
没
理
想
論
争
に
お
け
る
鴫
外
が
ハ
ル
ト
マ
ン
美
学
に
よ
っ
て
論
を
展
開
し
た

こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
鵬
外
自
身
も
論
争
中
に
述
べ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
鵬
外
と
ハ
ル
ト
マ
ン
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
少
な
か
ら

（注
1
)

ぬ
論
考
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
没
理
想
論
争
に
お
け
る
鴫
外
の
論
と
ハ
ル

ト
マ
ン
美
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
具
体
的
・
個
別
的
な
解
明
は
十
分
に
な
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
体
に
お
い
て
、
ハ
ル
ト
マ
ン
美
学
は
鴫
外

の
理
想
主
義
的
・
浪
漫
的
批
評
の
理
論
的
基
盤
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
、
従
来

の
定
説
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
側
面
も
真
実
で
あ
る
が
、
以
下
に
見
て
行
く
こ
と
か

ら
分
か
る
よ
う
に
、
鴫
外
が
イ
デ
ー
の
実
在
を
力
説
し
、
理
想
主
義
的
な
立
場

か
ら
逍
造
を
批
判
し
た
の
は
、
逍
造
の
「
没
理
想
」
を
無
理
想
で
あ
る
と
考
え

て
い
た
時
ま
で
で
あ
り
、
「
没
理
想
」
が
無
理
想
で
は
な
く
、
む
し
ろ
大
理
想

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
逍
逢
も
イ
デ
ー
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
訳

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
か
ら
は
、
論
争
の
様
子
は
一
変
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
鵬
外
の
批
判
は
、
も
っ
ぱ
ら
逍
逢
の
老
荘
的
あ
る
い
は

は

じ

め

に

本
論
に
入
る
前
に
、
論
争
に
お
け
る
鴫
外
の
論
を
簡
単
に
追
う
と
以
下
の
ご

と
く
で
あ
る
。

ま
ず
、
初
め
に
鴫
外
は
、
「
山
房
論
文
／
其
一
逍
造
子
の
新
作
十
二
番
中
既

発
四
番
合
評
、
梅
花
詞
集
評
及
梓
神
子
（
読
売
新
聞
）
」
（
明
治

2
4
.
9
.
2
4

「
し
が
ら
み
草
紙
」

24
号
）
に
お
い
て
、
逍
造
の
「
小
説
三
派
」
（
明
治
2
3
.
1
2

•
7

し

1
5
「
読
売
新
聞
」
）
に
対
す
る
批
判
を
中
心
に
論
を
展
開
す
る
。
逍
造

の
い
う
「
固
有
派
」
、
「
折
衷
派
」
、
「
人
間
派
」
の
分
類
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
分

類
で
い
う
「
類
想
」
、
「
個
想
」
、
「
小
天
地
想
」
に
相
当
す
る
。
逍
逢
は
こ
れ
ら

三
者
に
は
優
劣
が
な
い
と
し
て
い
る
が
、
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
類
想
」
．

「
個
想
」
・
「
小
天
地
想
」
の
順
で
、
抽
象
的
な
も
の
か
ら
具
象
的
な
も
の
に
向

(
1
)
 

（注
2
)

仏
教
的
世
界
観
と
そ
れ
に
由
来
す
る
発
想
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
実

（注
3
)

は
、
こ
の
対
立
こ
そ
が
没
理
想
論
争
の
実
相
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
本
稿
の
目

的
は
、
以
上
の
よ
う
な
没
理
想
論
争
に
お
け
る
鵬
外
の
論
の
基
盤
を
具
体
的
に

ハ
ル
ト
マ
ン
美
学
の
中
に
見
出
し
、
論
争
に
お
け
る
対
立
の
様
相
を
明
確
に
示

す
こ
と
に
あ
る
。

坂

没
理
想
論
争
に
お
け
る
鵡
外
と

E
.
V
・
ハ
ル
ト
マ
ン

井

健
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早
稲
田
文
学
の
没
却
理
想
」
、
「
其
―
二

か
っ
て
美
の
階
級
が
進
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
「
小
天
地
想
」
、
す
な
わ

ち
「
人
間
派
」
こ
そ
が
最
も
優
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

批
評
に
は
標
準
（
理
想
・
審
美
的
観
念
）
が
不
可
欠
だ
と
主
張
し
た
。

こ
れ
は
抽
象
的
美
を
排
し
て
、
具
象
的
な
美
を
上
位
に
置
き
（
第
一
点
）
、
ま

た
、
イ
デ
ー
の
実
在
を
想
定
し
た
（
第
二
点
）
ハ
ル
ト
マ
ン
美
学
の
反
映
で
あ
る
。

次
い
で
、
「
山
房
論
文
／
其
七
早
稲
田
文
学
の
没
理
想
」
（
明
治
2
4
.
1
2
.

25
「
し
が
ら
み
草
紙
」

27
号
）
で
は
、
逍
造
は
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ア
脚
本
評
註

緒
言
」
（
明
治
2
4
.
1
0
.
2
0
「
早
稲
田
大
学
」
創
刊
号
）
に
お
い
て
、
「
造
化
」

の
本
体
は
あ
ら
ゆ
る
思
想
を
包
括
し
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
持
た
な
い
「
没
理
想
」

で
あ
っ
て
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
が
優
れ
て
い
る
の
は
、
「
没
理
想
」
の

作
だ
か
ら
で
あ
る
と
主
張
し
、
さ
ら
に
「
我
に
あ
ら
ず
し
て
汝
に
あ
り
」
（
明

治
2
4
.
1
1
.
1
5
「
同
」
）
に
お
い
て
、
「
小
理
想
」
に
よ
っ
て
議
論
を
語
る
の
で

は
な
く
、
「
記
実
」
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
鵬
外
は
、

「
世
界
は
ひ
と
り
実
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
想
の
み
ち
み
ち
た
」
も
の
で
あ
り
、

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
が
優
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
想
が
「
没
理
想
」
だ
か

ら
で
は
な
く
、
「
小
天
地
想
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
人
が
美
を
感
ず
る
の
は

