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『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
修
辞
学
〔
雄
弁
術
〕﹇
１
﹈
に
対
し
て
加
え
て
い
る
激
し
い
攻
撃
は
、
哲
学
が
こ
の
技
術
に

浴
び
せ
て
き
た
古
典
的
な
非
難
を
継
続
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
カ
ン
ト
の
そ
う
し
た
攻
撃
は
と
き
に
、
啓
蒙
主

義
が
そ
の
技
術
に
む
け
た
あ
か
ら
さ
ま
な
敵
意
を
も
共
有
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
こ
の
攻
撃
が
、
演
説
家
の
こ

の
技
術
は
「
ま
っ
た
く
尊
敬
に
値
し
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
と
き
に
は
そ
う
で
あ
る
。
実
際
、
カ
ン
ト
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
演
説

と
い
う
「
陰
険
な
技
術
」
は
「
重
要
な
事
柄
に
か
ん
し
て
人
間
を
機
械
と
し
て
あ
る
判
断
へ
と
傾
け
る
す
べ
を
心
得
て
い
る
が
、
こ
の

判
断
は
後
で
静
か
に
考
え
る
と
、
重
要
な
事
柄
に
そ
な
わ
る
一
切
の
重
み
を
失
わ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
判
断
な
の
で
あ
る
」（328

）
と
。

さ
ら
に
こ
の
技
術
は
、
国
家
が
み
ず
か
ら
の
破
滅
へ
と
急
ぎ
つ
つ
あ
る
と
き
に
、
そ
し
て
「
真
の
愛
国
心
が
消
滅
し
た
」
と
き
に
栄
え

る
よ
う
な
退
廃
的
な
技
術
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
１
）。
と
こ
ろ
が
、
カ
ン
ト
に
よ
る
修
辞
学
の
取
り
扱
い
は
、
精
査
さ
れ
れ

ば
は
る
か
に
複
雑
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
で
に
何
人
か
の
学
者
た
ち
が
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
論
点
に
か
ん
す
る

カ
ン
ト
の
立
場
は
、
語
り
の
技
術
に
つ
い
て
の
伝
統
的
な
評
価
と
い
く
つ
か
重
要
な
仕
方
で
異
な
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
カ
ン
ト
は

「
古
典
的
に
は
修
辞
学
に
帰
さ
れ
て
い
た
機
能
を
歴
史
に
割
り
当
て
」（
２
）
よ
う
と
し
て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
論
に
お

い
て
私
が
示
唆
し
よ
う
と
思
う
の
は
次
の
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
、
第
三
批
判
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
演
説
家
の
技
術
を
猛
烈
に
非
難
し
て

は
い
る
が
、
こ
の
技
術
を
な
に
か
別
の
概
念
で
置
き
換
え
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
概
念
に
対
し
て
は
ふ
た
た
び

同
様
の
哲
学
的
異
議
申
し
立
て
が
な
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
カ
ン
ト
が
主
張
す
る
の
は
、
修
辞
学
の
本
質
を
変
革
す
る
よ

う
な
あ
る
仕
方
で
修
辞
学
を
哲
学
的
に
占
有
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
問
題
な
の
は
た
ん
に
、
他
の
哲
学
者
た
ち
と
同
様
カ

ン
ト
も
ま
た
哲
学
的
論
証
の
一
様
態
と
し
て
比
喩
に
よ
る
推
論
に
頼
ろ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
私
が

177

ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
―
―
カ
ン
ト
に
お
け
る
感
性
的
描
出
（hypotyposis

）
の
概
念
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
考
察



示
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、『
判
断
力
批
判
』
の
射
程
と
主
眼
と
は
、
カ
ン
ト
が
演
説
術
（ars

oratoria

）
と
し
て
斥
け
る
も
の
で

は
な
く
、
ま
さ
に
本
来
の
意
味
で
の
修
辞
学─

─

カ
ン
ト
は
こ
れ
を
美
の
技
術
の
必
須
の
部
分
と
み
な
し
て
い
る─

─

を
、
基
礎
的
か

つ
構
築
的
な
仕
方
で
乗
っ
取
る
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

重
要
な
の
は
次
の
点
に
注
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
演
説
家
の
技
術
に
つ
い
て
の
議
論
も
、
本
来
の
意
味
で
の
修
辞
学
の

技
術
、
つ
ま
り
語
り
の
巧
み
さ
と
正
確
さ
（B

eredsam
keit

）
に
つ
い
て
の
議
論
も
、『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
は
第
五
一
節
に
現

れ
る
が
、
そ
の
節
は
と
い
え
ば
、
カ
ン
ト
が
、
美
感
的
理
念
を
表
現
す
る
能
力
に
基
づ
き
、
諸
美
術
を
区
分
す
る
試
み
と
彼
が
呼
ぶ
も

の
に
取
り
か
か
る
箇
所
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
の
点
で
あ
る
。
芸
術
が
「
人
間
が
話
す
と
き
に
用
い
る
表
現
、
つ
ま
り
そ
れ
に
よ
っ
て
人

間
は
互
い
に
可
能
な
か
ぎ
り
完
全
に
、
つ
ま
り
た
ん
に
か
れ
ら
の
概
念
に
か
ん
し
て
の
み
な
ら
ず
、
感
覚
に
か
ん
し
て
も
互
い
に
伝
達

し
あ
う
こ
と
が
で
き
る
〔
…
〕
種
類
の
表
現
」（320

）
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
〔
類
比
〕
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
伝
達

を
（
言
語
的
な
身
振
り
や
抑
揚
と
い
う
よ
り
）
語
や
区
切
り
に
よ
っ
て
達
成
す
る
よ
う
な
種
類
の
芸
術
は
、
必
然
的
に
上
級
の
芸
術
で

あ
る
。
語
り
の
技
術
〔
芸
術
〕
を
、
カ
ン
ト
は
二
つ
に─

─

雄
弁
術
〔
修
辞
学
〕
と
詩
に─

─

区
別
す
る
。
第
一
の
位
を
占
め
る
の
は

詩
で
あ
る
。
詩
が
卓
越
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の
は
、
詩
が
雄
弁
術
よ
り
も
自
由
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
美
術
を
よ
り
実
現
し
や
す
い
位

置
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
詩
は
、
と
カ
ン
ト
は
言
う
、「
そ
の
源
泉
を
ほ
と
ん
ど
全
面
的
に
天
才
に
負
っ
て
い
て
、
指
令
や
実
例
に
よ
っ

て
導
か
れ
る
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」（326

）。
こ
う
し
て
詩
は
、
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
ま
で
は
自
律
的
で
あ
る
（308

ff

）。
詩
は

自
由
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
詩
は
、
物
質
的
目
的
で
あ
れ
精
神
的
目
的
で
あ
れ
、
理
論
的
目
的
で
あ
れ
道
徳
的
目
的
で
あ
れ
、
い
か
な

る
目
的
に
も
従
属
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
詩
は
い
か
な
る
種
類
の
報
酬
も
求
め
な
い
。
加
え
て
、
詩
は
ほ
と
ん
ど
な
に
も

約
束
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
欺
き
と
な
る
こ
と
を
免
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
自
身
の
言
葉
で
い
え
ば
「
詩
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
が
ご
ま
か

し
な
く
誠
実
に
行
わ
れ
る
」（327

）。
だ
が
、
す
べ
て
の
目
的
か
ら
の
こ
う
し
た
自
由
、
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
た
ん
な
る
「
諸
理
念
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と
の
心
楽
し
ま
せ
る
戯
れ
」
あ
る
い
は
「
楽
し
ま
せ
る
構
想
力
の
戯
れ
」（321

）
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
悟
性
の
仕
事
の
た

め
に
、
合
目
的
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」（327

）。「
詩
人
は
た
ん
に
諸
観
念
と
の
心
楽
し
ま
せ
る
戯
れ
を
告
げ
る
に
す
ぎ
な

い
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
戯
れ
は
、
悟
性
に
と
っ
て
、
あ
た
か
も
悟
性
が
た
ん
に
み
ず
か
ら
の
仕
事
を
行
な
う
意
図
を
も
っ
て
い
た
か
の

よ
う
な
結
果
に
い
た
る
の
で
あ
る
」（321

）
と
カ
ン
ト
は
書
い
て
い
る
。
実
際
、
詩
は
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
な
に
も
約
束
し
な
い
が
ゆ

え
に
「
あ
る
仕
事
に
値
す
る
も
の
」﹇w

as
eines

G
eschaftes

w
urdig

ist

﹈（321

）
を
達
成
す
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
こ
う

問
い
尋
ね
た
く
な
る
。
詩
が
仮
象
と
戯
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
詩
が
た
ん
な
る
戯
れ
で
し
か
あ
ろ
う
と
し
な
い
と
す
れ
ば
、
詩

が
悟
性
の
た
め
に
遂
行
し
て
い
る
こ
の
仕
事
と
は
、
正
確
に
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
の
か
、
と
。

詩
が
達
成
す
る
の
は
「
戯
れ
な
が
ら
悟
性
に
栄
養
を
」
提
供
し
、「
構
想
力
に
よ
っ
て
悟
性
の
諸
概
念
に
生
命
を
与
え
る
こ
と
」（321

）

で
あ
る
。
詩
は
両
認
識
能
力─

─

感
性
と
悟
性─

─

を
結
合
し
調
和
さ
せ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
詩
は
、
美
し
い
も
の
の
場
合
に
お
い

て
カ
ン
ト
が
明
瞭
に
論
証
し
て
い
る
よ
う
に
、
理
論
的
認
識
一
般
の
最
小
限
の
諸
条
件
な
ら
び
に
そ
う
し
た
条
件
と
関
連
づ
け
ら
れ
て

い
る
快
の
諸
条
件
を
現
実
化
す
る
。
と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
は
、
認
識
一
般
の
こ
う
し
た
諸
条
件
を
さ
ら
に
練
り
上
げ
る
よ
り
は
、
論
述
の

展
開
の
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
詩
の
戯
れ
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
、
心
の
活
気
づ
け
の
ほ
う
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
活
気
づ
け
が
達
成
さ
れ
る
の
は
、
感
性
的
な
呈
示
の
助
け
に
よ
っ
て
悟
性
に
忍
び
寄
り
悟
性
を
罠
に
か
け
る
こ
と
に
よ
る
の

で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
構
想
力
に
よ
っ
て
形
式
と
悟
性
の
諸
法
則
と
の
調
和
的
な
一
致
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、

心
を
拡
張
す
る
（erw

eitern

）
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
構
想
力
の
自
由
な
戯
れ
は
、
規
定
的
な
概
念
を
直
観
的
に
呈
示
す
る
に
い

た
る
代
わ
り
に
、
た
だ
呈
示
そ
れ
自
体
だ
け
を
産
出
す
る
。
呈
示
そ
れ
自
体
と
は
す
な
わ
ち
、
直
観
の
規
定
に
よ
っ
て
概
念
を
充
足
す

る
こ
と
で
は
な
く
、
諸
概
念
の
充
足
性
一
般
、
諸
概
念
を
活
き
活
き
と
生
命
力
豊
か
に
満
た
す
こ
と
一
般
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
詩
に

お
け
る
構
想
力
の
戯
れ
に
お
い
て
生
ず
る
、
概
念
の
こ
の
非
規
定
的
な
直
観
的
充
足
が
、
心
を
活
気
づ
け
る
。
こ
う
し
た
充
足
が
心
に
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生
命
を
吹
き
込
む
の
で
あ
り
、
こ
の
生
命
は
い
ま
だ
非
規
定
的
な
も
の
だ
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
認
識
一
般
の
た
め
に
必
要
な

諸
能
力
の
最
小
限
の
配
置
を
も
た
ら
す
か
ぎ
り
で
合
目
的
的
で
あ
る
。

だ
が
、
詩
は
ま
た
、
そ
れ
が
た
ん
に
仮
象
と
戯
れ
る
さ
い
に
理
性
を
巻
き
込
ん
で
も
い
る
。
カ
ン
ト
は
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
詩
は
、

構
想
力
を
自
由
に
さ
せ
、
与
え
ら
れ
た
概
念
の
制
約
の
う
ち
で
、
こ
の
概
念
と
合
致
す
る
可
能
な
諸
形
式
の
無
際
限
な
多
様
性
の

な
か
か
ら
次
の
よ
う
な
形
式
を
、
つ
ま
り
こ
の
概
念
の
呈
示
を
い
か
な
る
言
語
表
現
も
完
全
に
適
切
で
は
な
い
思
想
充
溢
と
結
び

つ
け
、
そ
れ
ゆ
え
み
ず
か
ら
を
美
感
的
に
諸
理
念
へ
と
高
め
る
よ
う
な
形
式
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
を
拡
張
す
る
。
詩
は

心
を
強
め
る
が
、
そ
れ
は
詩
が
心
に
そ
の
自
由
な
、
自
立
的
な
、
自
然
規
定
に
依
存
し
な
い
能
力
を
感
じ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、

こ
の
能
力
は
、
現
象
と
し
て
の
自
然
を
、
そ
れ
が
感
官
に
対
し
て
も
悟
性
に
対
し
て
も
経
験
の
う
ち
で
自
分
か
ら
は
提
示
し
な
い

さ
ま
ざ
ま
な
眺
め
に
し
た
が
っ
て
観
察
し
、
判
定
す
る
能
力
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
自
然
を
超
感
性
的
な
も
の
の
た
め
に
、
い
わ
ば

超
感
性
的
な
も
の
の
図
式
と
し
て
用
い
る
能
力
で
あ
る
。（326

）

自
然
を
超
感
性
的
な
も
の
一
般
の
図
式
と
み
な
す
と
い
う
自
由
を
構
想
力
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
は
ま
た
理
性
に
糧
を
提
供

し
、
理
性
の
諸
理
念
に
生
命
を
与
え
る
。
む
ろ
ん
、
理
性
の
理
念
は
い
か
な
る
規
定
的
な
仕
方
に
よ
っ
て
も
表
象
さ
れ
え
な
い
。
だ
が
、

自
然
が
わ
れ
わ
れ
に
理
解
可
能
な
も
の
と
し
て
示
さ
れ
う
る
と
い
う
た
ん
な
る
事
実
に
よ
っ
て
、
自
然
が
、
観
想
す
る
わ
れ
わ
れ
の
諸

能
力
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
諸
能
力
に
適
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
か
く
し
て
超
感
性
的
な
も
の
が

自
然
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
と
言
わ
れ
う
る
の
は
、
そ
の
表
現
が
い
か
な
る
規
定
的
な
仕
方
で
も
な
く
、
た
ん
に
図
式
に
よ
る
仕
方
で
、
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あ
る
い
は
む
し
ろ─

─

理
性
の
直
接
的
な
呈
示
は
あ
り
え
な
い
以
上─

─

た
ん
に
象
徴
的
な
仕
方
で
な
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
う
し

た
仕
方
で
詩
が
達
成
す
る
の
は
、
超
感
性
的
な
も
の
の
非
規
定
的
な
直
観
を
産
出
す
る
こ
と
、
そ
れ
な
く
し
て
は
超
感
性
的
な
も
の
が

一
般
に
い
か
な
る
実
在
性
も
も
た
な
く
な
る
よ
う
な
直
観
を
産
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
言
う
に
は
、
そ
の
よ
う
な
直
観
は
、

心
を
強
め
、
心
に
み
ず
か
ら
の
自
発
性
と
自
律
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
道
徳
性
一
般
の
最
小
限
の
条
件
を
実
行
す
る
と

