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カ
ン
ト
の
崇
高
論

　
　

―
Ｈ
・
ベ
ー
メ
の
解
釈
の
検
討
―

相　
　

原　
　
　
　
　

博

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
Ｈ
・
ベ
ー
メ
の
解
釈
の
検
討
を
と
お
し
て
、
カ
ン
ト
の

崇
高
論
を
再
考
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
の
崇
高
論
は
、
過
去
二
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
熱
狂
的
に

論
じ
ら
れ
て
き
た
。
代
表
的
な
論
者
を
挙
げ
れ
ば
、
Ｊ-

Ｆ
・
リ
オ

タ
ー
ル
は
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
を
解
釈
し
つ
つ
、
描
出
不
可
能
な
も

の
を
描
出
し
よ
う
と
す
る
現
代
芸
術
の
活
動
を
解
明
し
た
。
こ
の
よ

う
に
カ
ン
ト
の
崇
高
論
は
、
崇
高
を
論
じ
る
者
が
今
な
お
参
照
す
べ

き
主
要
な
源
泉
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
崇
高
論

が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
知
的
現
象
と
な
っ
た
二
十
一
世
紀
の
今
日
で
も
、

依
然
と
し
て
変
わ
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
カ
ン
ト

の
崇
高
論
が
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
崇
高
論
に
お
け
る
自
然
の
存
在
は
看
過
さ
れ
て
き
た
。
カ

ン
ト
自
身
が
、「
自
然
の
対
象
を
崇
高
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ

は
正
し
く
表
現
し
て
い
な
い
」（V

, 245

）と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

カ
ン
ト
の
崇
高
論
は
、「
自
然
な
き
美
学
（naturlose Ä

sthetik

）（
1
（

」

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ

の
崇
高
論
は
、「
自
然
美
学
（die Ä

sthetik der N
atur

）」
の
観

点
か
ら
批
判
的
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
ド
イ
ツ
の
文
化
史
家
・
哲
学

者
で
あ
る
Ｈ
・
ベ
ー
メ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
は
、
自
然
支

配
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、こ
の
崇
高
論
は
、「
想
像
作
用
（Im

aginären

）」
を
と
お
し
て
、

支
配
さ
れ
て
い
な
い
自
然
が
引
き
起
こ
す
「
不
安
」
を
克
服
す
る
試

み
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
ベ
ー
メ
の
解
釈
は
ど
こ
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ま
で
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ベ
ー
メ
の
批
判
的
解

釈
の
検
討
を
と
お
し
て
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
の
再
考
を
試
み
る
。
こ

の
よ
う
に
課
題
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
が
、「
自

然
美
学
」の
観
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
評
価
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
次
の
よ
う
な
順
序
で
議
論
を
展
開
す
る
。
は
じ
め
に
、

ベ
ー
メ
に
よ
る
崇
高
論
の
批
判
的
解
釈
を
提
示
す
る
。
次
に
、
崇
高

の
美
学
の
精
神
史
的
観
点
か
ら
、
ベ
ー
メ
の
解
釈
を
検
討
す
る
。
そ

し
て
、『
判
断
力
批
判
』
の
内
在
的
観
点
か
ら
、
ベ
ー
メ
の
解
釈
を

検
討
す
る
。
さ
ら
に
、
崇
高
の
感
情
と
道
徳
的
感
情
と
の
差
異
を
解

明
し
て
、
ベ
ー
メ
の
解
釈
に
反
論
す
る
。
こ
う
し
て
本
稿
は
、
カ
ン

ト
の
崇
高
論
が
自
然
支
配
の
試
み
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
、
そ
れ
と
は
別
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

一　

Ｈ
・
ベ
ー
メ
に
よ
る
崇
高
論
の
批
判
的
解
釈

　

Ｈ
・
ベ
ー
メ
は
、
一
九
八
九
年
の
論
文
の
な
か
で
、
批
判
哲
学
か

ら
ロ
マ
ン
主
義
に
至
る
崇
高
論
の
展
開
を
追
跡
し
て
、
崇
高
概
念
の

新
た
な
意
義
を
解
明
し
た（

2
（

。
こ
の
新
た
な
意
義
と
は
、「
自
己
の
限

界
づ
け
」
と
「
他
者
の
承
認
」
の
意
味
で
、
崇
高
が
理
解
さ
れ
る
べ

き
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
は
、
美
学
の

領
域
に
お
け
る
自
然
支
配
の
試
み
と
し
て
批
判
的
に
解
釈
さ
れ
た
。

ベ
ー
メ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
は
、
近
代
の
自
然
支
配
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

崇
高
論
は
、「
想
像
作
用
」
を
と
お
し
て
、
支
配
さ
れ
て
い
な
い
自

然
が
引
き
起
こ
す
「
不
安
」
を
克
服
す
る
試
み
に
他
な
ら
な
い
。
こ

の
解
釈
は
、
筆
者
か
ら
見
れ
ば
、
次
の
三
点
に
整
理
す
る
こ
と
が
で

き
る（

3
（

。

　

第
一
に
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
崇
高
は
、
経
験
的
主
観
が
崩
壊
す
る

経
験
で
あ
る
と
と
も
に
、
理
性
的
主
観
と
し
て
自
己
を
意
識
す
る
経

験
で
も
あ
る
。
崇
高
は
、
生
命
力
の
阻
止
と
流
出
と
い
う
感
情
の
運

動
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
運
動
の
根
拠
は
、
き
わ
め
て
粗
野
で
も

っ
と
も
無
規
則
な
無
秩
序
と
荒
廃
の
う
ち
で
自
然
を
示
す
、
客
観
の

無
形
式
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
の
た
め
崇
高
は
、「
大
き
な
感
情
的
不

一
致
の
経
験
」で
あ
り「
危
険
の
経
験
」で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、

混
沌
と
し
て
知
覚
さ
れ
た
自
然
が
主
観
の
秩
序
構
造
を
侵
し
、
こ
の

構
造
を
崩
壊
さ
せ
る
よ
う
な
経
験
で
あ
る
。
だ
が
、
感
性
的
な
知
覚

能
力
を
超
え
出
る
混
沌
は
、
意
識
作
用
に
よ
っ
て
距
離
を
置
か
れ
、

「
否
定
的
な
刺
激
」
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
感
性

的
自
我
の
脆
弱
さ
の
経
験
は
、
理
性
的
主
観
と
し
て
自
己
を
意
識
す

る
過
程
の
動
因
と
な
る
。

　

第
二
に
、
カ
ン
ト
は
、「
自
然
美
学
」
の
一
部
と
し
て
崇
高
論
を

理
解
す
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
特
別
な
仕
方
を
と
お
し
て

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
そ
の
も
の
が
崇
高
と
見
な
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
主
観
に
お
け
る
結
果
が
崇
高
と
見
な
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
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で
あ
る
。
こ
の
結
果
は
、
自
然
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
、
自
我
が

自
分
自
身
の
英
知
性
を
意
識
す
る
結
果
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