耳
目
に
よ
っ
て
感
覚
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
「
先
天
の
理
想
」
が
「
暗
中
よ
り

踊
り
出
で
、
此
声
美
な
り
、
こ
の
色
美
な
り
と
叫
ぶ
」
か
ら
で
あ
る
と
説
き
、

こ
の
よ
う
に
美
が
審
美
的
観
念
に
よ
っ
て
そ
の
客
観
性
が
保
証
さ
れ
る
以
上
、

そ
の
よ
う
な
「
理
想
」
に
よ
る
議
論
は
排
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
し
た
が

っ
て
、
「
記
実
」
の
み
で
は
不
十
分
だ
と
し
た
。

こ
れ
も
ま
た
イ
デ
ー
の
実
在
を
前
提
と
し
た
論
で
あ
る
。
（
第
二
点
に
同
じ
）
。

以
上
は
、
従
来
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
ハ
ル
ト
マ
ン
美
学
の
理
想
主
義
的
側
面

が
鵬
外
の
論
に
反
映
し
た
点
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
「
山
房
論
文
／
其
十
一

逍
造
子
と
烏
有
先
生
と
」
（
明
治
2
5
.
3
.
2
5
「
し
が
ら
み
草
紙
」

30
号
）
に
な

る
と
、
様
相
が
違
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
逍
造
が
「
没
理
想
の
語
義
を
弁
ず
」
（
明

治
2
5
.
1
.
3
0
「
早
稲
田
文
学
、

8
号
）
、
「
烏
有
先
生
に
答
ふ
」
其
一
、
其
二
（
明

治
2
5
.
2
.
1
5
「
早
稲
田
文
学
」
9
号
）
「
烏
有
先
生
に
答
ふ
」
其
―
―
-
、
「
其
意

は
違
へ
り
」
（
明
治
2
5
.
2
.
2
9
「
早
稲
田
文
学
」

10
号
）
に
お
い
て
、
「
没
理

想
」
は
無
理
想
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
理
想
を
掩
い
尽
く
す
空
で
あ
り
、
あ
ら

ゆ
る
矛
盾
律
が
働
か
な
い
無
限
無
底
の
絶
対
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
没
理

想
」
に
達
す
る
に
は
「
一
理
想
を
固
執
す
る
欲
有
限
の
我
を
去
っ
て
、
無
限
の

絶
対
に
達
せ
ん
と
す
る
欲
無
限
の
我
を
立
て
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
き
、

「
談
理
」
を
「
記
実
」
よ
り
後
に
す
べ
き
で
あ
る
、
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
の
繭

外
の
反
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
鵬
外
は
「
衆
理
想
皆
是
に
し
て
皆
非
」
と
す

る
矛
盾
律
の
無
視
を
攻
撃
し
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
律
の
無
視
が
行
わ
れ
る
の
は
、

空
間
を
脱
し
、
時
間
を
離
れ
た
「
絶
対
の
地
位
」
で
「
弁
証
」
を
す
る
場
合
で

あ
る
と
看
破
し
て
こ
れ
を
退
け
、
現
象
世
界
の
中
で
帰
納
的
方
法
に
よ
っ
て
理

想
を
着
々
と
追
い
求
め
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
釈
迦
の
よ
う
に
悟
り
を
開
く
こ
と

に
よ
っ
て
ひ
と
つ
か
み
に
す
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
矛
盾
律
を
無
視
せ
ず
、
弁
証
法
を
採
用
し
な
か
っ
た
も
の
で
、
帰
納

的
方
法
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
り
、
（
第
三
点
）
、
現
象
世
界
を
離
れ
た
絶
対
の

境
に
実
在
を
想
定
す
る
と
い
う
二
元
論
を
否
定
し
、
現
象
へ
の
認
識
を
深
め
る

こ
と
で
実
在
に
達
し
得
る
と
い
う
一
元
論
の
立
場
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(
4
)
 

（
第
四
点
）
こ
れ
も
ハ
ル
ト
マ
ン
美
学
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。

袷
/syr
は
さ
ら
に
続
く
の
で
あ
る
が
、
論
争
の
展
開
を
逐
一
記
述
す
る
こ
と
が

（注
5
)

本
稿
の
主
旨
で
は
な
い
の
で
、
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
。

次
の
節
で
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
美
学
に
つ
い
て
見
な
が
ら
、
以
上
に
述
べ
た

四
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
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初
め
に
ハ
ル
ト
マ
ン
哲
学
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
の
美
学
は
彼

の
哲
学
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
概
略
を
捉
え
て
お
く
方
が
好
都
合

だ
か
ら
で
あ
る
。

ハ
ル
ト
マ
ン
の
哲
学
は
彼
自
身
に
よ
っ
て
超
絶
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
名
付
け
ら

れ
た
。
そ
れ
は
、
彼
は
自
己
の
哲
学
に
お
い
て
、
可
能
な
限
り
の
広
範
囲
な
経

験
の
基
盤
か
ら
、
帰
納
的
手
段
に
よ
っ
て
、
経
験
を
超
え
た
所
に
存
在
す
る
な

に
も
の
か
に
つ
い
て
の
知
識
に
達
す
る
と
主
張
し
た
か
ら
で
あ
る
。
我
々
の
持

つ
あ
る
種
の
意
識
、
す
な
わ
ち
、
認
識
の
意
識
は
、
我
々
が
同
意
し
よ
う
が
し

ま
い
が
、
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
我
々
の
欲
望
に
反
し
て
、
発
し
、
変
化
し
、
帰

結
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
認
識
の
意
識
は
自
我
の
み
か
ら
発
す
る
も
の
と
し
て

は
十
分
に
説
明
出
来
な
い
。
そ
こ
で
、
経
験
を
超
え
た
実
体
の
存
在
が
仮
定
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
う
え
、
こ
の
実
体
は
意
識
の
上
に
作
用
す
る
。

し
か
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
間
に
作
用
す
る
の
で
、
こ
の

実
体
は
、
こ
う
し
た
ふ
る
ま
い
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
実
体
に
帰
せ
ら
れ
る
以

