
け
る
近
代
美
学
の
成
立
時
点
に
焦
点
を
絞
り
、
美
と
善
（
道
徳
性
）
と
が
い
か
な
る
関
係
に
お
い

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
を
把
握
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
具
体
的
に
は
近
代
美
学
の
創
始
者
で
あ
る
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
、
美
の
自
立
性
を
確
立
し
た

カ
ン
ト
、
両
者
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
独
自
の
美
学
を
構
築
し
た
シ
ラ
ー
の
三
者
を
取
り
上
げ
、
そ
の
相
互
関
係
の
な
か
で
美
と
善
が
ど
の
よ
う

に
思
惟
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、
把
握
し
た
い
。

美
と
善

―
完
全
性
の
美
学
、
カ
ン
ト
、
シ
ラ
ー
―
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一　
美
と
善
の
分
離
―
完
全
性
の
美
学
か
ら
カ
ン
ト
へ
―

（
１
）
完
全
性
の
美
学

近
代
に
お
い
て
初
め
て
学
と
し
て
の
美
学
を
確
立
し
た
の
は
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
で
あ
っ
た
。
美
学
を
彼
は
「
感
性
的
認
識
の
学
」［§1

］
と
定
義

す
る
。
即
ち
彼
に
お
い
て
感
性
的
な
も
の
が
初
め
て
学
問
の
位
置
に
高
め
ら
れ
、
そ
れ
独
自
の
特
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）

（
（

。
そ
の
美
学

の
目
的
は
「
感
性
的
認
識
の
そ
れ
と
し
て
の
完
全
性
で
あ
る
」［§1

］）
6
（

。

か
く
て
美
の
自
立
性
が
確
立
さ
れ
た
か
に
見
え
た
。
し
か
し
こ
の
美
学
で
は
未
だ
美
は
自
立
性
を
十
全
に
は
獲
得
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
と
カ

ン
ト
が
見
な
し
た
こ
と
は
、『
判
断
力
批
判
』
の
次
の
叙
述
が
示
し
て
い
る
。「
美
し
い
も
の
と
善
と
の
概
念
の
区
別
は
、
あ
た
か
も
両
者
が
た
だ

論
理
的
形
式
に
関
し
て
の
み
区
別
さ
れ
、
美
し
い
も
の
の
概
念
は
単
に
完
全
性
の
混
雑
し
た
概
念
で
あ
り
、
善
の
概
念
は
完
全
性
の
判
明
な
概
念

で
あ
る
が
、
他
の
点
で
は
内
容
と
起
源
か
ら
み
て
同
一
で
あ
る
か
の
よ
う
な
区
別
［
＝
完
全
性
の
美
学
の
立
場
］
は
、
無
意
味
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
そ
う
な
る
と
両
者
の
間
に
種
別
的

4

4

4

差
異
は
な
く
、
趣
味
判
断
は
、
あ
る
も
の
が
善
い
と
言
明
さ
れ
る
判
断
と
同
様
に
、
認
識
判
断
で
あ
る
こ

と
に
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
…
し
か
し
…
美
的
判
断
は
、
そ
の
種
類
に
お
い
て
独
自
の
も
の
で
あ
る
」［V

 22（

］。
で
は
ど
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
美

を
自
立
化
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
第
三
批
判
成
立
に
ま
で
至
る）

（
（

、
カ
ン
ト
に
お
け
る
完
全
性
の
美
学
と
の
対
決
の
思
考
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
善
か
ら
の
美

の
自
立
の
構
造
を
把
握
す
る
こ
と
に
し
よ
う）

（
（

。
カ
ン
ト
が
完
全
性
の
美
学
か
ら
影
響
を
受
け
、
か
つ
そ
れ
と
の
対
決
を
行
っ
た
の
は
、
直
接
的
に

は
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
弟
子
マ
イ
ア
ー
の
『
論
理
学
綱
要
』（
以
下
『
綱
要
』）
に
基
づ
い
て
の
こ
と
で
あ
る）

（
（

。
マ
イ
ア
ー
に
と
っ
て
、
美
と
認
識

（
論
理
的
な
も
の
）
と
は
共
に
認
識
の
完
全
性
と
し
て
、
種
別
的
な
差
異
は
な
く
、
た
だ
判
明
か
非
判
明
か
の
違
い
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
［§22

］。

一
七
六
〇
年
代
ま
で
の
カ
ン
ト
が
こ
の
伝
統
の
圏
内
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
例
え
ば
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
一
七
四
八
番
（
一
七
五
二

－

五
六
年
）
に
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美と善

お
い
て
、
多
様
な
も
の
の
合
致
（
完
全
性
）
が
下
級
認
識
諸
能
力
の
諸
規
則
に
従
っ
て
合
致
す
る
場
合
と
し
て
の
美
的
な
完
全
性
と
、
上
級
の
諸

力
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
判
明
な
満
足
と
が
対
比
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
［X

V
I 100

］
か
ら
推
察
で
き
る）

（1
（

。

（
２
）
美
の
主
観
性
、
及
び
反
省
的
自
己
関
係
性
へ
の
転
回

と
こ
ろ
が
、
一
七
六
四
か
ら
一
七
六
八
年
、
も
し
く
は
一
七
六
九
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
一
七
八
〇
番
に
な
る
と
、
美
を
論

理
的
完
全
性
か
ら
区
別
す
る
叙
述
が
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る）

（（
（

。
な
ぜ
こ
の
分
離
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
一
七
八
九
番

（
一
七
六
九

－

七
〇
年
）
が
解
明
の
手
掛
か
り
と
な
る
。「
客
観
の
形
式
に
関
し
て
の
み
得
ら
れ
る
快
は
、
趣
味
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
形
式
の
認

識
は
…
主
観
の
（
と
り
わ
け
同
位
的
な
下
級
認
識
の
）
活
動
の
諸
法
則
か
ら
生
ず
る
」［X

V
I 11（

］。
こ
の
「
同
位
的
」
と
い
う
概
念
に
注
目
し
よ

う
。
こ
の
概
念
は
我
々
を
『
可
感
界
と
可
想
界
に
お
け
る
形
式
と
原
理
』（
以
下
『
可
感
界
』）
に
導
く）

（1
（

。
周
知
の
よ
う
に
『
可
感
界
』
の
思
想
の

特
質
の
一
つ
は
感
性
的
認
識
と
知
性
的
認
識
の
原
理
的
な
区
別
で
あ
る
。
感
性
的
認
識
に
形
式
も
属
し
［II 3（3

］、
か
つ
、
形
式
は
実
体
の
従
属

的
秩
序
に
で
は
な
く
、
同
位
的
秩
序
の
う
ち
に
あ
る
［II 3（0

］。
他
方
、
従
属
的
な
秩
序
づ
け
は
知
性
の
論
理
的
用
法
に
よ
る
［II 3（3

］。
即
ち

同
位
的
秩
序
に
よ
る
形
式
の
規
定
は
、
従
属
的
秩
序
に
よ
る
知
性
の
論
理
的
使
用
と
対
置
し
つ
つ
区
別
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
時
空
を
、

可
感
的
な
も
の
を
同
位
的
に
秩
序
づ
け
る
た
め
の
主
観
的
な
条
件
と
み
な
し
、
そ
れ
と
知
性
的
認
識
の
原
理
と
を
明
確
に
分
け
た
こ
と
、
こ
れ
が

『
可
感
界
』
の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
以
上
の
こ
と
を
美
の
問
題
と
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、『
可
感
界
』
が
切
り
開
い
た
感
性
的
／
知
性

的
認
識
の
原
理
的
区
別
と
い
う
地
平
が
、
美
の
把
握
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
な
転
回
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
よ
う
。
①
感
性
的
認
識
で
あ
る
美
と
、

知
性
的
認
識
で
あ
る
論
理
的
な
も
の
と
の
明
確
な
区
別
を
も
た
ら
し
た
こ
と）

（1
（

。
そ
れ
と
共
に
、
②
美
を
客
観
に
関
わ
る
も
の
（
論
理
的
完
全
性
）

で
は
な
く
主
観
に
関
係
す
る
も
の
と
み
な
す
に
至
っ
た
こ
と
。
②
の
点
は
「
形
而
上
学

L1

」（
一
七
七
〇
年
代
後
半
）
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。

「
…
我
々
は
二
つ
の
完
全
性
を
も
つ
。
即
ち
、
論
理
的
完
全
性
と
美
的
完
全
性
で
あ
る
。
前
者
の
完
全
性
は
私
の
認
識
が
客
観
と
一
致
し
た
場
合
の

