
鴎
外
の
サ
ー
ビ
ス
精
神

ー

l

本
保
義
太
郎
筆
録
「
美
学
」

ノ

ト
の
独
自
'性

〔
あ
ら
す
じ
〕

鴎
外
は
、
明
治
二
十
九
年
か
ら
三
十
二
年
ま
で
東
京
美
術
学
校
で
嘱
託
と

し
て
、
美
学
と
西
洋
美
術
史
を
講
じ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
本
保
義
太
郎
の

筆
記
ノ

l
ト
が
あ
る
こ
と
は
、
か
な
り
以
前
に
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
翻
刻

が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
研
究
が
遅
れ
て
お
り
、
『
審
美
綱
領
』
と
ほ
ぼ

同
様
の
内
容
で
あ
る
と
の
資
料
紹
介
者
の
見
解
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

実
際
ノ

l
ト
に
接
し
て
み
る
と
、
『
審
美
綱
領
』
と
内
容
的
対
応
は
あ
る
も

の
の
、
少
な
く
と
も
冒
頭
部
分
に
つ
い
て
は
独
自
性
が
顕
著
で
あ
る
。
特
に

導
入
部
で
は
「
肉
感
」
と
い
う
『
審
美
綱
領
』
に
見
ら
れ
な
い
感
覚
が
重
要

は
じ
め
に

鴎
外
は
、
明
治
二
十
九
年
か
ら
三
十
二
年
ま
で
東
京
美
術
学
校
で
嘱
託
と
し
て
、

美
学
と
西
洋
美
術
史
を
講
じ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
本
保
義
太
郎
の
筆
記
ノ

l
ト

が
あ
る
こ
と
は
、
か
な
り
以
前
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
西
洋
美
術
史
の

講
義
ノ

l
ト
に
つ
い
て
は
、
吉
田
千
鶴
子
氏
に
よ
る
翻
刻
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い

文
学
部
論
集
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イ建

概
念
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
語
は
『
審
美
論
』
、
『
美
の
哲
学
』
に

い
ず
れ
に
お
い
て
も
重
要
概
念
で
は
な
い
。
鴎
外

見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

lま

ハ
ル
ト
マ
ン
を
離
れ
て
勝
手
に
こ
の
概
念
を
重
要
概
念
に
仕
立
て
て
い

る
が
、
こ
れ
は
美
術
の
製
作
者
を
目
指
す
学
生
を
意
識
し
た
教
師
と
し
て
の

サ
ー
ビ
ス
精
神
の
現
わ
れ
だ
っ
た
の
だ
。

キ
ー
ワ
ー
ド

森
鴎
外
、
美
学
、

『
審
美
綱
領
』

ハ
ル
ト
マ
ン
、
本
保
義
太
郎
、

る
。
と
こ
ろ
が
、
美
学
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
翻
刻
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

そ

の
後
こ
の
ノ
!
ト
に
触
れ
た
論
は
ほ
と
ん
ど
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
管
見
に
入
っ
た

限
り
で
は
、
日
野
由
希
氏
の
論
を
見
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
日
野
氏
の
論
も
、

鴎
外
の
史
伝
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
五
巻
あ
る
ノ

1
ト
の
う

ち
氏
の
論
点
に
関
わ
る
第
四
巻
に
言
及
が
集
中
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
ど
富
山
県
立
近
代
美
術
館
の
ご
協
力
に
よ
り
、
貴
重
な
資
料
を
拝
見
す



鴎
外
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
(
坂
井

健

る
機
会
を
得
た
。
資
料
全
般
を
見
渡
し
た
考
察
が
急
務
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
何

分
に
も
大
部
な
も
の
な
の
で
、
本
稿
で
は
、
全
体
を
総
括
す
る
導
入
部
分
に
当
た

る
第
一
巻
の
冒
頭
部
分
の
ノ

1
ト
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一
、
先
行
研
究
と
そ
の
問
題
点

本
資
料
の
存
在
が
報
告
さ
れ
た
際
、
次
の
よ
う
な
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。

美
学
ノ

l
ト
の
内
容
は
明
治
三
十
二
年
六
月
に
春
陽
堂
か
ら
発
行
さ
れ
た

森
鴎
外
、
大
村
西
崖
同
編
『
審
美
綱
領
』

(
E
g丘
5
口
出
向
円

B
m
p
E一-

と
全
体
的
に
符
合

z
m
o
u
Eぬ
号
∞

ω与
。

2
0ロ
の
大
綱
を
編
述
し
た
も
の
)

す
る
。
順
序
も
は
じ
め
の
部
分
を
除
い
て
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
そ
の
内
容