言
わ
れ
う
る
よ
う
な
、
戯
れ
に
お
け
る
諸
能
力
の
配
置
に
よ
っ
て
心
を
活
気
づ
け
る
の
で
あ
る
。

詩
が
「
構
想
力
の
自
由
な
戯
れ
を
、
悟
性
」
お
よ
び
理
性
の
「
仕
事
と
し
て
遂
行
す
る
芸
術
で
あ
る
」（321

）
の
に
対
し
て
、
良
い

話
し
ぶ
り─

─

流
暢
で
端
正
な
話
し
方─

─

（327

）
と
し
て
の
雄
弁
術
〔
修
辞
学
〕
は
「
悟
性
の
仕
事
を
構
想
力
の
自
由
な
戯
れ
と

し
て
行
な
う
」（321

）
と
言
わ
れ
る
。
雄
弁
術
は
詩
と
並
ん
で
美
し
い
技
術
に
属
す
る
も
の
だ
が
、
詩
ほ
ど
自
由
で
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
雄
弁
術
は
指
令
と
実
例
と
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
そ
う
し
た
指
令
や
実
例
を
詩
か
ら
借
り
て
く
る
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
流
暢
で
端
正
な
話
し
方
と
し
て
の
雄
弁
術
は
「
言
葉
を
そ
の
豊
か
さ
と
純
粋
さ
に
従
っ
て
」（328

）
こ
な
す
。
雄
弁
術
は
「
言

葉
の
口
調
の
良
さ
や
、
理
性
の
諸
理
念
を
表
わ
す
表
現
の
端
正
さ
に
か
ん
す
る
諸
規
則
に
違
反
」（327

）
せ
ず
に
行
な
わ
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
熟
練
が
、
人
間
的
事
象
へ
の
明
晰
な
洞
察
、
お
よ
び
「
真
に
善
い
も
の
へ
の
生
き
生
き
と
し
た
心
か
ら
の
関
心
」（328

）
と
結

合
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
雄
弁
術
は
構
想
力
を
「
理
性
の
諸
理
念
（
こ
れ
ら
が
集
ま
っ
て
良
い
話
し
ぶ
り
を
構
成
す
る
）」（327

）

の
実
例
に
よ
る
「
生
き
生
き
と
し
た
呈
示
」
と
い
う
働
き
へ
と
実
り
豊
か
な
仕
方
で
も
た
ら
す
、
と
カ
ン
ト
は
記
し
て
い
る
（327

）。

技
術
（
欺
き
の
技
術
）
抜
き
で
、
雄
弁
術
〔
修
辞
学
〕
は
、
心
の
根
本
的
な
覚
醒
（E

rw
eckung

）─
─

認
識
と
道
徳
性
一
般
の
た

め
の
素
質
、
つ
ま
り
詩
の
自
由
な
美
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
素
質
の
活
気
づ
け─

─

を
成
し
遂
げ
る
よ
り
も
、
次
の
よ
う
な
鮮
や
か

な
実
例
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
正
し
い
と
い
う
こ
と
の
根
拠
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
行
為
、
そ
の
よ
う
な
主
観
的
に
堕

落
し
て
い
な
い
行
為
の
鮮
や
か
な
実
例
を
示
す
こ
と
で
、
心
に
生
き
生
き
と
し
た
印
象
を
つ
く
り
出
す
の
で
あ
る
。
特
定
の
理
性
理
念
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を
そ
の
よ
う
に
活
気
づ
け
る
こ
と
は
、
技
術
に
と
ら
わ
れ
な
い
演
説
者
の─

─

あ
る
い
は
キ
ケ
ロ
の
言
葉
で
い
え
ば
、
言
う
こ
と
に
巧

み
な
善
き
ひ
と
（vir

bonus
dicendi

peritus

）
の─

─

最
高
の
達
成
で
あ
る
（328

）。

し
か
し
カ
ン
ト
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
は
つ
ね
に
こ
の
理
想
に
忠
実
で
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
実
際
、
た
ん
な

る
良
い
話
し
ぶ
り
と
し
て
で
さ
え
、
雄
弁
術
は
、
こ
の
理
想
に
不
正
直
な
な
に
か
を
有
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
言
う
に
は
、
雄
弁
術
は

当
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
ふ
り
を
す
る
が
、
し
か
し
実
際
に
は
み
ず
か
ら
が
約
束
し
な
か
っ
た
も
の
を
、
す
な
わ
ち
、
構
想
力
の
心

楽
し
ま
せ
る
戯
れ
を
与
え
る
。
本
来
の
意
味
で
の
雄
弁
術
で
さ
え
こ
の
戯
れ
に
か
ん
し
て
わ
ず
か
な
欺
瞞
を
含
ん
で
い
る
。
真
剣
な
仕

事
を
約
束
す
る
演
説
者
が
こ
の
仕
事
を
あ
た
か
も
そ
れ
が
諸
理
念
と
の
た
ん
な
る
戯
れ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
行
な
う
の
は
、
演
説
者
が

目
的
か
ら
自
由
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
演
説
者
は
彼
の
聴
衆
を
楽
し
ま
せ
よ
う
と
望
む
。
こ
れ
が
、
良
い
話
し
ぶ
り
と
し
て
の
、

ま
た
具
体
的
な
理
性
理
念
を
実
例
に
お
い
て
生
き
生
き
と
呈
示
す
る
こ
と
と
し
て
の
雄
弁
術
が
、
容
易
に
た
ん
な
る
演
説
術
（ars

oratoria

）
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
理
由
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
技
術
は
、
説
得
の
技
術
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
技
術
を
ひ
と
つ

の
弁
証
論
〔D

ialektik

〕
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
は
、
弁
証
論
と
は
蓋
然
的
な
推
論
だ
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
定
義
に
な
ら
っ
て
、
こ
の
技
術
を
「
仮
象
の
論
理
学
」〔『
純
粋
理
性
批
判
』B86

〕
と
し
て
特
徴
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
技
術

─
─

そ
れ
は
美
し
い
見
せ
か
け
に
よ
っ
て
欺
く
の
で
あ
る
が─

─

は
「
聴
衆
の
心
を
判
定
に
先
立
っ
て
演
説
家
が
有
利
に
な
る
よ
う
に

仕
向
け
、
聴
衆
の
心
か
ら
判
定
の
自
由
を
奪
う
た
め
に
、
必
要
な
だ
け
の
も
の
を
詩
か
ら
借
り
入
れ
る
」（327

）。
こ
の
技
術
を
褒
め

そ
や
す
言
葉
を
カ
ン
ト
は
も
た
な
い
。
詩
に
お
い
て
超
感
性
的
な
も
の
の
呈
示
を
通
じ
て
心
を
自
然
か
ら
の
独
立
へ
と
覚
醒
さ
せ
る
こ

と
に
な
る
も
の
は
、
そ
し
て
、
雄
弁
術
に
お
い
て
理
性
理
念
を
活
き
活
き
と
例
示
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
は
、
人
々
か
ら
自
律
を
奪
お

う
と
す
る
演
説
家
の
試
み
に
つ
け
こ
ま
れ
て
た
ん
な
る
仮
象
に
な
っ
て
し
ま
う
。
説
得
の
た
め
の
仕
掛
け
〔M

aschine

〕
は
、
心
に

そ
な
わ
る
判
断
す
る
能
力
を
拡
張
す
る
こ
と
で
心
の
生
命
を
高
め
る
と
い
う
よ
り
は
、「
感
性
的
な
呈
示
に
よ
っ
て
悟
性
を
」（327

）
罠
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に
か
け
る
こ
と
で
、
聴
衆
の
精
神
的
な
生
命
を
裏
切
り
、
搾
取
す
る
の
で
あ
る
。

詩
と
雄
弁
術
〔
修
辞
学
〕
と
の
こ
う
し
た
区
分
も
、
演
説
家
の
技
術
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
激
し
い
非
難
も
、
美
の
技
術
が
美
感
的
理

念
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
次
の
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
美
感
的
理
念
と
は
「
多
く
の

こ
と
を
考
え
さ
せ
る
き
っ
か
け
を
与
え
る
、
構
想
力
の
表
象
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
こ
の
表
象
に
は
い
か
な
る
一
定
の
思
想
も
、

す
な
わ
ち
概
念
も
適
切
で
あ
る
こ
と
は
で
き
」
な
い
よ
う
な
、
構
想
力
の
表
象
（313–14

）
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
念

は
「
理
性
諸
概
念
（
叡
智
的
諸
理
念
）
の
呈
示
に
近
づ
く
」。
そ
れ
は
〔
一
方
で
〕
こ
れ
ら
の
理
念
が
「
経
験
の
限
界
を
超
え
て
横
た

わ
っ
て
い
る
も
の
に
達
し
よ
う
と
努
力
す
る
」
か
ら
で
あ
る
が
、
し
か
し
〔
他
方
で
〕「
こ
れ
が
重
要
で
あ
る
が
、
内
的
直
観
と
し
て

の
こ
れ
ら
表
象
に
は
い
か
な
る
概
念
も
完
全
に
適
切
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」（314

）。
美
感
的
諸
理
念
を
通
じ
て
の

理
性
の
概
念
の
呈
示
は
、「
心
の
諸
力
を
合
目
的
的
に
心
の
諸
力
を
振
動
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
言
い
か
え
れ
ば
心
の
諸
力
を
、
自
分

か
ら
自
己
保
持
し
、
自
分
で
そ
れ
に
む
か
う
諸
力
を
強
め
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
戯
れ
の
う
ち
へ
と
置
き
移
す
も
の
」
だ
と
カ
ン
ト
は

述
べ
て
い
る
（313

）。
美
感
的
な
諸
理
念
を
通
じ
て
超
感
性
的
な
も
の
が
感
性
的
に
呈
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
は
、
心
の
諸
力

の
合
目
的
的
な
結
合
、
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に
、
自
分
で
自
分
を
保
持
し
み
ず
か
ら
の
心
の
自
律
と
自
由
と
を
保
証
す
る
よ

う
な
結
合
を
通
じ
て
生
命
を
吹
き
込
ま
れ
る
。
さ
て
「
美
感
的
諸
理
念
の
能
力
が
最
大
限
に
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
本
来
、

詩
芸
術
に
お
い
て
で
あ
る
」（314

）。
そ
の
さ
い
詩
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
心
の
諸
力
が
合
目
的
的
に
振
動
状
態
に
置
き
入
れ
ら
れ
る
と

こ
ろ
の
、
生
命
を
吹
き
込
む
呈
示
を
産
出
す
る
技
術
な
の
で
あ
る
。
詩
は
ま
ず
も
っ
て
心
の
生
命
を
、
す
な
わ
ち
心
の
生
命
一
般
を
確

保
す
る
技
術
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
に
示
し
て
き
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
雄
弁
術
〔
修
辞
学
〕
は
詩
か
ら
派
生
し
た
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
そ
の
も
の
を
問
題
に
す
る
つ
も

り
は
な
い
。「
自
然
を
超
感
性
的
な
も
の
の
た
め
に
用
い
る
さ
い
の
図
式
」（326
）
と
カ
ン
ト
が
呼
ぶ
も
の
の
ほ
う
が
、
い
っ
そ
う
根
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本
的
で
あ
る
と
い
う
点
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
図
式
化
こ
そ
、
雄
弁
術
に
お
け
る
真
に
善
く
正
し
い
も
の
の
例

示
以
上
に─

─

演
説
家
の
技
術
に
お
け
る
、
不
誠
実
な
感
性
的
呈
示
に
つ
い
て
は
比
べ
る
ま
で
も
な
い─

─

生
命
を
吹
き
込
む
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
呈
示
自
体
を
、
つ
ま
り
心
の
生
命
の
原
理
そ
の
も
の
を
主
題
化
し
よ
う
と
す
る
カ
ン
ト
の
試
み
が
、
修
辞
学
の
伝
統
の
う
ち

に
起
源
を
も
つ
こ
と
が
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
よ
う
な
概
念
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
点
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
五
九
節
「
道
徳
性
の
象
徴
と
し
て
の
美
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
感
性
的
な
例
証
と
し
て
のD

arstellung

（
呈
示
）
に

つ
い
て
語
る
さ
い
に
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
概
念
で
あ
る
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス〔hypotyposis

〕に
言
及
し
て
い
る
。under

（
下
）、below

（
下
方
）、beneath

（
も
と
）
を
意
味
す
るhypo

と
、
鋳
型
製
作
な
い
し
模
型
製
作
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
形
象typosis

と
を
合

成
し
た
こ
の
語
は
、
も
と
も
と
は
「
素
描
す
る
」
や
「
輪
郭
を
描
く
」
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。
セ
ク
ス
ト
ゥ
ス
・
エ
ン
ピ
リ
ク
ス
は
、

こ
の
意
味
で
の
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
を
、
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
哲
学
に
か
ん
す
る
み
ず
か
ら
の
著
作
名
（
『
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
の
概
要
』）
と

し
て
用
い
た
。
動
詞
形hypotypoun

の
哲
学
的
用
法
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
と
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
るhypotypoun

の
用
例
は
、
伝
統
的
に
は
「
大
ま
か
な
図
式
的
輪
郭
に
お
い
て
試
行
的

に
呈
示
す
る
こ
と
」
と
訳
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
ル
ド
ル
フ
・
ベ
ー
ム
が
論
証
し
た
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
用

法
は
、
ご
く
特
定
の
哲
学
的
思
考
に
対
応
し
て
い
る
。hypotypoun

、
と
り
わ
け
『
形
而
上
学
』
に
お
け
る
、
本
質
に
つ
い
て
の
議

論
（1028

b
31–32

）
で
のhypotypoun

は
、
不
明
瞭
な
未
規
定
の
素
描
な
い
し
図
式
（
十
分
に
分
節
化
さ
れ
た
概
念
と
対
立
す
る

も
の
と
し
て
の
）
を
意
味
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
、
本
質
そ
の
も
の
を
「
形
成
」
な
い
し
成
型
す
る
も
の
、
本
質
そ
の
も
の
の
鋳
型
を
製

作
す
る
も
の
を
指
し
て
い
る
。
本
質
の
被
成
型
性
（das

W
esensgeprage

des
W
esens

selbst

〔
本
質
自
体
が
本
質
成
型
さ
れ

て
い
る
こ
と
〕）
は
、
本
来
、
本
質
が
個
々
の
場
合
に
お
い
て
意
味
す
る
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
な
に
も
の
か
で
あ
る
（
３
）。
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に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
は
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
を
持
ち
出
す
さ
い
、
こ
の
用
語
の
そ
う
し
た
専
門
的
で
哲
学
的
な
意
味
に
言
及

し
て
は
い
な
い
。
カ
ン
ト
が
括
弧
内
で
付
し
て
い
る
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
の
説
明
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー

シ
ス
は
、
修
辞
学
用
語
と
し
て
受
け
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
、
カ
ン
ト
は
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
を
、subjectio

sub

adspectum
、
つ
ま
り
「
視
覚
的
な
呈
示
」、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
「
眼
下
に
投
げ
る
こ
と
」、「
現
わ
れ
な
い
し
容
貌
の
も
と
で
開
示

す
る
こ
と
」
と
定
義
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
キ
ケ
ロ
が
『
弁
論
家
に
つ
い
て
』
の
な
か
で
与
え
て
い
る
定
義
で
あ
る
。
そ