完
全
性
で
あ
り
、
後
者
の
完
全
性
は
、
私
の
認
識
が
主
観
と
一
致
し
た
場
合
の
完
全
性
で
あ
る
」［X

X
V

III1  2（（

］。
そ
の
す
ぐ
前
に
は
、「
美
と

4

4



─ （（ ─

は4

、
客
観
に
対
す
る
認
識
の
関
係
で
は
な
く
て
、
主
観
に
対
す
る
認
識
の
関
係
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」［X
X

V
III1  2（（

］
と
い
う
叙
述
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ

は
美
の
反
省
的
自
己
関
係
性
の
思
想
の
萌
芽
と
も
言
い
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

（1
（

。

レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
一
七
八
九
番
に
見
ら
れ
る
、
客
観
の
「
形
式
」（
に
お
け
る
同
位
的
秩
序
）
に
美
を
認
め
る
考
え
は
、「
フ
ィ
リ
ッ
ピ
論
理

学
」（
一
七
七
二
年
）
に
も
見
ら
れ
る
。「
感
覚
の
諸
対
象
に
つ
い
て
の
趣
味
と
現
象
の
諸
対
象
に
つ
い
て
の
趣
味
を
区
別
す
る
こ
と
は
非
常
に
重

要
で
あ
る
。
…
現
象
に
お
い
て
あ
る
人
の
意
に
適
う
も
の
は
、
全
て
の
人
の
意
に
適
う
。
と
い
う
の
も
こ
こ
で
は
感
覚
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
象
に
お
い
て
は
諸
物
は
…
た
だ
形
式
に
従
っ
て
、
即
ち
私
の
主
観
が
対
象
を
感
性
的
に
認
識
す
る
仕
方
に
従
っ
て

の
み
…
考
察
さ
れ
て
い
る
。
…
現
象
に
お
け
る
事
物
は
…
そ
の
形
式
の
故
に
、
即
ち
全
て
の
感
性
的
表
象
の
調
和
的
関
係
の
故
に
…
意
に
適
う
」

［X
X

IV
 3（（

］。
こ
こ
で
、
趣
味
判
断
の
普
遍
妥
当
性
が
概
念
（
完
全
性
）
で
は
な
く
、
主
観
の
心
に
お
け
る
「
調
和
的
関
係
」
に
基
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
「
形
式
」
に
お
け
る
調
和
は
、
第
三
批
判
に
お
け
る
「
対
象
の
合
目
的
性
の
形
式
」［V

 220 f.

］
へ
発
展
し
て
い
く
も
の
と
み
て
差
し

支
え
な
い
だ
ろ
う
。
但
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
感
性
的
諸
表
象
の
調
和
と
解
さ
れ
て
お
り
、
感
性
と
悟
性
の
調
和
と
し
て
捉
え
る
第
三
批
判
の
立

場
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る）

（1
（

。
恐
ら
く
、
こ
こ
で
は
ま
だ
『
可
感
界
』
の
示
し
た
感
性
的
／
知
性
的
認
識
の
原
理
的
区
別
と
い
う
前
提
に
立
っ

て
お
り
、
そ
の
両
認
識
能
力
の
調
和
と
い
う
地
点
に
ま
で
は
達
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
３
）「
感
性
的
諸
表
象
の
調
和
」
か
ら
「
感
性
と
悟
性
の
調
和
」
へ

し
か
る
に
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
九
八
八
番
（
一
七
八
三

－

八
四
年
頃
）
に
は
、
認
識
能
力
一
般
―
感
性
（
構
想
力
）
と
悟
性
―
の
戯
れ
に

趣
味
の
経
験
を
見
出
す
記
述
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
客
観
に
関
す
る
概
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
が
、
客
観
的
に
妥
当
す
る
判

断
と
は
、
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
。
…
判
断
が
、
一
切
の
認
識
諸
能
力
の
関
係
を
、
客
観
一
般
の
認
識
に
向
け
た
合
致
に
お
い
て
表
現
す
る

場
合
、
即
ち
認
識
諸
力
相
互
の
間
で
の
交
互
的
促
進
の
み
を
表
現
す
る
場
合
…
。
認
識
諸
力
は
、
悟
性
に
対
し
て
合
致
す
る
場
合
、
機
知
と
構
想

力
で
あ
る
。
…
認
識
諸
力
一
般
の
促
進
に
つ
い
て
の
快
は
、
趣
味
と
呼
ば
れ
る
」［X

V
 （32 f.

］。『
趣
味
の
批
判
』
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
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美と善

る
一
七
八
七
年
一
二
月
二
八
日
付
け
の
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
宛
の
よ
く
知
ら
れ
た
書
簡
［X

 （1（ f.

］
に
お
い
て
、
趣
味
判
断
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
を

発
見
し
た
こ
と
が
明
示
的
に
語
ら
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
以
前
、
既
に
こ
こ
に
お
い
て
ジ
ョ
ル
ダ
ネ
ッ
テ
ィ
は
趣
味
判
断
に
お
け
る
ア
プ
リ
オ
リ
性

が
発
見
さ
れ
た
と
解
す
る
も
の
の
、
主
観
的
合
目
的
性
の
概
念
と
は
ま
だ
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
い
る）

（1
（

。
し
か
し
、
確
か
に
主
観
的
合

目
的
性
と
い
う
言
葉
は
見
ら
れ
な
い
が
、
認
識
諸
能
力
の
調
和
的
遊
び
と
い
う
事
態
は
、
第
三
批
判
で
語
ら
れ
る
主
観
的
合
目
的
性
の
概
念
が
示

す
事
態
［V

gl. V
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］
と
明
ら
か
に
同
じ
で
あ
り）

（1
（

、
内
容
的
に
は
両
者
を
重
ね
て
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

（1
（

。

で
は
な
ぜ
、「
感
性
的
諸
表
象
の
調
和
的
関
係
」
か
ら
「
感
性
と
悟
性
の
調
和
的
遊
び
」
へ
の
転
回
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
可
感
界
』
に
お

け
る
可
感
界
と
可
想
界
の
二
元
的
分
断
は
、
そ
の
後
、
知
性
的
表
象
は
い
か
に
し
て
対
象
と
一
致
す
る
の
か
と
い
う
問
い
（
ヘ
ル
ツ
宛
書
簡
一
七

七
二
年
二
月
二
一
日
［X

 130 f.
］）
に
よ
っ
て
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
が
、
同
書
簡
に
お
い
て
形
而
上
学
の
秘
密
全
体
を
解
く
鍵
と
呼
ば
れ
た
こ
の
問
い

は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
演
繹
に
よ
り
解
決
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
感
性
と
悟
性
の
二
つ
の
認
識
能
力
に
よ
っ
て
認
識
が

成
立
す
る
と
い
う
『
純
粋
理
性
批
判
』（
第
一
版
は
一
七
八
一
年
）
の
思
想
が
、
そ
の
後
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
九
八
八
番
に
述
べ
ら
れ
る
、
認
識
諸

能
力
の
調
和
的
合
致
と
い
う
見
解
へ
の
転
回
を
も
た
ら
す
一
つ
の
布
石
と
な
っ
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い）

11
（

。

こ
こ
に
お
い
て
我
々
は
、
カ
ン
ト
が
完
全
性
の
美
学
の
伝
統
を
離
れ
、
第
三
批
判
の
成
立
に
至
る
道
筋
を
ほ
ぼ
確
認
す
る
に
至
っ
た
。
レ
フ
レ

ク
シ
オ
ー
ン
九
八
八
番
で
注
目
し
た
の
は
次
の
二
点
、
ま
ず
趣
味
判
断
が
概
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
論
理
的

な
も
の
を
前
提
す
る
完
全
性
の
美
学
と
の
決
別
を
意
味
す
る
。
次
に
、
概
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
の
事
態
は
、
一
切
の
認
識
諸
能

力
の
関
係
の
、
客
観
一
般
の
認
識
に
向
け
た
合
致
、
も
し
く
は
認
識
諸
力
相
互
の
交
互
的
促
進
、
遊
び
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
美
が
主
観
の
認
識
諸
能
力
の
合
目
的
的
調
和
に
基
づ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、

客
観
の
概
念
を
前
提
し
た
完
全
性
の
美
学
か
ら
、
主
観
の
認
識
能
力
の
調
和
（
主
観
的
合
目
的
性
）
と
い
う
趣
味
論
へ
の
転
回
を
見
て
と
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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（
４
）
第
三
批
判

で
は
第
三
批
判
に
お
い
て
、
以
上
の
完
全
性
の
美
学
と
の
対
決
の
跡
は
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
の
か
。
カ
ン
ト
は
合
目
的
性
一
般
に
つ
い

て
、「
目
的
と
は
、
概
念
が
対
象
の
原
因
…
と
見
な
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
あ
る
概
念
の
対
象
で
あ
る
。
客
観

4

4

に
関
す
る
概
念

4

4

の
原
因
性
が
合
目

的
性
で
あ
る
」［V

 21（ f.