上
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

偶
発
的
な
災
難
は
、
主
観
的
な
イ
デ
ー
の
世
界
を
客
観
的
な
実
在
の
世
界
と
結

び
付
け
る
輪
と
さ
れ
る
。
残
り
の
経
験
、
特
に
本
能
、
自
発
的
な
行
な
い
、
性

的
な
愛
情
、
芸
術
的
な
作
品
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
考
察
す
る
な

ら
、
無
意
識
で
は
あ
る
が
目
的
を
持
っ
た
意
志
と
イ
デ
ー
が
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ

で
働
い
て
お
り
、
隠
れ
て
い
る
力
は
―
つ
で
あ
っ
て
、
多
く
の
も
の
で
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
実
在
の
中
の
実
在
は
無
意
識
者
と

呼
ば
れ
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
二
つ
の
等
し
く
根
源
的
な
特
性
を
持
っ

(
2
)
 

て
い
る
。
つ
ま
り
、
意
志
と
イ
デ
ー
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
も
い
ず
れ
か
一
方
が
他
に
従
属
す
る
と
し
た
点
で
誤
っ
て
い
る
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
ど
ち
ら
も
そ
れ
だ
け
で
は
作
用
し
な
い
し
、
ど
ち
ら
も
一
方
の
結
果

で
は
な
い
。
意
志
は
非
論
理
的
で
あ
っ
て
、
実
在
を
引
き
起
こ
す
（
世
界
の
D

a
s
)
。
イ
デ
ー
は
意
識
的
で
は
な
い
が
、
論
理
的
で
あ
り
、
本
質
を
決
定
す

る

(
W
a
s
)
。
意
志
の
果
て
る
こ
と
の
な
い
無
益
な
苦
し
み
は
世
界
を
苦
し

み
に
満
ち
た
も
の
と
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
し
、
世
界
は
そ
れ
以
上
悲
惨
に
な

り
得
ぬ
ほ
ど
に
悲
惨
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
界
は
、
ま
た
、
非
常
に
素

晴
ら
し
い
世
界
と
し
て
も
性
格
付
け
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
と
歴
史
と
は

世
界
の
目
的
に
最
も
よ
く
適
っ
た
様
式
で
、
不
断
に
発
展
し
て
行
く
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
意
識
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
デ
ー
は
、
永

遠
に
向
か
う
苦
し
み
を
引
き
伸
ば
す
か
わ
り
に
、
非
存
在
に
お
け
る
存
在
の
悪

（注
6
)

か
ら
の
避
難
所
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
い
く
つ
か
の
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
ハ
ル
ト
マ
ン
は
憔
界
の
実
在
の
根
源
と
し
て
「
無
意
識
者
」
と
い

う
も
の
を
立
て
て
い
る
。
（
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
「
神
」
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
で

は
「
盲
目
の
生
へ
の
意
志
」
と
さ
れ
て
い
る
。
）
こ
れ
は
現
象
世
界
を
超
越
し

た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
、
形
而
上
的
な
世
界
の
根
源
の
存
在
を
認
め
る
実
在
論

の
立
場
で
あ
る
。

次
に
、
世
界
観
で
あ
る
が
、
こ
の
三
者
は
、
世
界
は
あ
る
―
つ
の
世
界
の
実

在
の
根
源
か
ら
生
ま
れ
て
来
た
の
だ
と
す
る
一
元
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

こ
の
考
え
方
は
、
逍
造
の
本
質
的
実
在
で
あ
る
没
理
想
が
現
象
世
界
と
全
く
隔

絶
し
た
と
こ
ろ
に
措
定
さ
れ
た
こ
と
と
鋭
く
対
立
す
る
。

さ
て
、
こ
れ
に
伴
っ
て
、
世
界
の
実
在
の
根
源
の
認
識
の
方
法
に
つ
い
て
述
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べ
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
に
お
い
て
は
現
象
世
界
と
本
質
的
実
在
の
世
界
は
隔
絶
し

た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
「
可
能
な
限
り
の
広
範
囲
な

経
験
の
茄
盤
か
ら
、
帰
納
的
手
段
に
よ
っ
て
、
経
験
を
超
え
た
所
に
存
在
す
る

な
に
も
の
か
に
つ
い
て
の
知
識
に
達
す
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
経
験
か
ら
帰
納

的
手
段
に
よ
っ
て
、
形
而
上
的
な
世
界
の
実
在
の
根
源
に
達
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
さ
れ
て
い
る
0

.

以
上
は
前
節
で
述
べ
た
第
三
点
、
四
点
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
ハ
ル
ト
マ
ン
の
独
自
性
に
つ
い
て
一
言
触
れ
て
置
く
の

も
決
し
て
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。

も
し
、
実
在
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
、
論
理
的
合
目
的
的
ら
神
の
イ
デ
ー
と

仮
定
す
る
な
ら
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
苦
し
み
、
不
幸
と
い
っ
た
も
の
が
説
明

で
き
な
く
な
る
し
、
逆
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
よ
う
に
、
実
在
を
非
論

理
的
非
合
目
的
的
な
盲
目
の
生
へ
の
意
志
で
あ
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
こ
の

世
に
存
在
す
る
我
々
の
意
志
に
適
っ
た
で
き
ご
と
、
本
能
に
適
っ
た
も
の
、
芸

術
作
品
と
い
っ
た
存
在
が
説
明
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
世
界
の
実
在

の
根
源
た
る
無
意
識
者
は
こ
れ
ら
の
両
方
を
兼
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
よ
う
に
ハ
ル
ト
マ
ン
の
独
自
性
は
現
実
と
理
想
と
に
等
し
く
重
点

を
置
い
て
考
え
た
点
に
あ
る
。
こ
れ
は
一
種
折
衷
主
義
と
い
わ
れ
て
も
仕
方
の

な
い
側
面
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
側
面
は
先
に
あ
げ
た
「
可
能
な
限
り
の
広
範