こ
で
キ
ケ
ロ
は
「
一
点
に
拘
泥
し
」、「
出
来
事
を
、
あ
た
か
も
実
際
に
起
こ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
明
瞭
に
説
明
し
、
ほ
と
ん
ど
視
覚

的
に
呈
示
し
さ
え
す
る
こ
と
」
が
、
実
例
を
述
べ
た
り
陳
述
を
敷
衍
し
た
り
す
る
さ
い
の
き
わ
め
て
効
果
的
な
方
策
だ
と
説
明
し
て
い

る
（
４
）。
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
の
『
弁
論
家
の
教
育
』
に
お
け
る
修
辞
形
象
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
こ
の
活
写
的
な
例
証
特
有
の

種
別
性
を
さ
ら
に
強
調
し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
こ
の
例
証
を
「
耳
よ
り
も
眼
に
訴
え
る
も
の
」（
５
）
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
は
、
説
明
し
た
り
明
瞭
さ
を
も
た
ら
し
た
り
す
る
以
上
の
こ
と
を
し
て
い
る
。「
後
者

﹇
語
り
の
明
瞭
さ
﹈
は
た
ん
に
見
ら
れ
る
だ
け
な
の
に
（
…
…
）
前
者
﹇
活
写
的
呈
示
﹈
は
み
ず
か
ら
を
わ
れ
わ
れ
の
注
意
へ
と
向
け

さ
せ
る
﹇se

quodam
m
odo
ostendit

﹈」
と
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
は
書
い
て
い
る
（
６
）。
要
す
る
に
、
修
辞
学
の
概
念
と
し
て

ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
が
意
味
す
る
の
は
、
活
き
活
き
と
表
象
さ
れ
た
も
の
が
現
前
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
特
徴
、
そ
し
て
み
ず
か

ら
を
人
前
で
完
全
に
自
分
自
身
で
呈
示
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
特
徴
を
授
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
そ
う
し
た
描
写＝

例
証
な
の
で
あ
る
。
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
が
用
い
た
い
く
つ
か
の
類
義
語─

─
enargeia

〔
明
示
〕、evidentia

〔
明
証
〕、illustratio

〔
例
証
〕、dem
onstratio

〔
証
示
〕
の
よ
う
な─

─

に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
主
題
と
な
る
題
材
を
あ
た
か
も
そ
れ
が
眼

に
よ
っ
て
現
実
に
注
視
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
呈
示
す
る
と
い
う
、
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
の
能
力
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
は
、
そ
の
形
象
が
活
き
活
き
と
し
た
感
性
的
で
視
覚
的
な
呈
示
を
強
調
し
た
結
果
、
絵
画
の
表
象
が
有
す
る
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す
べ
て
の
資
格
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
デ
ュ
・
マ
ル
セ
は
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
を
「
像
」
な
い
し
「
絵
画
」（
タ
ブ
ロ
ー
）
と
訳
し

て
お
り
、
フ
ォ
ン
タ
ニ
エ
は
そ
れ
に
よ
っ
て
事
物
が
い
わ
ば
眼
前
に
置
か
れ
る
ほ
ど
に
活
写
的
な
力
に
満
ち
た
絵
画
的
様
式
と
し
て

語
っ
て
い
る
（
７
）。
フ
ォ
ン
タ
ニ
エ
は
こ
う
結
論
づ
け
る
、
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
は
、
語
り
な
い
し
記
述
を
ひ
と
つ
の
像
に
、
タ

ブ
ロ
ー
に
、
活
き
た
光
景
に
さ
え
変
容
さ
せ
る
、
と
（
８
）。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
と
い
う
修
辞
学
概
念
の

も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
特
徴
が
視
野
に
入
っ
て
く
る
。
そ
も
そ
も
タ
ブ
ロ
ー
が
、
多
様
を
単
一
の
ま
と
ま
り
へ
と
取
り
集
め
る
こ
と
な

い
し
グ
ル
ー
プ
化
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
し
た
ら
、
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
、
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
は
、
伝
統
的
に
は
全

体
と
い
う
も
の
が
も
つ
す
べ
て
の
特
徴
を
有
す
る
よ
う
な
主
題
へ
と
結
び
つ
く
。
ア
ン
リ
・
モ
リ
エ
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ

ス
は
、
絵
画
の
よ
う
に
、
市
民
の
集
合
的
諸
活
動
、
戦
時
の
出
来
事
、
嵐
・
難
破
・
地
震
と
い
っ
た
自
然
災
害
、
公
的
な
式
典
や
祭
典
、

疫
病
等
々
を
活
き
活
き
と
描
写
す
る
。
モ
リ
エ
は
こ
う
続
け
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
主
題
を
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
的
に
記
述
す

る
こ
と
は
、
眼
の
端
的
な
快
楽
だ
け
で
な
く
、
当
の
タ
ブ
ロ
ー
の
範
例
性
、
道
徳
的
荘
厳─

─

働
く
人
間
の
活
動
と
連
帯
、
自
然
の
力

の
残
酷
さ
と
致
命
性
、
運
命
・
勇
気
・
犠
牲
の
悲
劇─

─

を
強
調
す
る
の
に
役
立
つ
の
だ
、
と
（
９
）
。
こ
れ
ら
の
主
要
な
性
質
に
よ
っ

て
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
は
、
文
体
の
修
辞
形
象
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
カ
ン
ト
が
呈
示
な
い
し
提
示
の
問
い

を
導
入
す
る
さ
い
に
言
及
し
て
い
る
の
が
、
こ
れ
ら
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
が
修
辞
学
〔
雄
弁
術
〕
を
副
次
的

な
タ
イ
プ
の
美
術
へ
と
降
格
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
修
辞
学
、
少
な
く
と
も
修
辞
学
の
一
形
態
は
、
カ
ン
ト
が
呈
示
一
般
の
哲

学
的
問
題
に
取
り
組
む
必
要
に
迫
ら
れ
た
そ
の
時
点
で
価
値
づ
け
直
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
こ
う
し
た
挙
措
を
評
価
す
る
た
め
に
は
、
わ

れ
わ
れ
は
ま
ず
、
カ
ン
ト
が
当
の
修
辞
学
概
念
に
訴
え
た
の
は
『
判
断
力
批
判
』
の
議
論
展
開
の
い
か
な
る
地
点
に
お
い
て
で
あ
る
の

か
を
、
少
な
く
と
も
手
短
に
で
は
あ
れ
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

純
粋
な
美
感
的
判
断
の
演
繹
が
そ
れ
ら
の
判
断
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
必
然
性
要
求
の
正
当
性
を
立
証
す
る
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
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さ
い
、
趣
味
を
共
有
し
感
情
を
相
互
伝
達
せ
よ
と
わ
れ
わ
れ
に
迫
る
社
会
的
圧
力
の
う
ち
に
そ
う
し
た
正
当
性
の
確
証
を
求
め
る
こ
と

だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
こ
の
種
の
経
験
的
正
当
化
は
、
趣
味
判
断
の
普
遍
妥
当
性
を
主
張
す
る
た
め
の
根
拠
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
み

ず
か
ら
の
判
断
を
他
者
と
共
有
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
た
め
の
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
。
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
の
み
が
美
感
的
な
諸
判

断
の
普
遍
的
妥
当
性
を
確
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
美
感
的
判
断
は
、
カ
ン
ト
が
「
美
感
的
判
断
の
弁
証
論
」
に
お
い
て

示
し
た
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
理
性
の
概
念
、
つ
ま
り
超
感
性
的
基
体
の
概
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
概
念
に
根
拠
を
も
つ
必

要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
超
感
性
的
な
も
の
は
、
道
徳
性
の
領
域
に
お
い
て
し
か
み
て
と
る
こ
と
が
で
き

な
い
。そ
れ
ゆ
え
美
感
的
判
断
の
演
繹
を
完
成
す
る
た
め
に
カ
ン
ト
が
論
証
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
一
方
に
お
け
る
、
対
象
の
感
性

的
表
象
が
も
た
ら
す
純
粋
に
美
感
的
な
享
受
と
、
他
方
に
お
け
る
道
徳
感
情
と
の
連
関
で
あ
る
。
ド
ナ
ル
ド
・
Ｗ
・
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド

に
よ
れ
ば
、
も
し
自
然
と
芸
術
双
方
に
お
け
る
美
し
い
も
の
を
「
ど
ん
な
道
徳
的
存
在
者
も
そ
う
し
た
（
道
徳
性
の
）
象
徴
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
自
分
の
趣
味
判
断
に
他
者
た
ち
が
同
意
す
る
は
ず
だ
と
ほ
の
め
か
す
こ
と
に
は
根
拠
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ

な
ら
、彼
ら
は
道
徳
的
な
感
覚
を
そ
な
え
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
」（
１０
）。
第
五
九
節
「
道
徳
性
の
象
徴
と
し
て
の
美
に
つ
い
て
」

に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
美
し
い
も
の
と
道
徳
的
な
も
の
と
の
あ
い
だ
に
連
関
が
存
す
る
こ
と
の
証
明
を
与
え
て
い
る
。
だ
が
「
美
し
い

も
の
の
分
析
論
」
の
全
体
は
、
美
し
い
も
の
と
道
徳
的
な
も
の
と
の
分
離
を
幾
度
も
強
調
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
区
別
が
撤

回
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
第
五
九
節
で
カ
ン
ト
は
、
こ
の
区
別
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
も
し
か

し
た
ら
こ
の
区
別
ゆ
え
に
、
美
し
い
も
の
と
善
い
も
の
と
の
あ
い
だ
に
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る
。
こ
の
関
係
を
規
定
す
べ
く
カ
ン
ト
が
着
手
し
て
い
る
の
が
、
呈
示
な
い
し
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
呈
示
（
表
出

D
arstellung

）
と
は
何
だ
ろ
う
か
。V

orstellung
す
な
わ
ち
表
象─

─

カ
ン
ト
は
こ
の
語
を
、
あ
る
も
の

が
主
観
に
与
え
ら
れ
る
様
態
を
指
示
す
る
の
に
非
常
に
広
範
に
用
い
て
い
る─

─
と
は
異
な
り
、D

arstellung

す
な
わ
ち
呈
示
は─
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─
カ
ン
ト
の
術
語
使
用
の
悪
名
高
い
揺
ら
ぎ
に
も
か
か
わ
ら
ず─

─

専
門
的
な
仕
方
で
非
常
に
簡
明
か
つ
限
定
的
な
意
味─

─

を
有
し

て
い
る
。
呈
示
と
は
、
純
粋
な
概
念
を
直
観
的
・
感
性
的
に
、
前
へ
と
示
す
こ
と
で
あ
る
。
直
観
に
よ
る
、
言
い
か
え
れ
ば
究
極
的
に

は
空
間
お
よ
び
時
間
と
い
う
純
粋
直
観
に
よ
る
「
わ
れ
わ
れ
の
概
念
の
実
在
性
」（351

）
な
く
し
て
は
、
い
か
な
る
認
識
も
存
在
し
な

い
だ
ろ
う
。
こ
の
実
在
性
―

産
出
の
機
能
こ
そ
、
カ
ン
ト
が
呈
示
一
般
に
つ
い
て
の
議
論
の
な
か
で
取
り
組
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
が
議
論
の
こ
の
地
点
に
お
い
て
呈
示
よ
り
も
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
し
た
の
は
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
要

求
す
る
力
業─

─

美
し
い
も
の
と
道
徳
的
な
も
の
と
い
う
二
つ
の
異
種
的
な
領
域
の
あ
い
だ
に
あ
る
種
の
関
係
が
あ
る
と
証
明
す
る
こ

と─
─

の
た
め
で
あ
る
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
と
に
よ
る
と
そ
う
結
論
づ
け
た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、「
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
」

と
い
う
語
の
選
択
を
動
機
づ
け
て
い
る
の
は
、
主
に
呈
示
の
実
在
性
―

産
出
の
機
能
に
つ
い
て
の
議
論
を
練
り
上
げ
る
必
要
性
に
よ
る

の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス─

─
そ
の
例
示
の
力
、
概
観
的
な
性
質
、
崇
高
な
含
蓄
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
修
辞
形
象─

─

は
ま
さ
し
く
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
機
能
を
主
題
化
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
方
策
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
ヒ
ュ
ポ

テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
と
は
、
諸
事
物
を
そ
れ
ら
が
現
前
す
る
よ
う
に
見
え
る
ほ
ど
活
き
活
き
と
描
く
よ
う
な
呈
示
の
一
様
態
で
あ
る
。
ヒ
ュ

ス
ペ
ク
タ
ク
ル

ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
は
ま
た
、
全
体
と
し
て
呈
示
す
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
道
徳
的
な
荘
厳
さ
や
美
感
的
な
壮
観
が
、

主
観
的
反
省
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
に
お
い
て
呈
示
さ
れ
る
も
の
は
実
在
性
を
授
与
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
は
生
け
る
も
の
と
な
り
、
自
己
意
識
的
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
直
観
と
概
念
と
の
原
理
的
な
関
係─

─

し
た

が
っ
て
ま
た
、
実
在
性
、
生
命
、
心
の
自
己
触
発─

─

を
概
念
化
す
る
の
に
こ
う
し
た
修
辞
学
の
形
象
に
訴
え
る
こ
と
で
、
当
の
形
象

は
無
事
の
ま
ま
で
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
形
象
は
そ
う
し
た
過
程
に
お
い
て
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

言
い
か
え
れ
ば
、
カ
ン
ト
が
「
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
」
と
名
づ
け
る
も
の
は
、
伝
統
を
通
じ
て
継
承
さ
れ
て
き
た
の
と
同
じ
修
辞
形

象
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
カ
ン
ト
が
こ
の
修
辞
学
の
形
象
を
占
有
す
る
さ
い
の
精
確
な
諸
様
相
を
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規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ジ
ャ
ン
・
ボ
ー
フ
レ
は
、
第
五
九
節
に
付
加
さ
れ
た
論
証
に
つ
い
て
の
註
に
よ
っ
て
、
呈
示
の
四
つ
の
様
相─

─

例
示
、
象
徴
、
構

成
、
図
式─

─
を
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
論
じ
た
。
だ
が
、
第
五
九
節
の
冒
頭
は
、
純
粋
悟
性
概
念
と
理
性
概
念
と
に
対
応

す
る
直
観
を
、
実
例
を
通
じ
た
経
験
的
概
念
の
直
観
的
呈
示
か
ら
明
確
に
区
別
す
る
だ
け
に
終
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
（
１１
）。

カ
ン
ト
は
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

感
性
化
と
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
（
呈
示subiectio

sub
adspectum

）
は
二
通
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
図

式
的
で
あ
る
か─

─

そ
の
場
合
は
悟
性
が
把
捉
す
る
概
念
に
は
そ
れ
に
対
応
す
る
直
観
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
る─

─

、
そ

れ
と
も
象
徴
的
で
あ
る─

─

そ
の
場
合
に
は
あ
る
概
念
、
つ
ま
り
理
性
の
み
が
思
考
し
、
い
か
な
る
感
性
的
直
観
も
そ
れ
に
適
合

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
概
念
の
根
底
に
あ
る
種
の
直
観
が
置
か
れ
、
判
断
力
の
手
続
き
は
こ
の
直
観
と
、
判
断
力
が
図
式
作
用
に

お
い
て
従
う
手
続
き
と
た
ん
に
類
比
的
な
仕
方
で
一
致
す
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
判
断
力
の
手
続
き
は
、
直
観
そ
の
も
の
に
か
ん

