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ア
ド
ル
ノ
の
自
然
崇
高
論

︱
カ
ン
ト
と
の
比
較
と
﹁
大
き
さ
﹂
の
契
機
を
め
ぐ
っ
て

府
川
純
一
郎

テ
ー
オ
ド
ー
ア
・
Ｗ
・
ア
ド
ル
ノ
の
美
学
に
お
い
て
﹁
崇
高
﹂
は
︑

特
殊
な
重
み
を
持
つ
概
念
で
あ
る
︒
Ｗ
・
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
︑﹁
カ
ン
ト
が

自
然
に
付
与
し
て
い
た
崇
高
な
も
の
は
︑
彼
以
降
︑
芸
術
そ
の
も
の
の

歴
史
的
な
構
成
要
素
と
な
っ
た
︒
崇
高
な
も
の
は
︑
後
に
美
術
工
芸

Kunstgew
erbe

と
呼
ば
れ
る
も
の
と
︑
芸
術
と
を
区
別
す
る
メ
ル
ク
マ
ー

ル
と
な
る
﹂︵V

II. 293

1
︶
等
を
引
き
合
い
に

2
︑
ア
ド
ル
ノ
の
近
・

現
代
芸
術
理
解
を
根
本
か
ら
特
徴
付
け
る
も
の
と
し
て
こ
の
概
念
を
捉

え
︑
彼
の
美
学
を
崇
高
が
﹁
内
在
化
﹂
し
た
も
の
と
規
定
し
た
︒
こ
の

見
解
は
そ
の
後
も
少
な
か
ら
ず
支
持
さ
れ
て
お
り
︑
Ａ
・
ヴ
ェ
ル
マ
ー

や
上
野
が
︑
彼
の
ベ
ケ
ッ
ト
論
や
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
論
の
読
解
を
こ
れ

ら
の
概
念
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
試
み
て
い
る

3
︒
ま
た
最
近
で
は
西
村
が
︑

道
徳
哲
学
で
の
そ
れ
も
併
せ
な
が
ら
︑﹃
美
学
理
論
﹄
の
広
範
な
箇
所
に

お
い
て
︑
こ
の
概
念
が
一
定
度
の
重
要
性
を
持
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
着
目
し
て
い
る

4
︒
こ
れ
ら
の
見
解
は
確
か
に
説
得
的
で
あ
る
︒

本
稿
で
も
確
認
す
る
通
り
︑
崇
高
に
お
い
て
は
快
以
上
に
不
快
の
契
機

が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
︑
そ
れ
は
近
・
現
代
芸
術
の
基
本
性

格
に
︑
つ
ま
り
︑
不
協
和
や
否
定
性
と
い
っ
た
形
で
︑
所
謂
古
典
的
な

美
の
範
疇
︑
調
和
や
単
純
な
適
意
に
よ
る
把
握
を
困
難
に
す
る
性
格
に
︑

一
脈
通
じ
て
い
る
か
ら
だ

5
︒
一
方
こ
う
し
た
議
論
に
お
い
て
︑
崇
高

に
欠
か
せ
な
い
は
ず
の
︑
規
模
や
力
動
性
に
お
け
る
﹁
大
き
さ
﹂
と
い

う
契
機
は
︑
殆
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
︒
そ
れ
は
先
行
研

究
の
不
足
点
と
い
う
よ
り
︑
む
し
ろ
ア
ド
ル
ノ
の
理
論
自
体
に
起
因
し

て
い
る
︒﹁
微
細
な
も
の
﹂
に
鋭
敏
な
神
経
を
払
っ
た
彼
が
︑
大
規
模
な

様
式
に
対
し
て
非
常
に
強
い
警
戒
感

︱
有
体
に
い
え
ば
侮
蔑

︱
を

示
し
て
い
た
の
は
︑
様
々
な
箇
所
で
確
認
で
き
る

6
︒
だ
が
こ
と
自
然

に
お
い
て
は
︑
彼
は
ア
ル
プ
ス
山
脈
や
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
の
愛
好
者
で

あ
り
︑
終
生
︑
崇
高
な
自
然
と
目
さ
れ
る
よ
う
な
︑﹁
大
き
な
﹂
対
象
へ

の
愛
着
を
隠
さ
な
か
っ
た

7
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
あ
ま
り
語
ら
れ
な

か
っ
た
崇
高
の
﹁
大
き
さ
﹂
の
契
機
が
︑
彼
の
美
学
に
ど
の
よ
う
に
組

み
込
ま
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
︑
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒
そ
の
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際
︑
本
稿
は
可
能
な
限
り
自
然
崇
高
に
焦
点
を
当
て
る
︒
そ
れ
は
︑
ア

ド
ル
ノ
が
崇
高
を
論
じ
る
に
あ
た
り
格
闘
し
た
Ｉ
・
カ
ン
ト
の
崇
高
論

が
︑
そ
の
対
象
を
自
然
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
た
こ
と
と
︑

ア
ド
ル
ノ
に
お
い
て
も
︑﹁
大
き
さ
﹂
の
契
機
が
︑
芸
術
論
よ
り
も
自
然

に
お
い
て
多
く
言
及
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
本
稿
は
以
下
︑
カ
ン

ト
の
崇
高
論
を
概
観
し
つ
つ
︑
ア
ド
ル
ノ
の
議
論
に
関
わ
る
論
点
を
取

り
出
し
︵
第
一
章
︶︑
次
に
ア
ド
ル
ノ
の
自
然
崇
高
論
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
各

節
に
分
け
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
︵
第
二
章
︶︒
最
終
的
に
示
さ
れ
る
の

は
︑
ア
ド
ル
ノ
が
カ
ン
ト
の
崇
高
概
念
の
内
実
を
真
逆
に
反
転
さ
せ
︑

全
く
独
自
の
崇
高
論
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
り
︑
そ
こ
で
﹁
大

き
さ
﹂
は
︑
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
自
己
同
一
性
を
解
体
す

る
機
能
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

第
一
章　

カ
ン
ト
の
自
然
崇
高

よ
く
知
ら
れ
た
よ
う
に
︑
カ
ン
ト
は
崇
高
感
情
を
喚
起
す
る
対
象
を
︑

バ
ー
ク
や
シ
ラ
ー
と
は
異
な
り
︑
自
然
対
象
に
の
み
に
限
定
し
て
い
る
︒

﹃
判
断
力
批
判
﹄
の
﹁
崇
高
の
分
析
論
﹂
に
て
カ
ン
ト
は
そ
の
自
然
対
象

を
︑
そ
の
単
純
な
大
き
さ
故
に
︑
全
体
の
直
感
的
把
握
を
困
難
に
す
る

も
の
︵
地
球
の
直
径
︑
星
雲
な
ど
︑﹁
自
然
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
大
な
る

も
の
﹂︵K

U
. 257

8
︶
=
数
学
的
崇
高
に
関
わ
る
自
然
︶
と
︑
そ
の
対

象
が
も
た
ら
す
圧
倒
的
な
﹁
暴
力 G

ew
alt

﹂
に
よ
り
︑
肉
体
的
個
体
と

し
て
の
己
の
卑
小
さ
︑
無
力
さ
を
︑
見
る
者
に
覚
え
さ
せ
る
も
の
︵﹁
破

壊
的
な
暴
力
の
か
ぎ
り
を
つ
く
す
火
山
︑
荒
廃
を
残
し
て
吹
き
す
ぎ
る

暴
風
︑
怒
濤
さ
か
ま
く
︑
果
て
し
な
い
大
洋
︑
勢
い
よ
く
流
れ
か
か
る

落
流
﹂︵K

U
. 261

︶
=
力
動
的
崇
高
に
関
わ
る
自
然
︶
の
二
つ
に
大
別

す
る
︒
ア
ド
ル
ノ
は
崇
高
概
念
を
論
じ
る
際
︑
こ
の
二
つ
を
あ
ま
り
区

別
せ
ず
に
論
じ
て
い
る
が

9
︑
そ
の
議
論
で
常
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の

が
︑
後
者
に
関
す
る
以
下
の
主
張
で
あ
る
︒
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
︑
力
動

的
な
自
然
が
示
す
巨
大
な
﹁
力 M

acht

﹂
は
︑
そ
れ
が
自
ら
の
抵
抗
力

を
凌
駕
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
﹁
暴
力
﹂
と
な
り
︑
見
る

者
に
﹁
恐
れ
﹂
を
惹
き
起
こ
す
︒
事
実
︑
先
の
よ
う
な
自
然
の
暴
力
に
︑

身
体
的
危
険
を
伴
っ
て
巻
き
込
ま
れ
る
場
合
︑
人
間
は
こ
の
感
情
以
外

の
何
を
も
覚
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
だ
が
カ
ン
ト
は
︑
そ
の

際
人
間
が
︑
辛
く
も
自
ら
を
﹁
安
全
な
状
態
に
置
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
﹂

︵K
U

. 261

︶︑
つ
ま
り
そ
の
暴
力
に
辛
う
じ
て
耐
え
ら
れ
る
状
態
に
な
り

さ
え
す
れ
ば
︑
そ
の
心
に
独
自
の
快
が
生
じ
て
く
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