］
と
定
義
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
も
の
が
合
目
的
的
で
あ
る
と
は
、
目
的
概
念
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
対
象
と
の
因

果
的
な
関
係
性
が
、
そ
の
形
式
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
原
因
と
結
果
の
関
係
性
は
目
的
連
関
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
［V

 220

］。

こ
の
合
目
的
性
一
般
の
定
式
そ
れ
自
体
は
、
我
々
の
通
常
の
技
術
的
作
為
や
実
践
的
合
目
的
性
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
美
を

目
的
の
な
い
合
目
的
性
と
し
て
定
式
化
す
る
の
は
、
こ
の
合
目
的
性
一
般
に
お
け
る
目
的
連
関
の
形
式
（
＝
原
因
と
結
果
の
関
係
）
は
保
持
し
つ

つ
、
目
的
概
念
（
＝
原
因
）
の
み
を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
こ
が
、
完
全
性
の
美
学
と
の
対
決
の
地
点
で
あ
る
。
完
全
性
と
は
内
的
な
客
観

的
合
目
的
性
で
あ
り
、
そ
の
判
定
に
は
目
的
の
概
念
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
主
観
的
合
目
的
性
（
目
的
の
な
い
合
目
的
性
）
と
客
観
的
合

目
的
性
（
完
全
性
）
と
の
相
違
は
、
次
の
二
文
の
比
較
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

　

Ａ　

客
観
的
合
目
的
性
に
つ
い
て
：「
客
観
的
合
目
的
性
を
あ
る
物
に
お
い
て
表
象
す
る
た
め
に
は
…
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
…
へ
の
合
致
は
物
の
質
的
完
全
性

4

4

4

4

4

で
あ
る
。」［V

 22（

］

　

Ｂ　

主
観
的
合
目
的
性
に
つ
い
て
：「
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
（
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

4

4

…
と
し
て

4

4

4

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

諸
表
象
の
主
観
的
合
目
的
性
以
外
の
何
も
の
も
残
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。」［ibid.

］

こ
う
し
て
目
的
概
念
が
捨
象
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
美
は
善
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
善
に
は
つ
ね
に
目
的
の
概
念
が
含
ま
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
［V

 226

］。
逆
に
言
え
ば
、
美
と
完
全
性
を
同
一
視
す
る
立
場
で
は
、
美
と
善
は
十
全
に
は
区
別
さ
れ
え
な
い
。
か
く
て
、
カ
ン
ト

は
完
全
性
の
美
学
と
の
対
決
を
通
し
て
、
善
か
ら
美
を
自
立
化
さ
せ
、
美
を
独
自
の
価
値
領
域
と
し
て
確
立
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
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美と善

二　
美
と
善
の
連
関

（
１
）
善
の
象
徴
と
し
て
の
美

で
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
美
と
善
は
全
く
無
関
係
の
も
の
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
美
を
、（
人
倫
的
）
善
の

象
徴
と
捉
え
る
か
ら
で
あ
る
［V

 3（3

］。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
美
と
善
を
何
ら
か
の
関
係
性
に
お
い
て
捉
え
る
伝
統
か
ら
、
カ
ン
ト
は
全
く
離

れ
た
わ
け
で
は
な
い）

1（
（

。
し
か
し
両
者
は
種
別
的
に
異
な
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
ぜ
象
徴
関
係
に
あ
る
と
見
な
せ
る
の
か）

11
（

。
象
徴
は
類
比
を
用
い
て

概
念
の
直
観
的
な
表
示
を
行
う
仕
方
で
あ
り
［V

 3（1

］、
類
比
と
は
原
因
と
結
果
の
間
の
関
係
の
同
一
性
で
あ
る
［V

 （6（

］。
美
が
人
倫
的
善
の

象
徴
で
あ
る
な
ら
ば
、
従
っ
て
そ
こ
に
も
類
比
の
四
項
関
係
、
及
び
因
果
関
係
の
同
一
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
関
係
だ

ろ
う
か
。
上
に
見
た
「
目
的
の
な
い
合
目
的
性
」
の
定
式
化
の
内
に
そ
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
。

合
目
的
性
の
単
な
る
形
式
に
お
い
て
、
多
様
な
も
の
は
一
な
る
も
の
へ
合
致
し
て
い
る
が
、
こ
の
一
な
る
も
の
は
、
客
観
的
合
目
的
性
に
お
け

る
物
の
概
念
の
位
置
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
、
Ａ
と
Ｂ
の
比
較
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
一
な
る
も
の
は
本
来
目
的
概
念
に
相
当
す

る
が
、
同
時
に
未
規
定
な
概
念
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
目
的
を
捨
象
す
る
と
は
、
目
的
を
未
規
定
な
概
念
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
未
規
定
な
概
念
は
、
後
に
超
感
性
的
基
体
と
し
て
把
握
さ
れ
る
［V

 3（0 f.

］。
即
ち
あ
る
も
の
を
美
し
い
と
感
ず
る
こ
と
、
つ
ま
り
そ
こ
に
合

目
的
的
な
形
式
を
見
て
と
る
こ
と
は
、
同
時
に
超
感
性
的
基
体
を
そ
の
目
的
連
関
に
お
け
る
目
的
因
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
な

す
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、「
超
感
性
的
基
体

－

美
」
の
関
係
が
「
目
的
因
と
そ
の
結
果
の
関
係
」（
＝
目
的
連
関
）
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
自

由
が
感
性
界
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
も
の
が
人
倫
的
善
で
あ
る
が
、
そ
の
際
の
「
自
由

－

人
倫
的
善
」
の
関
係
も
ま
た
「
目
的
因
と
そ
の
結
果
の

関
係
」（
＝
目
的
連
関
）
に
他
な
ら
な
い
［V

gl. V
 （（（

、V
I （  A

nm
.

等
］。
そ
れ
故
、
美
と
人
倫
的
善
の
間
に
は
次
の
よ
う
な
類
比
の
関
係
（
Ｃ
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と
名
づ
け
る
）
が
成
立
す
る
。

Ｃ　

自
由
：
人
倫
的
善
＝
超
感
性
的
基
体
：
美

「
自
由

－

人
倫
的
善
」
の
間
の
関
係
と
、「
超
感
性
的
基
体

－

美
」
の
間
の
関
係
に
共
通
す
る
の
は
、
目
的
因
と
そ
の
結
果
の
関
係
（
＝
目
的
連

関
）
で
あ
る
。
即
ち
、
美
を
人
倫
的
善
の
象
徴
と
見
な
し
う
る
の
は
、
目
的
連
関
と
い
う
原
因
と
結
果
の
関
係
（
即
ち
合
目
的
性
の
形
式）

11
（

）
の
同

一
性
に
基
づ
く
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
「
美
に
し
て
善
な
る
も
の
」
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
分
離
さ
れ
、
美
的
判
断
の
独
自
性
が
確
立
さ
れ
た
。
が
、
同
時
に

両
者
は
象
徴
関
係
に
も
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
不
即
不
離
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
と
は
い
え
そ
の
連
結
は
、
類
比
の

論
理
と
い
う
ご
く
わ
ず
か
な
結
び
つ
き
で
は
あ
る
。
そ
の
「
美
と
善
」
を
繋
ぐ
「
と
」
は
、
合
目
的
性
の
概
念
に
他
な
ら
な
い
。

（
２
）
カ
ン
ト
哲
学
の
体
系
的
統
一
の
鍵
と
し
て
の
美

美
と
善
を
巡
る
以
上
の
考
察
は
、
さ
ら
に
カ
ン
ト
哲
学
全
体
の
体
系
的
統
一
性
の
把
握
を
も
可
能
に
す
る
。
第
三
批
判
は
「
自
然
概
念
の
領
域

か
ら
自
由
概
念
の
領
域
へ
の
移
行
」
と
い
う
体
系
的
課
題
を
担
っ
て
い
る
が
、
上
記
象
徴
論
は
、
そ
の
課
題
遂
行
の
一
つ
の
あ
り
方
を
示
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
課
題
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
自
由
概
念
に
従
う
結
果
は
…
存
在
す
べ
き
究
極
目
的
［
＝
人
倫
的
善
］
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
自
然
…
に
お
け
る
こ
の
究
極
目
的
の
可
能
性
の

条
件
が
前
提
さ
れ
る
。
こ
の
条
件
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
そ
し
て
実
践
的
な
も
の
へ
の
顧
慮
な
し
に
前
提
す
る
も
の
、
即
ち
判
断
力
は
、
自
然
概
念