崇
高
の
伝
統
的
な
諸
形
式
は
も
は
や
重
要
で
は
な
い
。「
聖
な
る
も

の
（das H

eilige

）」
や
「
神
の
威
厳
（die M

ajestät Gottes

）」
は
、

崇
高
の
「
模
範
」
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
一
八
世
紀
末
に
お

い
て
、「
過
去
の
超
人
間
的
な
諸
力
（die alten superhum

anen 
M

ächte

）」
が
、
も
は
や
「
不
安
」
の
対
象
と
し
て
反
省
さ
れ
る
こ

と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
「
超
人
間
的
な
諸
力
」
は
、
そ

の
お
か
げ
で
人
間
が
現
存
で
き
る
審
級
と
し
て
、
も
は
や
崇
拝
さ
れ

る
必
要
が
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
自
然
は
崇
高
の
「
模
範
」
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
自
然
は
、
近
代
以
前
に
は
崇
高
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
自
然
は
恐
ろ
し
く
嫌
悪
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
十
八
世
紀
に
お
い
て
、崇
高
は
美
的
討
議
の
中
心
と
な
り
、

美
と
は
異
な
る
自
然
の
側
面
を
主
題
化
す
る
。
と
い
う
の
も
、
崇
高

の
う
ち
で
、
未
だ
支
配
さ
れ
な
い
ま
ま
の
自
然
の
領
域
が
論
じ
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
実
例
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
美
し

い
自
然
は
支
配
さ
れ
た
自
然
で
あ
り
、
崇
高
な
自
然
は
支
配
さ
れ
て

い
な
い
自
然
で
あ
る
。
だ
が
、支
配
さ
れ
て
い
な
い
自
然
は
「
不
安
」

を
呼
び
起
こ
す
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
自
然
に
対
し
て
、「
人
間
の

主
権
（die hum

ane Souveränität

）」
が
屈
服
す
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
は
、
想
像
の

作
用
を
と
お
し
て
、
自
然
が
引
き
起
こ
す
「
不
安
」
を
克
服
す
る
試

み
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ベ
ー
メ
の
批
判
的
解
釈
は
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
の

精
神
史
的
な
動
機
を
解
明
し
て
、
こ
の
動
機
が
自
然
支
配
と
い
う
近

代
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
基
づ
く
こ
と
を
告
発
す
る
。
筆
者
の
見
解
で

は
、
こ
の
批
判
的
解
釈
は
、
お
よ
そ
二
つ
の
解
釈
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
る
。
第
一
に
、
自
然
が
引
き
起
こ
す
「
不
安
」
の
克
服
が
、

崇
高
論
の
隠
さ
れ
た
動
機
で
あ
る
。
十
八
世
紀
に
お
い
て
、
崇
高
な

自
然
は
支
配
さ
れ
ざ
る
自
然
で
あ
る
。だ
が
こ
の
自
然
に
直
面
し
て
、

人
間
は
「
不
安
」
を
感
じ
る
。
そ
の
た
め
カ
ン
ト
は
、こ
の
「
不
安
」

を
克
服
す
る
べ
く
崇
高
論
を
形
成
し
た
の
で
あ
る（

4
（

。
第
二
に
、
こ
の

「
不
安
」
は
、
自
然
で
は
な
く
理
性
的
主
観
を
崇
高
と
見
な
す
こ
と

で
克
服
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、
自
然
で
は
な
く
主
観
に
お
け
る
結
果

を
崇
高
と
見
な
す
。
崇
高
な
自
然
に
直
面
し
て
、
経
験
的
主
観
は
崩

壊
す
る
。
だ
が
こ
の
崩
壊
の
経
験
が
、
理
性
的
主
観
と
し
て
の
崇
高

な
自
己
を
意
識
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
か
ら
主
観
へ
の
崇
高

論
の
転
回
、
つ
ま
り
崇
高
の
「
主
観
化
」
が
、
理
性
に
よ
る
自
然
支

配
を
正
当
化
す
る
の
で
あ
る（

5
（

。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
解
釈
は
ど
こ

ま
で
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
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二　

崇
高
と
自
然
支
配

　

上
述
の
よ
う
に
、
ベ
ー
メ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
自
然
が
引
き
起
こ

す
「
不
安
」
の
克
服
が
、
崇
高
論
の
隠
さ
れ
た
動
機
で
あ
る
。
こ
の

解
釈
に
か
ん
し
て
、
ベ
ー
メ
は
、
Ｃ
・
ベ
ー
ゲ
マ
ン
の
精
神
史
的
研

究
に
依
拠
し
て
い
る
。
ベ
ー
ゲ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
十
八
世
紀
に
お
け

る
自
然
経
験
の
変
化
に
か
ん
し
て
、
自
然
支
配
の
進
展
こ
そ
が
、
外

的
自
然
に
対
し
て
崇
高
の
感
情
を
抱
く
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
自
然

は
、
そ
れ
が
人
間
に
敵
対
せ
ず
、
恐
怖
を
引
き
起
こ
さ
な
い
場
合
に

の
み
享
受
可
能
で
あ
る
。
こ
の
ベ
ー
ゲ
マ
ン
の
研
究
の
要
点
は
、
筆

者
か
ら
見
れ
ば
、
次
の
四
点
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る（

（
（

。

　

第
一
に
、
十
八
世
紀
以
前
に
お
い
て
、
外
的
自
然
は
恐
怖
を
呼
び

覚
ま
す
と
と
も
に
美
的
性
質
を
欠
く
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
て
い

た
。
だ
が
十
八
世
紀
に
な
る
と
、
外
的
自
然
は
ま
っ
た
く
別
の
仕
方

で
経
験
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
自
然
は
、
恐
怖
を
与
え

る
と
い
う
理
由
か
ら
避
け
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
こ
の
自
然
が
、
幅
広

い
日
常
文
化
的
な
関
心
と
新
た
な
価
値
評
価
を
得
た
の
で
あ
る
。
ま

た
崇
高
概
念
を
外
的
自
然
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
十
八
世
紀
の
革
新

的
な
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
適
用
は
、
自
然
経
験
の
変
化
に
基
づ
く

だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
崇
高
概
念
の
完
全
な
「
再
構
造
化
」
に
基
づ

い
て
い
る
。

　

第
二
に
、
こ
の
「
再
構
造
化
」
に
つ
い
て
、
崇
高
概
念
の
「
脱
修

辞
学
化
（Entrhetorisierung

）」
と
、「
心
理
学
化
」
な
い
し
「
主

観
化
」
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
十
八
世
紀
に
な
る
と
、
崇
高

概
念
は
も
は
や
修
辞
学
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
把
握
さ
れ
な
く
な

っ
た
。
む
し
ろ
崇
高
概
念
は
、
実
在
の
対
象
へ
と
拡
張
的
に
適
用
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
崇
高
概
念
は
、
対
象
の
み
な
ら
ず
、
対
象