囲
な
経
験
の
基
盤
か
ら
、
帰
納
的
手
段
に
よ
っ
て
、
経
験
を
超
え
た
所
に
存
在

す
る
な
に
も
の
か
に
つ
い
て
の
知
識
に
達
す
る
」
と
い
う
点
に
も
表
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
ハ
ル
ト
マ
ン
哲
学
は
ド
イ
ツ
観
念
論
の
末
期
の
も
の
で
あ
り
、
自

然
科
学
的
な
要
素
を
巧
み
に
観
念
論
に
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
自
然
科
学

が
進
歩
し
始
め
た
当
時
に
あ
っ
て
、
も
は
や
時
代
遅
れ
と
な
っ
て
い
た
従
来
の

観
念
論
を
な
ん
と
か
現
実
に
適
応
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
そ

(
3
)
 

れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
科
学
と
両
立
し
得
た
の
で
あ
り
、
科
学
者
た
る
鵬
外
が
祖
述

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
一
言
で
ま
と
め
る
な
ら
、
ハ
ル
ト
マ
ン
哲
学
の
特
微
は
、
科
学
的
手

段
帰
納
的
方
法
に
よ
り
、
現
象
世
界
に
対
す
る
認
識
を
深
め
て
行
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
形
而
上
学
的
な
世
界
の
実
在
を
把
握
で
き
る
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
に

あ
る
、
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
ハ
ル
ト
マ
ン
哲
学
は
、
従
来
強
調
さ
れ
る
理
想

的
側
面
と
同
時
に
科
学
的
な
側
面
を
も
合
わ
せ
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
審
美
論
」
は
「
美
の
哲
学

(
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
d
e
s
 
S
c
h
o
n
e
n
)

の
第
一
巻

「
美
の
概
念
」

(
D
e
r
B
e
g
r
i
f
f
 
d
e
s
 S
c
h
o
n
e
n
)
の
四
百
九
十
。
ヘ
ー
ジ
中
、
冒
頭

の
五
十
八
ペ
ー
ジ
分
の
翻
訳
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
「
審
美
綱
領
」
は
、
「
美
の

哲
学
」
の
第
一
巻
「
美
の
概
念
」
、
第
二
巻
「
美
の
所
在
」

(
D
i
e
F
a
c
t
o
r
e
n
 

d
e
s
 S
c
h
o
n
e
n
)
計
八
百
三
十
六
。
ヘ
ー
ジ
分
の
梗
概
で
、
分
量
に
し
て
十
分
の

一
程
度
に
な
っ
て
い
る
。

以
下
、
「
審
美
論
」
と
「
審
美
綱
領
」
を
た
す
け
に
、
「
美
の
哲
学
」
を
追
い

な
が
ら
ハ
ル
ト
マ
ン
美
学
に
つ
い
て
見
て
行
く
。

鴎
外
は
「
前
書
き
」
を
訳
し
て
は
い
な
い
が
、
こ
の
中
で
ハ
ル
ト
マ
ン
は
自

己
の
方
法
に
つ
い
て
宣
言
す
る
。

美
と
欲
望
、
真
実
、
倫
理
、
宗
教
と
の
比
較
は
、
多
く
の
美
学
者
に
よ
っ

て
、
特
に
弁
証
法
的
あ
る
い
は
演
繹
的
方
法
を
と
る
観
念
論
者
た
ち
に
よ
っ

て
、
美
の
領
域
に
関
し
て
の
、
精
神
的
な
生
命
に
隣
接
す
る
い
く
つ
か
の
領
域

と
美
と
の
境
界
に
関
し
て
の
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
指
針
と
し
て
す
で
に
な
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
に
は
実
際
の
と
こ
ろ
几
帳
面
で
堅
苦
し
い
帰
納
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こ
こ
で
は
、
前
節
と
同
様
に
弁
証
法
的
・
演
繹
的
方
法
が
否
定
さ
れ
、
帰
納

的
方
法
の
妥
当
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
一
節
で
述
べ
た
第
三

点
に
相
当
す
る
。

さ
て
、
次
に
本
文
に
入
る
が
、
初
め
に
美
の
生
じ
方
に
つ
い
て
見
る
。

ハ
ル
ト
マ
ン
は
客
観
的
な
事
物
自
体
に
美
が
存
在
す
る
と
い
う
説
、
美
を
感

じ
る
主
観
の
中
に
美
が
存
在
す
る
と
い
う
説
を
共
に
退
け
、
美
は
事
物
が
主
体

の
感
覚
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
伴
生
説
を

と
る
。客

に
し
て
実
な
る
術
品
を
観
て
、
健
全
な
る
覚
ゆ
る
主
の
産
み
た
る
お
ぽ
え

の
図
は
美
し
か
、
美
し
か
ら
ざ
る
か
、
そ
の
美
し
さ
は
い
か
ば
か
り
な
る
か
、

そ
の
美
し
さ
は
い
か
な
る
か
。
そ
は
覚
ゆ
る
主
、
産
む
主
に
関
す
る
に
あ
ら

ず
、
そ
は
官
の
動
か
さ
れ
た
る
た
め
に
生
ず
る
産
と
い
ふ
業
の
さ
ま
に
関
す

（
「
審
美
論
」
）
。

正
常
な
認
識
主
体
に
よ
っ
て
、
実
際
に
、
客
鯰
的
実
在
と
し
て
の
芸
術
作
品

か
ら
生
み
出
さ
れ
た
認
識
の
形
象
が
、
美
で
あ
る
か
、
美
で
な
い
か
、
ど
の
程

度
美
し
い
か
、
ど
の
よ
う
に
美
し
い
か
、
そ
れ
は
決
し
て
認
識
の
形
象
に
よ
る

の
で
も
、
そ
れ
を
生
み
出
し
て
い
る
主
体
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、

た
だ
、
感
覚
器
官
へ
の
影
響
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
生
成
の
方
法
と
様
式

（注
8
)

に
の
み
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
美
感
が
生
ず
る
か
ど
う
か
は
、
わ
れ
わ
れ
が
い
か
に
物
体
を
感

（注
7
)

的
方
法
が
適
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

じ
る
か
と
い
う
方
法
と
様
式
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
美
が
主
観
と
客
観
の
関
係
に
お
い
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
と