と
自
由
概
念
の
間
の
媒
介
概
念
を
自
然
の
合
目
的
性

4

4

4

4

の
概
念
に
お
い
て
与
え
、
こ
の
媒
介
概
念
が
純
粋
理
論
理
性
か
ら
純
粋
実
践
理
性
へ
の
、
前

者
に
従
う
合
法
則
性
か
ら
後
者
に
従
う
究
極
目
的
へ
の
移
行
を
可
能
に
す
る
。

悟
性
は
…
［
自
然
の
］
超
感
性
的
基
体
を
全
く
未
規
定

4

4

4

な
ま
ま
に
し
て
お
く
。
判
断
力
は
…
自
然
の
超
感
性
的
基
体
…
に
知
性
的
能
力
に
よ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

規
定
可
能
性

4

4

4

4

4

を
提
供
す
る
。
し
か
し
理
性
は
こ
の
同
じ
超
感
性
的
基
体
に
、
そ
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
実
践
的
法
則
に
よ
っ
て
規
定

4

4

を
与
え
る
。
こ
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美と善

う
し
て
判
断
力
は
自
然
概
念
の
領
域
か
ら
自
由
概
念
へ
の
領
域
へ
の
移
行
を
可
能
に
す
る
」［V

 1（6

］。

上
記
象
徴
論
の
解
釈
に
基
づ
け
ば
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。

美
と
人
倫
的
善
の
類
比
の
四
項
関
係
（
Ｃ
）
に
お
け
る
右
辺
こ
そ
が
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
言
わ
れ
て
い
る
「
実
践
的
な
も
の
へ
の
顧
慮
な
し
に
」

「
自
然
に
お
け
る
究
極
目
的
の
可
能
性
の
条
件
」
を
示
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
実
践
的
合
目
的
性
（
Ｃ
の
左
辺
）
か
ら
実
践
的
な
目

的
（
人
倫
的
善
、
即
ち
究
極
目
的
）
を
捨
象
し
、
た
だ
目
的
連
関
の
形
式
の
み
を
残
し
た
も
の
が
、
右
辺
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
自
由
の

領
域
と
自
然
の
領
域
と
の
関
係
が
目
的
連
関
に
あ
る
こ
と
を
、
判
断
力
は
実
践
的
な
場
面
と
は
独
立
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
こ

の
右
辺
の
超
感
性
的
基
体
（
未
規
定
な
概
念
）
に
「
実
践
的
法
則
に
よ
っ
て
規
定

4

4

を
与
え
」［V

 1（6

］
れ
ば
、
左
辺
と
な
る
。
即
ち
超
感
性
的
基

体
は
自
由
概
念
と
な
り
、
そ
の
実
現
と
し
て
の
結
果
は
感
性
界
に
お
け
る
究
極
目
的
と
な
る
。
右
辺
と
左
辺
を
等
号
で
繋
ぐ
の
は
合
目
的
性
の
形

式
（
＝
目
的
連
関
の
形
式
）
の
同
一
性
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
合
目
的
性
の
概
念
が
「
媒
介
概
念
」［V

 1（6

］
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と

も
明
ら
か
で
あ
る）

11
（

。

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
カ
ン
ト
哲
学
の
体
系
的
統
一
性
と
い
う
問
題
そ
れ
自
体
も
、「
美
と
善
」
と
い
う
問
題
圏
の
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か）

11
（

。

三　
善
を
包
み
超
え
る
美
―
シ
ラ
ー
に
お
け
る
美
と
善
―

（
１
）
美
と
善
の
分
離
（
シ
ラ
ー
VS
完
全
性
の
美
学
）

カ
ン
ト
は
「
目
的
の
な
い
合
目
的
性
」
と
い
う
美
の
定
式
を
、
完
全
性
の
美
学
と
の
対
決
を
通
し
て
獲
得
し
た
。
そ
し
て
シ
ラ
ー
も
ま
た
「
カ

リ
ア
ス
書
簡
」
に
お
い
て
、
彼
独
自
の
仕
方
で
完
全
性
の
美
学
の
克
服
を
試
み
て
い
る
。「
大
抵
の
経
験
の
美
が
完
全
に
自
由
な
美
で
は
な
く
、
目

的
の
概
念
の
下
に
存
す
る
論
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
情
が
…
美
を
直
観
的
完
全
性
の
下
に
置
く
全
て
の
者
を
惑
わ
し
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
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と
い
う
の
も
こ
の
場
合
論
理
的
に
善
な
る
も
の
と
美
が
混
同
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
」［
1
月
2（
日
付
、S.3（（ .

］。
シ
ラ
ー
も
、
完

全
性
の
美
学
と
対
峙
し
つ
つ
自
ら
の
美
学
を
構
築
す
る
に
際
し
、
美
と
善
の
区
分
け
と
い
う
問
題
圏
の
中
を
動
い
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
に
見
て

と
れ
る
。

（
２
）
美
の
客
観
的
原
理
の
探
究
（
シ
ラ
ー
VS
カ
ン
ト
）

で
は
、
シ
ラ
ー
は
ど
の
よ
う
に
完
全
性
の
美
学
を
克
服
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
そ
の
仕
方
は
、
カ
ン
ト
に
よ
る
そ
れ
と
は
全
く
異
な
っ

て
い
る
。
従
来
、
シ
ラ
ー
の
美
学
は
カ
ン
ト
の
美
の
考
察
の
単
純
な
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ

は
必
ず
し
も
正
鵠
を
射
た
解
釈
で
は
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
シ
ラ
ー
は
美
を
「
現
象
に
お
け
る
自
由
」
と
定
式
化
す
る
［
2
月
（
日
付
、S.（00

］。

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
あ
る
対
象
が
美
し
い
と
い
う
場
合
、
そ
の
対
象
が
自
己
自
身
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
表
象
を
我
々
に
呼

び
起
こ
す
よ
う
な
形
式
を
対
象
が
持
つ
（
対
象
の
形
式
の
自
己
自
律
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

11
（

。
し
か
し
こ
れ
は
対
象
そ
れ
自
身
の
性
質
と
し
て
、

美
の
客
観
的
根
拠
と
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
が
趣
味
の
主
観
的
原
理
し
か
見
出
さ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
美
の
客
観
的
原
理
を
見
出
す
こ
と
が
「
カ
リ

ア
ス
書
簡
」
の
課
題
で
あ
り
［
1
月
2（
日
付
、S.3（（
］、
ま
ず
こ
の
点
に
お
い
て
シ
ラ
ー
と
カ
ン
ト
は
対
照
的
で
あ
る
。

（
３
）「
形
式
の
形
式
」
と
し
て
の
美
（
再
び
、
シ
ラ
ー
VS
完
全
性
の
美
学
）

こ
の
対
照
性
は
、
シ
ラ
ー
が
完
全
性
の
美
学
を
実
は
自
ら
の
美
学
の
構
築
の
土
台
の
一
つ
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
よ
り
鮮
明
に
な
る
。
右
の

よ
う
に
シ
ラ
ー
は
完
全
性
の
美
学
の
難
点
（
目
的
概
念
に
よ
る
規
定
性
）
を
指
摘
し
た
後
に
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。「
美
と
は
た
だ
形
式
の
形
式

で
す
…
。
完
全
性
と
は
素
材
の
形
式
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
美
と
は
こ
の
完
全
性
の
形
式
な
の
で
す
。
従
っ
て
完
全
性
の
美
に
対
す
る
関
係
は
、

素
材
が
形
式
に
対
す
る
関
係
と
同
じ
な
の
で
す
」［
1
月
2（
日
付
、S.3（（ .