し
て
で
は
な
く
、
た
ん
に
こ
の
判
断
力
の
手
続
き
の
規
則
に
か
ん
し
て
、
し
た
が
っ
て
内
容
に
か
ん
し
て
で
は
な
く
、
た
ん
に
反

省
の
形
式
に
か
ん
し
て
概
念
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。（351

）

疑
い
も
な
く
、
例
示
は
、
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
と
呼
ば
れ
る
に
値
す
る
ほ
ど
高
位
の
呈
示
様
態
で
は
な
い
。
実
例
は
概
念
の
た
め

の
経
験
的
直
観
に
す
ぎ
ず
、
図
式
的
呈
示
や
後
述
す
る
象
徴
的
呈
示
の
よ
う
な
ア
プ
リ
オ
リ
な
い
し
純
粋
な
直
観
で
は
な
い
。
構
成
に

よ
る
呈
示
は
よ
り
厄
介
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
そ
れ
が
表
し
て
い
る
の
は
、
概
念
な
い
し
判
断
の
形
式
に
直
観
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
付
加

す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
構
成
の
呈
示
は
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
か
ら
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
図
式
的

189

ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
―
―
カ
ン
ト
に
お
け
る
感
性
的
描
出
（hypotyposis

）
の
概
念
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
考
察



な
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
な
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
構
成
を
、
も
っ
ぱ
ら
量
の
概
念
に
、
要
す
る
に
た
だ

数
学
的
概
念
に
の
み
限
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
﹇
２
﹈。
こ
れ
ら
の
数
学
的
概
念
に
対
し
て
構
成
は
空
間
的
形
象

を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
図
式
化
は
実
際
に
は
構
成
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
図
式
化
は
、
あ
ら
ゆ
る
純

粋
概
念
に
時
間
的
形
象
を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
概
念─

─

こ
れ
に
は
量
の
概
念
も
含
ま
れ
る─

─

に
適
用
さ

れ
る
か
ら
だ
（
１２
）。
と
こ
ろ
が
、
カ
ン
ト
が
図
式
的
な
呈
示
を
証
示
的
と
呼
ん
で
お
り
、「
証
示
的
」
と
は
構
成
を
含
意
す
る
以
上
、

こ
う
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
は
、
構
成
は
図
式
化
の
一
様
態
に
す
ぎ
な
い
、

と
。
こ
の
と
き
、
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
直
観
を
通
じ
て
、
も
っ
ぱ
ら
悟
性
と
理
性
の
純
粋
概
念
に
適
用
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
非
常
に
限
定
的
な
、
し
か
し
ま
た
き
わ
め
て
本
質
的
な
タ
イ
プ
の
呈
示
、
そ
れ
な
く
し
て
は
わ
れ
わ
れ
の
純
粋
概
念
は
生
命

な
き
ま
ま
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
呈
示
を
こ
そ
、
カ
ン
ト
は
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
、
感
性
的
呈
示
な
い
し
活
写
的
例
示
と
呼
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。「
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
」
と
い
う
語
の
修
辞
学
的
用
法─

─

そ
の
適
用
範
囲
は
、
美
感
的
な
い
し
道
徳
的
に
興
味
深

い
さ
ま
ざ
ま
な
光
景
の
活
写
に
制
限
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
依
然
と
し
て
相
当
広
い─

─

と
は
対
照
的
に
、
カ
ン
ト
に
よ
る
こ
の
語
の

非
常
に
新
し
く
独
創
的
な
用
法
は
、
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
を
、
わ
れ
わ
れ
の
概
念
の
実
在
性
の
産
出
へ
と
、
そ
れ
と
と
も
に
心
の
生

命
と
そ
の
諸
力
へ
と
狭
め
て
い
る
。
か
く
し
て
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
は
、
超
越
論
的
呈
示
と
呼
ぶ
の
が
最
も
よ
い
。
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー

シ
ス
の
機
能
は
、
心
の
諸
力
を
互
い
に
関
係
づ
け
る
こ
と
、
そ
れ
ら
が
振
動
状
態
に
い
た
り
認
識
と
道
徳
的
実
践
を
行
な
い
う
る
よ
う

に
な
る
仕
方
で
関
係
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
感
性
、
悟
性
、
理
性
を
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
関
係
づ
け
る
こ
と
を
カ
ン
ト
が
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ

ヽ

ポ
ー
シ
ス
と
呼
ぶ
の
は
、
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
の
呈
示
が
心
の
生
命
の
絵
画
的
呈
示
、
全
景
（scene

d’ensem
ble

）
の
呈
示
だ

か
ら
で
あ
る
。
修
辞
学
的
な
形
象
が
こ
こ
で
は
、
諸
能
力
の
最
小
限
の
相
互
関
係
性
、
つ
ま
り
諸
能
力
が
全
体
へ
の
最
小
限
の
仕
方
で

協
和
す
る
よ
う
な
関
係
性─

─

こ
う
し
た
相
互
関
係
性
な
く
し
て
は
諸
能
力
は
活
気
の
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま
る
だ
ろ
う─

─

を
指
し
示
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ス
ペ
ク
タ
ク
ル

す
べ
く
「
本
質
化
」
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
一
面
に
広
が
る
心
の
タ
ブ
ロ
ー
、
諸
能
力
の
調
和
な
い
し
抗
争
に
基
づ
く
壮
観

は
、心
に
生
命
を
吹
き
込
む
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
て
生
命
を
吹
き
込
ま
れ
た
心
を
触
発
し
も
す
る
。
心
は
、
諸
能
力
を
ま
と
め
あ
げ

る
呈
示
を
通
じ
て
生
命
を
も
つ
に
い
た
り
、
自
分
自
身
の
壮
観
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
心
は
自
己
自
身
を
統
一
と
し
て

経
験
し
感
じ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
れ
は
、
美
し
い
も
の
、
ゆ
え
に
認
識
を
行
い
う
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
崇
高
な
も
の
、
ゆ

え
に
道
徳
的
行
為
を
な
し
う
る
も
の
と
し
て
自
己
自
身
を
経
験
し
感
じ
る
の
で
あ
る
。
心
の
生
命
と
自
己
触
発
の
双
方
を
説
明
す
る
概

念
と
直
観
と
の
こ
の
基
礎
的
で
呈
示
的
な
相
互
結
合
を
指
し
示
す
た
め
に
は
、
生
命
性
、
タ
ブ
ロ
ー
、
道
徳
的
荘
厳
と
い
っ
た
含
蓄
を

伴
っ
て
い
る
こ
の
「
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
」
と
い
う
修
辞
学
用
語
以
上
に
ふ
さ
わ
し
い
用
語
は
見
つ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
修

辞
学
の
伝
統
に
由
来
す
る
こ
の
形
象
の
性
質
に
は
修
正
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
素
描
し
た
基
礎
的
呈
示
へ
と
こ
の
形
象
の

機
能
を
制
限
す
る
用
法
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
ま
さ
に
当
の
形
象
が
こ
の
呈
示
を
引
き
起
こ
す
仕
方
そ
の
も
の
に
よ
っ

て
も
修
正
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
二
つ
の
タ
イ
プ
の
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
を
区
別
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
図
式
化
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
タ
イ
プ
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に
、
対
応
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
諸
直
観─

─

図
式
（schem

ata

）─

─

に
よ
っ
て
悟
性
が
把
握
す
る
諸
概
念
の
直
接
的
な
い
し
証
示
的
な
呈
示
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
理
性
概
念
（
そ
の
客
観
的
実
在

性
は
証
示
し
え
な
い
）
の
間
接
的
な
呈
示
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
後
者
の
タ
イ
プ
の
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
は
、

対
応
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
直
観
に
よ
っ
て
作
用
す
る
の
で
は
な
く
象
徴
に
よ
っ
て
作
用
す
る
。
象
徴
は
、
直
観
自
身
が
そ
の
ひ
と
つ
と

し
て
含
ま
れ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
図
式
化
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
諸
規
則
に
従
っ
て
産
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
産
出
さ
れ
た
直
観
の
内
容
で
は
な
く
、
図
式
化
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
手
続
き
の
み
が
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
仕
方
で
問

題
の
理
性
概
念
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
象
徴
的
呈
示
は
、
間
接
的
な
い
し
ア
ナ
ロ
ジ
ー
的
で
あ
る
（
１３
）。
そ
れ
ゆ
え
、呈
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示
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
あ
い
だ
の
差
異
は
、
一
方
に
お
け
る
〈
図
式
〉
あ
る
い
は
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
そ
う
呼
ん

で
い
る
よ
う
に
「
純
粋
な
像
」─

─

そ
こ
に
お
い
て
悟
性
概
念
は
、
空
間
お
よ
び
と
り
わ
け
時
間
と
い
う
純
粋
直
観
を
通
じ
て
呈
示
さ

れ
る─

─
と
、
他
方
に
お
け
る
〈
象
徴
〉
で
あ
る─

─

こ
の
象
徴
に
お
い
て
理
性
概
念
は
、
対
応
す
る
直
観
の
内
容
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
こ
の
直
観
に
適
用
さ
れ
る
反
省
の
形
式
に
よ
っ
て
の
み
呈
示
さ
れ
る
。
間
接
的
で
ア
ナ
ロ
ジ
ー
的
だ
と
カ
ン
ト
が
言
う
こ
の
後
者

の
タ
イ
プ
の
呈
示
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
〔
類
比＝

類
推
〕
と
い
う
言
葉
で
カ
ン
ト
が
理
解
し
て
い
る
当
の

事
柄
を
簡
潔
に
追
究
し
て
お
こ
う
。

ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
の
詳
し
い
定
義
は
第
一
批
判
の
「
原
則
の
分
析
論
」
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
箇
所
で
カ
ン
ト
は
以
下
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
。

ア
ナ
ロ
ジ
ー

哲
学
に
お
い
て
は
類
推
は
、
そ
れ
が
数
学
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
数
学

に
お
い
て
は
類
推
と
い
う
こ
と
は
、
二
つ
の
量
関
係
の
同
等
性
を
言
明
す
る
定
式
で
あ
り
、
だ
か
ら
い
つ
で
も
構
成
的
で
あ
っ
て
、

し
た
が
っ
て
比
例
式
の
三
つ
の
項
が
与
え
ら
れ
る
な
ら
、
第
四
の
項
も
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
す
な

わ
ち
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
哲
学
に
お
い
て
類
推
は
、
二
つ
の
量
的
関
係
の
同
等
性
で
は
な
く
、
二
つ
の
質
的

関
係
の
同
等
性
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
私
は
、
三
つ
の
与
え
ら
れ
た
項
か
ら
第
四
項
と
の
関
係
を
認
識
し
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
与
え
る

こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
第
四
項
自
身
を
認
識
し
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
他
方
私
は
、

そ
の
第
四
の
項
を
経
験
に
お
い
て
求
め
る
た
め
規
則
や
、
そ
れ
を
経
験
中
に
見
出
す
た
め
の
徴
表
は
有
し
て
は
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

経
験
の
類
推
と
は
、
諸
知
覚
か
ら
経
験
の
統
一
が
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
生
ず
べ
き
（
い
か
に
し
て
諸
知
覚
自
身
が
、
経
験
的
直
観

一
般
と
し
て
生
ず
る
べ
き
か
、
で
は
な
く
）
た
ん
な
る
規
則
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、（
諸
現
象
の
）
諸
対
象
に
つ
い
て
の
原
則
と
し
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て
、
構
成
的
に
妥
当
す
る
の
で
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
統
制
的
に
妥
当
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。（B

222–23

）（
１４
）

カ
ン
ト
は
『
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』
で
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
認
識
は
、「
そ
の
語
が
通
常
用
い

ら
れ
て
い
る
の
と
は
違
っ
て
、
二
つ
の
事
柄
の
不
完
全
な
類
似
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
類
似
し
て
い

な
い
事
柄
の
あ
い
だ
の
二
つ
の
関
係
の
完
全
な
類
似
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
」（
第
五
八
節
）（
１５
）
と
。
こ
の
定
義
は
、
カ
ン
ト
が
『
判

断
力
批
判
』
で
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
与
え
て
い
る
諸
事
例
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
相
関
す
べ
き
諸
事
物
の
異
種
性
を

排
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
完
全
な
分
離
を
主
張
す
る
の
で
も
な
い
。
こ
の
定
義
が
示
し
て
い
る
の
は
、
類
似
し
て
い
な
い

こ
れ
ら
の
諸
事
物
が
、
た
ん
に
そ
れ
ら
自
体
が
他
の
な
ん
ら
か
の
諸
事
物
〔
第
三
項
〕
へ
と
関
係
な
い
し
依
存
す
る
仕
方
に
お
い
て
の

み
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
自
身
の
例
を
挙
げ
よ
う
。
粉
引
き
器
は
専
制
国
家
を
表
象
す
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ

れ
う
る
。
二
つ
の
「
項
」
の
あ
い
だ
に
は
い
か
な
る
類
似
も
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
両
者
は
と
も
に
個
人

の
絶
対
的
意
志
〔
第
三
項
〕
に
よ
っ
て
操
ら
れ
る
場
合
に
の
み
機
能
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
カ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に
、
ア
ナ
ロ

ジ
ー
的
な
呈
示
は
二
つ
の
こ
と
を
行
う
。
第
一
に
、
こ
の
呈
示
は
概
念
（
こ
こ
で
は
専
制
国
家
）
を
感
性
的
直
観
の
対
象
（
粉
引
き
器
）

に
適
用
す
る
。
そ
し
て
こ
の
呈
示
は
「
そ
う
し
た
直
観
に
つ
い
て
の
反
省
﹇
そ
の
直
観
が
示
唆
す
る
原
因
性
の
タ
イ
プ
に
つ
い
て
の
﹈

の
た
ん
な
る
規
則
を
ま
っ
た
く
別
の
対
象
に
、
つ
ま
り
最
初
の
対
象
が
そ
れ
の
た
ん
な
る
象
徴
で
あ
る
対
象
に
適
用
す
る
の
で
あ
る
」

（352

）。
概
念
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
的
呈
示
は
、
そ
の
概
念
固
有
の
図
式
を
産
出
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ア
ナ
ロ
ジ
ー
的
呈
示
は
し
か
し
な

が
ら
、
こ
の
手
続
き
の
規
則
を
、
感
性
的
直
観
を
概
念
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
看
取
す
る
の
だ
。
こ
の
感
性
的
直
観
は
そ
の
概
念
の

た
め
の
直
観
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
「
反
省
の
た
め
の
象
徴
」
を
産
出
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
象
徴
に
よ
っ
て
反
省
は
、
直
観
と
概

念
と
の
あ
い
だ
の
類
似
、
つ
ま
り
両
者
に
基
づ
く
も
の
な
い
し
両
者
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
も
の
に
対
し
て
そ
れ
ら
が
取
り
結
ぶ
関
係
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の
精
確
な
類
似
を
知
覚
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
種
の
呈
示
に
お
い
て
は
直
観
が
概
念
に
直
接
対
応
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
概
念
と
直
観
が
反
省
に
匹
敵
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
認
識
は
生
じ
る
の
で
あ
る
。

直
観
に
つ
い
て
反
省
す
る
さ
い
の
規
則
を
概
念
へ
と
移
し
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
概
念
は
空
虚
で
は
な
く
な
り
、
特
定
の
形
象