項
目
を
次
に
掲
げ
る
が
、
参
考
の
た
め
、
下
段
に

『
審
美
綱
領
』

の
内
容
日

次
を
付
記
す
る
。

こ
の
後
、
ノ

1
ト
と
鴎
外
と
西
崖
が
ハ
ル
ト
マ
ン
の
『
美
の
哲
学
』
を
要
約
し

た
『
審
美
綱
領
』
の
内
容
項
目
の
対
照
が
な
さ
れ
、
末
尾
に
次
の
よ
う
な
解
説
が

付
さ
れ
て
い
る
。

本
保
の
ノ

1
ト
に
よ
る
と
、
鴎
外
は
ハ
ル
ト
マ
ン
美
学
の
大
要
を
講
ず
る

に
あ
た
り
、
生
徒
に
わ
か
り
易
い
よ
う
に
絵
画
、
彫
刻
は
も
ち
ろ
ん
、
茶
の

湯
や
数
奇
屋
好
み
や
利
休
好
み
、
団
十
郎
や
権
十
郎
、
近
松
文
学
や
東
海
道

中
膝
栗
毛
、
ゾ
ラ
や
小
杉
天
外
、
泉
鏡
花
あ
る
い
は
自
分
の
小
説
等
々
を
例

四

に
と
り
、
時
に
は
医
学
(
解
剖
学
)
的
知
見
な
ど
も
加
え
て
、
丁
寧
に
説
い

て
い
る
。
ま
た
、
折
に
ふ
れ
て
自
ら
の
美
術
、
文
学
ヒ
の
意
見
、
あ
る
い
は

時
に
は
為
政
者
に
対
す
る
批
判
的
意
見
な
ど
も
吐
露
し
て
い
る
。
『
審
美
綱

領
』
と
は
異
な
り
、
講
義
の
方
は
分
か
り
易
く
、

し
か
も
鴎
外
自
身
の
考
え

方
も
知
る
こ
と
が
で
き
、
生
徒
に
も
評
判
が
良
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

『
審
美
綱
領
』
と
の
違
い
が
指
摘
さ
れ
る
「
は
じ
め
の
部
分
し
を
示
す
た
め
に
、

資
料
紹
介
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
内
容
項
目
の
対
照
の
う
ち
初
め
の
部
分
を
一
不
す
。

本
保
義
太
郎
ノ

l
ト

序
論

美
学
の
語
義
。
日
本
に
お
け
る
美
学
の
紹
介
。
美
学
沿
革
。

本
論

美
学
用
語
の
解
説

官
能
印

0
5
2、
主
観
自
立
兵
門

710
と
客
観
与
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z
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山
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と
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・
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目
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山
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抽
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R
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象
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と
抽
象
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8
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象
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芸
術
口
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仮
象
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想
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m
H
O
ロ

『
審
美
綱
領
』

上
、
美
の
詮
議

甲
、
美
の
現
象

A
、
美
の
能
変
(
主
観
)
、
所
変
(
客
観
)

B
、
美
の
現
象

五
官

c、
美
の
脱
実

輔自
伴由
圭士 f士

= = 
術術

D
、
美
の
現
象
の
異
称

E
、
美
の
理
想

F
、
真
善
美
の
差
別

G
、
脱
我

H
、
美
の
現
象
の
種
別

ノ
ー
ト
の
ほ
う
は
紹
介
者
が
内
容
を
ま
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
必
ず
し

も
、
ノ

l
ト
に
記
さ
れ
た
項
目
と
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、

『
審
美
綱
領
』

の
ほ
う
も
、
岩
波
版
の
全
集
の
日
次
と
完
全
に
は
一
致
し
な
い
。

紹
介
者
が
若
干
の
説
明
を
加
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
内
容
の

対
照
に
支
障
が
あ
る
ほ
ど
で
は
な
い
。
両
者
の
対
照
か
ら
も
一
目
瞭
然
に
、
少
な

文
学
部
論
集
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く
と
も
当
該
部
分
に
つ
い
て
は
、

ノ
ー
ト
が
『
審
美
綱
領
』
に
対
し
て
相
当
程
度

の
独
自
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

さ
て
、
実
際
に
資
料
を
見
て
行
く
と
、

ノ
ー
ト
の
全
体
の
内
容
は
『
審
美
綱

領
』
と
概
ね
符
合
し
て
お
り
、
以
上
の
よ
う
な
紹
介
が
間
違
っ
て
は
い
な
い
こ
と

が
分
か
る
の
だ
け
れ
ど
も
、

そ
れ
に
し
で
も
あ
ま
り
に
も
簡
単
に
過
ぎ
て
物
足
り

な
い
感
が
強
ま
る
の
で
あ
る
。
内
容
全
体
が
概
ね
符
合
す
る
に
し
て
も
、
違
っ
て

い
る
部
分
が
多
数
存
在
す
る
わ
け
で
、

そ
こ
に
こ
そ
注
目
し
た
い
の
だ
。

講
義
ノ

l
ト
に
は
、

テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
も
な
い
時
代
の
筆
録
で
あ
る
か
ら
、