］。
こ
こ
で
美
は
「
形
式
の
形
式
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
便
宜
上
、
前

者
の
形
式
を
「
形
式
（
α
）」、
後
者
を
「
形
式
（
β
）」
と
名
づ
け
よ
う
。「
形
式
（
α
）」
が
完
全
性
の
美
学
の
形
式
で
あ
る
こ
と
は
、「
完
全
性



─ 101 ─

美と善

と
は
素
材
の
形
式
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
対
象
が
目
的
概
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
あ
り
方
を
指
す
。
こ

れ
が
ま
ず
前
提
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
シ
ラ
ー
美
学
が
完
全
性
の
美
学
を
土
台
の
一
つ
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、

シ
ラ
ー
美
学
が
構
造
上
カ
ン
ト
と
は
異
質
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
さ
ら
に
「
形
式
（
β
）」
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
お
い

て
、
シ
ラ
ー
は
完
全
性
の
美
学
を
も
超
え
出
て
ゆ
く
。
で
は
こ
の
「
形
式
（
β
）」
と
は
何
か
。
完
全
性
の
美
学
の
難
点
は
目
的
概
念
に
よ
る
形
式

の
規
定
に
あ
っ
た
故
に
、「
形
式
の
形
式
」
は
目
的
概
念
に
よ
る
規
定
か
ら
の
自
由
な
状
態
を
指
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
「
形
式

（
α
）」
を
「
形
式
（
α
）」
自
身
が
規
定
し
て
い
る
よ
う
な
形
式
が
、
即
ち
「
形
式
（
β
）」
な
の
で
は
な
い
か
。
即
ち
、「
形
式
の
形
式
」
と
は
、

形
式
が
形
式
自
身
を
規
定
し
て
い
る
と
い
う
自
己
再
帰
的
な
構
造
の
端
的
な
表
現
に
他
な
ら
な
い）

11
（

。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
美
は
形
式
の
形

式
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
先
に
見
た
、
美
と
は
対
象
の
形
式
の
自
己
自
律
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
と
も
完
全
に
一
致
す
る）

11
（

。

た
と
え
ば
あ
る
器
が
美
し
い
の
は
、
そ
れ
が
そ
の
概
念
に
矛
盾
す
る
こ
と
な
し
に
「
自
然
の
自
由
な
戯
れ
」
と
同
じ
よ
う
に
見
え
る
場
合
で
あ

る
。
器
の
把
手
は
概
念
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
が
、
器
が
美
し
い
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
こ
の
把
手
は
そ
の
規
定
が
忘
れ
ら
れ
る
ほ
ど
に
強

制
さ
れ
ず
に
自
発
的
に
出
っ
張
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
直
角
に
曲
が
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
方
向
の
突
然
の
変
化
は
自
発
性

の
外
見
を
破
壊
し
て
し
ま
う
［
2
月
23
日
付
、S.（20
］。
従
っ
て
器
の
把
手
は
そ
の
概
念
を
前
提
し
、
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
形
式
（
＝

完
全
性
）
を
持
つ
が
、
そ
の
形
式
が
さ
ら
に
強
制
の
な
い
自
由
な
も
の
（
＝
形
式
の
自
己
自
律
）
と
見
え
る
限
り
に
お
い
て
、
美
し
い
も
の
に
な

る
。
つ
ま
り
、
完
全
性
の
形
式
が
、
さ
ら
に
自
由
な
も
の
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
こ
に
美
が
顕
現
す
る
の
で
あ
る
。

（
４
）
美
の
範
囲
の
拡
大
（
再
び
、
シ
ラ
ー
VS
カ
ン
ト
）

以
上
よ
り
シ
ラ
ー
と
カ
ン
ト
の
相
違
も
明
ら
か
と
な
る
。
カ
ン
ト
が
初
め
か
ら
目
的
概
念
を
排
除
し
た
の
に
対
し
、
シ
ラ
ー
美
学
の
内
に
は
完

全
性
の
契
機
が
存
し
て
い
る
。
目
的
概
念
の
排
除
に
よ
り
、
カ
ン
ト
は
自
由
美
と
付
随
美
と
い
う
区
分
け
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
［V

gl. 22（ ff.

］。
し

か
し
こ
の
区
分
け
は
著
し
く
純
粋
な
美
の
範
囲
を
狭
め
て
し
ま
し
、
ア
ラ
ベ
ス
ク
模
様
が
最
高
の
人
間
美
よ
り
も
よ
り
純
粋
で
あ
る
こ
と
に
な
る
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が
、
そ
れ
で
は
美
の
概
念
を
完
全
に
捉
え
損
な
っ
て
し
ま
う
、
と
シ
ラ
ー
は
批
判
す
る
［
1
月
2（
日
付
、S.3（（ .

］。
シ
ラ
ー
の
こ
の
不
満
は
、
我
々

も
大
な
り
小
な
り
共
有
で
き
る
よ
う
に
も
私
に
は
思
わ
れ
る
。
し
か
る
に
、
対
象
が
目
的
概
念
の
下
に
あ
る
こ
と
を
許
容
す
る
シ
ラ
ー
美
学
は
、

こ
の
難
点
を
有
し
な
い
。
た
と
え
目
的
概
念
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、「
形
式
の
形
式
」
と
い
う
次
元
に
お
い
て
、
目
的
概
念
に
よ
る
規
定
と
い
う
契
機

は
度
外
視
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
自
由
美
と
付
随
美
の
区
分
け
は
無
意
味
と
な
る
。
美
の
範
囲
は
よ
り
広
が
っ
た
の
で
あ
る
。

（
５
）
シ
ラ
ー
に
お
け
る
美
と
善

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
最
後
に
、
シ
ラ
ー
に
お
け
る
美
と
善
（
道
徳
性
）
の
関
係
性
を
見
て
お
こ
う
。
シ
ラ
ー
美
学
が
目
的
概
念
を
前
提
し

う
る
こ
と
は
、
当
然
実
践
の
領
域
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
は
ず
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
た
五
人
の
旅
人
の
寓
話
は
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
の
恰

好
の
具
体
例
で
あ
る
［
2
月
1（
日
付
、S.（0（ ff.

］。
そ
の
う
ち
の
三
番
目
の
旅
人
は
純
粋
な
道
徳
的
動
機
か
ら
行
為
し
た
（
即
ち
カ
ン
ト
倫
理
学

的
に
行
為
し
た
）
人
物
で
あ
り
、
五
番
目
の
旅
人
は
美
し
い
行
為
を
な
し
た
人
物
で
あ
る
。
美
し
い
理
由
は
、
自
分
の
義
務
を
あ
た
か
も
本
能
的

な
行
為
の
よ
う
に
果
た
し
て
お
り
、
強
制
（
こ
の
場
合
道
徳
に
よ
る
）
を
感
じ
さ
せ
な
い
（
即
ち
自
己
自
律
で
あ
る
）
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
で

は
美
と
善
（
道
徳
性
）
が
分
離
さ
れ
て
い
る
が）

11
（

、
シ
ラ
ー
に
お
い
て
は
道
徳
的
行
為
が
同
時
に
美
と
な
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
行

為
に
お
い
て
、
道
徳
的
合
目
的
性
（「
形
式
（
α
）」）
を
前
提
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
同
時
に
強
制
で
な
く
自
由
に
現
象
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ

と
（「
形
式
（
β
）」）
に
よ
り
、
美
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。「
そ
れ
ゆ
え
、
芸
術
作
品
や
行
為
の
仕
方
の
も
つ
道
徳
的
合
目
的
性
は
、
そ
の
も
の
の

美
に
貢
献
す
る
こ
と
僅
か
で
あ
り
、
美
が
失
わ
れ
な
い
た
め
に
は
、
む
し
ろ
道
徳
的
合
目
的
性
は
隠
さ
れ
、
物
の
本
性
か
ら
ま
っ
た
く
自
由
に
強

制
な
く
生
じ
る
か
の
よ
う
な
外
見
を
も
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
…
道
徳
的
目
的
は
質
料
も
し
く
は
内
容
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
形
式

に
属
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」［
2
月
1（
日
付
、S.（03 f.

］。
こ
の
形
式
と
は
自
己
自
律
す
る
形
式
、
即
ち
「
形
式
（
β
）」
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
「
道
徳
的
美
」［
2
月
1（
日
付
、S.（0（

］
に
、
シ
ラ
ー
は
人
間
の
性
格
的
完
全
性
の
極
致
を
見
る
。
即
ち
、
善
は
即
美
で
は
な
い
が
、
善

が
自
由
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
と
き
に
、
そ
れ
は
美
と
な
る
の
で
あ
る
。
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美と善

ま
と
め

古
代
に
お
い
て
美
と
善
は
一
体
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
近
代
に
お
い
て
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
美
の
独
自
の
価
値
を
救

い
出
そ
う
と
し
た
、
と
言
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
よ
り
徹
底
化
し
、
つ
い
に
美
の
自
立
化
を
も
た
ら
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し

か
し
両
者
は
、
象
徴
関
係
と
い
う
形
で
、
な
お
も
そ
の
連
絡
を
保
っ
て
は
い
る
。
シ
ラ
ー
も
ま
た
美
と
善
を
区
分
け
す
る
が
、
カ
ン
ト
と
は
違
っ

た
仕
方
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
わ
ば
、
善
を
内
に
包
み
つ
つ
そ
れ
を
超
え
出
る
美
と
で
も
言
う
べ
き
、
新
た
な
善
美
の
あ
り
よ
う
を
切
り

開
い
た
の
で
あ
る
。

引
用
文
献

B
aum

garten, A
. G

., 1（（3 , M
etaphysik, H

alle.

                                 200（ , Ä
sthetik, L

ateinisch-deutsch, Felix M
einer Verlag.

M
eier, G

. F., 1（（2 , A
uszug aus der Vernunftlehre, H

alle.