性
を
獲
得
す
る
。
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
、
概
念
は─

─

直
観
の
純
粋
形
式
と
い
う
よ
り
判
断
の
純
粋
形
式
が
、
形
式
的
に
当
の
概
念

に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
う
る
場
合
に
は─

─

そ
れ
ら
の
概
念
と
本
性
上
類
似
し
て
い
な
い
事
柄
に
よ
っ
て
呈
示
さ
れ
う
る
。
実

際
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
的
呈
示
は
、
そ
れ
が
概
念
に
直
観
を
付
加
す
る
ゆ
え
に
図
式
的
呈
示
と
形
式
的
に
似
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け

で
な
く
、「
そ
う
し
た
直
観
に
つ
い
て
の
反
省
の
た
ん
な
る
規
則
を
ま
っ
た
く
別
の
対
象
に
」
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
官
の
形
式

よ
り
む
し
ろ
判
断
の
諸
機
能
（
関
係
お
よ
び
関
係
の
さ
ま
ざ
ま
な
諸
様
態
）
が
働
く
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
こ
の
呈
示
は
、
図
式
化
と
形

式
的
に
異
な
っ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

諸
概
念
の
間
接
的
な
呈
示
な
い
し
ア
ナ
ロ
ジ
ー
的
な
呈
示
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
象
徴
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
が
第

五
九
節
で
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
象
徴
は
（
恣
意
的
な
）
記
号─

─

す
な
わ
ち
「
た
ん
な
る
特
徴
表
示
」─

─

で
は
な
い
。
た
ん
な

る
特
徴
表
示
で
あ
れ
ば
、
概
念
と
の
内
在
的
な
つ
な
が
り
を
欠
い
た
ま
ま
そ
の
概
念
の
表
現
と
し
て
役
立
つ
だ
ろ
う
。
伝
統
に
即
し
て

カ
ン
ト
は
象
徴
概
念
を
、
象
徴
と
象
徴
さ
れ
る
も
の
と
の
あ
い
だ
の
共
通
の
内
在
的
根
拠
を
示
す
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
。
カ
ン
ト

は
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
も
『
人
間
学
』
に
お
い
て
も
、
象
徴
的
呈
示
が
（
図
式
化
と
と
も
に
）
直
観
的
呈
示
に
参
与
す
る
も
の

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
知
的
な
い
し
論
弁
的
認
識
と
対
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
象
徴
と
そ
れ
が

呈
示
す
る
も
の
と
の
あ
い
だ
に
は
共
通
の
本
性
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
人
間
学
』
に
お
い
て
定
義
さ
れ
た
象
徴

と
は
「
そ
れ
ら
が
概
念
を
通
じ
た
表
象
の
手
段
と
し
て
役
立
つ
か
ぎ
り
で
の
み
の
物
の
形
態
（
直
観
）」﹇G

estalten
der

D
inge

(A
nschauungen),

so
fern

sie
nur

zu
M
ittel

der
V
orstellung

durch
B
egriffe

dienen

﹈
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
う
続
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け
て
い
る
。
こ
う
し
た
悟
性
の
た
ん
な
る
道
具
は
「
特
定
の
直
観
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
間
接
的
な
道
具
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の

も
、
こ
の
道
具
は
、
象
徴
と
い
う
概
念
が
そ
れ
に
適
用
さ
れ
、
結
果
そ
の
概
念
が
、
対
象
の
呈
示
を
通
じ
て
意
味
を
も
た
ら
さ
れ
う
る

よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」。
こ
の
定
義
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
概
念
〔
た
と
え
ば
「
平
和
」〕
に
意
味
を
（
そ
し
て
意
味
だ
け

を
）
も
た
ら
す
の
に
役
立
つ
象
徴
〔
た
と
え
ば
「
ハ
ト
」〕
が
、
悟
性
概
念
を
あ
る
対
象
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
る
当
の
対
象
の
形
式

で
あ
り
な
が
ら
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
概
念
を
通
じ
た
）
い
か
な
る
知
的
認
識
を
も
産
出
し
な
い
、
そ
う
し
た
対
象
の
形
式
で
あ
る
と

定
義
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
象
徴
を
通
じ
た
認
識
は
「figurlich

」
つ
ま
り
比
喩
形
象
的
（speciosa

）
で
あ
る
と
カ
ン

ト
は
『
人
間
学
』
で
書
い
て
い
る
〔
第
三
八
節
〕（
１６
）。
し
た
が
っ
て
、
象
徴
は
概
念
の
比
喩
形
象
と
し
て
も
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
比
喩
形
象
は
、
図
式
化
に
お
け
る
純
粋
悟
性
概
念
の
空
間
・
時
間
的
な
形
象
化
と
は
異
な
り
、
判
断
形
式
を
理
性
概
念
へ
と

─
─

規
定
的
認
識
を
産
出
す
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
に─

─

た
ん
に
形
式
的
に
置
き
移
す
こ
と
に
由
来
す
る
。
カ
ン
ト
が『
判
断
力
批
判
』

で
記
す
に
は
「
こ
う
し
た
仕
事
﹇G

eschaft
、
す
な
わ
ち
心
の
諸
能
力
の
働
き
な
い
し
任
務
﹈
は
い
っ
そ
う
深
く
探
究
さ
れ
る
に
値
す

る
が
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
分
析
さ
れ
て
い
な
い
」（352

）。
と
こ
ろ
が
、
カ
ン
ト
は
こ
の
問
題
に
と
ど
ま
ろ
う
と
は
し
な
い
。
カ
ン

ト
は
た
だ
、
言
語
活
動─

─

と
り
わ
け
ド
イ
ツ
語
の
哲
学
的
語
法─

─

が
そ
の
よ
う
な
間
接
的
呈
示
で
満
ち
満
ち
て
い
る
と
指
摘
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
象
徴
的
な
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
、
そ
う
し
て
諸
概
念
の
有
意
性
を
確
保
す
る
こ
の
謎
め
い
た
過
程
が
あ
り
ふ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
の
経
験
的
証
拠
を
与
え
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
結
論
を
い
え
ば
、
象
徴
と
は
、
次
の
こ
と
を
悟
性
に
求
め
る
こ
と
に

よ
り
、
非
直
観
的
な
概
念
を
権
利
上
（de

iure

）
呈
示
す
る
よ
う
な
形
象
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
所
与
の
対
象
に
つ
い
て
の
反
省
を

非
直
観
的
概
念
に
適
用
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
当
の
概
念
を
知
的
に
理
解
可
能
に
す
る
こ
と
な
し
に
有
意
化
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
悟
性

に
求
め
る
の
で
あ
る
。
象
徴
的
な
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
は
、
間
接
的
に
呈
示
す
る
け
れ
ど
も
、
純
粋
悟
性
概
念
を
空
間
・
時
間
と
い

う
純
粋
形
式
に
割
り
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
呈
示
す
る
の
で
は
な
く
、
規
定
的
な
反
省
形
式─

─

す
な
わ
ち
判
断
形
式─

─

を
純
粋
理
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性
概
念
へ
と
置
き
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
概
念
を
論
弁
的
に
す
る
こ
と
な
く
有
意
化
す
る
よ
う
な
認
識
の
体
裁
を
、
当

の
概
念
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
呈
示
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
図
式
的
お
よ
び
象
徴
的
な
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
要
約
し
て
お
こ
う
。
図
式
と
は
、

空
間
・
時
間
と
い
う
（
純
粋
）
形
式
に
即
し
た
、
悟
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
直
接
的
呈
示
で
あ
っ
て
、
感
覚
知
覚
（
像
）
と
概
念
と
の
媒

介
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
純
粋
な
像
で
あ
る
。
象
徴
と
は
、
理
性
概
念
の
間
接
的
呈
示─

─

間
接
的
と
い
う
の
は
内
容
が
重

要
で
な
い
か
ら
で
あ
る─

─
で
あ
っ
て
、
反
省
形
式
を
直
観
か
ら
概
念
へ
と
置
き
移
す─

─

こ
の
こ
と
に
よ
り
そ
の
概
念
は
空
虚
で
は

な
く
有
意
化
す
る─

─

こ
と
に
由
来
す
る
、
形
象
な
い
し
形
態
（G

estalten

）
で
あ
る
。
図
式
（Schem

a

）
と
い
う
語─

─

そ
れ
は

ま
た
「
形
式
」「
形
態
」「
形
象
」
を
も
意
味
す
る─
─

は
、
キ
ケ
ロ
や
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
の
修
辞
学
書
に
頻
繁
に
見
出
さ
れ
る
だ

け
で
な
く
、
後
の
デ
ュ
・
マ
ル
セ
の
よ
う
な
著
者
の
書
物
に
も
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
図
式
と
い
う
語
が
指
し
示
し
て
い
る
の
は
、

文
彩
と
修
辞
形
象
一
般
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
図
式
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の─

─

言
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
に
従
っ
て
対
象
一
般

が
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
諸
規
則
の─

─
（
空
間
と
）
時
間
に
お
け
る
直
観
で
あ
る
か
ら
特
定
の
具
体
的
図
式
で
は
な
い
。
原
理
的

に
は
十
二
の
判
断
機
能
に
対
応
し
て
同
定
可
能
な
十
二
の
図
式
一
式
が
あ
る
べ
き
だ
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
純
粋
な
超
越
論
的
像
は
、

た
ん
に
対
象
一
般
の
規
定
に
か
ん
す
る
諸
規
則
を
直
観
的
な
い
し
時
間
的
に
分
節
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お

い
て
カ
ン
ト
が
図
式
は
像
を
可
能
に
す
る
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
さ
い
に
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
た
と
え
そ
れ
ら
の
図
式
が
数
え
ら
れ

同
定
さ
れ
う
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
経
験
的
形
象
で
は
な
く
、
形
象
の
超
越
論
的
可
能
性
の
諸
様
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
同
じ

こ
と
が
象
徴
に
か
ん
し
て
も
確
か
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
象
徴
の
内
容
が
経
験
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
象
徴
を
し
て
概
念
を
呈
示
せ

し
め
る
の
は
、
こ
の
概
念
へ
と
置
き
移
さ
れ
る
反
省
の
規
則
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
り
わ
け
反
省
の
規
則
は
、
そ
の
形
式

だ
け
で
概
念
の
呈
示
と
な
る
と
い
う
点
で
、
象
徴
が
固
有
の
意
味
で
超
越
論
的
な
形
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
こ
の
形
象
は
、
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オ
ペ
レ
ー
タ

直
観
不
可
能
で
認
識
不
可
能
な
理
性
概
念
を
有
意
化
す
る
と
い
う
点
で
超
越
論
的
な
操
作
子
な
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
概
念
へ
と
置
き

移
さ
れ
る
諸
規
則
の
多
様
な
形
式
に
応
じ
て
区
別
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
複
数
の
タ
イ
プ
の
象
徴
が
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
ふ
た

た
び
繰
り
返
せ
ば
、
図
式
の
場
合
と
同
様
、
象
徴
も
ま
た
あ
ら
ゆ
る
具
体
化
に
先
立
つ
た
ん
な
る
形
象
な
い
し
形
態
（G

estalten

）
な

の
で
あ
る
。

以
上
を
も
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
に
か
ん
す
る
問
い
に
立
ち
戻
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
は

現
わ
れ
さ
せ
る─

─

い
わ
ば
眼
の
前
に
投
げ
る─

─

の
だ
が
、
そ
れ
は
本
質
的
に
異
な
る
二
つ
の
仕
方
で
、
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
仕

方
は
そ
れ
ぞ
れ
、
悟
性
と
理
性
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
領
域
に
対
応
し
て
い
る
。
図
式
的
呈
示
に
お
い
て
は
、
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス

は
、
純
粋
な
直
観
形
式
と
純
粋
悟
性
概
念
と
の
超
越
論
的
綜
合
を
達
成
す
る
。
象
徴
的
呈
示
に
お
い
て
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
は
、
特

定
の
経
験
的
直
観
に
適
用
可
能
な
反
省
の
諸
規
則
の
た
ん
な
る
諸
形
式
を
、
理
性
概
念
に
投
影
す
る
こ
と
で
、
理
性
概
念
を
有
意
化
す

る
と
い
う
役
割
を
果
た
す
（
１７
）。
ど
ち
ら
の
タ
イ
プ
の
呈
示
も
形
象
的
・
形
式
的
綜
合
に
帰
着
す
る
が
、
こ
の
綜
合
は
、
理
論
的
お

よ
び
実
践
的
両
方
の
意
味
で
前
認
識
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
な
く
し
て
は
い
か
な
る
理
論
的
認
識
も
実
践
的
認
識
も
可
能
に

な
ら
な
い
よ
う
な
判
断
力
の
作
用
を
現
実
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
は
、
か
く
し
て
超
越
論
的
呈
示
の
一
様
態
で

あ
り
、
こ
の
呈
示
様
態
が
生
じ
る
の
は
、
基
礎
的
で
超
越
論
的
な
形
象
、
図
式
、
形
態
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
形

象
、
図
式
、
形
態
は
、
一
方
で
は
特
定
の
形
象
す
な
わ
ち
規
定
さ
れ
た
形
象
が
存
在
す
る
た
め
に
、
他
方
で
は
理
性
の
規
則
の
具
体
的

実
例
が
存
在
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
カ
ン
ト
が
「
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
」
と
い
う
語
を
選
ん

だ
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
へ
と
議
論
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
際
「
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
」
は
一
語
で
、
こ
れ
ら
の
前
認
識
的

な
形
象
の
呈
示
を
「
型
」（typoi

）─
─

す
な
わ
ち
刻
印
（
印
爾
に
お
け
る
）、
窪
ん
だ
鋳
型
、
彫
り
抜
か
れ
た
版
木─

─

と
し
て
完

璧
に
描
き
出
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ど
ん
な
特
定
の
（
認
識
的
お
よ
び
実
践
的
）
現
実
化
た
め
の
一
般
的
な
略
図
も
指
定
さ
れ
た
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形
式
も
範
型
も
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
」
が
名
指
す
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
特
定
の
規
定
的
呈
示
が
成
型

さ
れ
つ
つ
あ
る
存
在
、
つ
ま
り
諸
呈
示
の
被
呈
示
性
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
カ
ン
ト
が
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
と
い
う
修
辞
学
概
念
を

当
初
選
択
し
た
の
は
、
こ
の
概
念
に
そ
な
わ
る
活
写
的
な
呈
示
、
概
観
的
な
広
大
さ
、
道
徳
的
な
荘
厳
と
い
う
質
の
含
蓄
ゆ
え
に
で
あ
っ

た
の
だ
と
し
て
も
、
い
ま
や
明
ら
か
な
の
は
、
そ
の
語
を
選
択
す
る
に
い
た
っ
た
支
配
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
が
修
辞
学
的
で
は
な
く
哲
学

的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
呈
示
の
諸
様
態
に
つ
い
て
の
議
論
を
練
り
上
げ
る
こ
と
の
主
眼
の
す
べ
て
が
、
規
定
的
な
現
わ
れ

と
な
る
あ
ら
ゆ
る
生
成
の
た
め
の
形
象
的
鋳
型
を
も
た
ら
す
超
越
論
的
な
図
式
と
象
徴
と
に
か
か
わ
る
以
上
、
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス

は
、
形
態
の
被
成
型
性
、
形
式
の
被
形
成
性
な
ど
の
基
礎
的
な
哲
学
的
特
質
を
概
念
化
す
る
の
に
役
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
概
念

化
は
、
ち
ょ
う
ど
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
動
詞
形hypotypoun