し
た
あ
と
、
ハ
ル
ト
マ
ン
は
「
美
の
所
在
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

美
は
仮
象
に
あ
り
。
美
は
主
象
に
あ
り
。
美
は
想
な
る
も
の
な
り
。
実
物
に

は
美
無
し
。
空
気
若
し
く
は
顕
気
の
運
動
に
は
美
無
し
。
唯
其
想
に
し
て
客
な

る
も
の
を
捕
へ
お
か
ん
た
め
に
、
彫
刻
に
て
は
金
石
と
い
う
実
物
を
用
ひ
…
…

（
「
審
美
論
」
）

こ
の
よ
う
に
美
は
仮
象
の
中
に
存
在
し
、
（
感
覚
的
仮
象
の
中
に
も
、
空
想

的
仮
象
の
中
に
も
存
在
し
得
る
。
）
そ
し
て
、
常
に
理
念
的
な
意
識
内
容
で
あ

る
よ
う
な
主
観
的
幻
影
の
中
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
現
実
の
空
気
の
運
動
や

エ
ー
テ
ル
の
運
動
や
エ
ー
テ
ル
の
運
動
に
も
、
い
か
な
る
物
体
に
も
存
在
し
な

い
。
（
美
は
、
こ
の
よ
う
な
純
粋
な
る
理
念
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
現
実
性
と

い
う
も
の
は
、
現
実
に
知
覚
し
て
い
る
意
識
内
容
の
理
念
的
現
実
性
に
過
ぎ
な

い
。
）
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
美
を
固
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
理
念
的
な
現
実

（注
9
)

性
の
客
観
性
に
対
し
て
の
保
証
を
得
よ
う
と
す
る
。
…
…

括
弧
内
は
鴫
外
訳
に
欠
け
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
後
、
「
美
を
現
実
に

固
定
す
る
つ
ま
り
、
形
を
持
っ
た
物
に
表
わ
し
た
り
、
感
覚
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
方
法
と
し
て
、
造
形
に
よ
る
美
術
と
造
形
に
よ
ら
な
い
詩
、
音

楽
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
等
し
く
芸
術
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
議
論
が
、
ハ
ル

ト
マ
ン
で
は
、
ホ
メ
ロ
ス
や
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
を
引
い
て
、
鴫
外
で
は
、
応
挙
や

馬
琴
を
引
い
て
続
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
美
の
所
在
は
仮
象
で
あ
る
。
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「
仮
象
」

(
S
c
h
e
i
n
)
と
は
感
覚
的
あ
る
い
は
空
想
的
な
主
観
的
幻
影
(
E
r
s
c
h
e
,

i
u
n
g
)

の
う
ち
、
理
念
的
な
意
識
内
容
を
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
感
覚
に
よ
っ
て
も
の
を
感
じ
と
っ
た
り
、
空
想
を
し
た

り
す
る
と
き
、
頭
の
中
に
、
あ
る
イ
メ
ー
ジ
が
浮
び
上
が
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
中
で
理
念
的
意
識
内
容
に
合
致
す
る
も
の
、
こ
れ
を
仮
象
と
い
う
の
で
あ
っ

て
、
美
は
こ
の
仮
象
の
中
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
逆
に
い
え

ば
、
仮
象
は
理
念
的
意
識
内
容
が
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
は
客
観
的
な
審
美
的
観
念
（
美
の
理
想
・
標
準
）
、
す
な
わ
ち
イ
デ
ー
の

実
在
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
一
節
で
述
べ
た
第
二
点
に
相
当
す
る
。
ま

た
、
美
を
固
定
し
、
知
覚
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い

る
箇
所
は
第
一
点
に
も
相
当
し
よ
う
。

第
一
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

今
の
学
者
は
、
反
慮
と
抽
な
る
義
解
（
概
念
）
の
写
象
（
想
像
）
と
の
、
美

を
担
ふ
こ
と
能
は
ず
し
て
…
…
（
「
審
美
論
」
）

結
局
、
抽
象
的
概
念
的
写
象
と
思
惟
的
省
察
は
美
の
所
在
た
り
得
な
い
こ
と

（注
10)

が
明
白
な
こ
と
と
見
ら
れ
る
に
至
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ハ
ル
ト
マ
ン
は
美
を
抽
象
的
な
省
察
、
概
念
に
は
存
在
し
得

な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
彼
は
、
徹
頭
徹
尾
美
は
具
体
的
な
も
の
で
あ

る
と
し
、
仮
象
は
決
し
て
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。
単
に
感

覚
的
に
快
い
だ
け
の
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
を
超
え
た
形

而
上
的
な
世
界
に
存
在
す
る
も
の
で
も
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
鴫
外
の
審
美
論
を
論
ず
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

明
治
二
十
年
初
頭
に
お
い
て
は
二
葉
亭
の
、
学
問
は
イ
デ
ー
の
智
力
に
よ
る
分

析
的
究
明
、
美
術
は
イ
デ
ー
の
感
情
に
よ
る
総
合
的
感
得
で
あ
る
、
と
の
主
張

が
広
く
受
け
れ
入
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
学
問
的
真
理
と
芸
術
的
美
と
が
混

同
さ
れ
、
美
も
抽
象
的
な
も
の
の
中
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ

る
。
（
逍
造
の
「
没
理
想
」
も
真
と
美
と
の
区
別
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
。

鵜
外
は
こ
の
点
に
つ
い
て
も
逍
造
の
い
う
「
没
理
想
」
は
哲
学
的
所
見
に
過
ぎ

ぬ
の
で
は
な
い
か
と
攻
撃
し
て
い
る
。
）
鵬
外
は
特
に
こ
の
点
に
つ
い
て
、
批

判
的
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
ハ
ル
ト
マ
ン
に
拠
っ
た
が
ゆ
え
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
な
お
、
ハ
ル
ト
マ
ン
が
類
想
を
排
し
、
「
個
想
」
を
重
ん
じ
た
の

も
美
を
具
体
的
な
も
の
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
美
が
生
ず
る
際
に
主
観
的
要
素
が
関
わ