以
上
は
、
そ
の
節
を
本
文
中
に
示
し
た
。

カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
本
文
中
に
出
典
を
示
し
た
。

シ
ラ
ー
「
カ
リ
ア
ス
書
簡
」
か
ら
の
引
用
は
、
書
簡
の
日
付
け
、
お
よ
び
ハ
ン
ザ
ー
版
全
集
第
五
巻
の
頁
付
け
を
本
文
中
に
示
し
た
。
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註

（
1
）
例
え
ば
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、「
も
の
は
す
べ
て
そ
の
目
的
に
見
事
に
か
な
っ
て
居
れ
ば
、
美
に
し
て
善
で
あ
る
」（
ク
セ
ノ
フ
ォ
ー
ン
『
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス

の
思
い
出
』
第
3
巻
（
章
（
節
（
岩
波
文
庫
、
一
五
七

－

一
五
八
頁
））
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
多
分
に
有
用
性
の
観
点
か
ら

語
っ
て
い
る
が
、「
美
に
し
て
善
な
る
も
の
」
を
本
格
的
に
形
而
上
学
的
に
基
礎
づ
け
た
の
は
プ
ラ
ト
ン
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（
今
道
友
信
「
美
学

の
源
流
と
し
て
の
プ
ラ
ト
ン
」（
東
京
大
学
文
学
部
美
学
芸
術
学
研
究
室
『
美
学
史
研
究
叢
書
』
第
一
輯
、
一
九
七
〇
年
）
参
照
）。

（
2
）『
神
学
大
全
』
一

－

二
・
二
七
・
一
・
第
三
異
論
解
答

（
3
）

シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
に
よ
れ
ば
、
行
為
や
性
質
に
お
け
る
調
和
を
我
々
は
道
徳
感
覚
に
よ
っ
て
識
別
す
る
が
、
こ
の
調
和
は
道
徳
と
美
の
共
通
の
原
理
で
あ

り
、
彼
に
と
っ
て
も
美
と
善
は
同
一
で
あ
る
（cf. E
arl of Shaftesbury, A

., 1（26 , “T
he M

oralists, &
 c.” Part III, Section II in:  C

haracteristics of 

M
en, M

anners, O
pinions, T

im
es Vol. II, N

orthw
estern U

niversity, p.330 ff.

）。
な
お
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
が
プ
ラ
ト
ン
を
は
じ
め
古
代
の
思
想
か
ら

影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
一
般
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
後
継
者
で
あ
る
ハ
チ
ソ
ン
に
お
い
て
既
に
、
美
に
対
す
る
感

覚
（
内
的
感
覚
）
と
道
徳
感
覚
は
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
に
お
け
る
ほ
ど
同
一
視
さ
れ
な
い
傾
向
も
見
受
け
ら
れ
る
（H

utcheson, F., 1（3（ , A
n Inquiry into 

the O
riginal of our Ideas of B

eauty and Virtue:  （
th E

dition, C
orrected, L

ondon, 1（（3 , pp.xiii-xiv

）。

（
（
）『
論
理
哲
学
論
考
』
六
・
四
・
二
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
こ
の
テ
ー
ゼ
を
、
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
美
と
善
の
同
一
性
の
形
而
上
学
的
伝
統
の
う
ち
に

位
置
づ
け
る
試
み
と
し
て
は
、
細
川
亮
一
『
形
而
上
学
者
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
―
論
理
・
独
我
論
・
倫
理
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
五

一
、
二
八
五
頁
参
照
。

（
（
）

完
全
性
の
美
学
は
周
知
の
よ
う
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
由
来
し
、
そ
の
弟
子
ヴ
ォ
ル
フ
も
、
美
は
感
性
的
に
認
識
さ
れ
る
限
り
で
の
完
全
性
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
（
ヴ
ォ
ル
フ
『
経
験
的
心
理
学
』§（（（

）。
こ
の
美
は
主
観
的
な
も
の
と
さ
れ
る
感
覚
的
な
快
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
客
観
の
側
の
性

質
と
さ
れ
て
い
る
（
同
書§（（（

）。
し
か
し
、
感
性
的
認
識
は
混
雑
し
た
判
明
な
ら
ざ
る
表
象
で
あ
り
、
純
粋
認
識
に
比
し
て
低
位
の
認
識
で
あ
る
と

い
う
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
＝
ヴ
ォ
ル
フ
哲
学
の
理
論
的
枠
組
み
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
よ
る
こ
の
定
義
で
は
美
学
の
独
自
な
価
値
が
保
て

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
も
当
然
起
こ
り
う
る
。
が
、
と
も
あ
れ
感
性
的
認
識
そ
の
も
の
の
価
値
を
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
認
め
よ
う
と
し
て
い

た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
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（
6
）

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
『
形
而
上
学
』
で
は
、「
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
で
あ
る
」［§（（（

］
と
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ヴ
ォ
ル
フ
の
美
の
概
念
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
美

学
』
に
お
け
る
定
義
は
、
完
全
性
の
感
性
的
認
識
に
代
わ
り
、
感
性
的
認
識
の
完
全
性
へ
変
更
さ
れ
て
い
る
（
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
、
松
尾
大
［
訳
］『
美

学
』（
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
八
七
年
）
の
訳
注
一
四
（
2
）
参
照
）。
こ
の
こ
と
は
、
高
次
の
認
識
能
力
と
は
異
な
る
、
感
性
的
認
識
能
力
そ
れ
自

身
の
完
全
性
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
美
的
直
観
の
独
自
の
価
値
を
救
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
『
啓
蒙
主
義

の
哲
学
』（
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
六
二
年
）、
四
二
六
頁
以
下
、
参
照
）。

（
（
）

本
節
の
こ
の
第
三
批
判
の
成
立
史
に
関
す
る
叙
述
に
際
し
、
ジ
ョ
ル
ジ
オ
・
ト
ネ
リ
［
著
］、
浜
野
喬
士
［
訳
］「
第
三
批
判
テ
ク
ス
ト
の
生
成
」（
後

編
）（
早
稲
田
大
学
哲
学
会
編
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』
一
〇
三
号
、
二
〇
一
六
年
、
所
収
）、
八
幡
英
幸
「
判
断
力
の
自
己
自
律
―
一
七
八
〇
年
代
中

期
の
カ
ン
ト
に
生
じ
た
思
想
的
転
回
―
」（
カ
ン
ト
研
究
会
［
編
］『
判
断
力
の
問
題
圏
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
所
収
）、
特
に
浜
野
喬
士
『
カ

ン
ト
第
三
批
判
の
研
究
―
超
感
性
的
な
も
の
、
認
識
一
般
、
根
拠
―
』（
作
品
社
、
二
〇
一
四
年
）
第
二
、
三
章
が
参
考
に
な
っ
た
（
と
は
い
え

「
認
識
一
般
」
と
「
合
目
的
性
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
浜
野
氏
と
本
稿
の
間
に
は
重
要
な
点
で
相
違
も
あ
る
（
注
1（
参
照
））。

（
（
）

周
知
の
よ
う
に
、
第
三
批
判
は
そ
の
「
美
の
分
析
論
」
に
お
い
て
趣
味
判
断
の
（
特
に
第
一
、
二
、
三
）
様
式
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、「
快
適
さ
」
及

び
「
善
」
と
の
対
比
の
う
ち
に
美
の
特
質
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
美
と
快
適
さ
・
善
と
を
区
別
す
る
考
え
そ
れ
自
体
は
既
に

一
七
七
〇
年
代
に
も
見
い
だ
さ
れ
て
お
り
、
第
三
批
判
成
立
の
決
定
的
要
因
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
（V

gl. K
ulenkam

pff, Jens, 1（6（ , K
ants 

L
ogik des ästhetischen U

rteils, Frankfurt am
 M

ain, S.（
）。
す
ぐ
後
に
示
す
よ
う
に
、
第
三
批
判
成
立
の
重
要
な
要
因
は
、
完
全
性
の
美
学
と
の
対

決
を
通
し
て
獲
得
し
た
主
観
的
合
目
的
性
の
概
念
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
こ
の
書
物
の
鍵
概
念
で
あ
る
と
同
時
に
、
後
に
示
す
よ
う
に
、
カ
ン
ト
哲
学
の

体
系
統
一
を
理
解
す
る
鍵
で
も
あ
る
。

（
（
）

美
に
関
す
る
多
く
の
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
が
こ
の
著
作
へ
の
カ
ン
ト
の
書
き
込
み
・
挿
入
紙
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
。

（
10
）

浜
野
、
同
書
、
四
六
頁
参
照
。

（
11
）「
論
理
的
完
全
性
は
客
観
に
関
係
し
、
美
は
主
観
に
関
係
す
る
」［X

V
I 112

］。



と
は
い
え
こ
の
時
期
、
美
と
論
理
的
完
全
性
を
密
接
に
関
連
さ
せ
る
記
述
も
一
方
に
は
見
ら
れ
（
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
一
七
八
二
番
（
一
七
六
四

－

六

九
年
）［X

V
I 113

］）、
カ
ン
ト
の
思
惟
の
内
で
美
は
認
識
的
性
格
か
ら
離
れ
き
っ
て
は
い
な
い
面
も
あ
る
（V

gl. M
enzer, Paul, 1（（2 , K

ants Ä
sthetik 
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in ihrer E
ntw

icklung, B
erlin:  A

kadem
ie Verlag, S.（6

）。

（
12
）

レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
一
七
八
〇
番
に
美
の
主
観
性
へ
の
転
回
を
認
め
、
そ
れ
を
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
一
七
八
九
番
、『
可
感
界
』
と
関
連
づ
け
て
解
釈
し

た
も
の
と
し
て
、
浜
野
、
同
書
、
四
八
頁
参
照
。

（
13
） V

gl. B
aeum

ler, A
lfred, 1（（（ , D

as Irrationalitätsproblem
 in der Ä

sthetik und L
ogik des 18. Jahrhunderts bis zur K

ritik der U
rteilskraft, 

D
arm

stadt, S.31（ ff. 