で
意
図
し
て
い
た
事
柄
と
同
様
の
仕
方
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、

カ
ン
ト
の
議
論
が
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
の
修
辞
学
的
な
指
示
域
を
通
過
し
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
偶
然
で
は
な
か
っ
た
。と
い
う
の
も
、

生
気
、
概
観
、
荘
厳
と
い
っ
た
諸
属
性
は
伝
統
的
に
は
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
の
哲
学
的
用
法
と
は
関
連
が
な
か
っ
た
の
だ
が
、そ
れ

ら
は
い
ま
や
、
み
ず
か
ら
を
呈
示
す
る
も
の
な
い
し
呈
示
さ
れ
る
も
の
が
も
つ
被
鋳
造
性
と
い
う
哲
学
的
概
念
を
根
本
的
に
変
革
す
る

の
に
役
立
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
に
そ
な
わ
る
修
辞
学
固
有
の
諸
特
性
を
利
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
論
証
可
能
に
な
る
こ
と
は
、
図
式
と
象
徴
と
い
う
超
越
論
的
形
象
が
、
心
に
生
命
を
与
え
、
心
を
全
体
と
し
て
確
保
し
、心
が

自
己
を
触
発
し
感
じ
る
た
め
の
手
段
を
も
た
ら
す
、
そ
う
し
た
形
象
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
図
式
と
象
徴
を
通
じ
て
こ
そ
、
心
の
諸

力
が
振
動
状
態
へ
と
い
た
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
力
な
く
し
て
は
心
は
活
気
の
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。か
く

し
て
カ
ン
ト
は
、
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
と
い
う
哲
学
的
概
念
に
、
修
辞
学
の
用
法
に
由
来
す
る
諸
性
質
を
授
け
る
こ
と
で
、
こ
の
哲

学
的
概
念
を
全
面
的
に
改
鋳
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
他
方
そ
う
し
た
修
辞
学
の
諸
属
性─

─

活
気
、
概
観
、

道
徳
的
荘
厳─

─

も
ま
た
、
根
本
的
に
変
革
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
諸
属
性
が
、
も
っ
ぱ
ら
諸
能
力
を
媒
介
す
る
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形
象
に
か
か
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
属
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
精
神
自
身
の
壮
観
に
そ
な
わ
る
道
徳
的
荘
厳
を
通
じ
た
精
神
の
生
命
、

つ
ま
り
精
神
の
全
体
性
と
自
己
触
発
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

カ
ン
ト
が
呈
示
一
般
、
す
な
わ
ち
超
越
論
的
な
観
点
か
ら
み
た
呈
示
を
概
念
化
し
練
り
上
げ
よ
う
と
し
て
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
と

い
う
修
辞
学
概
念
に
依
拠
す
る
さ
い
の
根
拠
は
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
こ
の
概
念
に
、
ま
ず
も
っ
て
そ
の
修
辞
学
に
結
び
つ
く
活

気
、
生
気
、
力
強
さ
の
う
ち
に
あ
る
。
説
得
の
技
術─

─

た
と
え
ば
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
に
お
い
て
「
政
治
術
の
な
か
の
一
部
門
を
ま
ね

た
模
像
」（463

d

）
と
定
義
さ
れ
て
い
る
よ
う
な─

─

は
、
ひ
と
つ
の
慣
行
で
あ
り─

─

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
主
張

す
る
よ
う
に
技
術
で
は
な
い
し
と
り
わ
け
立
派
な
技
術
で
は
な
い─

─

、
こ
の
慣
行
の
狙
い
は
と
い
え
ば
、
非
哲
学
的
な
国
家
に
お
い

て
個
人
の
生
存
を
保
証
す
る
よ
う
な
言
葉
の
力
を
行
使
す
る
こ
と
で
あ
る
。
説
得
の
技
術
と
し
て
の
雄
弁
術
は
、
ひ
と
が
「
で
き
る
だ

け
長
い
期
間
生
き
な
が
ら
え
る
」（511

b–c

）
の
を
助
け
る
た
め
に
、
ま
た
お
べ
っ
か
や
見
せ
か
け
、
と
り
わ
け
話
の
力
に
よ
っ
て
寿

命
を
延
ば
す
た
め
に
開
発
さ
れ
た
、
ま
っ
た
く
通
俗
的
で
非
哲
学
的
な
実
践
に
す
ぎ
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
対
話
の
技
術
、
す
な
わ
ち

問
答
法
〔
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
〕（448

d–e,
471
d–e

）
を
こ
の
雄
弁
術
か
ら
区
別
す
る
。
問
答
法
は
、
生
命
を
犠
牲
に
し
て
で
も

正
義
と
真
理
と
を
追
求
す
る
こ
と
を
そ
の
目
標
と
す
る
よ
う
な
、
善
い
雄
弁
術
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
に
お
け

る
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
説
得
の
技
術
に
か
ん
し
て
徹
底
的
に
否
定
的
な
立
場
に
立
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
強
引
な
説
得
を─

─

そ
の
狙
い

が
ひ
と
を
改
善
す
る
こ
と
で
あ
る
場
合
に
は─

─

善
い
雄
弁
術
か
ら
必
ず
し
も
排
除
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（517

b–c

）（
１８
）
と

い
う
点
は
特
筆
に
値
す
る
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
感
情
的
な
要
素
と
同
様
に
活
気
や
力
強
さ
と
い
っ
た
世
俗
的
な
自
然
的
性
質
も
ま
た

理
性
的
言
説
へ
の
か
か
わ
り─

─

た
と
え
限
定
的
で
あ
る
に
せ
よ─

─
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
１９
）。
こ
れ
ら

の
通
俗
的
な
諸
性
質
は
、
カ
ン
ト
が
悟
性
と
理
性
と
の
純
粋
概
念
の
呈
示
を
主
題
化
し
よ
う
と
す
る
さ
い
に
、
な
お
い
っ
そ
う
一
貫
し

て
特
権
化
さ
れ
て
い
る
。「
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
」
と
い
う
た
ん
な
る
語
は
、
ま
た
こ
の
語
と
と
も
に
文
体
の
優
雅
さ
と
し
て
の
（
そ
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れ
ゆ
え
演
説
家
の
技
術
と
し
て
の
で
は
な
い
）
修
辞
学
は
、
心
の
諸
能
力
の
調
和
的
共
働
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
哲
学
的
な
企
て
に
お

い
て
、
生
命
の
諸
属
性
と
生
命
そ
れ
自
体
に
湧
き
起
こ
る
こ
う
し
た
重
要
で
力
強
い
高
揚
を
代
弁
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

活
写
的
呈
示
は
、
図
式
と
象
徴
と
い
う
超
越
論
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
は
、
諸
能
力
を
と
り
ま
と
め
調
和
的
で
生
気
あ
る
全
体
へ

と
も
た
ら
す
の
で
あ
る
が
、
周
知
の
通
り
、
こ
れ
は
構
想
力
（E
inbildungskraft

）
の
達
成
で
あ
る
。
産
出
的
構
想
力
、
あ
る
い
は

ま
た
カ
ン
ト
が
『
人
間
学
』
に
お
い
て
述
べ
る
よ
う
な
創
作
的
構
想
力
は
、
経
験
に
先
立
つ
「
根
源
的
表
示
の
能
力
」（exhibitio

originaria

）〔
第
二
八
節
〕（
２０
）
で
あ
る
。
構
想
力
は
も
は
や
た
ん
に
再
生
産
的
な
い
し
模
倣
的
な
想
像
力─

─

古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
た

ち
か
ら
デ
カ
ル
ト
に
い
た
る
ま
で
、
哲
学
の
歴
史
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
も
の
で
あ
っ
た─

─

で
は
な
く
、
感
性
、
悟
性
、
理
性
と
い

う
異
な
る
心
の
領
域
を
綜
合
す
る
さ
い
に
本
質
的
な
役
割
を
割
り
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ボ
ー
フ
レ
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、

カ
ン
ト
の
い
う
構
想
力
の
意
味
は
、
ラ
テ
ン
語
の
イ
マ
ー
ゴ
ー
〔im

ago

〕─
─

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
よ
る
と
、
こ
の
語
は
動
詞

im
itari

〔
真
似
る
〕
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る─

─

の
意
味
で
は
な
く
、E

inbildungskraft

〔
構
想
力＝

形
像
力
〕
に
お
け
るB

ild

が
も
つ
ド
イ
ツ
語
の
意
味
に
依
拠
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
の
点
を
こ
こ
で
想
い
起
こ
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
ボ
ー

フ
レ
に
よ
れ
ば
、B

ild

は
、
そ
の
意
味
に
か
ん
し
て
は
像
よ
り
も
、
絵
画
、
タ
ブ
ロ
ー
、
光
景
に
近
い
。
カ
ン
ト
の
い
う
構
想
力
が
直

観
の
多
様
を
、
絵
の
よ
う
な
統
一
へ
と
綜
合
す
る
と
い
う
の
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
（
２１
）。
し
か
し
構
想
力
の
綜
合
活
動
は
、

概
念
が
形
象
的
に
直
観
可
能
と
な
る
時
間
的
な
図
式
を
産
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
経
験
的
な
把
捉
の
綜
合
を
は
る
か
に
超

え
て
ゆ
く
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
構
想
力
に
固
有
の
超
越
論
的
活
動
は
、
呈
示
一
般
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
分
析
さ
れ
る
さ
い
に
は
、
ル
ド
ル
フ
・

マ
ッ
ク
リ
ー
ル
が
「
構
想
力
の
後
退
」
と
呼
ん
だ
も
の
に
お
い
て
「
心
の
あ
る
超
越
論
的
条
件
」（
２２
）
を
も
開
示
す
る
。
構
想
力
は

諸
能
力
を
集
合
さ
せ
、
諸
能
力
が
全
体
を
、
形
式
的
全
体
を
形
成
す
る
よ
う
に
し
、
心
の
生
命
の
最
小
限
の
条
件
を
表
象
す
る
全
体
の

形
象
を
形
成
す
る
よ
う
に
す
る
。
構
想
力
は
、
異
な
る
心
の
諸
能
力
を
そ
の
統
一
の
活
写
的
な
形
象
へ
と
成
型
し
鋳
造
し
仕
立
て
上
げ

200



ス
ペ
ク
タ
ク
ル

る
の
で
あ
る
。
こ
の
形
象
の（
崇
高
な
）
壮
観
が
、
心
が
み
ず
か
ら
の
生
命
を
自
然
と
の
相
違
に
お
い
て
評
価
す
る
た
め
に
活
気
づ
け

る
振
動
状
態
を
も
た
ら
す
。『
人
間
学
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
用
語
法
に
従
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
こ
と
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
、

E
inbildungskraft

の
像
形
成
〔
教
養＝

陶
冶
〕（B

ildung

）
に
よ
る
心
の
諸
能
力
の
そ
の
よ
う
な
成
型
が
、D

ichtung

、
詩
作
〔
創

作
〕
な
い
し
虚
構
で
あ
り
、
そ
れ
も
欺
き
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、fingere

と
い
う
語
源
に
従
う
と
こ
ろ
の
形
成
、
仕
立
て
、
成
型

と
い
う
意
味
で
の
詩
作
な
い
し
虚
構
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
構
想
力
の
そ
の
よ
う
なD

ichtung

は
、
構
成
で
あ
り
、
発
見

（E
rfindung

）
な
の
で
あ
る
〔
第
三
一
節
〕（
２３
）。

結
論
づ
け
る
た
め
に
、
私
は
ひ
と
つ
の
問
い
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
構
想
力
の
哲
学
上
の
革
新
的
な
用
法
を

考
慮
す
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
の
こ
の
概
念
の
展
開
は
、
明
示
的
に
哲
学
的
で
あ
る
の
と
は
別
の
伝
統
、
つ
ま
り
修
辞
学
の
伝
統
に
負
う

と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
が
浮
上
し
た
。
一
八
世
紀
に
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が

発
展
さ
せ
た
美
学
理
論
は
修
辞
学
の
復
興
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ボ
イ
ム
ラ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
趣
味
」
の

世
紀
は
、
キ
ケ
ロ
と
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
に
惚
れ
込
ん
で
い
た
と
い
う
わ
け
だ
（
２４
）。
実
際
、
美
学
理
論
は─

─

こ
の
こ
と
は
カ

ン
ト
に
も
依
然
と
し
て
当
て
は
ま
る
の
だ
が─

─
ま
ず
も
っ
て
詩
学
、
そ
れ
も
大
部
分
は
修
辞
学
で
あ
る
よ
う
な
詩
学
だ
っ
た
。
想
像

力
は
、
修
辞
学
の
伝
統
に
お
い
て
も
お
な
じ
み
の
概
念
で
あ
っ
た
。
発
見
や
発
明
、
利
用
可
能
な
説
得
手
段
の
発
明
、
創
意
に
富
む
機

知
、
無
関
係
に
み
え
る
別
個
の
事
柄
の
あ
い
だ
に
連
関
を
つ
く
り
出
す
手
際
、
巧
み
な
工
夫
等
々
は
、
想
像
力
の
活
気
づ
け
る
能
力
に

根
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
想
像
力
こ
そ
が
文
体
の
生
気
を
確
保
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
議
論
の
伝
達
が
説
得
的
と
な
り
賦
活
さ
れ
る
よ
う

な
驚
く
べ
き
諸
連
関
を
確
保
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
カ
ン
ト
が
、
と
り
わ
け
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
構
想
力
〔
想
像
力
〕
を

綜
合
の
能
力─

─

こ
の
能
力
が
、
超
越
論
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
心
の
活
気
づ
け
の
形
式
を
成
型
す
る
こ
と
を
通
じ
て
発
明
を
行
う
の

で
あ
る─

─

と
し
て
鋳
直
し
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
修
辞
学
の
資
源
を
活
用
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
構
想
力
は
創
作
の
能
力
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と
し
て
心
の
諸
能
力
を
成
型
し
生
き
た
統
一
に
す
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
構
想
力
に
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
命
、
力
、
活
力
と
い
っ

た
世
俗
的
な
諸
属
性
が
、
カ
ン
ト
の
学
説
の
こ
の
中
核
概
念
に
修
辞
学
の
オ
ー
ラ
を
ま
と
わ
せ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
が
哲
学
的
思
考

の
た
め
に
再
占
有
し
た
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
と
い
う
修
辞
学
概
念
の
場
合
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
構
想
力
論
の
全
体

は
、
想
像
力
の
修
辞
学
概
念
を
心
の
生
命
の
哲
学
的
理
解
の
た
め
に
働
か
せ
よ
う
と
す
る
試
み
か
ら
生
じ
た
結
果
な
の
だ
と
も
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

註

（
１
）Im

m
anuel

K
ant,Critique

of
Judgem

ent,
trans.

J.
H
.
B
ernard,

N
ew
Y
ork
:H
afner,

1951,
p.
172.