そ
れ
は
﹁
不
快
を
介
し
て
の
み
可
能
な
快
﹂︵K

U
. 260

︶
で
あ
り
︑
不

快
を
端
緒
に
し
つ
つ
︑
二
つ
の
相
反
す
る
感
覚
が
︑
繰
り
返
し
入
れ
替

16



わ
る
こ
と
で
発
生
す
る
︑
あ
る
混
合
し
た
感
情
だ
と
い
う
︒

こ
の
﹁
崇
高
感
情
﹂
は
︑﹁
美
し
い
﹂
自
然
対
象
を
前
に
し
て
生
じ
る

感
情
と
︑
快
︵
カ
ン
ト
に
即
せ
ば
︑
何
ら
か
の
合
目
的
性
に
対
す
る
︑

関
心
な
き
適
意
︶
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
︒
だ
が
美

し
さ
の
感
情
に
お
い
て
は
︑
対
象
を
前
に
︑
自
ら
の
生
命
力
が
促
進
さ

れ
続
け
る
と
い
う
単
純
な
進
行
性
が
あ
る
の
に
対
し
て
︑
崇
高
感
情
で

は
︑
不
快
と
の
絶
え
ざ
る
交
代
に
よ
り
︑﹁
生
命
力
が
瞬
間
的
に
阻
止
さ

れ
︑
そ
れ
に
直
ち
に
引
き
続
い
て
︑
生
命
力
が
よ
り
強
力
に
迸
り
で
る
﹂

︵K
U

. 245

︶
と
い
う
︑
強
力
な
振
幅
性
を
持
つ
︒
そ
れ
ゆ
え
美
の
感
情

が
対
象
へ
の
﹁
静
か
な

3

3

3

観
照
の
中
で
﹂
生
じ
る
の
に
対
し
て
︑
崇
高
感

情
に
お
い
て
は
︑
対
象
へ
の
﹁
反
発
と
誘
引A
bstoßen und A

nziehen

﹂

と
の
間
で﹁
心
が
動
揺
を
受
け
て
い
る
と
感
じ
る

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 sich bew
egen fühlen

﹂

︵K
U

. 258

︶︒
こ
の
不
安
定
さ
︑
危
機
感
と
解
放
感
の
揺
れ
動
き
が
︑
単

な
る
調
和
や
戯
れ
で
は
な
い
︑﹁
厳
粛
さ
﹂
や
﹁
感
動 Rührung

﹂

︵K
U

. 245

︶
を
導
く
と
い
う
の
で
あ
る
︒

さ
て
そ
の
際
︑
カ
ン
ト
が
繰
り
返
し
注
意
を
促
す
の
は
︑
崇
高
と
は
︑

あ
る
巨
大
な
自
然
対
象
を
前
に
し
て
生
じ
る
︑
こ
う
し
た
振
幅
の
感
情

に
他
な
ら
ず
︑
そ
れ
は

︱
例
え
便
宜
的
に
﹁
自
然
の
崇
高
﹂

︵K
U

. 246

︶
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
よ
う
と
も

︱
﹁
そ
の
眺
め
は
悍

し
い
﹂︵K

U
. 245

︶
と
さ
れ
る
︑
当
該
の
自
然
対
象
の
特
性
で
は
決
し

て
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

本
当
の
崇
高
は
︑
た
だ
判
断
す
る
者
の
心
の
う
ち
に
の
み
求
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
そ
れ
に
対
す
る
判
定
が
︑
こ
う
い
っ
た
心

の
情
調
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
︑
自
然
対
象
の
な
か
に
探
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
︒
一
体
誰
が
︑
荒
々
し
い
無
秩
序
の
う
ち
で
互
い
に

重
畳
し
て
︑
氷
の
山
頂
を
頂
く
異
形
の
山
塊
︑
あ
る
い
は
荒
れ
狂

う
暗
い
大
洋
な
ど
を
︑
崇
高
と
呼
ぼ
う
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
︒

︵K
U

. 256

︶

こ
の
断
言
に
反
し
︑
実
際
の
私
た
ち
は
﹁
こ
の
荒
れ
狂
う
大
洋
は
︑
崇

高
な
感
情
を
喚
起
す
る
﹂
よ
り
も
︑﹁
こ
の
荒
れ
狂
う
大
洋
は
崇
高
で
あ

る
﹂
と
い
っ
た
表
現
の
方
を
用
い
が
ち
で
あ
る
が
︑
カ
ン
ト
か
ら
す
れ

ば
︑
そ
れ
は
単
な
る
表
現
の
簡
潔
化
と
は
見
做
せ
な
い
︑
由
々
し
き
問

題
で
あ
る
︒
彼
は
そ
こ
に
潜
む
か
ら
く
り
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
な
が

ら
︑
そ
れ
が
認
識
上
の
誤
謬
で
あ
る
ば
か
り
か
︑
自
然
対
象
に
︑
そ
の

実
態
に
即
さ
な
い
不
当
な
優
越
性
を
授
け
る
︑
看
過
で
き
な
い
表
現
で

も
あ
る
と
主
張
す
る
︒

自
然
に
お
け
る
崇
高
な
も
の
の
感
情
は
︑
人
間
の
︑
自
分
自
身
の

17
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使
命
に
対
す
る
尊
敬
で
あ
る
︒
こ
の
尊
敬
を
私
た
ち
は
自
然
の
何

ら
か
の
対
象
に
つ
い
て
︑
あ
る
種
の
す
り
替
えSubreption

を
通

じ
て
︵
自
分
の
主
観
の
う
ち
に
あ
る
人
間
性
の
理
念
へ
の
尊
敬
を
︑

客
体
へ
の
尊
敬
と
取
り
違
え
る
こ
と
で
︶
証
し
立
て
て
し
ま
う
︒

︵K
U

. 257

︶

こ
の
箇
所
は
︑
な
ぜ
私
た
ち
は
力
動
的
自
然
に
接
し
て
快
を
感
じ
る
の

か
と
い
う
問
い
に
︑
端
的
な
回
答
を
与
え
て
い
る
︒
確
か
に
荒
れ
狂
う

自
然
に
対
し
︑
身
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
は
︑
恐
怖
の
減
少
に
な
る
︒

し
か
し
そ
れ
は
生
命
の
危
機
と
い
う
不
快
が
減
少
さ
れ
た
に
過
ぎ
ず
︑

快
が
積
極
的
に
発
生
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
︒
従
っ
て
崇
高
感
情
の

解
析
に
は
︑
自
己
保
存
に
成
功
し
た﹁
悦
ば
し
さ Frohsein
﹂︵K

U
. 261

︶

と
は
︑
違
っ
た
契
機
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
力
動
的
自
然
は
︑

そ
の
暴
力
的
・
破
壊
的
外
観
に
お
い
て
︑﹁
形
式
か
ら
み
て
私
た
ち
の
判

断
力
に
と
っ
て
反
目
的
的
な
も
の
で
あ
る
﹂︵K

U
. 245

︶︒
そ
の
姿
形
に

接
し
て
︑
こ
の
目
を
喜
ば
せ
よ
う
と
い
う
︵
実
際
に
そ
う
し
た
目
的
を
︑

そ
の
自
然
対
象
は
持
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
︶
合
目
的
性
を
︑
見
る
も

の
が
覚
え
て
し
ま
う
︑﹁
美
し
い
﹂
自
然
対
象
と
は
違
う
の
で
あ
る
︒
だ

が
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
実
際
に
快
が
発
生
し
て
い
る
以
上
︑
そ
の
一
見

し
て
反
目
的
的
な
自
然
の
姿
に
︑︵
や
は
り
そ
の
自
然
対
象
自
身
は
︑
そ

れ
を
自
ら
の
目
的
と
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う

10
︶
何
ら
か
の
合
目
的
性

を
︑
私
た
ち
は
主
観
的
に
覚
え
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
︒

先
の
引
用
文
で
は
︑
崇
高
感
情
の
内
実
は
︑
人
間
が
不
快
を
介
し
て
︑

﹁
自
分
自
身
の
使
命
﹂
に
︑
尊
敬
の
念
を
抱
き
な
が
ら
思
い
至
る
と
こ
ろ

に
あ
る
︑
と
主
張
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
使
命
は
︑
直
後
に
﹁
人
間
性
の

理
念
﹂
と
言
い
換
え
ら
れ
︑
そ
れ
は
人
間
主
観
の
う
ち
に
の
み
存
在
す

る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
自
然
客
体
に
︵
も
︶
存
在
す
る
も
の
と
誤
っ
て
﹁
す

り
替
え
﹂
ら
れ
る
︒
こ
の
批
判
が
意
味
す
る
の
は
︑
こ
の
使
命
や
理
念

が
人
間
に
固
有
の
も
の
で
あ
り
︑
他
の
自
然
に
は
断
じ
て
存
在
し
な
い

こ
と
︑
ま
た
そ
れ
故
に
︑
人
間
を
自
然
か
ら
峻
別
す
る
契
機
に
な
り
得

る
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
そ
の
理
念
は
︑
暴
力
的
な
自
然
の
渦
中
に
あ
っ

て
も
尊
敬
の
念
を
得
る
の
だ
か
ら
︑
そ
の
力
と
も
張
り
合
う
だ
け
の
力

を
︑
自
然
と
い
う
﹁
大
き
な
障
害
を
凌
駕
す
る
能
力 Verm

ögen

﹂

︵K
U

. 260

︶
を
︑
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

纏
め
る
と
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒
人
間
は
︑
力
動
的
自
然
を
前
に
︑

己
の
物
理
的
卑
小
さ
と
生
命
の
危
機
を
覚
え
︑
そ
こ
に
不
快
が
生
じ
る
︒

し
か
し
同
時
に
︑
恐
怖
や
逃
亡
衝
動
ば
か
り
で
な
く
︑
そ
れ
に
立
ち
向

か
う
こ
と
も
で
き
る
自
分
に
気
づ
く
︒
そ
れ
に
よ
り
︑
自
分
の
中
に
自

然
的
で
は
な
い
︑﹁
全
く
別
種
の
抵
抗
す
る
能
力
﹂︵K

U
. 261

︶
が
あ
る

こ
と
が
自
覚
さ
れ
る
︒﹁
自
然
が
私
た
ち
の
そ
の
力
︵
こ
の
力
は
自
然
で

18



は
な
い
︶
を
自
分
の
う
ち
に
呼
び
起
こ
す
﹂︵K

U
. 262

︶
の
で
あ
り
︑
そ

の
限
り
で
︑
そ
の
自
然
対
象
の
反
目
的
的
な
在
り
方
も
︑
こ
の
自
覚
の

喚
起
に
対
し
て
は
︑
さ
も
合
目
的
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒

そ
の
た
め
適
意
が
︑
つ
ま
り
快
が
生
じ
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
反
発
と

誘
引
と
の
激
し
い
振
幅
を
伴
う
混
合
感
情
が
生
じ
︑
人
間
は
﹁
感
動
﹂

に
促
さ
れ
る
︒
崇
高
と
は
︑
巨
大
な
自
然
対
象
を
指
す
の
で
は
な
い
︒

そ
う
で
は
な
く
︑
人
間
自
身
の
う
ち
に
あ
る
非
自
然
的
な
︑
大
な
る
能

力
を
指
す
の
で
あ
る
︒

自
然
の
力
の
抵
抗
し
難
さ
が
︑
自
然
存
在
者
と
し
て
の
私
た
ち
に
︑

自
分
の
自
然
的
な
無
力
さ
を
認
識
さ
せ
る
の
は
確
か
で
あ
る
︒
と

は
い
え
︑
こ
れ
は
同
時
に
自
ら
を
自
然
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
し

て
判
定
す
る
能
力
を
発
見
さ
せ
る
︒
こ
れ
は
自
然
を
超
え
︑
そ
れ

を
凌
駕
す
る
も
の
な
の
で
あ
り
︑
自
然
を
凌
駕
す
る
こ
の
在
り
方

は
︑
外
部
の
自
然
か
ら
襲
い
掛
か
ら
れ
︑
危
険
に
も
晒
さ
れ
る
自

己
保
存
と
は
︑
全
く
別
種
の
自
己
保
存
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ

る
︒
そ
の
場
合
に
︑
私
た
ち
の
人
格
の
内
な
る
人
間
性
は
︑
屈
辱

と
は
無
縁
な
も
の
で
あ
り
続
け
る
の
で
あ
っ
て
︑
た
と
え
人
間
が

自
然
の
暴
力
に
屈
せ
ざ
る
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ

の
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
だ
︒︵K

U
. 261 -262

︶

さ
て
︑
こ
こ
で
は
二
種
類
の
﹁
自
己
保
存
﹂
が
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
︒

牧
野
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
自
己
保
存
概
念
が
︑
上
記
箇
所
と
﹃
人
倫
の

形
而
上
学
﹄
第
二
部
の
中
で
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し

つ
つ
︑
こ
の
二
つ
は
同
部
で
の
﹁
物
理
的
自
己
保
存
﹂
と
﹁
道
徳
的
自

己
保
存
﹂
に
対
応
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る

11
︒
前
者
は
生
命
あ
る
い

は
肉
体
的
健
全
さ
の
保
存
を
︑
後
者
は
﹁
人
間
の
道
徳
的
健
全
さ
﹂
の

保
存
を
意
味
す
る
が
︑
こ
の
理
解
は
︑﹁︹
力
動
的
自
然
に
対
す
る
︺
直

感
的
判
定
は
︑
自
然
の
領
域
を
完
全
に
踏
み
越
え
て
い
く überschreiten

心
の
使
命
の
感
情
に
︵
つ
ま
り
道
徳
的
感
情
に
︶
基
礎
を
置
い
て
お
り
︑

こ
の
感
情
に
関
し
て
当
の
対
象
の
表
象
が
︑
主
観
的
に
合
目
的
的
な
も

の
と
判
定
さ
れ
る
﹂︵K

U
. 268

︶
と
い
う
一
文
か
ら
も
︑
正
し
い
と
考

え
ら
れ
る
︒

こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
︑
崇
高
と
道
徳
と
の
関
連
と
い
う
︑
カ
ン
ト
研

究
に
お
い
て
も
極
め
て
難
解
な
論
点
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

た
だ
本
稿
の
議
論
の
た
め
に
確
認
し
て
お
く
べ
き
点
は
︑
第
二
批
判
書

同
様
︑
崇
高
論
に
お
い
て
も
︑
道
徳
と
実
践
理
性
と
の
結
び
つ
き
が
言

及
さ
れ
て
い
る
こ
と

12
︑
そ
し
て
実
践
理
性
の
能
力
は
︑
自
然
の
傾
向

性
に
従
う
以
外
の
行
為
を
可
能
と
し
︑
そ
こ
に
自
然
法
則
と
そ
の
因
果

連
関
を
抜
け
出
す
︑
人
間
の
自
由
の
可
能
性
が
確
保
さ
れ
る
と
い
う
︑

か
の
有
名
な
主
張
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
み
る
と
︑
カ
ン
ト
の
崇
高
論
は

19
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い
わ
ば
︑
人
間
の
二
重
性
を
美
的
に
開
示
す
る
理
論
と
し
て
理
解
で
き

る
︒
そ
こ
で
は
︑
一
方
で
矮
小
な
自
然
存
在
と
し
て
の
人
間
像
が
︑
他

方
で
理
性
的
存
在
者
と
し
て
︑
巨
大
な
自
然
や
恐
怖
す
る
自
分
自
身
に

抵
抗
・
凌
駕
す
る
能
力
を
持
つ
人
間
像
が
︑
示
さ
れ
て
い
る
︒﹁︹
崇
高

感
情
に
よ
っ
て
︺
私
た
ち
は
自
分
の
内
的
自
然
を
凌
駕
し
て
い
る
の
を

意
識
す
る
こ
と
が
で
き
︑
さ
ら
に
そ
れ
を
通
じ
て
外
的
自
然
を
も
︵
そ

れ
が
自
分
に
影
響
を
及
ぼ
す
限
り
で
︶
凌
駕
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
し

得
る
の
で
あ
る
﹂︵K

U
. 264

︶︒

カ
ン
ト
の
崇
高
論
に
お
い
て
︑
自
然
と
人
間
は
明
確
な
敵
対
・
緊
張

関
係
に
あ
る
︒
後
者
の
理
性
的
能
力
は
﹁
自
然
の
領
域
を
踏
み
越
え
て

い
く
﹂
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
︑
自
然
か
ら
の
自
由
可
能
性
に
関
わ
っ

て
い
る
︒
こ
の
場
合
︑
人
間
の
自
由
は
自
然
の
凌
駕
と
支
配
と
同
義
で

あ
り
︑
そ
の
自
覚
へ
の
美
的
契
機
と
し
て
︑
力
動
的
自
然
へ
の
誘
引
が

説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

第
二
章　

ア
ド
ル
ノ
の
自
然
崇
高
論

第
一
節　

市
民
精
神
の
反
映
と
し
て
の
崇
高

ア
ド
ル
ノ
は
カ
ン
ト
の
そ
れ
と
対
峙
す
る
形
で
︑
独
自
の
崇
高
論
を

練
り
上
げ
る
の
だ
が
︑
そ
の
批
判
は
苛
烈
か
つ
両
義
的
で
あ
る
︒
彼
は
︑

自
然
の
そ
れ
を
含
め
︑
美
的
な
も
の
は
全
て
歴
史
的
な
変
動
の
う
ち
に

あ
る
︑
と
い
う
基
本
的
態
度
を
と
り

13
︑
自
然
崇
高
も
そ
の
例
外
と
は

見
做
さ
な
い
︒
彼
は
﹃
美
学
理
論
﹄
の
﹁
自
然
美
﹂
章
に
て
︑﹁
直
接
性

と
慣
習
と
の
対
決
が
先
鋭
化
し
︑
美
的
経
験
の
地
平
が
カ
ン
ト
に
お
い

て
崇
高
と
呼
ば
れ
た
も
の
へ
と
拡
大
さ
れ
た
と
き
﹂︵V

II. 109

︶
と
︑
自

然
崇
高
の
発
見
と
礼
賛
に
は
︑
旧
体
制
に
対
す
る
市
民
階
級
の
勃
興
と

い
う
︑
歴
史
的
趨
勢
が
深
く
刻
印
さ
れ
て
い
る
と
判
断
す
る

14
︒
市
民

階
級
の
美
的
抵
抗
と
し
て
︑﹁
自
然
を
狂
暴
で
下
賤
な
も
の
と
し
て
タ

ブ
ー
視
す
る
︑
絶
対
主
義
的
な
形
式
主
義
に
対
す
る
批
判
﹂︵V

II. 292

︶

が
生
じ
︑
自
然
に
お
け
る
﹁
粗
野
さ
﹂
を
尊
ぼ
う
と
す
る
機
運
が
生
ま

れ
る
︒
当
時
の
市
民
階
級
の
若
き
詩
人
た
ち
は
﹁
カ
ン
ト
と
同
じ
よ
う

に
自
然
を
感
じ
取
っ
て
お
り
﹂︑
彼
か
ら
崇
高
と
い
う
概
念
を
得
た
と

き
︑
そ
れ
を
旧
体
制
が
封
じ
て
き
た
︑
本
来
の
あ
る
べ
き
美
的
感
覚
と

見
做
し
︑
そ
の
﹁
返
還
を
要
求
し
た
﹂︵V

II. 496

︶︒
他
方
︑
カ
ン
ト
の

力
動
的
自
然
の
描
写
も
︑﹁
若
き
ゲ
ー
テ
と
市
民
革
命
の
芸
術
と
接
近
し

て
﹂︵ebd.

︶
お
り

15
︑
そ
れ
は
彼
ら
が
共
有
し
て
い
た
﹁
主
観
の
解
放
︑

同
じ
く
精
神
な
る
も
の
の
自
覚
と
も
不
可
分
で
あ
っ
た
﹂︵V

II. 292

︶︒

こ
の
よ
う
に
ア
ド
ル
ノ
は
︑
カ
ン
ト
が
崇
高
概
念
を
自
然
に
の
み
に

該
当
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
を
︑﹁
彼
の
美
学
の
歴
史
的
限
界
﹂

20



︵V
II. 496

︶
と
し
つ
つ
︑
美
的
範
疇
と
し
て
の
歴
史
的
正
当
性
を
認
め
︑

そ
の
後
の
詩
人
た
ち
が
そ
れ
を
芸
術
に
も
導
入
し
た
こ
と
も
正
し
い
と

す
る
︒
し
か
し
な
が
ら
崇
高
は
︑
市
民
社
会
の
自
己
幻
滅
が
進
む
に
つ

れ
︑
も
は
や
真
理
性
を
持
つ
概
念
と
し
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な
っ

た
︒﹁
壮
麗
で
人
を
圧
倒
す
る
﹂
こ
の
範
疇
は
︑
あ
く
ま
で
﹁
歴
史
的
に

一
時
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
﹂︵V

II. 109

︶
の
で
あ
る
︒
そ
し
て

そ
の
中
で
も
︑
特
に
綻
び
を
見
せ
た
の
が
︑﹁
大
き
さ
﹂
と
い
う
契
機
で

あ
る
︒カ

ン
ト
が
い
ま
だ
に
感
嘆
し
た
り
道
徳
律
に
な
ぞ
ら
え
た
り
し
た

自
然
の
抽
象
的
大
き
さ
も
︑
市
民
的
誇
大
妄
想
︑
つ
ま
り
大
記
録

へ
の
愛
好
︑
質
よ
り
量
︑
は
て
は
市
民
的
英
雄
崇
拝
と
い
っ
た
も

の
の
反
映
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
見
透
か
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

︵V
II. 110

︶
16

こ
う
し
た
ハ
リ
ボ
テ
感
︑
そ
の
﹁
空
虚
さ
﹂︵V

II. 294

︶
は
特
に
芸

術
領
域
で
顕
著
に
な
り
︑
か
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
格
言
の
通
り
︑
壮
大
さ

や
高
揚
感
︑
情
熱
的
な
語
り
口
を
伴
う
作
品
は
︑﹁
要
求
と
そ
の
実
現
可

能
性
の
間
の
不
釣
り
合
い
を
通
し
て
︹︵
中
略
︶︺
滑
稽
な
印
象
を
与
え

る
﹂
よ
う
に
な
り
︑
鑑
賞
者
が
作
品
の
﹁
崇
高
さ
に
つ
い
て
言
及
す
れ

ば
︑
文
化
信
仰
的
な
戯
言
の
垂
れ
流
し
と
な
る
の
が
オ
チ
で
あ
る
﹂

︵V
II. 295

︶︒
こ
れ
は
結
局
︑
他
よ
り
も
歴
史
性
を
強
く
刻
印
し
て
い
る

﹁
崇
高
と
い
う
範
疇
そ
の
も
の
の
力
学
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
事
態

な
の
で
あ
る
﹂︵ebd.