な
お
、「
従
属
的
」「
同
位
的
」
と
い
う
述
語
は
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
由
来
す
る
が
（B

aum
garten, 1（（3 , §60

で
は
、
多
く
の
も

の
の
連
結
が
同
一
で
あ
る
と
き
、
そ
れ
は
同
位
的
秩
序
で
あ
り
、
そ
の
同
位
的
秩
序
に
お
け
る
一
致
が
秩
序
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
（
岩
波
書
店

版
『
カ
ン
ト
全
集
3
』
所
収
の
『
可
感
界
』
に
付
さ
れ
た
訳
注
（
11
）
も
参
照
））、
こ
の
同
位
的
秩
序
と
は
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
と
っ
て
は
、
完
全
性

の
混
雑
し
た
認
識
に
他
な
ら
な
い
（V

gl. Juchem
, H

ans-G
eorg, 1（（0 , D

ie E
ntw

icklung des B
egriefs des Schönen bei kant, B

onn, S.（3

）。
即
ち
、

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
及
び
マ
イ
ア
ー
に
お
け
る
完
全
性
に
相
当
す
る
も
の
が
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
「
形
式
」
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
た
の
で
あ
る

（V
gl. Juchem

, H
ans-G

eorg, 1（（0 , ibid.

）。
と
は
い
え
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
（
及
び
マ
イ
ア
ー
）
の
完
全
性
の
美
学
の
特
質

も
、
論
理
的
認
識
能
力
に
対
し
て
感
性
的
認
識
の
そ
れ
独
自
の
特
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
カ
ン
ト
の
試
み
（
美

と
論
理
的
な
も
の
と
の
分
離
）
は
、
そ
の
方
向
性
の
徹
底
化
と
言
い
う
る
。

（
1（
）

な
お
、
こ
の
区
別
の
よ
り
早
い
時
期
に
お
け
る
言
及
と
し
て
は
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
一
七
八
四
番
（
一
七
六
四

－

六
九
年
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

［X
V

I 100

］（V
gl. Juchem

, H
ans-G

eorg, 1（（0 , ibid., S.（（ f.

）。

（
1（
）

浜
野
、
同
書
、
六
二
頁
参
照
。
ト
ネ
リ
や
ザ
ン
ミ
ー
ト
は
『
第
一
序
論
』
執
筆
時
（
一
七
八
九
年
初
め
頃
）
に
な
っ
て
反
省
的
判
断
力
の
概
念
が
導
入

さ
れ
た
と
し
て
い
る
が
（
ト
ネ
リ
、
同
論
文
、
七
九
、
八
一
頁
、J. Zam

m
ito:  T

he G
enesis of K

ant’s C
ritique of Judgm

ent, T
he U

niversity of 

C
hicago P

ress 1（（2 , pp.6 , 1（1 -1（（ .

）、
そ
れ
よ
り
も
か
な
り
早
い
時
期
に
趣
味
判
断
の
反
省
的
自
己
関
係
性
は
カ
ン
ト
の
念
頭
に
あ
っ
た
可
能
性
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
16
）

こ
れ
に
対
し
、 Juchem

は
「
フ
ィ
リ
ッ
ピ
論
理
学
」
に
お
け
る
こ
の
「
調
和
的
関
係
」
を
感
性
と
悟
性
の
調
和
と
解
し
て
い
る
の
だ
が
（Juchem

, ibid., 

S.（1

）。

（
1（
） G

iordanetti, P., 1（（（:  „K
ants E

ntdeckung der A
priorität des G

eschm
acksurteils. Zur G

enese der K
ritik der U

rteilskraft“, in:  K
lem

m
e, 

Ludw
ig, Pauen, Stark ( H

g.):  A
ufklälung und Interpretation. Studien zu K

ants P
hilosophie und ihren U

m
kreis, W

ürzburg, S.1（1 , 1（1 . 
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（
1（
）

調
和
の
伝
統
的
規
定
は
「
多
様
な
も
の
の
統
一
」
で
あ
る
が
（J. R

itter, K
. G

ründer ( H
g.) , 200（:  H

istorisches W
örterbuch der P

hilosophie B
d.3 , 

Schw
abe Verlag, S.1002  H

arm
onie

の
項
参
照
）、
こ
れ
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
合
目
的
性
の
概
念
と
合
致
す
る
［V

gl. V
 22（

］。
上
記
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト

宛
書
簡
に
お
い
て
、『
趣
味
の
批
判
』
が
対
応
す
る
哲
学
の
部
門
と
し
て
「
目
的
論
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
合
目
的
性

が
趣
味
判
断
の
原
理
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
み
な
し
う
る
と
思
わ
れ
る
が
（
こ
の
「
目
的
論
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
解
釈
が
分
か
れ
る
が
、
八
幡
、
同

上
、
一
〇
〇
頁
も
、
こ
れ
を
形
式
的
合
目
的
性
と
み
な
し
て
い
る
）、
こ
こ
か
ら
少
し
年
代
を
遡
る
も
の
と
し
て
は
、
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
九
九
二
番

（
一
七
八
五

－

八
九
年
）［X

V
 （36 f.

］
が
主
観
的
合
目
的
性
や
合
目
的
的
な
も
の
に
言
及
し
て
い
る
。

（
1（
）

な
お
、G

iordanetti, ibid., S.1（1

及
び
浜
野
、
同
書
、
七
六
頁
で
は
、
趣
味
の
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
が
合
目
的
性
で
は
な
く
認
識
一
般
に
よ
っ
て
基
礎

づ
け
ら
れ
た
と
解
釈
し
、
第
三
批
判
に
お
け
る
趣
味
判
断
の
演
繹
に
お
い
て
も
認
識
一
般
こ
そ
が
中
核
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
解
す
る
。
し
か
し

認
識
一
般
に
向
か
う
認
識
諸
能
力
の
調
和
［V

 23（

］
の
意
識
は
、
そ
れ
ら
認
識
諸
力
の
戯
れ
に
お
け
る
合
目
的
性
の
意
識
［V

 222

］
に
他
な
ら
ず
、

分
離
し
難
い
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
関
係
と
は
、
認
識
一
般
を
成
立
さ
せ
る
よ
う
な
認
識
諸
能
力
の
調
和
的
合
致
が
合
目
的
性
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
［V

gl.V
 222

］。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
み
、
趣
味
判
断
の
演
繹
の
次
の
中
核
的
部
分
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。「
判
断
力

は
…
判
定
の
形
式
的
規
則
に
関
し
て
は
…
た
だ
判
断
力
一
般
…
の
使
用
に
関
す
る
主
観
的
条
件
に
し
か
向
け
ら
れ
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
な
い
。
従
っ

て
…
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
」［V

 2（0

］。
こ
こ
で
「
判
断
力
一
般
…
の

使
用
に
関
す
る
主
観
的
条
件
」
と
は
構
想
力
と
悟
性
と
の
調
和
的
な
包
摂
関
係
（
表
象
の
合
目
的
性
に
対
応
す
る
）
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
認
識
一

般
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
演
繹
は
、
合
目
的
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
形
で
の
、
認
識
一
般
を
可
能
に
す
る
判
断
力
一
般
の
普
遍
性
に
の
み

基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
（
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
趣
味
判
断
の
固
有
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
認
識
一
般
を
可
能
に
す

る
の
は
認
識
諸
能
力
の
合
目
的
的
な
調
和
関
係
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
普
遍
妥
当
性
要
求
は
正
当
化
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
も
の
と
思
わ

れ
る
）。

（
20
）

但
し
、
周
知
の
よ
う
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
に
お
い
て
趣
味
の
ア
プ
リ
オ
リ
性
は
否
定
さ
れ
て
い
る
故
［A

 21 A
nm

.