〔
本
訳
で
は
、

カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
・
第
Ⅴ
巻
の
頁
数
を
本
文
中
の
丸
括
弧
内
に
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
指

示
す
る
。
原
著
で
は
右
記
の
Ｊ
・
Ｈ
・
バ
ー
ナ
ー
ド
の
英
訳
の
該
当
頁
が
指
示
さ
れ
て
い
る
が
、
煩
瑣
に
な
る
た
め
、
本
稿
で
は

割
愛
し
た
。
日
本
語
訳
は
、
と
く
に
宇
都
宮
芳
明
訳
（
以
文
社
版
）
に
負
っ
て
い
る
。
た
だ
し
翻
訳
に
際
し
て
は
、
他
の
外
国
語

文
献
も
含
め
、
訳
者
の
判
断
に
よ
り
、
原
語
に
照
ら
し
て
文
脈
に
沿
う
よ
う
逐
一
明
示
せ
ず
に
既
訳
を
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

箇
所
の
あ
る
点
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
す
る
。
宇
都
宮
訳
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
主
要
な
訳
語
、
な
か
で
もasthetisch

の

「
情
感
的
」
を
「
美
感
的
」
に
、D

arstellung

（presentation
）
の
「
表
出
」
を
「
呈
示
」
に
変
更
し
た
。〕

（
２
）R
obert

J.
D
rostal,

”K
ant
and

R
hetoric,”

Philosophy
and

Rhetoric,
13,
no.
4,
1980,

p.
223.

（
３
）R

udolf
B
oehm

,
D
as

G
rundlegende

und
das

W
esentliche,

T
he
H
ague

:N
ijhoff,

1965,
pp.
57

―59.
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（
４
）C

icero,
D
e
oratore,

vol.
4,
trans.

H
.
R
ackham

and
E
.
W
.
Sutton,

C
am
bridge,

M
ass.:H

arvard
U
niversity

P
ress,

1942,
p.
161

（Ⅲ
.53.202

）.

〔
キ
ケ
ロ
ー
『
弁
論
家
に
つ
い
て
』
下
巻
、
大
西
英
文
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
、
二

四
五
頁
〕

（
５
）Q

uintilian,The
Institutio

O
ratoria,

trans.
H
.
E
.
B
utler,

N
ew
Y
ork
:P
utnam

,1922,
p.
397

（Ⅸ
.2.40

）.

〔
刊
行
中

の
日
本
語
訳
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
『
弁
論
家
の
教
育
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
）
で
は
、
該
当
箇
所
は
残
念
な
が
ら
未
訳
で

あ
る
。〕

（
６
）Ibid.,

p.
245

（Ⅷ
.3.61

）.

（
７
）D

u
M
arsais,Traité

des
tropes,

P
aris
:L
e
N
ouveau

C
om
m
erce,

1977,
p.
110.

（
８
）P

ierre
F
ontanier,Les

figures
du

discours,
P
aris
:F
lam
m
arion,

1968,
p.
390.

（
９
）H

enri
M
orier,D

ictionnaire
de

poétique
et

de
rhétorique,

3rd
ed.,
P
aris
:P
resses

U
niversitaires

de
F
rance,

1981,
pp.
521

―24.

（
１０
）D

onald
W
.
C
raw
ford,

Kant’s
Aesthetic

Theory,
M
adison

:U
niversity

of
W
isconsin

P
ress,

1974,
p.
149.

（
１１
）Jean

B
eaufret,

”K
ant
et
la
notion

de
D
arstellung,”

in
D
ialogue

avec
H
eidegger,

vol.
2,
P
aris
:M
inuit,

1973,

pp.
79

―81.

（
１２
）Ibid.,
pp.
92

―95.

（
１３
）
し
た
が
っ
て
、
象
徴
的
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
の
基
礎
に
あ
る
直
観
の
本
性
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
経
験
的
直

観
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
と
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
。

（
１４
）Im

m
anuel

K
ant,

Critique
of
Pure

Reason,
trans.

N
.
K
.
Sm
ith,
N
ew
Y
ork
:St.

M
artin’s

P
ress,

1965,
p.
211.
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〔
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
熊
野
純
彦
訳
、
作
品
社
、
二
〇
一
二
年
、
二
三
六─

七
頁
〕

（
１５
）Im

m
anuel

K
ant,

Prolegom
ena

to
Any

Future
M
etaphysics,

trans.
P
.
G
.
L
ucas,

M
anchester

:M
anchester

U
niversity

P
ress,

1959,
p.
125.

〔
カ
ン
ト
「
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
」
土
岐
邦
夫
・
観
山
雪
陽
訳
、『
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
／
人
倫

の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
中
公
ク
ラ
ッ
シ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
五
年
、
一
七
〇─

一
頁
〕

（
１６
）Im

m
anuel

K
ant,

Anthropology
from

a
Pragm

atic
Point

of
View

,
trans.

V
.
L
.
D
ow
dell,

C
arbondale

:Southern

Illinois
U
niversity

P
ress,

1978,
pp.
83

―84.

〔
『
カ
ン
ト
全
集
第
十
四
巻
・
人
間
学
』
山
下
太
郎
・
坂
部
恵
訳
、
理
想
社
、
一

九
六
六
年
、
一
二
八
頁
〕

（
１７
）
そ
れ
ゆ
え
私
は
、
呈
示
を
ま
ず
は
象
徴
的
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
エ
リ
ア
ー
ヌ
・
エ
ス
ク
ー
バ

の
試
み─

─

そ
の
他
の
点
で
は
素
晴
ら
し
い
研
究
で
あ
るE

liane
E
scoubas,

Im
ago

M
undi:Topologie

de
l’art

（P
aris
:

G
alilee,

1986

）,pp.
346

―56

に
お
け
る
試
み─

─

に
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
図
式
的
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
と
象
徴
的

ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
と
は
相
補
的
で
あ
る
。
呈
示
は
、
カ
ン
ト
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
雄
弁
術
の
形
象
の
ギ
リ
シ
ア
語
の
名
前

〔
レ
ト
リ
ケ
ー
〕
で
そ
れ
を
呼
ぶ
さ
い
に
考
え
て
い
る
事
柄
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
１８
）Plato,

The
Collected

D
ialogues,

ed.
E
.
H
am
ilton

and
H
.
C
arns,

P
rinceton,

N
.
J.:P
rinceton

U
niversity

P
ress,

1980.

〔
プ
ラ
ト
ン
「
ゴ
ル
ギ
ア
ス
」
藤
澤
令
夫
訳
、『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
ほ
か
』
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
二
年
〕

‐

（
１９
）
こ
のp
the

〔
受
苦
・
感
情
〕
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
はE

rnest
G
rassi,

Rhethoric
as

Philosophy
:The

H
um

anist

Tradition,
U
nivesity

P
ark
:T
he
P
ennsylvania

State
U
niversity

P
ress,

1980,
pp.
28

―32

も
参
照
。

（
２０
）K
ant,Anthropology,

p.
52.

〔
前
掲
『
人
間
学
』
九
三
頁
〕

（
２１
）B

eaufret,

”K
ant
et
la
notion

de
D
arstellung,”

p.
102.
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（
２２
）Rudolf

A
.
M
akkreel,

”Im
agination

and
T
em
porality

in
K
ant’s

T
heory

of
the
Sublim

e, ”
Journal

of
Aesthetics

and
Art

Criticism
,
42,
no.
3,
1984,

pp.
303

―315.〔
現
在
は
マ
ッ
ク
リ
ー
ル
の
次
の
著
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。Im

agination

and
Interpretation

in
Kant:The

H
erm

eneutical
Im
portofthe

Critique
of
Judgm

ent,
C
hicago

:U
niversity

of
C
hicago

P
ress,

1990,
pp.
67

―87

〕

（
２３
）K

ant,
Anthropology,

p.
65.

〔
前
掲
『
人
間
学
』
一
〇
六
頁
〕

（
２４
）A

lfred
B
aeum

ler,
D
as

Irrationalitätsproblem
in

der
Asthetik

und
Logik

des
18.

Jahrhunderts
bis

zur
Kritik

der
U
rteilskraft,

D
arm
stadt

:W
issenschaftliche

B
uchgesellschaft,

1981,
p.
168.

訳
註

﹇
１
﹈
ガ
シ
ェ
の
英
語
原
文
で
は
「rhetoric

」（
修
辞
学
）
で
あ
る
が
、『
判
断
力
批
判
』
の
該
当
箇
所
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
用
い
て

い
る
語
は「B

eredsam
keit

」で
あ
り
、
こ
れ
は
通
例「
雄
弁
術
」と
訳
さ
れ
、
ド
イ
ツ
語
で
も「
修
辞
学
」と
訳
さ
れ
る「R

hetorik

」

と
は
訳
語
上
は
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「B

eredsam
keit

」
も
ま
た
、
そ
も
そ
も
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
語
り
の
技

’

ヽ

‐

‐ヽ

術
（R

edekunst

）
で
あ
っ
たld

oklfgd

（rhetorike：
弁
論
術
）─

─

古
代
ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
演
説
術
（ars

oratoria

）

─
─

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
第
五
三
節
の
註
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
、
達
弁
（B

eredtheit

）
と
良
い
話
ぶ
り
（W

ohlredenheit

）

の
意
味
で
「R

hetorik

」
の
語
を
持
ち
出
し
て
い
る
こ
と
に
も
み
て
と
れ
る
よ
う
に
、「B

eredsam
keit

」
は
、
古
代
に
遡
る
「
レ

ト
リ
ケ
ー
」
の
内
容
を
ド
イ
ツ
語
訳
し
た
別
の
訳
語
で
あ
る
。
実
際
、
ガ
シ
ェ
の
用
い
て
い
る
バ
ー
ナ
ー
ド
訳
で
は
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「B
eredsam

keit

」
は
「rhetoric

」
と
訳
さ
れ
て
お
り
、
英
語
上
は
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
「
雄
弁
術
」
が
、
ガ
シ
ェ
の

取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
広
義
の
「
修
辞
学
」
の
問
題
へ
と
無
理
な
く
接
続
さ
れ
て
い
る
。
本
訳
で
は
、
邦
訳
の
慣
例
に
照
ら

し
て
、
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
に
密
着
し
て
い
る
文
脈
で
は
「
雄
弁
術
」、
よ
り
一
般
的
な
文
脈
で
は
「
修
辞
学
」
と
訳
し
分
け
て

お
く
が
、
も
と
も
と
は
同
一
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
読
ん
で
も
ら
い
た
い
。
な
お
、
古
代
の
歴
史
的
用
法
を
含
む

修
辞
学
の
一
般
的
な
概
説
書
と
し
て
、
ジ
ュ
ー
ル
・
サ
ン
ジ
ェ
『
弁
論
術
と
レ
ト
リ
ッ
ク
』（
原
題：

L’art
oratoire

）
及
川
馥

・
一
之
瀬
正
興
訳
、
白
水
社
（
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
）、
一
九
八
六
年
、
が
参
考
に
な
る
。

﹇
２
﹈
こ
こ
で
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
カ
ン
ト
の
「
構
成
（K

onstruktion

）」
の
概
念
は
、
他
の
三
つ
の
概
念
と
異
な
り
、
直
接
に
は

『
判
断
力
批
判
』
の
当
該
節
で
は
な
く
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。「
超
越
論
的
方
法
論
」
の
第
一
章
・
第
一
節

「
理
説
的
使
用
に
お
け
る
純
粋
理
性
の
訓
練
」
を
参
照
。「
概
念
を
構
成
す
る
と
は
、
概
念
に
対
応
す
る
直
観
を
ア
プ
リ
オ
リ
に

呈
示
す
る
こ
と
で
あ
る
」（B

741

）。

【
解
題
】

こ
こ
に
訳
出
さ
れ
た
の
は
、Rodolphe

G
asche,

”Som
e
R
eflections

on
the
N
otion

of
H
ypotyposis

in
K
ant, ”

Argum
entation,

V
olum

e
4,
N
um
ber
1

（F
ebruary

1990

）,pp.
85

―100

で
あ
る
。
本
論
文
は
、
後
に
同
著
者
に
よ
るThe

Idea
of
Form

:

Rethinking
Kant’s

Aesthetics,
Stanford

:Stanford
U
niversity

P
ress,

2003

に
再
録
さ
れ
た
。
著
者
の
求
め
に
応
じ
、
後
者
に

お
け
る
修
正
箇
所
は
、
本
訳
文
に
反
映
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、Jurgen

B
lasius

に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
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（R
odolphe

G
asche,

U
berlegungen

zum
B
egriff

der
H
ypotypose

bei
K
ant

,
in
C
hristiaan

L
.H
art
N
ibbrig

（H
g
.

）,

W
as

hei
t

D
arstellen

?
,F
rankfurt

am
M
ain
:Suhrkam

p,1994,S.152

―174

）
も
参
考
に
し
た
。

カ
ン
ト
と
レ
ト
リ
ッ
ク
の
問
い
は
、
従
来
の
カ
ン
ト
研
究
で
も
一
定
の
位
置
を
占
め
て
き
た
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

一
方
で
カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
、
詩
芸
術
と
の
対
比
の
も
と
で
レ
ト
リ
ッ
ク
（
雄
弁
術
・
修
辞
学
）
を
評
価
す
る
と
き
、

ソ
ク
ラ
テ
ス＝

プ
ラ
ト
ン
以
来
の
哲
学
の
伝
統
に
な
ら
っ
て
レ
ト
リ
ッ
ク
を
、
欺
瞞
を
伴
っ
た
技
術
と
し
て
厳
し
く
斥
け
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
研
究
が
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
そ
う
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
蔑
視
の
一
方

で
、
技
術＝

芸
術
（K

unst

）
と
し
て
の
修
辞
学
の
問
題
そ
の
も
の
を
め
ぐ
っ
て
テ
ク
ス
ト
を
精
査
し
て
ゆ
け
ば
、
実
は
カ
ン
ト
が
、

キ
ケ
ロ
以
来
の
人
文
主
義
の
伝
統
の
影
響
下
で
レ
ト
リ
ッ
ク
に
付
与
し
て
い
る
積
極
的
な
評
価
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
評
価
は
、
実
の
と
こ
ろ
両
義
的
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
こ
う
し
た
論
点
の
導
入
と
な
る

日
本
語
の
研
究
と
し
て
と
く
に
、
西
村
稔
「
カ
ン
ト
と
レ
ト
リ
ッ
ク
」『
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
』
第
四
六
巻
・
第
三
／
四
号
、
一
九

九
七
年
所
収
、
最
近
の
も
の
と
し
て
、
山
根
雄
一
郎
「
第
三
批
判
に
お
け
る
キ
ケ
ロ
評
価
と
そ
の
射
程
」
お
よ
び
「
レ
ト
リ
ッ
ク
と
判

断
力─

─

「
反
省
的
判
断
力
」
の
起
源
と
そ
の
射
程
を
め
ぐ
る
一
試
論
」『
カ
ン
ト
哲
学
の
射
程
』
風
行
社
、
二
〇
一
一
年
所
収
、
を

挙
げ
て
お
き
た
い
）。

そ
も
そ
も
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
を
主
導
し
て
い
る
（
反
省
的
）
判
断
力
の
概
念
自
体
が
、
西
洋
の
人
文
主
義
的
伝
統
（
古
代

で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
キ
ケ
ロ
、
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
、
近
世
で
は
ヴ
ィ
ー
コ
な
ど
）
に
連
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
源
泉
に
は

レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
学
と
し
て
の
創
造
的
思
考
が
潜
ん
で
い
た
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
は
、
ガ
ダ
マ
ー
や
坂
部
恵
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

論
者
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
も
あ
る
。
ガ
シ
ェ
の
本
論
考
も
、
ま
ず
も
っ
て
そ
う
し
た
現
代
の
「
レ
ト
リ
ッ
ク
再
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興
」
の
機
運
の
も
と
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
の
肯
定
的
な
諸
相
を
あ
ら
た
め
て
主
張
す
る
も
の
だ
と
い
っ
て