︶︒

と
は
い
え
︑
ア
ド
ル
ノ
の
考
察
は
︑
あ
る
種
の
還
元
論
に
は
留
ま
ら

な
い
︒
つ
ま
り
美
的
範
疇
の
価
値
を
︑
時
代
精
神
の
変
化
や
そ
れ
と
の

︵
不
︶
合
致
で
説
明
し
て
事
足
れ
り
︑
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
彼
は
一
方

で
︑
そ
れ
自
体
の
没
落
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑︵
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
が
論
じ
た
よ

う
に

17
︶
崇
高
範
疇
に
包
含
さ
れ
て
い
た
他
の
契
機
︑
不
協
和
︑
否
定

性
︑
粗
野
さ
︑
と
い
っ
た
美
的
契
機
が
︑
近
・
現
代
芸
術
に
最
重
要
な

も
の
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
認
め
︑
そ
の
価
値
を
形
式

的
に
も
内
容
的
に
も
追
求
し
て
い
く
︒
カ
ン
ト
の
崇
高
論
は
そ
の
際
︑

古
典
的
な
美
の
狭
小
な
理
解
が
打
ち
破
ら
れ
て
い
く
精
神
の
記
録
と
し

て
︑
高
く
評
価
さ
れ
る

18
︒
し
か
し
他
方
︑
そ
う
し
た
貢
献
に
も
か
か

わ
ら
ず
︑
そ
の
理
論
は
︑
美
的
経
験
一
般
を
基
礎
づ
け
て
い
る
契
機

︱

即
ち
自
然
支
配
に
対
す
る
自
省

︱
を
否
定
す
る
も
の
だ
と
︑
強
い
批

判
を
加
え
る
の
で
あ
る
︒

第
二
節　
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
二
部
最
終
場
の
自
然
描
写

ア
ド
ル
ノ
は
自
ら
の
自
然
崇
高
論
を
論
じ
る
際
︑
ゲ
ー
テ
︑
特
に
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﹃
フ
ァ
ウ
ス
ト
﹄
か
ら
の
詩
句
を
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る

が
︑
こ
れ
は
彼
が
ゲ
ー
テ
の
﹁
自
然
観
照
の
偉
大
さG

roßheit

﹂︵X
I. 

133

︶
19
の
内
に
︑
カ
ン
ト
以
上
の
真
理
内
実
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
︒﹃
文
学
ノ
ー
ト
﹄
に
所
収
さ
れ
た
﹁﹃
フ
ァ
ウ
ス
ト
﹄
の

最
終
場
に
よ
せ
て
﹂
に
は
︑
同
作
品
の
末
尾
を
彩
る
自
然
描
写
に
関
す

る
︑
次
の
よ
う
な
考
察
が
あ
る
︒
そ
れ
ら
自
然
描
写
の
﹁
言
語
形
態
の

内
に
純
粋
に
現
前
化
し
た
壮
大
さG

roßheit

﹂
は
︑
作
者
自
身
の
﹁
若

き
抒
情
詩
﹂
の
そ
れ
を
思
わ
せ
る
︒
つ
ま
り
︑
市
民
革
命
の
精
神
が
回

帰
し
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
︒
そ
れ
で
い
な
が
ら
︑﹁
広
大
無
辺

な
も
の
へ
の
空
虚
な
熱
狂
へ
と
散
逸
す
る
﹂
こ
と
が
な
い
︒
ゲ
ー
テ
の

自
然
描
写
が
比
類
な
く
︑
抽
象
的
大
き
さ
へ
の
偏
愛
や
︑
市
民
的
な
誇

大
妄
想
の
類
に
陥
る
こ
と
が
な
い
の
は
︑
そ
れ
が
巨
大
な
対
象
に
対
す

る
﹁
無
媒
介
﹂
な
礼
賛
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
ア
ド
ル
ノ
曰
く
︑
こ

の
自
然
描
写
か
ら
読
み
手
が
受
け
取
る
べ
き
は
︑
巨
大
な
自
然
と
の
媒

介
関
係
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
人
間
が
﹁
あ
る
有
限
な
も

の
を
︑
己
を
拘
束
す
る
も
の
を
踏
み
越
え
る überschreiten

と
き
に
生

じ
る
感
情
﹂︵ebd.

︶
だ
と
い
う
︒
つ
ま
り
こ
こ
に
あ
る
の
は

︱
﹁
踏

み
越
え
る
﹂
と
い
う
表
現
が
示
す
よ
う
に

︱
カ
ン
ト
的
崇
高
感
情
の

基
本
図
式
で
あ
り
︑
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
︑﹁
壮
大
さ
が
偉
大
さ
に

よ
っ
て
凌
駕
さ
れ
る
﹂︵ebd.

︶
経
験
な
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
図
式
上
の
共
通
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ゲ
ー
テ
が
喚
起
す

る
崇
高
感
情
は
︑
道
徳
感
情
の
昂
り
︑
人
間
理
性
の
偉
大
さ
へ
の
確
信

と
い
っ
た
も
の
を
促
す
こ
と
は
な
い
︒
彼
の
詩
句
は
︑
そ
う
し
た
驕
慢

さ
と
は
無
縁
で
あ
り
︑
む
し
ろ
﹁
こ
れ
に
一
番
近
い
の
は
︑
野
外
に
出

た
際
に
︑
深
々
と
息
を
吐
く
と
き
の
︑
あ
の
感
情
か
も
し
れ
な
い
﹂

︵ebd.

︶︒
一
見
奇
妙
で
は
あ
る
が
︑
こ
の
詩
句
が
描
く
の
は
︑
何
ら
か

の
形
で
自
然
を
踏
み
越
え
て
い
く
経
験
で
あ
り
な
が
ら
︑
そ
こ
で
生
じ

る
感
情
に
お
い
て
︑
あ
た
か
も
自
然
の
中
に
安
ん
じ
て
入
っ
て
い
く
印

象
を
︑
読
者
に
与
え
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
解
放
と
回
帰
と
が
︑

凌
駕
と
恭
順
と
が
結
び
つ
き
︑
真
な
る
崇
高
感
情
が
掻
き
立
て
ら
れ
る

と
さ
れ
る
の
が
︑
同
場
の
﹁
瞑
想
す
る
教
父
﹂
の
以
下
の
詩
句
で
あ
る
︒

わ
た
し
の
足
も
と
で
︑
岩
の
断
崖
が
／
よ
り
深
い
奈
落
に
ど
っ
し

り
と
重
み
を
か
け
て
い
る
の
も
／

百
千
の
小
川
が
か
が
や
き
な
が
ら
流
れ
／
す
さ
ま
じ
い
滝
と
な
っ

て
と
ど
ろ
き
落
ち
る
の
も
／

樹
々
の
幹
が
や
み
が
た
い
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
／
ま
っ
し
ぐ
ら
に

空
を
さ
し
て
伸
び
る
の
も
／

万
物
を
造
り
︑
万
物
を
は
ぐ
く
む
／
全
能
の
愛
の
わ
ざ
な
の
だ
︒

︵
一
一
八
六
五
︱ 

一
一
八
七
二
行
︶
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こ
こ
で
は
壮
大
な
﹁
風
景
の
生
成
が
︑
比
喩
と
し
て
︑
静
態
の
う
ち
に

あ
る
﹂︵ebd.

︶︒
そ
こ
に
神
の
創
造
が
寓
意
さ
れ
︑
風
景
全
体
が
﹁
愛

へ
と
身
を
委
ね
て
い
る
﹂︵X

I. 134

︶︒
さ
ら
に
こ
の
愛
の
イ
メ
ー
ジ
が
︑

自
然
だ
け
で
な
く
︑
人
間
︵
=
フ
ァ
ウ
ス
ト
︶
を
も
包
み
込
む
と
き
︑

そ
の
者
の
救
済
が
約
束
さ
れ
る
と
い
う
︒

自
然
史
的
な
言
葉
が
愛
と
し
て
︑
儚
い
現
存
在
に
呼
び
か
け
ら
れ

る
と
︑
自
然
と
の
和
解
へ
の
展
望
が
開
け
て
く
る
︒
自
然
存
在
は
︑

自
ら
が
自
然
存
在
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
自
然

頽
落
状
態N

aturverfallenheit

を
脱
却
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒

︵ebd.

︶

こ
の
一
節
に
は
︑
ア
ド
ル
ノ
の
崇
高
論
を
理
解
す
る
た
め
の
︑
三
つ
の

要
点
が
凝
縮
し
た
形
で
記
さ
れ
て
い
る
︒
一
.
崇
高
感
情
が
示
す
の
は
︑

自
然
と
の
和
解
可
能
性
で
あ
る
︒
二
.
そ
の
た
め
に
自
然
存
在
︵
=
人

間
︶
に
必
要
な
の
は
︑
自
分
を
自
然
存
在
と
し
て
自
覚
す
る
よ
う
な
経

験
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
経
験
は
︑
い
わ
ゆ
る
崇
高
な
自
然
に
接
し
て

可
能
と
な
る
の
だ
が
︑
三
.
そ
の
と
き
に
﹁
踏
み
越
え
て
い
く
﹂
領
域

は
︑
自
身
が
陥
っ
た
頽
落
状
態
と
し
て
の
自
然
で
あ
る
︒
こ
の
三
点
は

い
ず
れ
も
︑
カ
ン
ト
が
示
し
た
そ
れ
と
著
し
い
対
照
を
な
し
て
い
る
の

が
分
か
る
︒
カ
ン
ト
の
理
解
に
従
え
ば
︑
一
.
崇
高
感
情
が
示
す
の
は
︑

卑
小
な
人
間
に
よ
る
自
然
の
凌
駕
で
あ
り
︑
二
.
そ
こ
で
自
覚
さ
れ
る

の
は
︑
自
ら
の
理
性
能
力
で
あ
る
︒
三
.
そ
の
際
に
踏
み
越
え
ら
れ
る

の
は
︑
理
性
的
能
力
と
は
無
縁
の
︑
外
的
・
内
的
な
自
然
で
あ
る
︒
そ

こ
で
次
節
で
は
︑
こ
の
三
つ
の
対
照
関
係
を
念
頭
に
︑
先
の
一
節
を
解

釈
す
る
形
で
︑
ア
ド
ル
ノ
の
崇
高
論
を
著
作
横
断
的
に
検
討
し
て
い
く

こ
と
に
す
る
︒

第
三
節　

自
然
と
の
和
解
と
自
然
の
巨
大
な
力

さ
て
︑﹁
自
然
頽
落
状
態
﹂
と
い
う
言
葉
︵
要
点
三
︶
だ
が
︑
こ
れ
は

Ｍ
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
の
共
著
で
あ
る
﹃
啓
蒙
の
弁
証
法
﹄
に
て
二