に
よ
っ
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
感
情
に
も
関
係
づ
け
ら
れ
た
。

　

第
三
に
、
十
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
新
た
な
自
然
経
験
は
、
そ
の

条
件
や
機
能
に
か
ん
し
て
歴
史
的
お
よ
び
社
会
的
に
媒
介
さ
れ
て

い
る
。
自
然
を
訪
れ
る
こ
と
は
、
文
明
と
し
て
形
成
さ
れ
た
生
活

条
件
か
ら
の
「
脱
出
」
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、「
近
代

の
文
明
化
の
過
程
」
こ
そ
が
、
新
た
な
自
然
経
験
の
要
求
と
こ
の

要
求
を
実
現
す
る
可
能
性
の
原
因
で
あ
る
。
こ
の
文
明
化
の
過
程

は
、
個
人
と
そ
の
内
的
自
然
お
よ
び
外
的
自
然
を
分
裂
さ
せ
る
。
こ

う
し
て
文
明
化
の
過
程
は
、
増
大
す
る
不
満
と
、
失
わ
れ
た
自
然
と

の
出
会
い
を
求
め
る
「
補
償
的
な
必
要
（das kom

pensatorische 
Bedürfnis

）」
を
呼
び
起
こ
し
た
。

　

第
四
に
、
近
代
の
自
然
科
学
は
、
個
人
と
自
然
と
の
分
裂
の
「
根

拠
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
兆
候
」
で
も
あ
る
。
だ
が
自
然
科
学
は
、

自
然
現
象
に
対
す
る
新
た
な
関
心
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
も
寄
与
す

る
。
も
っ
と
も
、「
自
然
に
対
す
る
支
配
」
こ
そ
が
、
自
然
と
の
分

裂
を
可
能
に
す
る
と
と
も
に
、
自
然
の
享
受
の
「
必
要
不
可
欠
な
条
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件
」
で
あ
る
。
自
然
は
、
人
間
に
敵
対
し
な
い
場
合
に
の
み
、
ま
た

人
間
が
恐
怖
と
と
も
に
応
答
し
な
い
場
合
に
の
み
享
受
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
支
配
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
含
む
近
代

の
文
明
化
に
よ
っ
て
、
自
然
を
崇
高
と
見
な
す
経
験
が
可
能
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ベ
ー
ゲ
マ
ン
説
は
、
近
代
に
お
け
る
自
然
支
配
の
進

展
か
ら
、
自
然
を
崇
高
と
見
な
す
新
た
な
経
験
の
成
立
を
説
明
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
十
八
世
紀
に
お
い
て
、
恐
怖
を
呼
び
覚
ま
す
自

然
が
崇
高
の
対
象
と
な
る
。
こ
う
し
た
自
然
の
美
学
化
は
、
自
然
経

験
の
変
化
だ
け
で
な
く
、「
脱
修
辞
学
化
」
と
「
主
観
化
」
と
い
う

崇
高
概
念
の
再
構
造
化
に
基
づ
い
て
い
る
。
だ
が
こ
の
美
学
化
は
ま

た
、
近
代
の
文
明
化
に
よ
っ
て
歴
史
的
お
よ
び
社
会
的
に
媒
介
さ
れ

て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
自
然
を
崇
高
と
見
な
す
経
験
は
、
近
代
の

文
明
化
に
含
ま
れ
る
自
然
支
配
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

さ
て
ベ
ー
メ
は
、
こ
の
ベ
ー
ゲ
マ
ン
の
研
究
に
依
拠
し
て
、
崇
高

論
の
批
判
的
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
。だ
が
ベ
ー
ゲ
マ
ン
の
研
究
は
、

ベ
ー
メ
の
解
釈
の
根
拠
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
か
。結
論
か
ら
言
え
ば
、

こ
の
研
究
は
、ベ
ー
メ
の
解
釈
の
根
拠
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

ベ
ー
ゲ
マ
ン
は
、
自
然
を
崇
高
と
見
な
す
新
た
な
自
然
経
験
に
か
ん

し
て
、
そ
の
成
立
条
件
を
精
神
史
的
に
解
明
し
た
。
そ
う
し
て
ベ
ー

ゲ
マ
ン
は
、
こ
の
条
件
が
近
代
の
文
明
化
、
と
り
わ
け
自
然
支
配
の

進
展
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ベ
ー
メ
は
、

こ
の
自
然
経
験
の
理
論
的
反
省
で
あ
る
カ
ン
ト
の
崇
高
論
が
、
想
像

の
作
用
を
と
お
し
て
自
然
が
引
き
起
こ
す
「
不
安
」
を
克
服
す
る
試

み
で
あ
る
と
批
判
的
に
解
釈
し
た
。
こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
ベ
ー

ゲ
マ
ン
に
と
っ
て
、
自
然
支
配
は
十
八
世
紀
に
お
け
る
新
た
な
自
然

経
験
の
「
前
提
」
で
あ
る
。
だ
が
ベ
ー
メ
に
と
っ
て
、
自
然
支
配
は

カ
ン
ト
が
崇
高
論
を
形
成
し
た
「
動
機
」
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
ベ
ー
メ
の
批
判
的
解
釈
が
ベ
ー
ゲ
マ
ン
の
研
究
か
ら
帰
結
す

る
こ
と
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
自
然
が
引
き
起
こ
す
「
不
安
」
を
克

服
す
る
た
め
に
、
崇
高
論
を
形
成
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
節
で
は
、
ベ
ー
メ
の
も
う
一
つ
の
解
釈
を
検
討
す
る
。

三　

力
学
的
崇
高
と
は
何
か

　

さ
て
、ベ
ー
メ
の
解
釈
に
し
た
が
え
ば
、自
然
が
引
き
起
こ
す
「
不

安
」
は
、
自
然
で
は
な
く
理
性
的
主
観
を
崇
高
と
見
な
す
こ
と
で
克

服
さ
れ
る
。
崇
高
な
自
然
に
直
面
し
て
、経
験
的
主
観
は
崩
壊
す
る
。

だ
が
こ
の
崩
壊
の
経
験
が
、
理
性
的
主
観
と
し
て
の
崇
高
な
自
己
を

意
識
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、自
然
か
ら
主
観
へ
の
崇
高
論
の
転
回
、

つ
ま
り
崇
高
の
「
主
観
化
」
が
、
理
性
に
よ
る
自
然
支
配
を
正
当
化

す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
う
し
た
解
釈
は
、『
判
断
力
批
判
』
の
内

在
的
観
点
か
ら
見
て
ど
こ
ま
で
妥
当
で
あ
ろ
う
か（

（
（

。
カ
ン
ト
は
、
力
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と
し
て
の
自
然
の
観
点
か
ら
、
力
学
的
崇
高
を
説
明
し
て
い
る
。
こ

の
カ
ン
ト
の
説
明
は
、
筆
者
の
見
解
で
は
、
次
の
四
つ
の
論
点
に
整

理
可
能
で
あ
る
（V

gl. V
, 2（0ff.