る
こ
と
を
認
め
た
場
合
、
そ
の
客
観
性
が
い
か
に
し
て
保
証
さ
れ
る
か
と
い
う

こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
こ
よ
う
。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
ハ
ル
ト
マ
ン
は
次
の
よ

う
に
答
え
る
。

美
を
受
容
す
る
時
に
当
り
て
、
よ
く
我
を
仮
象
中
に
投
入
す
る
所
以
の
も
の

は
、
仮
象
の
現
ず
る
と
こ
ろ
の
理
想
に
依
り
て
、
能
変
の
唯
一
の
本
源
た
る
自

性
と
合
一
す
る
に
外
な
ら
ず
。
（
「
審
美
綱
領
」
）

美
に
没
入
す
る
と
、
主
体
は
こ
の
分
離
（
坂
井
注
こ
土
体
と
絶
対
的
精
神
と

の
分
離
）
が
統
合
さ
れ
た
と
感
じ
、
現
象
化
し
た
理
念
で
あ
る
美
的
仮
象
を
通

（注
11)

し
て
絶
対
的
精
神
と
の
一
致
に
回
帰
す
る
。
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以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
ハ
ル
ト
マ
ン
美
学
は
一
面
で
は
理
想
主
義
的
・
浪

漫
主
義
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
の
反
面
、
科
学
的
・
経
験
主
義
的
な

色
彩
の
濃
い
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
前
者
が
鵬
外
を
し
て
、
逍
造
の
無

理
想
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
「
没
理
想
論
」
、
そ
し
て
「
談
理
」
を
排
し
、
「
記

実
」
を
重
ん
じ
た
態
度
を
攻
撃
せ
し
め
た
の
で
あ
り
、
後
者
が
鴫
外
を
し
て
、

逍
造
の
現
象
世
界
の
認
識
と
学
問
を
軽
ん
じ
、
現
象
世
界
を
脱
却
し
た
絶
対
の

境
地
に
あ
ら
ゆ
る
理
想
を
掩
っ
て
し
ま
い
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
を
統
合
し
て
し
ま
う

よ
う
な
「
没
理
想
」
を
悟
り
に
よ
っ
て
求
め
よ
う
と
す
る
老
荘
的
•
仏
教
的
な

二
元
論
の
発
想
を
非
難
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
没
理
想
論
争
は
東
洋
的
な
二
元
論
と
西
洋
的
な
一
元
論
と
が
対

立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

注
(

1

)

神
田
孝
夫
「
鵬
外
初
期
の
文
芸
評
論
」
（
「
比
較
文
学
研
究
」
東
京
大
学
比
較

文
学
会
、
第
四
巻
第
1
.
2
号
、
一
九
五
七
年
）
、
同
「
鴫
外
と
美
学
」
（
稲
垣

む

す

び

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
も
と
も
と
普
遍
的
な
絶
対
的
精
神
か
ら
生
ま
れ
出
て

分
化
し
た
存
在
だ
か
ら
、
常
に
そ
の
源
で
あ
る
絶
対
的
精
神
に
回
帰
し
よ
う
と

希
求
し
、
絶
対
的
精
神
に
か
な
っ
た
も
の
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
美
的
仮

象
と
い
う
の
は
理
念
が
現
象
化
し
た
も
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
絶
対
精
神
に
か
な

っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
美
の
普
遍
性
は
保
証
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
イ
デ
ー
の
実
在
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
美
の
客
観
性
の
保
証

を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
第
二
点
に
相
当
し
、
ま
た
、
我
々
が
形
而

上
的
な
存
在
で
あ
る
絶
対
精
神
か
ら
分
化
し
た
存
在
で
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
隔

絶
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
点
は
、
第
四
点
に
も
相
当
し
よ
う
。

達
郎
編
「
森
鴫
外
必
携
」
学
燈
社
）
、
同
「
森
鴫
外
と

E
.
V
・
ハ
ル
ト
マ
ン

ー
「
無
意
識
哲
学
」
を
中
心
に
ー
—
」
(
「
比
較
文
学
研
究
森
鵬
外
」
朝
日

出
版
社
）
、
小
堀
桂
一
郎
「
森
鵬
外
1

文
業
改
題
翻
訳
篇
」
（
岩
波
書
店
）
、

磯
貝
英
夫
「
鵬
外
の
文
学
評
論
—
|
＇
没
理
想
論
争
を
中
心
に
」
（
稲
垣
達
郎
編

「
森
鵡
外
必
携
」
学
燈
社
）
、
同
「
啓
蒙
批
評
時
代
の
鵡
外
」
（
「
文
学
」
昭
和
47

•
1
1
、
1
2
、
4
8
.
1
)
な
ど
。

(
2
)

坂
井
健
「
二
葉
亭
四
迷
「
真
理
」
の
変
容
！
仏
教
へ
の
傾
倒

l

」
(
「
新

潟
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
」
平
成
元
・
3
)
同
「
二
葉
亭
四
逆
と
坪
内
逍
遥
」

（
「
函
館
私
学
紀
要
—
—
中
学
・
高
校
編
|
|
」
函
館
私
学
振
興
協
議
会
、
平
成

元
・
3
)
同
「
坪
内
逍
遥
「
没
理
想
論
」
と
老
荘
思
想
」
（
「
稿
本
近
代
文
学
」

1
9
8
9
.
1
1
)
参
照
。

(
3
)
坂
井
健
「
没
理
想
論
争
の
実
相
—
|
観
念
論
者
逍
遥
と
経
験
論
者
鵬
外
」

（
「
稿
稿
本
近
代
文
学

r平
成
元
・
1
1
)
参
照
。

(
4
)

二
元
論
・
一
元
論
の
定
義
は
別
稿
（
「
二
葉
亭
四
迷
「
真
理
」
の
変
容
」
（
注

2
)
、
お
よ
び
(

3

)

な
ど
で
二
元
論
的
直
観
論
・
一
元
論
的
認
識
論
と
い
っ

た
語
で
述
べ
た
が
、
簡
単
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
二
元
論
に