当
然
、
誤
記
と
思
わ
れ
る
部
分
や
、
書
き
取
り
き
れ
な
か
っ
た
部
分
、
あ
る
い
は

文
脈
を
た
ど
る
こ
と
の
困
難
な
部
分
な
ど
も
相
当
数
存
在
は
す
る
。

か
つ
ま
た
、

比
較
対
照
す
る
べ
き
別
人
の
手
に
な
る
筆
録
ノ

l
ト
も
存
在
し
な
い
わ
け
で
あ
る

か
ら
、
資
料
の
信
溶
性
に
お
い
て
問
題
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

下
書
き
を
元
に
丁
寧
に
浄
書
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
ノ

l
ト
は
、
非
常
に
真

撃
な
姿
勢
で
主
円
か
れ
て
い
て
、
鴎
外
の
講
義
の
口
吻
ま
で
も
努
覧
さ
せ
る
よ
う
で

あ
る
。
少
な
く
と
も
、
他
に
資
料
が
な
い
以
上
、
当
時
の
鴎
外
の
講
義
を
知
る
た

め
の
第
一
級
の
資
料
で
あ
る
し
、
部
分
的
に
誤
記
や
書
き
取
り
の
不
完
全
な
部
分

が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
筆
録
さ
れ
て
い
る
内
容
が
鴎
外
の
講
義
を
十
二
分
に
反
映

し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
う
し
た
資
料
的
な
価
値
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、
こ
の
資
料
は
、

よ
り
一
層
詳

細
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
審
美
綱
領
』
に
は
見
え
な
い
内
容
が
存
在

し
、
「
自
ら
の
文
学
上
、
美
術
仁
の
意
見
」
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
な
ら
ば
、

な
お
さ
ら
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

ま
た
、
難
解
と
さ
れ
る

『
審
美
綱
領
』
を
鴎
外
先
生
が
如
何
に
工
夫
を
し
て
学
生
に
教
え
た
の
か
と
い
う
、

五



鴎
外
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
(
坂
井

健

教
師
と
し
て
の
鴎
外
に
も
興
味
が
持
て
る
。

以
下
、
冒
頭
近
く
の
『
審
美
綱
領
』
と
異
な
る
点
に
焦
点
を
当
て
て
、

わ
ず
か

で
は
あ
る
が
、
紙
数
の
許
す
範
囲
で
述
べ
て
い
き
た
い
。

ニ
、
序
論
に
該
当
す
る
部
分
に
つ
い
て

鴎
外
が
担
当
し
た
美
学
及
び
美
術
史
は
、
明
治
二
十
九
年
に
岡
倉
天
心
の
後
を

引
き
継
い
だ
も
の
で
、
筆
録
し
た
本
保
義
太
郎
は
、
彫
刻
科
の
学
生
で
あ
り
、
高

村
光
太
郎
も
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
在
籍
し
て
い
る
。
こ
の
講
義
は
、
実
習
以
外
の
基

礎
教
育
に
属
し
て
い
た
。

鴎
外
を
迎
え
る
学
生
た
ち
は
、
ド
イ
ツ
帰
り
の
軍
医
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
小

説
家
・
評
論
家
と
し
て
も
名
高
い
鴎
外
に
好
奇
の
念
を
抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、

美
学
と
い
う
得
体
の
知
れ
な
い
学
問
に
対
し
て
、
期
待
と
そ
れ
を
学
ぶ
こ
と
へ
の

不
安
を
抱
い
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ぜ

彫
刻
家
と
し
て
の
道
を
歩
む
こ

と
と
美
学
な
ど
と
い
う
学
聞
を
学
ぶ
こ
と
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
疑
問
を
抱
い
た

学
生
も
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
は
、
論
者
の
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、

と
に
か

く
柏
崎
外
の
講
義
の
第
一
声
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
前
の
説
明
に

も
あ
っ
た
よ
う
に
、
『
審
美
綱
領
』
に
は
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
(
な
お
、

ノ

ト
は
現
在
で
い
う
旧
字
と
新
字
が
混
在
し
、
略
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