）。

　

第
一
に
、「
力
（M

acht

）」
と
は
、
大
き
な
障
害
に
卓
越
す
る
能

力
で
あ
る
。
こ
の
力
は
、
力
を
も
つ
も
の
の
抵
抗
に
す
ら
卓
越
す
る

な
ら
ば
、「
威
力
（Gew

alt

）」
と
呼
ば
れ
る
。
と
こ
ろ
で
自
然
は
、

人
間
に
対
し
て
威
力
を
も
た
な
い
力
と
見
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
力
学

的
に
崇
高
で
あ
る
。
ま
た
力
学
的
に
崇
高
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
べ

き
な
ら
ば
、
自
然
は
「
恐
怖
を
引
き
起
こ
す
も
の
」
と
し
て
も
表
象

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
力
が
抵
抗
の
大
き
さ
に

よ
っ
て
の
み
判
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
が
抵
抗
し
よ
う
と
す

る
も
の
は
禍
悪
で
あ
り
、人
間
が
そ
れ
に
抵
抗
で
き
な
い
と
知
れ
ば
、

そ
れ
は
恐
怖
の
対
象
で
あ
る
。
そ
の
た
め
自
然
は
、「
恐
怖
の
対
象
」

と
見
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
の
み
力
と
見
な
さ
れ
、
力
学
的
に
崇
高
で
あ

る
と
判
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
に
、
人
間
は
、
自
然
を
前
に
し
て
恐
怖
す
る
こ
と
な
く
、「
恐

る
べ
き
も
の（furchtbar

）」と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。す
な
わ
ち
、

自
然
に
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
思
い
浮
か
べ
る
が
、
す
べ
て
の

抵
抗
が
無
駄
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
し
た
仕
方
で
自
然
は
判

定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
自
然
に
対
し
て
「
現
実
に
恐
怖
を

抱
く
こ
と
」
は
、
崇
高
の
判
断
を
不
可
能
に
す
る
。
恐
怖
を
抱
く
人

間
は
、
こ
の
自
然
を
み
る
こ
と
を
避
け
て
し
ま
う
。
ま
た
自
然
に
対

す
る
戦
慄
の
う
ち
に
、
満
足
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
。「
不
安
」

が
止
む
こ
と
か
ら
は
快
適
さ
が
生
じ
、
た
し
か
に
こ
の
快
適
さ
は
喜

び
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
喜
び
は
、
自
然
の
危
険
か
ら
の
解
放
に
よ

っ
て
生
じ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
喜
び
は
、
自
分
の
身

を
同
じ
危
険
に
曝
さ
な
い
と
い
う
決
意
を
と
も
な
っ
て
い
る
。

　

第
三
に
、
恐
る
べ
き
自
然
の
眺
め
は
崇
高
で
あ
る
。
自
然
の
う
ち

に
は
、
急
峻
な
張
り
出
し
た
岩
石
、
電
光
と
雷
鳴
と
と
も
に
大
空
に

湧
き
上
が
る
雷
雲
、
破
壊
的
な
威
力
の
か
ぎ
り
を
尽
く
す
火
山
、
惨

憺
た
る
荒
廃
を
残
す
暴
風
、
怒
涛
逆
巻
く
大
洋
、
水
流
の
高
い
大
瀑

布
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
自
然
の
力
と
比
較
す
れ
ば
、
人
間
の
抵

抗
の
能
力
は
ま
っ
た
く
虚
し
い
。
し
か
し
人
間
が
安
全
な
場
に
い
る

な
ら
ば
、
自
然
の
眺
め
は
「
恐
る
べ
き
も
の
」
と
見
な
す
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
眺
め
は
、
恐
る
べ
き
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
ま
す

ま
す
人
間
の
心
を
引
き
つ
け
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
、
自
然
は
崇
高

と
呼
ば
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
自
然
が
、
人
間
の
う
ち
に
あ
る

ま
っ
た
く
別
の
種
類
の
「
抵
抗
の
能
力
」
を
発
見
さ
せ
、
自
然
の
全

威
力
に
匹
敵
し
う
る
と
い
う
勇
気
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

第
四
に
、
自
然
の
力
の
抵
抗
し
が
た
さ
は
、
自
然
存
在
者
と
し
て

の
人
間
に
対
し
て
「
自
然
的
な
無
力
（physische O

hnm
acht

）」

を
認
識
さ
せ
る
。
し
か
し
、
こ
の
抵
抗
し
が
た
さ
は
同
時
に
、
自
然

の
力
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
し
て
人
間
を
判
定
す
る
能
力
と
、
自
然

に
優
る
人
間
の
「
卓
越
性
」
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
自
然
的
な
自
己
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の
保
存
は
、
外
的
自
然
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
危
険
に
曝
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
だ
が
自
然
的
な
自
己
と
は
異
な
る
自
己
の
保
存
が
、
こ
の

卓
越
性
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る（

（
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
は
、
た
し

か
に
外
的
自
然
の
威
力
に
屈
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
人

間
に
か
ん
し
て
、「
人
格
の
う
ち
な
る
人
間
性
」
は
貶
め
ら
れ
る
こ

と
が
決
し
て
な
い
。
こ
う
し
て
自
然
は
、
美
感
的
判
断
の
う
ち
で
、

恐
怖
を
引
き
起
こ
す
か
ぎ
り
崇
高
と
判
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
む

し
ろ
自
然
は
、
人
間
の
卓
越
性
を
呼
び
起
こ
す
と
い
う
理
由
か
ら
、

崇
高
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
力
学
的
崇
高
の
説
明
を
前
提
す
れ
ば
、
意
外
か
も
し
れ
な

い
が
、ベ
ー
メ
の
解
釈
は
た
し
か
に
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
も
自
然
は
、
自
然
の
力
に
依
存
し
な
い
も
の
と
し
て
人
間

を
判
定
す
る
能
力
と
人
間
の
卓
越
性
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
を
理
由
と

し
て
、
崇
高
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
自
然
が
崇
高
と
呼
ば
れ
る
の

は
、
自
然
が
こ
れ
ら
の
能
力
や
卓
越
性
を
感
じ
さ
せ
る
事
例
で
あ
る

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
崇
高
の
根
拠
は
、
自
然
の
力
の
抵
抗
し
が
た

さ
で
は
な
く
、
人
間
の
独
立
性
を
判
定
す
る
能
力
と
人
間
の
卓
越
性

に
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
崇
高
の
「
主
観
化
」
を
意
味
す
る
。
こ
の

よ
う
に
、
自
然
で
は
な
く
人
間
に
崇
高
の
根
拠
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
然
の
崇
高
さ
が
人
間
の
抵
抗
の
能
力
に
回
収
さ
れ
て

い
る
と
解
釈
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
解
釈
の
実
例
と
し
て
、
Ｊ
・
ク
ー
レ
ン
カ
ン
プ
フ
の
解