］、
一
七
八
一
年
の
時
点

で
は
ま
だ
そ
の
転
回
が
起
こ
っ
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
。

（
21
）

美
と
並
ん
で
、
本
来
は
崇
高
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
自
然
の
巨
大
さ
や
恐
怖
を
起
こ
さ
せ
る
暴
力
的
な
力
が
、
感
性
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的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
の
卑
小
さ
を
感
得
さ
せ
る
と
同
時
に
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
こ
そ
、
そ
れ
を
も
凌
駕
す
る
超
感
性
的
存
在
と
し
て
の
自
ら
の
卓

越
性
（
道
徳
性
）
を
感
得
さ
せ
る
と
い
う
反
転
作
用
を
起
こ
さ
せ
る
と
い
う
形
で
、
い
わ
ば
逆
説
的
に
道
徳
的
理
念
を
描
出
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
紙
幅
の
都
合
上
詳
論
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
ま
た
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
22
）
そ
の
論
理
が
必
ず
し
も
明
示
的
で
は
な
い
故
に
、
象
徴
論
へ
の
批
判
的
見
解
は
多
々
見
ら
れ
る
（
例
え
ば
、G

uyer, P., 1（（（ , K
ant and the claim

s of 

taste, H
arvard U

niversity P
ress, p. 3（2

）。

（
23
）「
目
的
の
な
い
合
目
的
性
」
の
定
式
化
の
場
面
に
お
い
て
既
に
、
カ
ン
ト
は
欲
求
能
力
が
目
的
概
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
場
合
に
触
れ
、
そ
れ
と
比
較

し
な
が
ら
こ
の
定
式
化
を
行
っ
て
い
た
［V

 220

］。
即
ち
実
践
的
合
目
的
性
と
の
比
較
対
照
に
お
い
て
、
美
の
合
目
的
性
の
定
式
化
は
遂
行
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
際
、
目
的
概
念
の
捨
象
と
は
ま
さ
し
く
こ
の
関
係
以
外
の
も
の
の
度
外
視
に
他
な
ら
ず
、
実
践
的
合
目
的
性
と
美
の
合
目
的
性
は
、
た
だ
目

的
連
関
の
形
式
に
お
い
て
の
み
同
一
性
を
保
持
し
て
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
目
的
な
き
合
目
的
性
と
い
う
定
式
そ
れ
自
体
が
既
に
、
実
践
的
合
目
的
性

と
の
類
比
の
思
考
法
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
。

（
2（
）

詳
し
く
は
次
の
拙
論
を
参
照
。「
第
三
批
判
に
お
け
る
自
然
か
ら
自
由
へ
の
移
行
の
問
題
―
類
比
お
よ
び
目
的
連
関
（nexus finalis

）
の
概
念
に
定

位
し
て
―
」（
日
本
哲
学
会
編
『
哲
学
』
第
六
四
号
、
二
〇
一
三
年
）

（
2（
）

第
三
批
判
が
言
及
す
る
「
自
然
か
ら
自
由
へ
の
移
行
」
に
つ
い
て
の
さ
ら
に
別
の
テ
キ
ス
ト
は
、「
自
然
の
根
底
に
存
す
る
超
感
性
的
な
も
の
と
、
自
由

概
念
が
実
践
的
に
含
む
も
の
と
の
統
一

4

4

の
根
拠
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
根
拠
に
つ
い
て
の
概
念
が
…
移
行
を
…
可
能
に
す
る
」［V

 1（6

］

と
も
述
べ
る
。
こ
れ
は
自
然
と
自
由
と
の
即
時
的
統
一
体
が
移
行
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
い
う
主
張
と
し
て
、
上
記
の
類
比
の
論
理
と
は
ま
た
別
の
解

釈
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
類
比
の
論
理
は
人
間
の
視
点
に
、
こ
こ
で
引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
［V

 1（6

］
は
神
の
視
点
に
立
っ
た
移
行
の
課
題
遂
行

と
特
徴
づ
け
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
判
断
力
が
指
し
示
す
超
感
性
的
基
体
は
、
も
し
神
の
視
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
こ
の
「
自

然
で
も
自
由
で
も
な
い
」［V

 3（3

］
両
者
の
即
時
的
統
一
体
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
自
由
の
根
拠
」［ibid.

］
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
超

感
性
的
基
体
が
美
の
根
拠
（
も
と
も
と
超
感
性
的
基
体
は
、
美
的
合
目
的
性
の
根
拠
と
し
て
の
目
的
因
の
位
置
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
二
の

（
1
）
参
照
））
で
あ
る
な
ら
ば
、
美
と
善
は
そ
の
根
拠
に
お
い
て
は
同
一
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
無
論
こ
れ
は

我
々
人
間
の
認
識
対
象
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
人
間
の
視
点
に
お
い
て
は
、「
美
と
善
」
は
分
離
さ
て
お
り
、
そ
れ
は
自
然
の
領
域
と
自
由
の
領
域
が

「
大
き
な
裂
け
目
」［V

 1（（

］
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
て
い
る
の
と
全
く
同
様
で
あ
る
。
人
間
の
視
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
美
と
善
は
か
ろ
う
じ
て
類
比
の
論
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美と善

理
で
結
ば
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。



な
お
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
第
三
批
判
に
登
場
す
る
原
型
的
知
性
（
直
観
的
悟
性
）
の
歴
史
的
淵
源
を
遠
く
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
「
直
覚
的
悟
性
」
に
見
て

い
る
が
（E

. C
assirer, K

ants L
eben und L

ehre, R
eprographischer N

achdr. der A
usg. N

ew
 H

aven, 1（（（ . – D
arm

stadt:  W
iss. B

uchges., 1（（（ , 

S.2（（ -302

）、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
美
で
も
善
で
も
な
い
」
両
者
の
即
時
的
統
一
体
（
＝
美
と
善
と
の
同
一
の
根
拠
）
と
い
う

思
想
の
う
ち
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
「
美
に
し
て
善
な
る
も
の
」
の
微
か
な
残
響
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
超
感
性

的
基
体
は
、
原
型
的
知
性
の
直
観
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
［V

 （0（

］。

（
26
）

そ
う
で
は
な
く
、
形
式
が
概
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
形
式
は
対
象
の
固
有
の
自
然
に
対
し
て
強
制
を
加
え
て
い
る
こ
と
に
な
り
、

こ
の
物
を
論
理
的
な
も
の
（
概
念
）
に
仕
え
る
よ
う
強
制
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
［
2
月
23
日
付
、S.（1（ .

］。
こ
の
よ
う
に

美
的
な
快
の
感
情
の
起
こ
る
以
前
に
概
念
が
潜
在
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
点
に
お
い
て
は
、
確
か
に
シ
ラ
ー
は
カ
ン
ト
と
一
致
す
る
。

（
2（
）

次
の
テ
ー
ゼ
も
同
じ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
完
全
な
も
の
は
、
自
由
と
と
も
に
表
示
さ
れ
れ
ば
、
た
だ
ち
に
美
に
変
化
す
る
」［
2
月
23
日
付
、

S.（1（ .

］。
ま
た
、「
合
目
的
性
、
秩
序
、
釣
合
、
完
全
性
等
、
そ
こ
に
お
い
て
人
が
長
い
間
美
を
見
い
だ
し
た
と
信
じ
て
き
た
諸
性
質
は
、
美
と
は
全

く
関
係
が
な
い
の
で
す
。
…
こ
う
し
た
性
質
は
全
て
単
に
美
の
質
料

4

4

を
な
す
に
す
ぎ
ま
せ
ん
…
。
美
の
形
式
と
は
た
だ
、
真
理
、
合
目
的
性
、
完
全
性

の
自
由
な
描
出
で
す
。」［ibid..

］
も
同
様
で
あ
る
。

（
2（
）

詳
し
く
は
次
の
拙
論
を
参
照
。「『
カ
リ
ア
ス
書
簡
』
に
お
け
る
完
全
性
美
学
の
意
義
―
シ
ラ
ー
に
よ
る
カ
ン
ト
及
び
完
全
性
美
学
克
服
の
構
図
―
」

（
九
州
大
学
文
学
部
『
哲
学
年
報
』
第
五
十
九
輯
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
2（
）

と
は
い
え
、
意
志
規
定
の
場
面
に
お
い
て
は
確
か
に
カ
ン
ト
は
感
性
的
本
性
を
厳
格
に
排
除
す
る
が
、
そ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
意
志
が
結
果
的
に
快

を
も
た
ら
す
こ
と
ま
で
を
排
除
す
る
わ
け
で
は
な
い
［V

gl. V
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