る
が
、

す
べ
て
新
字
に
統
一
し
た
。
送
り
仮
名
は
、
現
在
の
表
記
と
違
う
部
分
も

あ
る
が
、
原
文
ど
お
り
と
し
た
。
)

抑
美
学
ナ
ル
学
科
ハ
一
二
之
レ
ヲ
審
美
学
ト
云
ブ
エ
ス
テ

1
チ
ッ
ク

L ノ、

〉
g
門
町
巾
円
安
ナ
ル
語
ブ
訳
セ
シ
者
ニ
シ
テ
先
ツ
我
日
本
ニ
テ
ハ
初
メ
中
江
篤

介
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西
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リ
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テ
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果
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十
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ハ
殆
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新
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区
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ヲ
顕
ハ
サ
、
サ
リ
シ
ナ
リ
其
後
二
至
リ

漸
々
発
達
ノ
境
二
進
ミ
今
日
ニ
於
ケ
ル
美
学
ハ
哲
学
ノ
一
部
ニ
存
在
セ
リ
市

シ
美
ト
称
ス
ル
言
ニ
就
テ
解
釈
セ
ン
ト
ス
ル
モ
多
端
ニ
シ
テ
斯
学
全
体
ニ
及

ホ
サ
、
ル
可
カ
ラ
サ
ル
以
テ
先
ス
其
始
メ
ニ
於
テ
種
々
使
用
ス
ヘ
キ
言
語
、

原
ヲ
説
カ
ン

「
審
美
学
」
と
は
、
鴎
外
が
〉

2
5
0昨
日
付
に
与
え
た
訳
語
で
あ
る
。
『
し
が
ら

み
草
紙
』

の
評
論
活
動
以
来
、
芸
術
作
品
の
価
値
基
準
は
存
在
し
、

そ
の
価
値
を

測
る
の
が
批
評
の
役
割
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
鴎
外
は
、
美
学
と
い
う
訳
語
が
存

在
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
で
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
、
美
を
審
査
す
る
学
、

と
い
う
意
味
の
こ
の
訳
語
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
。

中
江
兆
民
の
『
維
氏
美
学
』
、
西
周
の
可
美
妙
論
』
と
も
に
代
表
的
な
我
が
同

の
美
学
の
暗
矢
と
な
る
著
作
で
あ
る
。

「
我
校
」
す
な
わ
ち
東
京
美
術
学
校
で
は
、
明
治
二
十
二
年
の
開
設
当
初
か
ら

美
学
の
講
座
が
存
在
し
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
そ
の
指
導
に
当
た
っ
て
い
た
。
美
学
の

講
座
が
東
京
帝
国
大
学
で
設
け
ら
れ
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
高
弟
の
ケ
1
ベ
ル
が
美
学

を
講
じ
始
め
た
の
が
明
治
二
十
六
年
、
鴎
外
自
身
が
慶
応
義
塾
で
講
義
し
始
め
た



そ
れ
以
前
に
東
京
専
門
学
校
(
後
の
早
稲
田
大
学
)
で
明

治
二
十
四
年
に
美
学
の
講
座
が
聞
か
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
か
こ
こ
に
そ
の
名
前
は

の
が
明
治
二
十
五
年
、

挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

か
つ
て
の
論
争
相
手
に
対
す
る
思
い
が
あ
っ
た
の
か
、
担

当
者
の
大
塚
保
治
や
大
西
祝
に
対
す
る
鴎
外
自
身
の
持
持
の
表
れ
か
、

い
ず
れ
に

し
で
も
余
計
な
詮
索
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。

続
く
美
学
発
展
の
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
は
、
簡
略
過
ぎ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、

最
初
の
説
明
と
し
て
は
、
妥
当
な
も
の
だ
ろ
う
し
、
美
学
と
い
う
あ
ま
り
な
じ
み

の
な
い
学
問
に
つ
い
て
、
現
在
は
哲
学
の
一
部
で
あ
る
と
断
言
す
る
の
も
、
妥
当

か
つ
初
め
て
の
学
生
に
対
し
て
分
か
り
ゃ
す
い
よ
う
に
と
の
配
慮
が
感
じ
ら
れ
る
。

し
か
も
、
美
と
は
何
か
と
い
う
問
い
か
け
に
対
す
る
答
え
が
錯
雑
と
し
て
い
る

こ
と
を
認
め
、

そ
の
解
答
は
棚
上
げ
し
て
混
乱
を
避
け
、
美
学
に
必
要
な
用
語
に

つ
い
て
の
説
明
に
入
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
非
常
に
行
き
届
い
て
い
て
、