釈
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る（

9
（

。
ク
ー
レ
ン
カ
ン
プ
フ
に
よ
れ
ば
、
カ

ン
ト
は
自
然
の
崇
高
さ
を
非
本
来
的
と
見
な
す
が
、
こ
の
自
然
に

直
面
し
て
感
じ
ら
れ
る
「
不
安
に
満
ち
た
快
（A

ngstlust

）」
を

適
切
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
自
然
で
は
な

く
理
性
的
主
観
を
崇
高
と
見
な
す
こ
と
に
は
、
現
象
の
「
無
力
化

（Entschärfung

）」
と
崇
高
な
自
然
の
「
あ
る
種
の
懐
柔
（eine 

A
rt D

om
estizierung

）」
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
「
無
力
化
」
と

「
懐
柔
」
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
自
然
の
威
力
は
、
現
実
に
そ
れ
に
曝
さ
れ
た
な
ら
ば
、
人
間

を
滅
ぼ
す
こ
と
が
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
人
間
は
、
道
徳

的
人
格
と
し
て
の
「
独
立
性
（U

nbetroffenheit

）」
と
「
不
滅
性

（U
nzerstörbarkeit

）」
へ
と
後
退
す
る
こ
と
で
、
こ
の
威
力
か
ら

即
座
に
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
筆
者
か
ら
見
れ

ば
、
こ
う
し
た
崇
高
な
自
然
の
「
無
力
化
」
や
「
懐
柔
」
は
、
自
然

の
崇
高
さ
を
理
性
的
主
観
の
う
ち
に
回
収
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
ベ
ー
メ
の
解
釈
は
正
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

四　

崇
高
の
感
情
と
道
徳
的
感
情

　

上
述
の
よ
う
に
、
力
学
的
崇
高
に
か
ん
す
る
カ
ン
ト
の
説
明
は
、

理
性
に
よ
る
自
然
支
配
を
正
当
化
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
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筆
者
の
見
解
で
は
、
こ
う
し
た
解
釈
は
誤
り
で
あ
る
。
崇
高
の
根
拠

を
理
性
的
主
観
の
う
ち
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
崇
高
な
自
然
を
理

性
的
主
観
の
う
ち
に
回
収
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
崇
高
の
感
情
の
解
明
を
と
お
し
て
説
明
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
ず
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
崇
高
の
感
情
は
道
徳
的
感
情
と

密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
関
連
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
（V

gl. V
, 2（5

）。

　

す
な
わ
ち
、
崇
高
の
感
情
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、「
諸
理
念

に
対
す
る
心
の
感
受
性
」
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
自
然
が

こ
れ
ら
の
理
念
に
不
適
合
で
あ
る
局
面
に
こ
そ
、
感
性
に
対
し
て
威

嚇
的
な
も
の
が
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
威
嚇
的
な
も
の
が
同

時
に
魅
力
的
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
威
嚇
的

な
も
の
が
、
理
性
が
感
性
に
ふ
る
う
威
力
で
あ
り
、「
実
践
理
性
」

の
領
域
に
適
合
す
る
よ
う
感
性
を
拡
張
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ

の
威
嚇
的
な
も
の
が
、
感
性
に
対
し
て
深
淵
で
あ
る
無
限
を
感
性
に

望
見
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
人
倫
的
諸
理
念
」
が
発

達
し
て
い
な
け
れ
ば
、崇
高
は
た
だ
威
嚇
的
に
見
え
る
に
す
ぎ
な
い
。

と
い
う
の
も
、
崇
高
の
判
断
は
、「
実
践
的
諸
理
念
に
対
す
る
感
情

の
素
質
」、つ
ま
り
「
道
徳
的
感
情
の
素
質
」
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
崇
高
の
判
断
の
根
底
に
は
道
徳
的
感
情
の
素
質
が

存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
崇
高
の
感
情
と
道
徳
的
感
情
と
の
結
び

つ
き
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
は
、
崇
高
の
感
情
が
道

徳
的
感
情
と
同
一
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
感
情
の
差
異

に
か
ん
し
て
、
Ｐ
・
Ｍ
・
マ
シ
ュ
ー
ズ
の
解
釈
は
示
唆
的
で
あ
る
。

マ
シ
ュ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
崇
高
の
感
情
は
、
道
徳
的
判
断
の
主
観
的

状
態
と
類
似
し
た
主
観
的
状
態
に
基
づ
い
て
い
る
。
だ
が
こ
の
状
態

は
、
道
徳
的
判
断
の
場
合
と
は
異
な
り
、
理
性
に
よ
る
意
志
規
定
に

よ
っ
て
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
こ
の
状
態
に
は
、
理
性
に
よ

る
意
志
規
定
よ
り
も
広
い
含
意
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
崇

高
の
感
情
は
、
道
徳
的
行
為
か
ら
生
じ
る
道
徳
的
感
情
で
は
な
い
。

こ
の
マ
シ
ュ
ー
ズ
の
解
釈
は
、
筆
者
か
ら
見
れ
ば
、
次
の
四
点
に
整

理
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る（

（1
（

。

　

第
一
に
、
趣
味
判
断
は
認
識
一
般
に
対
し
て
合
目
的
的
で
あ
り
、

崇
高
の
判
断
は
実
践
理
性
に
対
し
て
合
目
的
的
で
あ
る
。
趣
味
判
断

に
か
ん
し
て
、
反
省
の
状
態
は
認
識
に
対
し
て
合
目
的
的
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
こ
の
反
省
の
状
態
が
構
想
力
と
悟
性
を
調
和
さ
せ
、

認
識
一
般
を
促
進
す
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
崇
高
の
判
断
に

も
当
て
は
ま
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
崇
高
の
判
断
に
お
け
る
反
省
の

状
態
は
、
構
想
力
と
理
性
が
主
観
の
道
徳
性
に
適
合
し
た
状
態
で
あ

る
。

　

第
二
に
、『
実
践
理
性
批
判
』
の
な
か
で
カ
ン
ト
は
、
善
意
志
が

理
性
に
の
み
基
づ
い
て
行
為
す
る
意
志
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
こ
の
意
志
の
無
条
件
の
原
理
と
は
、理
性
の
道
徳
法
則
で
あ
る
。

こ
の
道
徳
法
則
に
し
た
が
う
か
ぎ
り
、
感
性
的
欲
求
は
意
志
の
規
定
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根
拠
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
理
性
は
道
徳
法
則

を
と
お
し
て
二
つ
の
仕
方
で
感
性
を
支
配
す
る
。
一
方
で
理
性
は
、

道
徳
法
則
と
衝
突
す
る
欲
求
を
打
ち
倒
す
。
他
方
で
理
性
は
、
道
徳

法
則
に
先
行
す
る
自
愛
と
し
て
の
う
ぬ
ぼ
れ
を
打
ち
倒
す
。
こ
う
し

て
、
感
性
的
欲
求
に
対
す
る
道
徳
法
則
の
価
値
を
認
識
し
た
根
本
的

な
状
態
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
状
態
の
主
観
的
意
識

が
道
徳
的
感
情
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
道
徳
的
感
情
は
、
感
性
的
欲
求