度

︱
い
ず
れ
も
重
要
な
箇
所
で

︱
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
全
体

的
な
文
脈
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
ま
ず
こ
の
哲
学
書
が
記
し
て
い
る

の
は
︑
自
然
に
翻
弄
さ
れ
続
け
て
き
た
人
間
が
︑
そ
の
呪
縛
圏
か
ら
身

を
引
き
剥
が
そ
う
と
歩
ん
だ
︑
苦
難
に
満
ち
た
歴
史
で
あ
る
︒
そ
し
て

こ
の
﹁
弁
証
法
﹂
と
は
︑
自
然
か
ら
の
解
放
を
目
指
し
︑
啓
蒙
を
通
じ

て
組
織
し
た
対
自
然
集
団
︵
=
社
会
︶
が
︑
諸
個
人
に
と
っ
て
の
巨
大

な
抑
圧
機
構
へ
と
変
貌
し
た
こ
と
を
指
す
︒
人
間
は
自
己
保
存
を
確
実

に
す
べ
く
︑
外
的
自
然
を
理
性
的
に
認
識
し
︑
そ
れ
を
操
作
・
支
配
す

る
思
考
法
を
獲
得
し
た
が
︑
そ
の
思
考
法
は
同
じ
目
的
の
た
め
に
︑
社
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会
と
そ
の
構
成
員
に
も
適
用
さ
れ
て
い
く
︒
操
作
と
支
配
の
対
象
と

な
っ
た
自
然
と
同
じ
く
︑
諸
個
人
も
﹁
計
算
可
能
性
と
有
用
性
の
尺
度
﹂

︵III. 22
︶
に
沿
っ
て
観
察
さ
れ
︑
常
に
社
会
の
維
持
と
強
化
に
と
っ
て

﹁
実
用
的
﹂︵III. 51
︶
で
あ
る
よ
う
厳
命
さ
れ
る
︒
人
間
の
内
的
自
然
は

一
層
抑
圧
さ
れ
︑
諸
個
人
は
個
と
し
て
の
価
値
を
奪
わ
れ
︑
啓
蒙
が
約

束
し
た
は
ず
の
解
放
や
自
由
の
理
念
は
悉
く
裏
切
ら
れ
て
い
く
︒﹁
あ
ら

ゆ
る
関
係
や
活
動
を
包
括
す
る
全
体
的
な
社
会
の
媒
介
を
通
じ
て
︑
人

間
は
再
び
︑
か
つ
て
自
己
の
原
理
や
社
会
の
発
展
法
則
が
背
を
向
け
た

当
の
も
の
に
︑
つ
ま
り
単
な
る
類
的
存
在
に
後
戻
り
さ
せ
ら
れ
る
︒
強

制
的
に
管
理
さ
れ
た
集
団
性
の
内
で
孤
立
さ
せ
ら
れ
︑
互
い
に
等
し
く

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
﹂︵III. 54

︶︒
今
や
こ
の
抑
圧
的
社
会
は
﹁
第
二

の
自
然
﹂
と
な
り
︑
か
つ
て
の
︵
第
一
の
︶
自
然
の
如
く
︑
諸
個
人
を

暴
力
的
に
拘
束
し
︑
無
力
化
し
て
い
る
︒
こ
の
呪
縛
圏
へ
の
再
転
落
︑

再
び
﹁
人
間
が
陥
っ
た
自
然
頽
落
状
態
は
︑
社
会
の
進
歩
と
不
可
分
な

の
で
あ
る
﹂︵III. 14

︶︒

こ
の
よ
う
に
︑
自
然
頽
落
状
態
の
原
因
が
啓
蒙
そ
れ
自
体
に
あ
る
の

な
ら
ば
︑
そ
れ
を
支
え
た
理
性
へ
の
反
省
は
︑
何
ら
か
の
形
で
行
わ
れ

る
べ
き
だ
ろ
う
︒
ま
た
本
来
の
目
的
と
手
段
が
転
倒
し
︑
今
や
﹁
外
的

自
然
と
内
的
自
然
へ
の
支
配
こ
そ
が
︑
絶
対
的
な
生
の
目
的
と
な
っ
て

い
る
﹂︵III. 49

︶
の
な
ら
ば
︑
自
然
支
配
と
い
う
根
本
姿
勢
も
ま
た
︑

問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
こ
で
二
人
の
著
者
は
︑
頽
落
状

態
か
ら
の
脱
出
戦
略
と
し
て
︑
啓
蒙
を
通
じ
て
強
化
さ
れ
た
︑
理
性
存

在
と
い
う
人
間
の
自
己
同
一
性
を
解
体
︑
あ
る
い
は
緩
和
す
る
こ
と
を

提
案
す
る
︒
そ
の
た
め
に
彼
ら
は
︑
人
間
の
自
然
存
在
と
し
て
の
側
面

を
︑
支
配
対
象
と
は
違
う
形
で
︑
再
び
認
識
さ
せ
よ
う
と
す
る
︒

自
然
頽
落
状
態
は
︑
そ
れ
抜
き
に
は
精
神
は
存
在
し
な
か
っ
た
と

は
い
え
︑
や
は
り
自
然
支
配
の
内
に
成
立
す
る
︒
精
神
が
己
を
支

配
と
し
て
認
識
し
︑
自
然
の
内
へ
と
回
帰
す
る
謙
虚
さ
を
持
つ
こ

と
で
︑
精
神
を
ま
さ
に
自
然
へ
と
隷
属
さ
せ
て
い
た
支
配
へ
の
要

求
が
︑
精
神
か
ら
消
え
去
っ
て
い
く
︒
た
と
え
人
間
が
︹︵
中
略
︶︺

進
歩
と
文
明
を
停
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
︑
少
な
く

と
も
自
分
達
が
必
然
性
に
対
し
て
築
き
上
げ
て
き
た
防
壁
の
数
々
︑

つ
ま
り
諸
制
度
や
︑
そ
の
矛
先
が
自
然
か
ら
社
会
そ
の
も
の
へ
と

と
っ
く
の
昔
に
向
け
ら
れ
て
き
た
支
配
実
践
を
︑
来
た
る
べ
き
自

由
の
保
証
人
と
し
て
見
誤
る
こ
と
は
も
う
な
い
だ
ろ
う
︒︵III. 57

︶

し
か
し
︑
な
ぜ
崇
高
な
自
然
と
対
峙
す
る
経
験
が
︑
自
然
存
在
と
し
て

の
自
覚
に
繋
が
る
の
だ
ろ
う
か
︵
要
点
二
︶︒
と
い
う
の
も
力
動
的
自
然

な
ら
︑
そ
れ
は
明
確
な
暴
力
性
を
帯
び
て
お
り
︑
既
に
見
た
通
り
︑
そ
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れ
に
立
ち
向
か
う
こ
と
が
︑
理
性
を
進
展
・
強
化
さ
せ
て
き
た
か
ら
で

あ
る
︒﹃
啓
蒙
の
弁
証
法
﹄
の
別
箇
所
で
は
︑
自
然
の
暴
力
を
前
に
発
す

る
恐
怖
の
声
で
す
ら
︑
そ
の
ま
ま
そ
の
対
象
の
名
前
と
な
り
︑
そ
れ
は

認
識
上
の
最
古
の
支
配
装
置
で
あ
る
概
念
へ
と
結
び
つ
い
て
く
と
考
察

さ
れ
て
い
る
︵vgl. III. 31

︶︒
人
間
と
自
然
の
関
係
は
﹁
そ
の
下
に
従

属
す
る
か
︑
そ
れ
と
も
自
ら
の
下
に
従
属
さ
せ
る
か
︑
そ
の
間
で
選
択

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
﹂︵III. 49

︶
の
で
あ
り
︑
こ
の
二
者
択
一

性
に
お
い
て
は
︑
む
し
ろ
カ
ン
ト
の
崇
高
論
に
お
け
る
︑
両
者
の
緊
張

し
た
対
立
・
敵
対
関
係
の
方
が
︑
適
切
な
把
握
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
︒

し
か
し
二
人
の
著
者
は
︑
そ
の
二
者
択
一
の
︑
歴
史
的
進
展
の
方
に
着

目
す
る
︒
二
人
か
ら
み
れ
ば
︑
カ
ン
ト
は
太
古
の
関
係
を
そ
の
ま
ま
近

代
に
持
ち
込
ん
で
い
る
嫌
い
が
あ
る
︒
今
や
人
間
は
自
然
に
接
し
て
︑

自
己
保
存
の
闘
争
以
外
の
経
験
を
得
る
こ
と
が
で
き
︑
美
的
感
情
を
自

然
に
対
し
て
覚
え
る
こ
と
自
体
︑
自
然
支
配
が
高
度
に
進
ん
だ
歴
史
段

階
を
指
し
示
し
て
い
る

21
︒
そ
れ
は
︑
カ
ン
ト
自
身
が
自
己
保
存
の
成

功
の
﹁
悦
ば
し
さ
﹂
と
︑
崇
高
感
情
に
お
け
る
快
を
区
別
し
て
い
る
こ

と
に
も
表
れ
て
い
る
︒
人
間
は
今
で
も
﹁
太
古
に
お
い
て
自
分
が
閉
じ

込
め
ら
れ
て
い
た
網
の
目
を
振
り
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
﹂
の
は
事
実

で
あ
る
が
︑﹁
か
つ
て
自
分
を
自
然
か
ら
解
放
し
た
︑
あ
れ
か
こ
れ
か
の

論
理
︹︵
中
略
︶︺
を
︑
和
解
さ
れ
ず
自
己
自
身
か
ら
疎
外
さ
れ
た
本
性

と
し
て
︑
明
確
に
再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂︵III. 56

︶
の
も
事
実

な
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
同
書
の
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
解
釈
が
示
す
よ