よ
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
論
に
お
い
て
ガ
シ
ェ
が
達
成
し
て
い
る
の
は
、
た
ん
な
る
レ
ト
リ
ッ
ク
再
評
価
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
概
念
機
制
の
な
か
に
見
出
さ
れ
た
哲
学
と
修
辞
学
の
関
係
そ
の
も
の
を
問
い
質
す
こ
と
に
よ
っ
て
、『
判
断
力

批
判
』
に
お
け
る
美
的
―

反
省
的
判
断
力
の
核
心
で
作
用
す
る
修
辞
学
の
根
源
的
機
能
の
発
見
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
修
辞

学
の
伝
統
的
思
考
そ
の
も
の
の
変
革
を
も
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
カ
ン
ト
美
学
の
た
だ
な
か
で
、
哲
学
と
修
辞
学
と
が

相
互
に
絡
み
合
う
諸
効
果
に
お
い
て
、
両
者
は
根
本
的
な
変
質
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ガ
シ
ェ
が
そ
の
さ
い
に
と
っ
た
読
解
戦
略
は
、『
判
断
力
批
判
』
第
五
九
節
に
さ
り
げ
な
く
現
れ
る
「H

ypotypose

〔
感
性
的
描
出
〕
」

の
概
念
に
着
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ガ
シ
ェ
は
、
こ
の
概
念
が
伝
統
的
に
哲
学
的
に
も
修
辞
学
的
に
も
扱
わ
れ
て
き
た
背
景
を
広
く
再

構
成
し
つ
つ
、
そ
こ
に
カ
ン
ト
の
用
法
を
差
し
戻
す
こ
と
で
、
こ
の
概
念
の
用
法
の
う
ち
で
生
じ
た
哲
学
的
機
能─

─

そ
れ
な
く
し
て

は
い
か
な
る
理
論
的
認
識
も
実
践
的
認
識
も
可
能
に
な
ら
な
い
よ
う
な
構
想
力
の
前
認
識
的
な
産
出
作
用
と
し
て
の「
超
越
論
的
呈
示
」

─
─

と
、
修
辞
学
的
機
能─
─

絵
画
の
よ
う
に
対
象
を
眼
前
に
あ
り
あ
り
と
描
き
出
す
「
迫
真
法
」
や
「
活
写
法
」
と
呼
ば
れ
る
技
法

キ
ア
ス
ム

─
─

と
の
交
錯
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
カ
ン
ト
が
一
方
で
、
驚
く
べ
き
仕
方
で
そ

の
修
辞
学
的
含
意
を
美
的
判
断
の
演
繹
と
い
う
中
心
問
題
に
活
用
し
つ
つ
、
他
方
で
、
修
辞
学
そ
の
も
の
の
本
質
を
、
判
断
力
や
構
想

力
、
ひ
い
て
は
そ
れ
ら
が
探
究
せ
ん
と
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
心
の
生
命
原
理
へ
と
展
開
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
哲
学
と
修
辞
学
の
相
互
混
淆
の
な
か
で
、
た
ん
に
哲
学
に
並
ん
で
修
辞
学
、
な
い
し
哲
学
に
代
え
て
修
辞
学
を
再
評
価
す

る
と
い
う
よ
り
、
い
わ
ば
、
哲
学
ゆ
え
の
修
辞
学
、
か
つ
そ
れ
ゆ
え
の
哲
学
の

倒
と
修
辞
学
そ
の
も
の
の
変
革
と
い
う
哲
学
と
修
辞

学
と
が
反
目
し
合
い
な
が
ら
取
り
結
ん
で
き
た
い
っ
そ
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
関
係
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
、
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ガ
シ
ェ
と
近
い
立
場
に
あ
る
デ
リ
ダ
の
言
葉
を
用
い
て
、
哲
学
と
修
辞
学
の
代
補
的
関
係
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ

の
関
係
に
示
さ
れ
る
の
は
、
修
辞
学
は
哲
学
な
し
に
は
た
ん
な
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
へ
と
堕
す
が
、
他
方
、
哲
学
は
、
指
弾
す
べ
き
も
の

で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
そ
う
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
を
欲
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
み
ず
か
ら
の
思
考
の
資
源
を
修
辞
学
か
ら
汲

み
取
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
く
し
て
ガ
シ
ェ
の
着
眼
し
た「
ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
」と
い
う
修
辞
学
的
契
機
を
経
由
す
る
こ
と
で
、
哲
学
に
対
す
る
レ
ト
リ
ッ

ク
と
い
う
一
見
下
位
に
置
か
れ
た
も
の
の
へ
の
カ
ン
ト
の
両
義
的
な
扱
い
に
こ
そ
、「
テ
ク
ス
ト
の
無
意
識
」
と
も
い
う
べ
き
次
元
に

お
い
て
批
判
哲
学
を
組
織
す
る
隠
さ
れ
た
原
理
の
働
き
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
ガ
シ
ェ
が
暗
に
前
提
と
し
て

い
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
「
白
い
神
話
」（
一
九
七
一
年
初
出
、『
哲
学
の
余
白
』
所
収
）
や
、
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
「
メ
タ
フ
ァ
ー
の

認
識
論
」（
一
九
七
八
年
初
出
、『
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
所
収
）
の
問
い
と
反
響
し
つ
つ
、『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
哲
学
と
修
辞

学
と
い
う
対
に
連
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
二
項
対
立─

─

生
命
と
物
質
、
自
然
と
機
械
、
ピ
ュ
シ
ス
と
テ
ク
ネ
ー
、
人
間
と
動
物
、
生
と
死
、

等
々─

─

に
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
に
は
い
な
い
。『
判
断
力
批
判
』
の
射
程
を
考
え
る
と
き
、
こ
れ
ま
で
解
釈
学
的
な
観
点
か
ら
「
生
の

哲
学
」
へ
と
引
き
つ
け
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
傾
向
が
強
い
が
（
デ
ィ
ル
タ
イ
、
ガ
ダ
マ
ー
、
マ
ッ
ク
リ
ー
ル
な
ど
）、
む
し
ろ
そ
の
よ

う
な
生
命
原
理
を
根
本
的
に
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
、こ
れ
ま
で
十
分
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
カ
ン
ト
の
言
語
論
や
技
術
論
、

よ
り
一
般
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
思
想─

─

私
は
、
修
辞
学
を
「
仕
掛
け
〔M

aschine

〕」（327

）
と
呼
ん
で
い
た
カ
ン
ト
の
語
法
に
即

し
て
、
批
判
哲
学
に
お
け
る
「
マ
シ
ン
の
問
い
」
と
名
づ
け
た
い─

─

を
、
今
後
の
カ
ン
ト
研
究
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
へ
と
乗
せ
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
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ロ
ド
ル
フ
・
ガ
シ
ェ
は
、
一
九
三
八
年
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
生
ま
れ
。
現
在
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
立
大
学
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
校
比
較
文
学
科

教
授
。
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
に
て
博
士
号
（
哲
学
）
取
得
後
、
パ
リ
の
高
等
師
範
学
校
で
デ
リ
ダ
ら
の
セ
ミ
ナ
ー
に
出
席
し
つ
つ
研
鑽

を
重
ね
、
一
九
七
五
年
よ
り
合
衆
国
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
独
仏
語
圏
で
活
躍
し
て
い
た
ガ
シ
ェ
（
し
か
し
彼
の
母
語
は

フ
ラ
マ
ン
語
と
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
語
で
あ
る
）
は
、
ド
イ
ツ
語
の
著
作
（D

ie
hybride

W
issenshaft,

1973
;
System

und
M
etaphorik

in
der

Philosophie
von

G
eorges

Bataille,
1978

）
や
、
デ
リ
ダ
の
『
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
差
異
』
の
ド
イ
ツ
語
訳
、
フ
ラ
ン
ス
語

で
書
か
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
論
文
や
討
議
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
渡
米
後
は
英
語
で
書
か
れ
た
論
文
を
少
し
ず
つ
発
表
し
始
め
、

一
九
八
六
年
に
出
版
さ
れ
た
主
著
『
鏡
の
裏
箔─
─

デ
リ
ダ
と
反
省
の
哲
学
』（The

Tain
of
the

M
irror:D

errida
and

the

Philosophy
of
Reflection,

C
am
bridge

:H
arvard

U
niversity

P
ress

）
で
一
躍
名
を
高
ら
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
（
九
五
年
に

は
本
書
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
も
出
て
い
る
）。
以
来
、
英
語
圏
内
外
で
の
「
脱
構
築
」
思
想
の
受
容
と
展
開
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し

続
け
て
い
る
。
並
行
し
て
ガ
シ
ェ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
現
代
哲
学
に
つ
い
て
の
深
い
造
詣
を
背
景
に
、
多
彩
な
論
考
を
発
表
し
て
き

た
。
そ
の
ひ
と
つ
の
軸
が
、
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
二
〇
〇
三
年
『
形
式
の
観
念─

─

カ
ン

ト
美
学
再
考
』（
前
出
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
今
回
訳
出
し
た
論
文
は
本
書
の
最
終
章
に
相
当
す
る
）。

こ
れ
ま
で
日
本
語
に
訳
さ
れ
た
ガ
シ
ェ
の
論
考
は
主
に
雑
誌
や
論
集
に
収
録
さ
れ
た
も
の
に
と
ど
ま
り
、
ま
だ
少
な
い
が
、
今
年
年

頭
に
よ
う
や
く
日
本
語
で
の
第
一
論
集
『
い
ま
だ
な
い
世
界
を
求
め
て
』（
後
出
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
を
機
に
、
今
後
少
し
ず
つ

日
本
語
の
読
者
に
浸
透
し
て
い
く
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。
以
下
、
参
考
ま
で
に
既
訳
一
覧
を
掲
げ
て
お
く
。

「
太
陽
中
心
的
な
交
換
」
足
立
和
浩
訳
、
ア
ル
ク
誌
『
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
の
世
界
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
四
年
〔
デ
リ
ダ
の
セ

ミ
ネ
ー
ル
（
六
九─

七
〇
年
）
に
お
け
る
発
表
の
一
部
〕
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「
思
考
の
早
産
児
」
伊
藤
晃
訳
、
清
水
徹
・
出
口
裕
弘
編
『
バ
タ
イ
ユ
の
世
界
』
青
土
社
、
一
九
七
八
年
〔
同
じ
く
、
デ
リ
ダ
の
セ

ミ
ネ
ー
ル
（
六
九─

七
〇
年
）
に
お
け
る
発
表
の
一
部
〕

「
内
な
る
縁
取
り
」「
差
―

延
の
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
」
浜
名
優
美
・
庄
田
常
勝
訳
、
Ｃ
・
レ
ヴ
ェ
ッ
ク
、
Ｃ
・
Ｖ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
編

『
他
者
の
耳─

─

デ
リ
ダ
「
ニ
ー
チ
ェ
の
自
伝
」
・
自
伝
・
翻
訳
』
産
業
図
書
、
一
九
八
八
年
〔
い
ず
れ
も
デ
リ
ダ
の
ニ
ー
チ
ェ

論
を
め
ぐ
る
討
議
で
の
数
ペ
ー
ジ
の
コ
メ
ン
ト
〕

「
単
な
る
視
覚
に
つ
い
て─

─

ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
へ
の
応
答
」
吉
岡
洋
訳
、『
批
評
空
間
』
第
一
期
・
第
三
号
、
一
九
九
一
年

〔
ド
・
マ
ン
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
現
象
性
と
物
質
性
」
を
め
ぐ
っ
て
〕

「
憂
鬱
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
差
異
の
問
題
」
田
代
真
訳
、『
現
代
思
想
』
一
九
九
二
年
一
二
月
号
臨
時
増
刊
号
「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
生
誕
一

〇
〇
年
」〔
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
語
論
に
つ
い
て
〕

「
批
評
と
し
て
の
脱
構
築
」
清
水
一
浩
・
宮

裕
助
訳
、『
論
集
一
九
九
八
』
東
北
大
学
文
化
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
、
一
九
九
八
年
〔
デ
リ

ダ
、
リ
オ
タ
ー
ル
、
ド
・
マ
ン
な
ど
脱
構
築
批
評
の
理
論
的
射
程
の
解
明
〕

「
『
こ
の
人
を
見
よ
』
あ
る
い
は
書
か
れ
た
身
体
」
安
田
俊
介
訳
、『
現
代
思
想
』
一
九
九
八
年
十
一
月
臨
時
増
刊
号
「
ニ
ー
チ
ェ

の
思
想
」〔
ニ
ー
チ
ェ
の
自
伝
を
め
ぐ
っ
て
〕

「
自
己
責
任
、
必
当
然
性
、
普
遍
性
」
内
山
智
子
・
嶋
本
慶
太
訳
、『
人
間
存
在
論
』
第
一
〇
号
、
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境

学
研
究
科
総
合
人
間
学
部
「
人
間
存
在
論
」
刊
行
会
、
二
〇
〇
四
年
〔
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
問
い
に
つ
い
て
〕

「
始
原
学
と
た
わ
い
な
さ
」
飯
野
和
夫
訳
、『
別
冊
・
環
世
界
』
一
三
号
「
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ1930

―2004

」、
藤
原
書
店
、
二
〇

〇
七
年
〔
デ
リ
ダ
の
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
論
『
た
わ
い
な
さ
の
考
古
学
』
読
解
〕

『
い
ま
だ
な
い
世
界
を
求
め
て
』
吉
国
浩
哉
訳
、
月
曜
社
、
二
〇
一
二
年
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ヒ
ュ
ポ
テ
ュ
ポ
ー
シ
ス
―
―
カ
ン
ト
に
お
け
る
感
性
的
描
出
（hypotyposis

）
の
概
念
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
考
察



ガ
シ
ェ
の
仕
事
の
全
容
や
そ
の
展
開
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
い
ま
だ
な
い
世
界
を
求
め
て
』
を
ぜ
ひ
繙
読
さ
れ
た
い
。
本
書
に

は
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
芸
術
作
品
の
起
源
』
論
や
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
世
俗
化
論
や
デ
リ
ダ
の
責
任
論
に
つ
い
て
の
研
究
な
ど
、
英
語
圏
で

未
発
表
の
ガ
シ
ェ
の
最
新
論
考
が
収
録
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
訳
者
独
自
に
よ
る
著
者
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
や
、
充
実
し
た
訳
者
あ
と
が
き
が

付
さ
れ
て
お
り
、
非
常
に
有
益
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
本
論
文
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
昨
年
新
潟
大
学
大
学
院
現
代
社
会
文
化
研
究
科
修
士
課
程
を
修
了
し
た
福
島
健
太
（
現
・

石
川
県
加
賀
市
職
員
）
が
訳
出
し
た
草
稿
を
も
と
に
、
本
論
文
に
つ
い
て
の
研
究
会
を
開
き
、
福
島
と
宮

と
で
訳
文
を
検
討
・
改
訂

し
た
の
ち
、
さ
ら
に
宮

が
全
体
を
あ
ら
た
め
て
精
査
・
推
敲
し
て
完
成
さ
せ
た
。

最
後
に
、本
論
文
の
訳
出
・
掲
載
を
ご
快
諾
い
た
だ
き
、訳
者
の
不
躾
な
質
問
に
も
丁
寧
に
答
え
て
く
だ
さ
っ
た
ロ
ド
ル
フ
・
ガ
シ
ェ

教
授
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。﹇
宮

裕
助
﹈
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