と
う
ぬ
ぼ
れ
を
打
ち
倒
し
た
結
果
と
し
て
、
苦
痛
と
い
う
否
定
的
感

情
を
含
ん
で
い
る
。
う
ぬ
ぼ
れ
を
打
ち
倒
す
こ
と
の
感
情
が
「
謙
抑

（D
em

ütigung

）」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
謙
抑
は
ま
た
、
道
徳
法

則
に
対
す
る
「
尊
敬
（A

chtung

）」
を
呼
び
起
こ
す
。
そ
の
た
め

カ
ン
ト
は
、
こ
の
尊
敬
を
肯
定
的
感
情
と
呼
ぶ
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

第
三
に
、
崇
高
の
感
情
は
、
道
徳
的
判
断
の
主
観
的
状
態
と
類
似

し
た
主
観
的
状
態
に
基
づ
く
。
こ
の
主
観
的
状
態
と
は
、
感
性
に
対

す
る
理
性
の
優
越
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
徳
的
判
断
の
主
観
的
状

態
と
、
崇
高
の
判
断
の
基
礎
で
あ
る
状
態
と
の
間
に
は
二
つ
の
根
本

的
な
相
違
が
あ
る
。
一
つ
目
の
相
違
と
し
て
、
崇
高
の
判
断
で
は
、

こ
の
主
観
的
状
態
は
理
性
に
よ
る
意
志
規
定
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
崇
高
の
判
断
で
は
、
構
想
力
は
自
ら
を
限
界

ま
で
働
か
せ
る
。
だ
が
こ
の
限
界
が
、
超
感
性
的
存
在
者
と
し
て
の

理
性
的
主
観
を
同
時
に
意
識
さ
せ
る
。
二
つ
目
の
相
違
と
し
て
、
感

性
に
対
す
る
理
性
の
優
越
性
は
、
道
徳
的
判
断
に
か
ん
す
る
よ
り
も

崇
高
に
か
ん
し
て
よ
り
広
い
含
意
を
も
つ
。
道
徳
的
判
断
の
場
合
で

は
、
純
粋
実
践
理
性
が
感
性
的
な
意
志
を
支
配
す
る
。
こ
れ
に
対
し

て
崇
高
の
判
断
で
は
、主
観
の
「
超
感
性
的
自
然
」
は
、主
観
の
「
感

性
的
自
然
」
と
構
想
力
を
含
め
た
諸
能
力
一
般
に
卓
越
す
る（

（1
（

。

　

第
四
に
、
崇
高
の
感
情
は
、
道
徳
的
行
為
に
必
要
な
諸
能
力
の
一

般
的
関
係
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
崇
高
の
感
情
は
、
道
徳
的
行

為
か
ら
生
じ
る
道
徳
的
感
情
と
同
一
で
は
な
い
。
道
徳
的
感
情
は
、

理
性
が
意
志
を
規
定
す
る
場
合
に
生
じ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
崇
高
の

感
情
は
、
構
想
力
が
そ
れ
自
身
に
不
適
合
な
対
象
に
出
会
っ
た
場
合

に
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
性
の
卓
越
性
は
、
理
性
が
構
想
力
な

い
し
感
性
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
こ
の
卓
越
性
は
、
構
想
力
の
不
適
合
の
感
情
に
よ
っ
て

引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
マ
シ
ュ
ー
ズ
の
解
釈
は
、
崇
高
の
感
情
と
道
徳
的

感
情
と
の
差
異
を
的
確
に
解
明
し
た
。
具
体
的
に
説
明
す
れ
ば
、
崇

高
の
感
情
と
道
徳
的
感
情
は
、
い
ず
れ
も
感
性
に
対
す
る
理
性
の

優
越
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
崇
高
の
感
情
に
つ
い
て
言
え

ば
、
こ
の
優
越
性
は
、
理
性
に
よ
る
意
志
規
定
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
優
越
性
は
、
構
想
力
の
限
界

を
と
お
し
て
意
識
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
優
越
性
は
ま
た
、
感

性
的
欲
求
に
対
す
る
純
粋
実
践
理
性
の
支
配
を
意
味
す
る
わ
け
で
も

な
い
。
こ
の
優
越
性
は
、
主
観
の
感
性
的
自
然
と
構
想
力
を
含
め
た
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諸
能
力
に
対
す
る
純
粋
実
践
理
性
の
卓
越
性
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
崇
高
の
感
情
は
道
徳
的
感
情
と
は
明
ら
か
に
異

な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
崇
高
の
感
情
と
道
徳
的
感
情
と
の
差
異
を
考
慮
す
れ

ば
、
崇
高
の
「
主
観
化
」
に
よ
っ
て
、
自
然
の
崇
高
さ
が
理
性
的
主

観
の
う
ち
に
回
収
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

道
徳
的
感
情
は
、
た
し
か
に
純
粋
実
践
理
性
に
よ
る
意
志
の
規
定
に

基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
崇
高
の
感
情
は
、
美
感
的
判
断
力

に
よ
る
認
識
諸
能
力
の
調
和
の
反
省
に
基
づ
い
て
い
る
。そ
の
た
め
、

主
観
の
感
性
的
自
然
と
構
想
力
を
含
め
た
諸
能
力
は
、
純
粋
実
践
理

性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
。
感
性
的
自
然

と
構
想
力
は
未
規
定
の
ま
ま
反
省
さ
れ
、
そ
の
限
界
を
と
お
し
て
理

性
的
主
観
を
意
識
さ
せ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
理
性
的
主
観
を
崇
高
と

見
な
す
場
合
に
、
理
性
の
存
在
が
構
想
力
を
と
お
し
て
感
じ
取
ら
れ

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
崇
高
の
感
情
が
可
能
で
あ

る
た
め
に
は
、た
し
か
に
理
性
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
理
性
は
、
崇
高
の
判
断
の
う
ち
で
構
想
力
を
規
定
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
む
し
ろ
理
性
の
存
在
は
、
構
想
力
の
限
界
の
う
ち
で
間

接
的
に
感
じ
取
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
構
想
力
の
限

界
が
理
性
の
存
在
を
は
じ
め
て
感
じ
さ
せ
る
か
ぎ
り
、
構
想
力
の
対

象
で
あ
る
崇
高
な
自
然
は
、
理
性
的
主
観
の
う
ち
に
回
収
さ
れ
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
崇
高
な
自
然
は
、
理
性
的
主
観
を
崇
高
と
見
な
す

場
合
に
も
感
性
的
主
観
に
現
前
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い

う
の
は
、
崇
高
な
自
然
が
現
前
せ
ず
、
そ
の
存
在
が
「
リ
ア
ル
」
に

感
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
構
想
力
は
限
界
に
至
ら
ず
、
理
性
の
存
在
を

感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
う
し
て
本
稿
は
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
が
、
近
代
に
お
け
る
自
然