初
学
者
に
も
無
理
な
く
取
り
組
め
た
こ
と
だ
ろ
う
。

一、

「
官
能
」

の
項
目

前
述
し
た
よ
う
に
、
本
論
に
入
っ
て
か
ら
も
、
冒
頭
部
分
は
、
『
審
美
綱
領
』

と
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
『
審
美
綱
領
』
同
目
頭
、
「
A

美
の
能
変
、

所
変
」
は
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
。

美
の
詮
義
(
概
念
)
円
。
コ

2
宮
は
、
能
変
と
所
持
久
(
客
観
)
O
Z
m兆
円
と

を
待
ち
て
、
初
め
て
成
立
す
る
も
の
な
り
。
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き
わ
め
て
高
飛
車
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
哲
学
や
美
学
に
つ
い
て
の
予
備
知
識

が
な
い
人
聞
に
と
っ
て
は
難
解
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
ノ

l
ト
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
使
わ
れ
る
用
語
の
説
明
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
。
最
初
は
寸
官
能
L

の
説
明
で
あ
る
。

官
能
セ
エ
ン
ス

∞ゆロ由。印

視
感
聴
感
嘆
感
食
感
触
感
之
レ
ヲ
五
官
ト
ナ
ス
吾
人
ノ
美
ヲ
感
ス
ル
ハ
此
ノ

官
能
ノ
紹
介
ニ
依
リ
テ
是
レ
ヲ
覚
ユ
ル
ナ
リ
然
ル
ニ
又
他
一
一
於
テ
一
ツ
ノ
最

重
大
ナ
ル
官
能
ア
リ
即
チ
肉
感
ト
ナ
ス
肉
感
所
謂
筋
肉
ナ
ル
ハ
運
動
ノ
道
具

ニ
シ
テ
其
運
動
作
用
ニ
ヨ
リ
テ
如
何
ナ
ル
乎
ヲ
弁
別
ス
ル
事
ヲ
得
例
へ
ハ
棒

ヲ
把
リ
テ
筋
肉
テ
打
タ
ハ
其
ノ
強
弱
ヲ
覚
エ
又
彫
刻
ニ
於
土
ア
扱
フ
時
ハ
肉

感
ヲ
以
テ
強
弱
轍
密
ノ
如
何
ヲ
知
覚
シ
又
日
本
画
之
線
ニ
於
其
細
柔
剛
大
ニ

ヨ
リ
テ
其
強
弱
ヲ
推
知
セ
シ
ム
故
ニ
官
能
ハ
五
官
ニ
止
マ
ラ
ス
必
ス
其
肉
感

ノ
緊
要
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
へ
シ

上
の
欄
外
に
「
肉
感
」
と
の
書
き
込
み
が
あ
る
。
本
ノ

1
ト
で
は
、
重
要
な
用

語
、
要
点
が
欄
外
に
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。

「
官
能
」
は
、
原
語
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
現
在
の
感
覚
に
あ
た
る
。
感
覚
に

は
視
覚
聴
覚
嘆
覚
味
覚
触
覚
の
ほ
か
に
「
肉
感
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ

が
最
も
大
切
な
感
覚
で
あ
り
、
人
聞
が
筋
肉
を
使
っ
て
物
を
扱
う
と
き
、
筋
肉
の

感
覚
で
扱
わ
れ
る
も
の
の
状
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
わ
け
だ
。

こ
の
続
き
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

七



鴎
外
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
(
坂
井

健

而
シ
テ
此
等
官
能
ニ
ハ
種
々
ア
リ
テ
上
等
及
下
等
ニ
属
ス
ル
ア
リ
則
チ
視
感

聴
感
ハ
之
レ
ア
上
等
ノ
官
能
卜
シ
其
レ
ニ
肉
感
モ
附
帯
セ
シ
ム
其
他
ノ
者
ハ

下
等
ニ
属
ス
ル
官
能
ナ
リ
其
所
以
ト
ス
ル
所
ハ
絵
画
ノ
視
感
ニ
於
テ
其
美
ヲ

覚
エ
又
音
楽
ノ
聴
感
ニ
ヨ
リ
テ
其
情
調
ヲ
覚
エ
ル
ニ
於
ケ
ル
カ
如
ク
又
盲
目

ノ
画
工
ナ
キ
モ
彫
刻
ハ
百
目
之
レ
ブ
門
口
シ
テ
成
シ
或
ハ
感
得
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
故
一
一
彫
刻
ナ
ル
ハ
視
感
ト
肉
感
ニ
ヨ
リ
テ
覚
エ
ル
ナ
リ
其
ノ
他
ノ
物
ハ
凡