う
に
︑
人
間
︵
=
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
︶
が
自
然
を
支
配
し
︑
そ
の
神
話

的
呪
縛
圏
を
抜
け
出
し
た
と
き
︑
そ
の
自
然
︵
=
セ
イ
レ
ー
ン
︶
の
声

が
美
し
く
聴
こ
え
た
︒
美
的
経
験
一
般
を
基
礎
付
け
て
い
る
の
は
︑
支

配
を
通
じ
て
自
ら
が
疎
外
し
た
﹁
自
然
へ
の
想
起
﹂︵III. 58

︶で
あ
り
︑
そ

れ
を
引
き
起
こ
す
対
象
が
︑
二
人
に
と
っ
て
の
美
的
対
象
な
の
で
あ
る
︒

そ
れ
ゆ
え
ア
ド
ル
ノ
は
自
然
崇
高
も
︑
あ
く
ま
で
こ
の
﹁
自
然
の
想

起
﹂
の
場
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
︵
要
点
一
︶︒
そ
の
際
︑
彼
の
美
学

に
お
け
る
崇
高
経
験
の
特
殊
性
が
論
点
に
な
る
だ
ろ
う
︒
例
え
ば
Ｅ
・

ハ
マ
ー
は
︑
ア
ド
ル
ノ
に
は
﹁
美
と
崇
高
の
古
典
的
区
別
を
弱
め
る
傾

向
が
あ
る
﹂

22
こ
と
を
指
摘
し
︑
自
然
の
想
起
の
も
と
︑﹁
自
然
美
と
崇

高
が
同
義
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
﹂

23
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
こ
で
ハ
マ
ー

の
疑
念
に
直
接
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
が
︑
崇
高
経
験
で
は
他
の
美

的
経
験
に
は
な
い
仕
方
で
自
然
の
想
起
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
︑
と
い

う
問
い
に
は
答
え
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
︒
私
見
に
よ
れ
ば
︑
そ
れ
は 

一
般
的
な
芸
術
作
品
︑
或
い
は
﹁
美
し
い
﹂
自
然
対
象
に
は
な
く
︑
崇

高
な
自
然
︑
と
り
わ
け
力
学
的
自
然
に
特
有
で
あ
る
︑
か
の
巨
大
な
暴

力
性
そ
の
も
の
に
あ
る
︒

ア
ド
ル
ノ
が
理
解
す
る
自
然
崇
高
の
真
理
内
実
は
︑﹃
美
学
理
論
﹄
の

25
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次
の
一
節
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

精
神
は
︑
カ
ン
ト
が
そ
う
し
た
か
っ
た
よ
う
に
︑
自
然
を
前
に
し

て
自
ら
の
優
位
性
に
気
づ
く
が
︑
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
自
ら
の
自

然
性
に
気
づ
く
︒
崇
高
な
も
の
を
前
に
し
て
︑
主
体
を
泣
く
こ
と

へ
と
突
き
動
か
す
の
は
︑
こ
の
瞬
間
な
の
で
あ
る
︒﹁
涙
が
あ
ふ
れ

る
︒
大
地
は
お
れ
を
取
り
戻
し
た
の
だ
﹂︒
こ
う
し
た
状
態
の
な
か

で
自
我
は
精
神
的
に
︑
自
分
自
身
の
囚
わ
れ
か
ら
抜
け
出
す
の
で

あ
る
︒
自
由
の
幾
許
か
が
輝
き
出
す
︒
哲
学
は
罪
深
い
誤
謬
に

よ
っ
て
︑
自
由
を
そ
れ
と
は
反
対
の
も
の
に
︑
即
ち
主
体
の
独
裁

に
認
め
て
き
た
︒
主
体
が
自
然
に
与
え
た
呪
縛
が
︑
主
体
自
身
を

取
り
囲
ん
で
い
た
︒
自
由
は
自
ら
の
自
然
と
の
類
似
性
を
意
識
す

る
こ
と
で
︑
動
き
出
す
の
だ
︒︵V

II. 410

︶
24

ま
ず
︑﹁
自
ら
の
自
然
性
に
気
づ
く
﹂
と
い
う
箇
所
だ
が
︑
ハ
マ
ー
は
こ

の
自
然
性
を
︑﹁
叡
智
的
な
主
体
が
実
の
と
こ
ろ
壊
れ
や
す
く
︑
死
す
べ

き
も
の
で
あ
る
﹂

25
こ
と
だ
と
理
解
し
て
い
る
︒
自
然
の
暴
力
性
は
︑
人

間
に
自
ら
が
自
然
存
在
で
あ
る
こ
と
︑
つ
ま
り
肉
体
的
な
卑
小
さ
を
思

い
起
こ
さ
せ
る
︒
カ
ン
ト
は
︑
そ
れ
を
通
じ
て
意
識
さ
れ
る
︑﹁
叡
智
的

な
主
体
﹂
の
方
に
力
点
を
置
く
が
︑
ア
ド
ル
ノ
は
自
然
崇
高
の
本
質
は
︑

あ
く
ま
で
弱
さ
の
自
覚
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒

次
に
︑
な
ぜ
そ
れ
が
﹁
自
分
自
身
の
囚
わ
れ
﹂︑
つ
ま
り
理
性
存
在
と

し
て
の
自
己
同
一
性
︑﹁
主
体
の
独
裁
﹂
を
解
体
す
る
経
験
に
な
る
の

か
︒
ア
ド
ル
ノ
は
別
箇
所
で
︑
カ
ン
ト
の
示
し
た
反
発
と
誘
引
と
の
間

で
の
﹁
動
揺
﹂
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑﹁
崇
高
感
情
と
は
︑
自
然
と
自
由
と

の
間
で
︑
己
が
震
え
る
も
のin sich Erzitterndes

で
あ
る
﹂︵V

II. 410

︶

と
規
定
し
て
い
る
︒
そ
し
て
﹁
震
撼Erschütterung

﹂
と
い
う
美
的
反

応
を
分
析
す
る
節
で
は
︑
そ
の
内
実
を
︑
あ
る
対
象
に
接
し
︑
観
る
も

の
が
﹁
ほ
ん
の
数
瞬
で
あ
る
が
︑
自
分
が
自
己
保
存
を
捨
て
さ
る
可
能

性
に
気
づ
く
﹂︵V

II. 364

︶
こ
と
に
求
め
て
い
る
︒
だ
が
確
認
し
た
通

り
︑
暴
力
的
自
然
を
前
に
し
た
人
間
が
示
す
反
応
は
︑
む
し
ろ
自
己
保

存
へ
の
衝
動
と
︑
そ
れ
を
な
す
た
め
の
理
性
能
力
の
駆
使
で
あ
る
︒
こ

の
矛
盾
を
解
く
鍵
は
︑
先
に
説
明
し
た
歴
史
的
段
階
に
加
え
︑
カ
ン
ト

も
つ
け
た
重
要
な
留
保
︑
そ
の
身
を
﹁
安
全
な
状
態
に
置
く
こ
と
が
で

き
れ
ば
﹂
と
い
う
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
こ
の
留
保

に
よ
り
自
然
の
巨
大
な
暴
力
が
和
ら
げ
ら
れ
︑
あ
る
種
の
安
全
を
約
束

3

3

3

3

3

し
た
暴
力

3

3

3

3

と
し
て
働
く
︒
こ
の
暴
力
は
︑
あ
る
種
の
仮
象
化
さ
れ
た
暴

力
と
し
て
︑
観
る
者
の
自
己
保
存
を
保
障
し
つ
つ
︑
そ
れ
を
仮
象
的
に

破
壊
す
る
︒
自
己
保
存
と
い
う
目
的
が
瞬
時
失
わ
れ
︑
主
体
が
そ
の
た

め
に
築
き
上
げ
た
理
性
存
在
と
し
て
の
自
己
同
一
性
が

︱
や
は
り
仮

26



象
的
か
つ
瞬
間
的
に

︱
解
体
さ
れ
る
︒
そ
う
し
て
理
性
的
﹁
自
我
は

こ
の
震
撼
の
瞬
間
に
お
い
て
︑
現
実
に
破
壊
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
﹂

︵ebd.
︶
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
こ
の
自
我
は
実
は
最
終
的
な
も
の
で
は

な
く
︑
そ
れ
こ
そ
仮
象
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
識
﹂︵V

II. 

364 f

︶
が
︑
観
る
者
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
︒﹃
否
定
弁
証
法
﹄
の
有
名

な
比
喩
に
即
せ
ば
︑﹁
デ
ィ
ノ
ザ
ウ
ル
ス
や
犀
の
よ
う
な
動
物
た
ち
の
鎧

の
よ
う
な
外
皮
﹂︑﹁
身
を
守
る
︑
生
ま
れ
持
っ
た
牢
獄
で
あ
り
︑
脱
ご

う
と
思
っ
て
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
︹︵
中
略
︶︺
主
観
的
契
機
﹂

︵V
I. 182

︶
が
︑
巨
大
な
自
然
の
乱
暴
な
︑
た
だ
し
安
全
を
約
束
し
た
︑

手
つ
き
に
よ
っ
て
強
引
に
脱
が
さ
れ
る
の
だ
︒
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
︑

自
己
保
存
と
自
然
支
配
に
固
執
す
る
以
外
の
自
我
の
あ
り
方
が
開
け
︑

﹁
第
二
の
自
然
﹂
か
ら
の
自
由
可
能
性
も
動
き
出
す

26
︒
そ
の
と
き
自
然

は
︑
単
な
る
暴
力
と
は
全
く
違
う
も
の
に
見
え
て
く
る
︒﹁
高
い
山
は
︑

圧
迫
す
る
こ
と
な
く
︑
自
分
達
を
束
縛
し
押
し
込
め
る
も
の
か
ら
︑
解

放
さ
れ
た
空
間
の
形
象
と
し
て
︑
ま
た
こ
う
し
た
解
放
さ
れ
た
空
間
に

関
わ
り
あ
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
︑
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
形
象

と
し
て
語
り
か
け
て
く
る
﹂︵V

II. 296

︶
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
ア
ド
ル
ノ
の
意
図
は
︑
カ
ン
ト
の
崇
高
理
解
を
真
逆
に

反
転
さ
せ
る
こ
と
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
偉
大
な
理
性
能
力
の

確
信
を
︑
自
己
撞
着
と
驕
慢
さ
に
満
ち
た
誤
謬
と
し
て
解
体
し
︑
自
然

へ
の
想
起
が
な
さ
れ
る
契
機
と
し
て
︑
自
然
の
﹁
大
き
さ
﹂
を
理
解
し

直
す
の
で
あ
る
︒﹁
精
神
的
で
︑
自
然
を
征
服
す
る
も
の
と
し
て
の
人
間

の
偉
大
さ
が
︑
崇
高
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
現
在
で
は
︑
崇

高
を
知
る
と
は
︑
人
間
が
自
ら
を
自
然
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
な
の
だ
﹂

︵V
II. 296

︶︒
彼
に
と
っ
て
︑
美
的
経
験
一
般
が
理
性
存
在
と
い
う
自
己

同
一
性
の
解
体
の
経
験
で
あ
り
︑
失
わ
れ
た
自
然
性
へ
の
反
省
で
あ
る

以
上
︑
当
の
理
性
に
肩
入
れ
し
︑﹁
自
分
が
疑
い
よ
う
も
な
く
支
配
と
共

犯
関
係
に
あ
る
こ
と
を
臆
せ
ず
に
肯
定
し
続
け
た
﹂︵ebd.