支
配
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
を
解
明
し
た
。
そ
れ
で
は
、
ベ
ー
メ
の
批
判
的
解
釈
と
は

異
な
る
解
釈
に
か
ん
し
て
、
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
示
唆
で
き
る
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
カ
ン
ト
の
崇
高

論
は
、
自
然
支
配
と
は
異
な
る
自
然
へ
の
関
わ
り
方
を
要
求
す
る
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
自
然
が
崇
高
と
呼
ば
れ
る
の
は
、「
自
然
が
構

想
力
を
高
揚
さ
せ
、
自
然
に
す
ら
優
る
心
の
使
命
に
固
有
な
崇
高
性

を
、心
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
で
き
る
よ
う
な
事
例
を
描
出
さ
せ
る
」

（V
, 2（2

）
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
恐
る
べ
き
自
然
の
表
象
は
、
構
想

力
そ
の
も
の
に
と
っ
て
は
不
快
で
し
か
な
い
。
と
い
う
の
は
、
自
然

に
わ
ず
か
で
も
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
思
い
浮
か
べ
て
み
る

が
、
そ
の
際
に
「
す
べ
て
の
抵
抗
が
ま
っ
た
く
虚
し
く
終
わ
る
に
ち

が
い
な
い
」（V

, 2（0

）
と
い
う
よ
う
に
、
恐
る
べ
き
自
然
は
表
象

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
然
は
ど
こ
ま
で
も
人
間
を
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凌
駕
す
る
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
自
然
は
ま
た
、

崇
高
さ
を
感
じ
さ
せ
る
事
例
を
描
出
す
る
か
ぎ
り
、
人
間
の
道
徳
性

を
意
識
さ
せ
る
「
記
号
」
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
カ
ン
ト
の
崇
高
論

は
、た
ん
な
る
支
配
と
被
支
配
と
い
う
枠
組
み
で
は
理
解
で
き
な
い
。

む
し
ろ
こ
の
崇
高
論
は
、
自
然
と
い
う
圧
倒
的
な
存
在
を
理
解
さ
せ

る
と
と
も
に
、
人
間
の
道
徳
性
を
意
識
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自

然
と
人
間
と
の
関
係
に
か
ん
し
て
、
あ
る
種
の
「
和
解
」
の
可
能
性

が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

（1
（

。
こ
の
よ
う
に
、
自
然
と
の

和
解
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
、
さ
し
あ
た
り
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に

し
た
い
。

　
　
《
注
》

　

カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
お
よ
び
参
照
は
、
す
べ
て
ア
カ
デ
ミ
ー
版

カ
ン
ト
全
集
よ
り
、
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で

本
文
の
な
か
に
示
す
。
そ
の
他
の
引
用
お
よ
び
参
照
は
、
そ
の
都
度
出
典

を
註
の
な
か
に
示
す
。

（
1
） V

gl. J. -F. Lyotard, D
ie A

nalytik des E
rhabenen, M

ün-
chen 1994, S. （（.

（
2
） V

gl. H
. Böhm

e, D
as Steinerne. A

nm
erkungen zur T

heo-
rie des Erhabenen aus dem

 Blick des „M
enschenfrem

des-
ten“, in: C. Pries 

（hrsg.

）, D
as E

rhabene. Zw
ischen G

ren-
zerfahrung und G

rößenw
ahn, W

einheim
 19（9, S. 119 -141. 

ま
た
以
下
の
文
献
も
参
照
さ
れ
た
い
。V

gl. H
. Böhm

e und G. 

Böhm
e, D

as A
ndere der V

ernunft. Zur E
ntw

icklung von 
R

ationalitätsstrukturen am
 Beispiel K

ants, Frankfurt a. M
. 

19（3, S. 215 -224.

（
3
） V

gl. H
. Böhm

e, a. a. O
., S. 119 -12（.

（
4
） 

ベ
ー
メ
の
批
判
的
解
釈
は
、
崇
高
の
経
験
が
「
不
安
」
を
克
服
す

る
経
験
で
あ
る
と
い
う
精
神
分
析
的
解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
。
も
っ

と
も
、
こ
の
解
釈
の
妥
当
性
に
か
ん
し
て
は
、
別
の
機
会
に
検
討
す

る
こ
と
に
し
た
い
。

（
5
） 

な
お
Ｃ
・
テ
ィ
ー
ス
は
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
の
う
ち
に
、「
道
具

的
理
性
」
に
よ
る
内
的
自
然
お
よ
び
外
的
自
然
の
抑
圧
が
見
出
さ
れ

る
と
主
張
し
て
い
る
。V

gl. C. T
hies, Beförderung des M

ora-
lischen durch das Ä

sthetische? Ü
berlegungen im

 A
n-

schluss an K
ants K

ritik der U
rteilskraft, in: V

. Gerhardt 
und R. -P. H

orstm
ann und R. Schum

acher 

（hrsg.

）, K
ant 

und die Berliner A
ufklärung. A

kten des IX
. Internationa-

len K
ant-K

ongresses, Bd. 3, Berlin/N
ew

 Y
ork 2001, S. （3（.

ま
た
自
然
支
配
の
時
代
に
お
け
る
崇
高
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
下

の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。V

gl. Z. M
ahayni, D

as Erhabene in 
der Erfahrung der Berge. Ü

berlegungen zum
 Erhabenen 

im
 Zeitalter technischer N

aturbeherrschung, in: W
eim

a-
rer Beiträge. Zeitschrift für Literaturw

issenschaft, Ä
sthe-

tik und K
ulturw

issenschaft, 4（. Jahrg., 2001, S. 25（ -2（（.
（
（
） V

gl. C. Begem
ann, Furcht und A

ngst im
 Prozeß der 

A
ufklärung. Zu Literatur und Bew

ußtseinsgeschichte des 
18. Jahrhunderts, Frankfurt a. M

. 19（（, S. 9（ -112. 

ま
た
以

下
の
文
献
も
参
照
さ
れ
た
い
。V

gl. C. Begem
ann, Erhabene 

N
atur. Zur Ü

bertragung des Begriffs des Erhabenen auf 

Ｈｏｓｅｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙ



12

Gegenstände der äußeren N
atur in den deutschen K

unst-
theorien des 1（. Jahrhunderts, in: D

eutsche V
ierteljahrs-

schrift für Literaturw
issenschaft und G

eistesgeschichte, 5 （. 
Jahrg., 19（4, S. （4 -110; S. H

. M
onk, T

he Sublim
e. A

 Study 
of Critical T

heories in X
V

III -Century E
ngland, A

nn A
r-

bor/T
oronto 19（0.