お
い
て
は
、
本
質
的
存
在
た
る
イ
デ
ー
は
、
経
験
可
能
な
現
象
世
界
を
離
れ
た

と
こ
ろ
に
存
在
す
る
の
で
、
経
験
的
・
科
学
的
方
法
に
よ
っ
て
は
イ
デ
ー
を
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
元
論
に
お
い
て
は
、
イ
デ
ー
は
現

象
世
界
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
世
界
は
イ
デ
ー
が
発
展
・
展
開
し

て
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
現
象
世
界
に
対
し
て
の
経
験
的
知
識
を
無
限

に
積
み
上
げ
る
な
ら
ば
、
イ
デ
ー
を
把
握
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
る

な
ら
、
一
元
論
と
は
「
実
」
よ
り
帰
納
し
て
「
想
」
を
得
ら
れ
る
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
二
元
論
は
「
実
」
を
脱
却
す
る
こ
と
で
「
想
」
に
達
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
元
論
的
発
想
は
西
洋
の
近
代
に
特
徴
的
で
あ
り
、
二

元
論
的
発
想
は
仏
教
や
老
荘
思
想
と
い
っ
た
東
洋
的
な
発
想
に
顕
著
で
あ
る
。

(

5

)

論
争
全
体
の
展
開
に
つ
い
て
は
重
松
泰
雄
「
没
理
想
論
争
」
（
「
解
釈
と
鑑

賞
」
昭
和
4
5
.
6
)
の
概
観
が
分
か
り
易
い
。

(
6
)
V
o
n
 H
a
r
t
m
a
n
n
'
s
 p
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 is 
called 
b
y
 its a
u
t
h
o
r
 a
 tras-

c
e
n
d
e
n
t
a
l
 
r
e
a
l
i
s
m
,
 
b
e
c
a
u
s
e
 i
n
 
it 
h
e
 
p
r
o
f
e
s
s
e
s
 
t
o
 
r
e
a
c
h
 
b
y
 

m
e
a
n
s
 o
f
 
i
n
d
u
c
t
i
o
n
 
f
r
o
m
 t
h
e
 b
r
o
a
d
e
s
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
basis 
o
f
 
e
x
,
 

p
e
r
i
e
n
c
e
 a
 k
n
o
w
l
e
d
g
e
 o
f
 
t
h
a
t
 
w
h
i
c
h
 lies b
e
y
o
n
d
 e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
.
 

A
 ce
r
t
a
i
n
 o
f
 c
o
n
s
c
i
o
u
s
n
e
s
s
,
 n
a
m
e
l
y
,
 s
e
n
s
e
,
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
,
 b
e
g
i
n
s
,
 

c
h
a
n
g
e
s
 a
n
d
 e
n
d
s
 w
i
t
h
o
u
t
 o
u
r
 c
o
n
s
e
n
t
 a
n
d
 o
f
t
e
n
 
i
n
 
direct 
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opposition 
to 

o
u
r
 
desires. 

Sense-perception, 
then, 

c
a
n
n
o
t
 

b
e
 
adequately 

explained 
f
r
o
m
 the 

e
g
o
 alone, 

a
n
d
 the 

exist-

e
n
c
e
 
of 

things 
outside 

experience 
m
u
s
t
 b
e
 posited. 

M
o
r
e
-

over, 
since 

t
h
e
y
 
act 

u
p
o
n
 consciousness 

a
n
d
 d
o
 so 

in 
dif-

ferent 
times, 

t
h
e
y
 
m
u
s
t
 
h
a
v
e
 
those 

qualities 
assigned 

to 

t
h
e
m
 w

h
i
c
h
 w

o
u
l
d
 m

a
k
e
 
s
u
c
h
 
action 

possible. 
Casuality 

is 
t
h
u
s
 
m
a
d
e
 
the 

link 
that 

connects 
the 

subjective 
w
o
r
l
d
 

of 
ideas 

w
i
t
h
 
the objective 

w
o
r
l
d
 of 

things. 
A
n
 e
x
a
m
i
n
a
-

tion 
of 

the 
rest 

of 
experience, 

especially 
s
u
c
h
 
p
h
e
n
o
m
e
n
a
 

as 
instinct, 

voluntary 
m
o
t
i
o
n
,
 
sexual 

love, 
artistic 

produc-

tion 
a
n
d
 the 

like, 
m
a
k
e
s
 it 

evident 
that 

will 
a
n
d
 idea, 

un-

conscious b
u
t
 teleological, are e

v
e
r
y
w
h
e
r
e
 operative, a

n
d
 that 

t
h
e
/
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
 
force 

is 
o
n
e
 a
n
d
 not 

m
a
n
y
.
 
T
h
i
s
 thing-in-

itself 
m
a
y
 b
e
 
called 

the 
U
n
c
o
n
s
c
i
o
u
s
.
 

It 
has 

t
w
o
 
equally 

original 
attributes, 

n
a
m
e
l
y
,
 
will 

a
n
d
 idea. 

H
e
g
e
l
 a
n
d
 Scho-

p
e
n
h
a
u
e
r
 
w
e
r
e
 
b
o
t
h
 
w
r
o
n
g
 in 

m
a
k
i
n
g
 o
n
e
 of 

these 
subor-

clinate 
to 

the 
other; 

o
n
 the 

contrary, 
neither c

a
n
 act alone, 

a
n
d
 neither 

is 
the 

result 
of 

the 
other. 