︶
カ
ン
ト
の

崇
高
論
は
︑
徹
底
批
判
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
カ
ン
ト

は
﹁
主
体
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
美
に
接
す
る
と
︑
自
ら
を
無
力

な
も
の
と
し
て
自
覚
す
る
が
︑
そ
れ
で
い
て
そ
の
無
力
さ
を
乗
り
越
え
︑

他
な
る
も
の
へ
と
至
る
﹂
と
い
う
最
重
要
の
こ
と
を
理
解
し
な
が
ら
︑

﹁
こ
う
し
た
無
力
さ
の
反
対
と
し
て
︑
積
極
的
に
無
限
な
る
も
の
を
論
述

し
︑
ま
た
も
や
そ
れ
を
叡
智
的
主
体
へ
と
置
き
換
え
て
し
ま
っ
た
﹂

︵V
II. 396

︶︒
だ
か
ら
私
た
ち
は
︑
自
然
崇
高
の
経
験
だ
け
で
な
く
︑
そ

れ
を
遺
産
と
し
て
引
き
継
ぐ
﹁
芸
術
も
︑
こ
の
共
犯
関
係
を
恥
じ
ね
ば

な
ら
な
い
︒
崇
高
の
理
念
が
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
永
続
的
な
も
の
を

反
転
さ
せ
︑
逆
の
も
の
へ
と
転
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
﹂︵V

II. 296

︶

と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

と
は
い
え
本
稿
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
ア
ド
ル
ノ
は
自
ら
の
崇

27
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高
論
を
︑
徹
頭
徹
尾
カ
ン
ト
と
の
格
闘
に
よ
っ
て
確
立
し
よ
う
と
し
た
︒

裏
を
返
せ
ば
そ
れ
は
︑
彼
が
カ
ン
ト
に
幾
つ
も
の
真
理
成
分
を
認
め
︑

そ
れ
に
依
拠
し
た
こ
と
の
証
明
で
あ
る

27
︒
ま
た
︑
な
ぜ
彼
が
マ
ッ
タ
ー

ホ
ル
ン
な
ど
の
高
山
を
愛
好
し
︑
足
繁
く
訪
れ
︑
自
ら
を
﹁
山
人
間
﹂

と
称
し
て
い
た
か
も
理
解
で
き
る
︒
彼
の
芸
術
上
の
巨
大
様
式
に
対
す

る
侮
蔑
と
巨
大
な
自
然
対
象
に
対
す
る
愛
好
は
︑
そ
の
崇
高
論
に
照
ら

せ
ば
︑
何
ら
矛
盾
は
な
い
︒
た
だ
し
彼
の
自
然
崇
高
論
の
核
心
は
︑
カ

ン
ト
と
の
取
り
組
み
以
前
に
︑
自
身
の
自
然
経
験
に
お
い
て
直
感
的
に

形
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒﹁
自
然
は
人
間
を
崇
高
な
も
の
へ
と

高
め
る
﹂︵X

X
. 732

︶
と
い
う
一
文
が
含
ま
れ
た
大
学
入
学
資
格
試
験

の
論
文
の
結
び
近
く
に
は
こ
う
あ
る
︒﹁︹
ゲ
ー
テ
︑
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
︑

シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
︑
ア
イ
ヒ
ェ
ン
ド
ル
フ
な
ど
︑︺
彼
ら
は
み
な
︑
自
然
を

愛
し
た
︒
こ
れ
ら
の
人
々
は
皆
︑
自
分
を
見
つ
け
る
た
め
に
自
我
を
忘

れ
︑
魂
を
見
出
し
た
︒
彼
ら
は
自
ら
の
故
郷
へ
と
︑
高
く
引
き
上
げ
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
﹂︵X

X
. 733

︶28
︒
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︑
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﹃
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M
ain, 1993 -

か
ら
行
う
︒
前
者
の
場
合
は
巻
数
︵
ロ
ー
マ
数
字
︶
と
頁
数
︵
ア
ラ

ビ
ア
数
字
︶
を
示
し
︑
後
者
の
場
合
はN

aS

と
略
記
し
︑
そ
の
後
に
部
数
と
巻
数

︵
ロ
ー
マ
数
字
＋
ア
ラ
ビ
ア
数
字
︶
を
記
す
︒
引
用
内
で
の
本
稿
執
筆
者
に
よ
る

補
足
は
原
語
併
記
を
除
き
全
て
︹　

︺
で
括
り
挿
入
す
る
︒

2 

こ
れ
以
外
に
彼
が
根
拠
と
す
る
箇
所
は
︑﹁
精
密
に
理
解
す
る
な
ら
︑
形
式
美
の
崩

壊
後
︑
近
・
現
代
の
時
代
全
体
を
通
し
て
︑
伝
統
的
な
美
美
学
的
理
念
と
し
て
残

さ
れ
た
も
の
は
︑
た
だ
一
つ
崇
高
の
理
念
の
み
で
あ
っ
た
﹂︵V

II. 293

︶︒﹁
カ
ン
ト

が
自
然
に
付
与
し
て
い
た
崇
高
な
も
の
は
︑
彼
以
降
︑
芸
術
そ
の
も
の
の
歴
史
的

な
構
成
要
素
に
な
っ
た
﹂︵ebd.

︶
で
あ
る
︒W

olfgang W
elsch, Adornos Ä

sthetik: 

Eine im
plizite Ä

sthetik des Erhabenen ︵1989

︶, in ders., Ä
sthetisches D

enken, 

Reclam
, Stuttgart, 2017 , S.133 .

3 A
lbrecht W

ellm
er, Adorno, die M

oderne und das Erhabene

︵1991

︶, in ders., 
Endspiele: D

ie unversöhnliche M
oderne: Essay und Vorträge, Suhrkam

p, 

Frankfurt am
 M

ain, 1993 , S.178 -203 .; 

上
野
仁
﹃
ア
ド
ル
ノ
の
芸
術
哲
学
﹄
晃

洋
書
房
︑
二
〇
一
七
年
︒
特
に
同
書
第
二
章
﹁﹃
崇
高
﹄
と
両
義
性

︱
ア
ド
ル

ノ 

カ
ン
ト
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク

︱
﹂
五
七
︱
八
六
頁
︒

4 
西
村
誠
﹁
ア
ド
ル
ノ
と
崇
高

︱
カ
ン
ト
と
対
照
し
つ
つ
﹂︑
藤
野
寛
︑
同
氏
編

﹃
ア
ド
ル
ノ
美
学
解
読

︱
崇
高
概
念
か
ら
現
代
音
楽
・
ア
ー
ト
ま
で
﹄
所
収
︑

花
伝
社
︑
二
〇
一
九
年
︑
二
一
八
︱
二
四
六
頁
︒

5 

例
え
ば
次
の
見
解
︒﹁
崇
高
の
遺
産
は
︑
仮
借
な
き
否
定
性
で
あ
る
︒
か
つ
て
崇

28



高
の
仮
象
が
予
告
し
て
い
た
も
の
は
︑
い
ま
や
剥
き
出
し
で
︑
仮
象
な
き
も
の
と

し
て
存
在
し
て
い
る
﹂︵V

II. 296

︶︒

6 

例
え
ば
Ｇ
・
マ
ー
ラ
ー
の
交
響
曲
第
八
番
に
対
す
る
辛
辣
な
評
価
︑X

III. 283

を

参
照
せ
よ
︒

7 

ア
ド
ル
ノ
の
自
然
へ
の
愛
着
︑
と
り
わ
け
高
山
へ
の
強
い
愛
着
に
つ
い
て
は
︑

Lorenz Jäger, Adorno. Eine politische Biographie, D
eutsche Verlag-A

nstalt, 

M
ünchen, 2003 , S.293 -298 .

を
参
照
せ
よ
︒

8 

以
下
︑﹃
判
断
力
批
判
﹄
か
ら
の
引
用
はIm

m
anuel K

ant, Kritik der U
rteilkraft, 

Felix M
einer Verlag, H

am
burg, 2009 .

か
ら
行
う
が
︑
表
記
に
あ
た
っ
て
は
︑KU

と
略
記
の
後
︑
掲
書
欄
外
記
載
の
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
第
五
巻
の
対
応
頁
を
記

す
︒
ま
た
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
熊
野
訳
︵
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
﹃
判
断
力
批

判
﹄︑
熊
野
純
彦
訳
︑
作
品
社
︑
二
〇
一
五
年
︶
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
︒

9 

本
稿
註
16
を
参
照
せ
よ
︒

10 

﹁
こ
こ
で
一
般
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
︒︹︵
中
略
︶︺

判
断
力
の
超
越
論
的
感
性
論
に
あ
っ
て
は
ひ
と
え
に
純
粋
な
直
感
的
判
断
が
問
わ

れ
ね
ば
な
ら
な
ら
ず
︑
従
っ
て
実
例
と
し
て
と
ら
れ
て
い
る
︑
自
然
に
お
け
る
美

し
い
対
象
や
崇
高
な
対
象
は
︑
何
ら
か
の
目
的
に
関
係
す
る
概
念
を
前
提
と
す
る

も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹂︵K

U
. 269

︶

11 

牧
野
英
二
﹃
崇
高
の
哲
学 

情
感
豊
か
な
理
性
の
構
築
に
向
け
て
﹄
法
政
大
学
出

版
局
︑
二
〇
〇
七
年
︑
一
七
六
︱
一
七
七
頁
︒

12 

﹁︹
崇
高
な
も
の
に
関
し
て
︺
感
性
に
は
抵
抗
す
る
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
に
対
し
て
実

践
理
性
の
目
的
に
は
適
う
よ
う
な
主
観
的
な
根
拠
に
関
係
し
て
い
る
︒
そ
れ
で
も

両
者
は
同
じ
主
観
の
う
ち
で
統
合
さ
れ
て
お
り
︑
道
徳
的
感
情
と
の
関
係
に
あ
っ

て
は
合
目
的
で
あ
る
︒
美
し
い
も
の
は
︑
あ
る
も
の
を
︑
つ
ま
り
自
然
す
ら
関
心

を
伴
わ
ず
に
愛
す
る
よ
う
に
︑
崇
高
な
も
の
は
︑
あ
る
も
の
を
︑
自
分
の
︵
感
性

的
な
︶
関
心
に
抗
し
て
す
ら
高
く
評
価
す
る
べ
く
︑
わ
た
し
た
ち
を
仕
向
け
る
の

で
あ
る
﹂︵K

U
. 267

︶

13 

﹁
自
然
美
の
概
念
は
そ
れ
自
体
︑
歴
史
的
に
激
し
く
変
化
す
る
﹂︵V

II. 101

︶︒V
II. 