（
（
） 

ベ
ー
メ
に
と
っ
て
崇
高
は
、
混
沌
と
し
て
知
覚
さ
れ
た
自
然
が
主

観
の
秩
序
構
造
を
侵
し
、
こ
れ
を
崩
壊
さ
せ
る
よ
う
な
経
験
で
あ

る
。
主
観
の
秩
序
を
破
壊
す
る
自
然
、
言
い
換
え
れ
ば
、
支
配
さ
れ

な
い
ま
ま
で
あ
り
主
観
に
抵
抗
す
る
自
然
は
、
も
っ
ぱ
ら
力
学
的
崇

高
に
お
け
る
自
然
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
ベ
ー
メ
の
批
判
的
解
釈

は
、
力
学
的
崇
高
の
解
釈
に
基
づ
く
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ

で
本
稿
で
は
、
力
学
的
崇
高
に
議
論
を
限
定
し
て
、
ベ
ー
メ
の
解
釈

の
妥
当
性
を
検
討
す
る
。

（
（
） 

な
お
牧
野
英
二
に
よ
れ
ば
、
自
己
保
存
の
概
念
は
二
義
的
で
あ

る
。
こ
の
概
念
は
、
第
一
に
、
道
徳
的
自
己
保
存
を
意
味
し
、
第
二

に
、
物
理
的
自
己
保
存
を
意
味
す
る
。
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
八
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
） V

gl. J. K
ulenkam

pff, K
ant über das Erhabene, in: H

. Lenk 
und R. W

iehl （hrsg.

）, K
ant T

oday/K
ant aujourd’hui/K

ant 
heute. R

esults of the IIP Conference. A
ctes des E

ntretiens 
de l’Institut International de Philosophie. K

arlsruhe/H
ei-

delberg 2004, Berlin 200 （, S. 191
f.

（
10
） V

gl. P. M
. M

atthew
s, K

ant’s Sublim
e: A

 Form
 of Pure 

A
esthetic Reflective Judgm

ent, in: T
he Journal of A

es-
thetics and A

rt Criticism
, V

ol. 54, 199（, pp. 1（（ -1（0, 1（5 -

1（（.

（
11
） 

「
尊
敬
」
の
感
情
に
か
ん
し
て
は
、
次
の
カ
ン
ト
の
説
明
を
参
照

さ
れ
た
い
。「
と
こ
ろ
で
、
自
己
尊
重
が
た
ん
に
感
性
に
基
づ
く
か

ぎ
り
、
こ
の
自
己
尊
重
に
む
か
う
性
癖
は
ま
た
、
道
徳
法
則
が
断
ち

切
ろ
う
と
す
る
傾
向
性
に
属
す
る
。
こ
う
し
て
道
徳
法
則
は
う
ぬ
ぼ

れ
を
打
ち
倒
す
。
だ
が
こ
の
道
徳
法
則
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
も

積
極
的
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
性
的
原
因
性
の
形
式
、
つ

ま
り
自
由
の
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
道
徳
法
則
は
、
主
観
的

な
敵
対
者
に
対
立
し
て
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
な
る
傾
向
性

に
対
立
し
て
、
う
ぬ
ぼ
れ
を
減
殺
し
、
同
時
に
尊
敬
の
対
象
で
あ
る
。

こ
の
道
徳
法
則
は
、
そ
の
う
え
さ
ら
に
う
ぬ
ぼ
れ
を
打
ち
倒
す
、
す

な
わ
ち
謙
抑
に
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
大
の
尊
敬
の
対
象
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
道
徳
法
則
は
ま
た
、
あ
る
積
極
的
な
感
情
、

そ
の
起
源
が
経
験
的
で
な
く
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
さ
れ
る
積
極
的
感

情
の
根
拠
で
あ
る
」（V

, （3

）。

（
12
） 

な
お
Ｐ
・
ク
ラ
ウ
ザ
ー
に
よ
れ
ば
、『
判
断
力
批
判
』
で
の
尊
敬

の
説
明
（V

, 25（

）
と
『
実
践
理
性
批
判
』
で
の
説
明
と
の
類
比
的

関
係
は
厳
密
で
は
な
い
。
前
者
の
尊
敬
は
、
た
ん
に
肯
定
的
感
情
の

段
階
に
お
け
る
、
理
性
的
存
在
者
の
優
越
性
の
不
明
瞭
な
意
識
を
含

む
過
程
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
尊
敬
は
、
意
識
の
段
階
で

ま
っ
た
く
明
瞭
で
あ
り
、
理
性
的
自
己
の
優
越
性
の
知
識
を
含
む
。

も
っ
と
も
、
両
者
の
間
に
は
「
類
縁
的
関
係
（affinity

）」
の
要
素

が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
両
者
の
尊
敬
が
否
定
的
感
情
か
ら
肯
定
的

感
情
へ
の
心
的
運
動
を
含
む
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
、
両
者
に
か
ん

し
て
肯
定
的
感
情
の
最
終
的
な
根
拠
は
、
感
性
に
対
す
る
理
性
の
優

越
性
で
あ
る
。
筆
者
か
ら
見
れ
ば
、
ク
ラ
ウ
ザ
ー
の
説
明
は
、
崇
高

の
感
情
と
道
徳
的
感
情
と
の
差
異
お
よ
び
類
似
性
を
解
明
し
た
も
の

Ｈｏｓｅｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙ
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と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。V

gl. P. Crow
ther, T

he 
K

antian Sublim
e. From

 M
orality to A

rt, O
xford 19（9, 

p.  125.
（
13
） 
な
お
ア
ド
ル
ノ
は
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
に
自
然
と
の
和
解
の
可
能

性
を
見
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
崇
高
は
自
然
を
前
に
し
て
感

じ
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
そ
の
も
の
が
主
観

的
な
構
造
理
論
に
従
っ
て
崇
高
な
も
の
と
な
り
、
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
と
な
る
。
も
は
や
精
神
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
自
然

は
、
野
生
状
態
と
君
臨
す
る
主
観
と
の
放
埓
な
連
関
で
あ
る
こ
と
を

や
め
、
そ
う
し
た
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
解
放
は
自
然

が
復
帰
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
た
ん
な
る
現
存
在
と
は
正
反
対
の
も

の
で
あ
る
こ
う
し
た
復
帰
こ
そ
が
、
崇
高
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
崇
高

な
も
の
は
力
や
偉
大
さ
と
い
っ
た
支
配
的
特
徴
を
も
ち
な
が
ら
も
、

支
配
に
反
対
す
る
」。T

. W
. A

dorno, Ä
sthetische T

heorie, 
Frankfurt a. M

.  19 （0, S. 293.

（『
美
の
理
論
』
大
久
保
健
治
訳
、

河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
七
年
、
三
三
五
―
三
三
六
頁
）
ま
た
ア
ド

ル
ノ
の
崇
高
論
に
か
ん
し
て
は
、
以
下
の
文
献
が
有
益
で
あ
る
。

V
gl. W

. W
elsch, A

dornos Ä
sthetik: Eine im

plizite Ä
sthe-

tik des Erhabenen, in: C. Pries

（hrsg.

）, D
as E

rhabene. 
Zw

ischen G
renzerfahrung und G

rößenw
ahn, W

einheim
 

19（9, S. 1 （5 -213.
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