テ
美
術
ニ
属
セ
ス
茶
ノ
湯
ノ
香
ア
暁
キ
又
料
理
ニ
於
テ
モ
皆
技
術
ニ
属
ス
故

ニ
此
等
ノ
一
吉
ハ
他
ノ
一
一
一
一
口
語
ヲ
使
用
セ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
血
向
上
等
下
等
ブ
成
立
ス

ル
ニ
就
テ
ハ
後
二
論
述
ス
ヘ
シ

や
は
り
、
上
の
欄
外
に
「
上
等
ノ
官
能
」
書
き
込
み
が
あ
る
。
感
覚
に
上
等
と

下
等
の
区
別
が
あ
る
と
聞
い
て
本
保
氏
も
驚
い
た
の
だ
ろ
う
。

人
間
の
感
覚
の
中
で
は
、
視
覚
と
聴
覚
と
が
上
等
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
寸
肉

感
L

も
付
け
加
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
絵
画
は
視
覚
に
よ
り
、
音
楽
は
聴
覚
に

よ
る
。
盲
目
の
画
家
は
い
な
い
が
、
彫
刻
は
、
盲
目
で
も
作
っ
た
り
(
二
字
は
つ

き
り
と
は
判
読
で
き
な
い
が
、
「
勘
案
し
と
読
め
る
よ
う
に
思
え
る
。

い
ず
れ
に

せ
よ
、
「
成
シ
し
と
あ
る
の
で
、
作
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
)
、
感
じ
た
り
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
彫
刻
は
視
覚
と
寸
肉
感
L

に
よ
っ
て
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
他
は
す
べ
て
芸
術
(
当
時
の
寸
美
術
し
は
、
今
日
の
芸
術
を
意
味
す
る
。
)

に
は
属
さ
な
い
。
茶
の
湯
で
香
の
匂
い
を
暁
ぎ
分
け
る
こ
と
も
料
理
も
す
べ
て
技

術
に
属
す
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
等
に
つ
い
て
い
う
と
き
は
別
の
言
葉
を
使
わ
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。
な
ぜ
上
等
下
等
の
区
別
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。

上
等
な
感
覚
、
下
等
な
感
覚
の
区
一
別
が
実
際
に
存
在
し
て
し
か
る
べ
き
か
に
つ

!¥ 

い
て
は
、
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
が
感
覚
で
漠
然
と
感
じ
る
だ

け
の
も
の
は
、
芸
術
と
し
て
認
め
な
い
ハ
ル
ト
マ
ン
美
学
に
基
づ
く
考
え
方
で
あ

る
こ
と
を
言
い
添
え
て
お
こ
う
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
同
町
外
が
「
肉
感
L

と
い
う
聞
き
な
れ
な
い
感
覚
の

重
要
性
を
し
き
り
に
強
調
し
、
上
等
の
感
覚
に
分
類
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

で

は
、
こ
の
「
肉
感
L

に
つ
い
て
『
審
美
綱
領
』

は
ど
の
よ
う
な
説
明
を
与
え
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

四
、
守
審
美
綱
領
L

に
お
け
る
「
肉
感
」

『
審
美
綱
領
』

で
は
、
先
の
「
宵
能
」
す
な
わ
ち
感
覚
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
近

く
の
「
B

美
の
現
象
し
で
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

能
変
の
所
変
に
触
る
〉
や
、
官

(ω
包
括
印
)