102 . 107 . 111 . 112

も
参
照
せ
よ
︒

14 

以
下
︑
市
民
精
神
の
反
映
と
し
て
の
崇
高
理
解
に
関
し
て
は
︑
西
村
︑
前
掲
書

︵
註
4
︶︑
二
二
一
頁
も
参
照
せ
よ
︒

15 

﹁
皆
さ
ん
の
う
ち
の
︑
文
学
史
を
専
攻
し
て
い
る
方
の
た
め
に
申
し
上
げ
れ
ば
︑

こ
こ
︹︵K

U
. 261

︶︺
で
目
に
付
く
の
は
︑
カ
ン
ト
の
言
語
は
通
常
︑
啓
蒙
主
義

の
言
語
次
元
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
れ
ら
の
文
章
は
疾

風
怒
濤
の
運
動
に
接
触
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
で
す
︒﹂︵N

aS.

IV-3 . S.51

︶

16 

カ
ン
ト
が
そ
の
崇
高
論
に
お
い
て
︑
道
徳
感
情
並
び
に
実
践
理
性
と
結
び
付
け
た

論
述
を
行
な
っ
て
い
る
の
は
︑
力
学
的
崇
高
に
お
い
て
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
示
さ

れ
て
い
る
﹁
自
然
の
抽
象
的
大
き
さ
﹂
は
︑
理
論
理
性
に
関
わ
る
数
学
的
崇
高
に

関
わ
る
契
機
で
あ
る
︒
こ
の
箇
所
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑
ア
ド
ル
ノ
の
論
述
に

お
い
て
は
︑
両
者
は
し
ば
し
ば
混
同
︑
或
い
は
殆
ど
区
別
を
さ
れ
て
い
な
い
︒

17 W
elsch, op. cit., ︵note 2

︶ S.144 -149 .

18 

﹁︹
崇
高
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
で
︺
カ
ン
ト
は
無
意
識
の
内
に
次
の
事
実
を
表
現

し
ま
し
た
︒
彼
以
降
︑
今
で
も
経
験
可
能
な
唯
一
の
美
的
経
験
は
︑
事
実
そ
れ
自

身
弁
証
法
的
で
あ
る
こ
と
︑
つ
ま
り
︑
そ
う
し
た
美
的
経
験
は
︑
彼
の
芸
術
美
学

が
定
式
化
し
た
よ
う
な
︑
感
覚
的
適
意
に
関
す
る
調
和
的
な
経
験
に
収
ま
ら
ず
︑

対
立
す
る
も
の

︱
つ
ま
り
︑
よ
り
強
い
も
の
と
よ
り
弱
い
も
の

︱
の
緊
張

関
係
︑
一
致
︑
そ
の
中
で
の
一
時
停
止
︑
と
本
来
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
︑
と
い

29
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う
こ
と
で
す
︒
そ
し
て
そ
れ
以
降
︑
芸
術
が
美
し
く
あ
り
続
け
︑
ま
た
何
ら
か
の

幸
福
を
与
え
る
た
め
に
︑
必
然
的
か
つ
不
可
欠
な
こ
と
と
し
て
︑
不
協
和
的
に
も

な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
︑
あ
ら
ゆ
る
近
・
現
代
芸
術
が
広
い
意
味
で

兼
ね
備
え
て
い
る
こ
の
根
本
的
に
不
協
和
的
な
性
格
は
︑
事
実
こ
の
弁
証
法
の
表

現
な
の
で
す
︒
カ
ン
ト
は
こ
の
弁
証
法
に
︑
彼
の
同
世
代
の
芸
術
に
は
ま
だ
そ
れ

が
完
全
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
︑
自
然
美
に
お
い
て
遭
遇
し
た
わ
け
で
す

が
︑
こ
の
弁
証
法
は
︑
既
に
そ
の
と
き
も
自
然
美
の
領
域
を
越
え
出
て
お
り
︑
そ

の
唯
一
の
担
い
手
で
あ
る
芸
術
美
の
領
域
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
す
︒﹂︵N

aS.

IV-3 . S.54

︶

19 

本
稿
で
はG

roßheit

を
︑
文
脈
上
︑
個
人
な
い
し
人
間
一
般
の
能
力
の
卓
越
さ
を

指
す
場
合
は
﹁
偉
大
さ
﹂︑
自
然
の
量
的
・
力
動
的
な
大
き
さ
を
指
す
場
合
は
﹁
壮

大
さ
﹂
と
訳
し
分
け
る
︒

20 

邦
訳
は
手
塚
訳
に
従
う
︒
Ｊ
・
Ｗ
・
ゲ
ー
テ
﹃
フ
ァ
ウ
ス
ト 

悲
劇
的
第
二
部
﹄︑

手
塚
富
雄
訳
︑
中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
一
九
年
︑
五
九
三
頁
︒

21 

﹁
自
然
が
人
間
を
圧
倒
し
て
い
る
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
は
︑
自
然
美
は
存
在
の

余
地
が
な
い
︒
農
業
は
現
象
す
る
自
然
を
直
に
行
動
対
象
と
し
て
い
る
が
︑
そ
れ

を
生
業
と
し
て
い
る
人
達
は
風
景
に
対
す
る
感
情
を
殆
ど
持
た
な
い
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
︒
自
然
美
は
非
歴
史
的
と
言
わ
れ
て
い
る
が
︑
歴
史
的
な
核
を

も
っ
て
い
る
の
だ
︒
こ
れ
が
自
然
美
を
打
ち
立
て
も
す
れ
ば
︑
そ
の
概
念
を
相
対

化
し
も
す
る
︒﹂︵V

II. 102

︶

22 Espen H
am

m
er, Adorno’s M

odernism
: Art, Experience, and Catastrophe, 

C
am

bridge U
niversity Press, C

am
bridge, 2015 , p.41 .

23 H
am

m
er, op. cit., ︵note 22

︶ p.66 .

24 

引
用
内
の
ゲ
ー
テ
の
詩
句
は
︑﹃
フ
ァ
ウ
ス
ト
﹄
七
八
四
行
︑
邦
訳
は
手
塚
訳

︵
Ｊ
・
Ｗ
・
ゲ
ー
テ
﹃
フ
ァ
ウ
ス
ト 

悲
劇
的
第
一
部
﹄︑
手
塚
富
雄
訳
︑
中
央
公

論
新
社
︑
二
〇
一
九
年
︑
七
〇
頁
︶
に
従
う
︒
ま
た
︑
以
下
の
箇
所
で
も
同
様
の

見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
︒﹁
崇
高
な
自
然
を
前
に
し
た
自
省
は
︑
自
然
と
の
和
解

を
若
干
と
は
い
え
︑
先
取
り
す
る
も
の
に
な
る
︒
も
は
や
精
神
に
抑
圧
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
自
然
は
︑
野
生
と
主
観
的
独
裁
と
い
う
下
劣
な
連
関
か
ら
解
放
さ
れ

る
︒
こ
う
し
た
解
放
は
自
然
の
回
帰
で
あ
る
が
︑
単
な
る
現
存
在
の
対
極
像
で
あ

る
こ
う
し
た
回
帰
こ
そ
が
︑
崇
高
な
の
で
あ
る
︒﹂︵V

II. 293

︶

25 H
am

m
er, op. cit., ︵note 22

︶ p.68 .

26 

崇
高
な
自
然
を
前
に
し
た
自
己
保
存
の
破
棄
︑
と
い
う
こ
の
契
機
は
︑
実
の
と
こ

ろ
や
は
り
カ
ン
ト
由
来
で
あ
る
︒
彼
に
よ
れ
ば
︑
力
動
的
自
然
を
前
に
﹁
自
分
の

使
命
に
固
有
な
崇
高
さ
﹂
を
自
覚
す
る
こ
と
は
︑
同
時
に
﹁
私
た
ち
が
気
遣
う
も

の
︵
財
産
︑
健
康
︑
生
命
︶
を
小
な
る
も
の
と
み
な
す
﹂︵K

U
. 262

︶
と
い
う
付

随
反
応
を
起
こ
す
︒
い
わ
ば
本
稿
本
文
で
確
認
し
た
︑
理
性
に
よ
る
﹁
道
徳
的
自

己
保
存
﹂
の
優
越
性
が
︑﹁
物
理
的
自
己
保
存
﹂
を
下
に
み
る
態
度
を
形
成
す
る

わ
け
だ
が
︑
ア
ド
ル
ノ
の
理
論
に
お
い
て
理
性
は
原
則
一
つ
の
﹁
自
己
保
存
﹂
に

結
び
つ
い
て
お
り
︑
そ
れ
ゆ
え
︑
物
理
的
な
自
己
保
存
の
仮
象
的
解
体
が
︑
理
性

存
在
と
し
て
の
自
己
解
体
に
も
通
じ
る
の
で
あ
る
︒

27 

他
に
も
ア
ド
ル
ノ
は
︑﹃
美
学
理
論
﹄
で
の
十
全
な
展
開
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も

の
の
︑
一
九
五
八
︱
五
九
年
の
講
義
で
︑
カ
ン
ト
の
崇
高
論
を
プ
ラ
ト
ン
の
想
起

説
に
接
続
し
よ
う
と
も
し
て
い
る
︒︵vgl. N

aS.IV-3 . S.163 -165

︶

28 Jäger, op. cit., ︵note 7

︶ S.296 -298 .

も
参
照
せ
よ
︒

30