T
h
e
 will 

is 
illogi-

cal 
a
n
d
 
causes 

the 
existence, 

the 
D
a
s
 
of 

the 
w
o
r
l
d
;
 
the 

idea, 
t
h
o
u
g
h
 
not 

conscious. is 
logical, 

a
n
d
 
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
 
the 

vVas. 
T
h
e
 endless 

a
n
d
 vain 

strivng 
of 

the 
will 

necessitates 

the 
great 

p
r
e
p
o
n
d
e
r
a
n
c
e
 
of 

suffering in 
the 

universe, w
h
i
c
h
 

could 
not 

well 
b
e
 
m
o
r
e
 w
r
e
t
c
h
e
d
 
t
h
a
n
 
it 

is. 
Nevertheless, 

it 
m
u
s
t
 
b
e
 
characterized 

as 
the 

best 
possible 

world, 
for 

both 
nature 

a
n
d
 
history 

are 
constantly 

developing 
in 

the 

m
a
n
n
e
r
 
best 

a
d
a
p
t
e
d
 
to 

the 
world-end; 

a
n
d
 
b
y
 m
e
a
n
s
 of 

increasing 
consciousness 

the 
idea, 

instead 
of 

prolonging 

suffering 
to 

eternity, 
provides 

a
 refuge 

f
r
o
m
 
the 

evils 
of 

existence 
in 

non-existence. 
(
E
n
c
y
l
o
p
e
d
i
a
 A

m
e
r
i
c
a
n
a
 1936) 

（
t-) 

D
e
r
 
Vergleich 

cler 
S
c
h
o
n
h
e
i
t
 
m
i
t
 
DcdUrfniss, 

W
a
h
r
h
e
i
t
,
 

Sittlichkeit 
u
n
d
 
Religion 

ist 
v
o
n
 
viclen 

Aesthetikern, 
na-

m
e
n
t
l
i
c
h
 
d
e
n
 
dialektisch 

oder 
cleduktiv 

verfahrenclen 
Idea-

listen 
als 

vorlaufige 
O
r
i
e
n
t
i
r
u
n
g
 
U
b
e
r
 
<las 

G
e
b
i
e
t
 
des 

Sc!
這

n
e
n
 
u
n
d
 <lessen 

A
b
g
r
e
n
z
u
n
g
 v
o
n
 
d
e
n
 
N
a
c
h
b
a
r
g
e
b
i
e
t
e
n
 
des 

geistigen 
L
e
b
e
n
s
 voraufgeschickt 

w
o
r
d
e
n
;
 
m
i
r
 scheinen 

es 

aber 
sachlich 

a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
e
r
 
u
n
d
 
formell 

d
e
m
 
induktiven 

V
e
r
f
a
h
r
e
n
 e
n
 tsprechend. 

(oo) 
O
b
 <las 

W
a
h
r
n
e
h
m
u
n
g
s
b
i
l
d
,
 
w
e
l
c
h
e
s
 v

o
n
 e

i
n
e
m
 n
o
r
m
a
l
e
n
 

W
a
h
r
n
e
h
m
u
n
g
s
s
u
b
j
e
k
t
 in 

G
e
g
e
n
w
a
r
t
 
eines 

objektiv-realen 

K
u
n
s
t
w
e
r
k
s
 
produziert 

wirt, 
s
c
h
o
n
 
ist 

oder 
nicht, 

u
n
d
 in 

w
e
l
c
h
e
m
 
G
r
a
d
e
 
u
n
d
 
w
e
l
c
h
e
r
 A

r
t
 es 

s
c
h
o
n
 
ist, 

<las 
ist 

gar 

nicht v
o
n
 d
e
m
 alles 

aus sich p
r
o
d
u
z
i
e
r
e
n
d
e
n
 
Subject bedingt, 

s
o
n
d
e
r
n
 g

a
n
z
 allein 

v
o
n
 der 

A
r
t
 u

n
d
 W
e
i
s
e
 der Produktion-

sthatigkeit, 
z
u
 
w
e
l
c
h
e
r
 es 

<lurch 
die 

Affection 
seiner 

Sin-

nesorgane 
angeregt 

wird. 

(en) 
D
a
s
 
S
c
h
o
n
e
 
ist 

liegt 
also 

allemal 
i
m
 Schein, 

sei 
es 

i
m
 

Sinnenschein, 
sei 

es 
i
m
 Phantasieschein, 

also 
i
m
m
e
r
 in 

der 

subjektiven 
E
r
s
c
h
e
i
n
u
n
g
,
 
w
i
e
 
idealer 

Bewusstseinsinhalt 

ist, 
u
n
d
 w
e
d
e
r
 in 

d
e
n
 
realen 

B
e
w
e
g
u
n
g
e
n
 
der 

L
u
f
t
 
oder 

des 
A
e
t
h
e
r
s
 n

o
c
h
 in 

irgend 
w
e
l
c
h
e
n
 D

i
n
g
e
n
 
a
n
 
sich. 

D
a
s
 

S
c
h
o
n
e
 ist 

als 
solches 

rein 
ideal, 

u
n
d
 seine 

Realitat 
ist 

n
u
r
 

die 
ideale 

Realitat 
eines 

wirklich 
perzipierten 

Bewusstsein-

sinhalt; 
sucht 

m
a
n
 aber 

n
a
c
h
 einer 

Fixation 
des 

S
c
h
o
n
e
n
,
 

u
m
 d
a
d
u
r
c
h
 
Blirgschaften 

filr 
die 

Objektivitat 
dieser 

idealen 
Wirklichkeit 

z
u
 g

e
w
i
n
n
e
n
.
 

虚
）

E
s

darf 
n
a
c
h
g
r
a
d
e
 
als 

unbestritten 
w
e
r
d
e
n
 
a
n
g
e
s
e
h
e
n
,
 

<lass 
abstrakte 

begriffliche 
V
o
r
s
t
e
l
l
u
n
g
e
n
 
u
n
d
 gedankliche 

Reflexionen 
nicht 

der 
Sitz 

des 
S
c
h
o
n
 sein 

k
o
n
n
e
n
.
 

（こ）
In

der 
H
i
n
g
a
b
e
 
a
n
 
das 

S
c
h
o
n
e
 
aber 

filhlt 
das 

S
u
b
j
e
k
t
 

dicse 
Gescheinheit 

a
u
f
g
e
h
o
b
e
n
 u

n
d
 sich 

in 
die 

Einheit 
m
i
t
 

d
e
m
 
absoluten 

Geist 
<lurch 

d
e
n
 
asthetischen 

S
c
h
e
i
n
 
der 

Idee 
p
h
a
n
o
m
e
n
a
l
i
 

註n
o
m
e
n
a
l
i
t
e
r
restituirt. 
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