の
能
力
に
依
る
。
視
、
聴

香
、
味
、
触
の
如
き
も
の
こ
れ
な
り
。
所
変
の
よ
く
官
能
に
上
る
を
現
象

(
相
分

)
3
8
。5
8
8
と
い
ふ
。

眼
の
現
象
は
、
光
線
と
称
す
る
瀬
気
開

p
q
の
運
動
な
り
。
こ
の
運
動

は
、
物
の
浅
処
に
在
り
て
、
初
め
て
よ
く
主
観
を
動
か
す
。
古
来
美
の
表
面

性

ωロ
宮
門
同
日
丘
町
凶
]
{
々
と
い
ふ
語
あ
り
。
表
両
と
は
薄
き
殻
層

(U2tg}

2
5
E
B
に
し
て
、
光
線
の
こ
れ
に
逢
ひ
て
屈
曲
反
射
し
、
眼
に
触
る
〉
限

り
を
い
ふ
な
り
。

耳
の
現
象
は
立
円
酬
明
日
と
称
す
る
空
気
の
波
動
な
り
。

瀬
気
と
い
ひ
空
気
と
い
ふ
も
の
は
、
空
間
を
填
充
す
る
も
の
に
し
て
こ
れ



を
填
物
冨
包
E
B
と
い
ふ
。
然
る
に
能
変
の
美
を
感
ず
る
に
、
填
物
な
き

こ
と
あ
り
。
即
ち
空
に
想
り
て
想
ひ
起
す
。
こ
れ
を
空
想
℃

y
g
g
m
U
と

い
ふ
。
空
想
の
所
生
は
、

か
の
官
能
の
所
生
の
如
く
、

ま
た
一
の
現
象
な
り
。

故
に
現
象
の
詮
義
を
拡
め
て
、
こ
れ
を
空
想
の
現
象
と
い
ふ
こ
と
を
得
べ
し
。

H

疋
に
由
り
て
こ
れ
を
観
れ
ば
、
芙
の
現
象
に
は
、
官
能
の
現
象
と
空
想
の

現
象
と
あ
り
。
而
し
て
官
能
は
古
来
高
卑
二
種
に
分
ち
、
視
と
聴
と
を
向
感

(
離
中
知
、
不
至
境
)

と
し
、
香
、
味
、
触
を
卑
官
(
合
中
知
、
至
境
)

す
。
よ
く
美
な
る
現
象
は
高
官
に
限
る
こ
と
下
に
説
く
と
こ
ろ
の
如
し
。

主
観
が
客
観
に
触
れ
る
の
は
、
感
覚
の
能
力
に
よ
る
。
視
覚
、
聴
覚
、
唄
覚
、

味
覚
、
触
覚
の
よ
う
な
も
の
が
こ
れ
だ
。
客
観
が
感
覚
に
現
れ
る
の
を
現
象
と
い

ぅ
。
視
覚
的
な
現
象
は
、
光
線
と
い
う
エ
ー
テ
ル
の
運
動
で
あ
る
。
こ
の
運
動
は
、

物
質
の
表
面
に
あ
っ
て
、
初
め
て
視
覚
を
刺
激
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
昔
か
ら
、

美
の
表
面
性
と
い
う
一
一
一
口
葉
が
あ
る
。
表
面
と
い
う
の
は
、
薄
い
被
膜
の
こ
と
で
、

光
線
が
是
に
ぶ
つ
か
っ
て
屈
折
し
た
り
反
射
し
た
り
し
て
、
視
覚
に
触
れ
る
範
囲

を
い
う
の
で
あ
る
。
聴
覚
的
な
現
象
は
音
響
と
称
す
る
空
気
の
波
動
で
あ
る
。

ー
テ
ル
と
い
い
空
気
と
い
い
、
空
間
を
充
填
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
媒
体

と
い
う
。

と
こ
ろ
が
、
主
観
が
美
を
感
ず
る
の
に
媒
体
を
経
な
い
場
合
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
何
に
も
触
れ
ず
に
思
い
起
こ
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
空
想
と
い
う
。
空

想
が
生
じ
る
の
は
、
感
覚
が
生
じ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、

ま
た
一
つ
の
現
象
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
現
象
の
概
念
を
広
げ
て
、
こ
れ
を
空
想
の
現
象
と
い
う
こ
と
が
出

来
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
美
の
現
象
に
は
、
感
覚
の
現
象
と
空

想
の
現
象
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
感
覚
は
昔
か
ら
高
等
な
感
覚
と
低
級
な
感
覚
と
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に
分
け
、
視
覚
と
聴
覚
と
を
高
等
な
感
覚
、
嘆
覚
、
味
覚
、
触
覚
を
低
級
な
感
覚

と
す
る
。
美
と
い
う
こ
と
の
出
来
る
現
象
は
高
等
な
感
覚
に
限
る
こ
と
は
以
下
の

と
く
通
り
だ
。

煩
蹟
で
あ
る
が
、
現
代
語
訳
す
る
と
以
上
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

ち
な
み
に
、

ユ二

ー
テ
ル
と
い
う
の
は
、
現
在
で
い
う
エ
ー
テ
ル
で
は
な
く
、
当
時
、
空
間
に
あ
っ

て
、
光
線
を
伝
え
る
媒
体
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
離
中
知
、

と

不
至
境
し
と
は
実
在
か
ら
離
れ
、
実
在
に
至
ら
ず
と
も
知
る
こ
と
の
で
き
る
感
覚

で
あ
り
、
寸
合
中
知
、
至
境
」
は
そ
の
反
対
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

要
す
る
に
、
私
た
ち
が
現
象
を
感
じ
る
の
は

一
般
に
は
、
感
覚
器
官
が
外
界

の
刺
激
を
受
け
て
感
ず
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
、
空
想
の
場
合
は
、
外
界
の
刺
激
な

し
で
も
感
じ
る
と
い
う
、
ご
く
常
識
的
な
内
容
と
、
例
の
上
等
な
感
覚
と
下
等
な

感
覚
の
諸
国
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、

五
感
の
説
明
と
上
等
下
等
の
感
覚
の
話
が
な
さ
れ
て

い
る
点
は
、

ノ
ー
ト
の
内
容
と
符
合
し
て
い
る
の
だ
が
、

ノ
ー
ト
の
ほ
う
で
あ
れ

ほ
ど
強
調
さ
れ
て
い
た
「
肉
感
し
な
る
感
覚
が
少
し
も
出
て
こ
な
い
点
で
あ
る
。

ユ二

こ
の
点
、
『
美
の
哲
学
』

で
は

の
要
点
を
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い

『
審
美
綱
領
』

な
く
、

か
な
り
忠
実
な
翻
訳
(
た
だ
し
、
中
絶
)

で
あ
る
『
審
美
論
』

で
は
、

ど

う
な
っ
て
い
る
、
だ
ろ
う
か
。

玉
、
寸
審
美
論
L

に
お
け
る

「
肉
感
」

『
審
美
綱
領
』

美
の
現
象
」
に
該
当
す
る
『
審
美
論
』

の
「
B

の
項
目
は
、

「
美
を
担
い
た
る
主
象
L

で
あ
る
。
逐
一
引
用
は
し
な
い
が
、
美
は
実
際
の
も
の

)L 
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Wir haben also festzuhalten， dass“schoen" im eigentliche 

Sinne nur die subjective Erscheinung heissen kann， we1che als 

rein subjektiv“aesthischer Schein" genannt wird， dass aber 

die naitvrealistische Uebertragung des Praedikates“schoen" 

auf die Dinge an sich， we1che indirekte Ursachen dieses 

Scheines sind， nur unter der Bedingung als statthaft gelten 

kann， dass man sich der Uneigentlichekeit und der Sinneser-
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weiterung diser Ausdruckweise klar bewusst ist Die Reichti 
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verwachsen scheinen， uns nur Quelle des Angenehmen， aber 

nicht des Schoenen werden koennen， Erst die Phantasierepro-

duktion der Geschmaeke，Gerueche， und Gefhulswahrnehmun-

gen besitzt diejenige Abtrennbarkeit von der Realitaet， 

we1che sie zum Eintritt ins Gebiet des Schoenen (jn der Poe-

sie) befaehigt 
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は
明
ら
か
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
見
解
の
正
し
さ
は
、
以
下
の

こ
と
か
ら
も
っ
と
も
明
ら
か
と
な
る
。
我
々
の
感
覚
の
下
に
存
在
す
る
美

的
仮
象
だ
け
が
、
我
々
に
美
し
い
知
覚
を
供
給
し
う
る
の
で
あ
り
、

そ
れ

そ
れ
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
実
在
性
か
ら
の
主
観
的
な

現
象
の
分
離
が
心
理
学
的
に
実
行
可
能
な
の
だ
(
視
覚
、
聴
覚
、
そ
し
て
、

を
伴
っ
て
こ
そ
、

必
要
な
ら
ば
、

ま
た
、
盲
目
の
造
形
家
に
お
け
る
筋
肉
の
感
覚
と
の
結
び

つ
き
に
お
け
る
触
覚
を
挙
げ
て
も
い
い
。
)
。

一
方
で
、
低
級
と
呼
ば
れ
る

成
立
見
は
、

そ
の
知
覚
が
実
在
性
と
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
結
び
つ

い
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
我
々
に
と
っ
て
単
な
る
快
適
さ
の
原
因
に
は
な

そ
も
そ
も
味
、
臭
い
、
触
覚
的
知

る
が
、
美
の
原
因
と
は
な
り
え
な
い
。

覚
の
空
想
的
再
生
産
は

そ
れ
に

詩
に
お
け
る
)
美
の
領
域
に
入
る
資

格
を
与
え
る
実
在
か
ら
そ
れ
自
体
分
離
し
た
も
の
な
の
だ
。

(
訳
文
坂
井
)

『
審
美
論
』
が
か
な
り
意
味
を
取
り
な
が
ら
自
由
に
訳
し
て
い
る
こ
と
が
知
れ

る
が
、

ハ
ル
ト
マ
ン
の
言
う
と
こ
ろ
は
、

そ
れ
ほ
ど
難
解
で
は
な
い
。

私
た
ち
が
「
美
し
い
」
と
い
う
時
、
実
際
に
存
在
す
る
物
そ
の
も
の
に
美
が
あ

る
わ
け
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
心
の
中
に
生
ま
れ
る
美
し
い
イ
メ
ー
ジ

(
「
美
的

仮
象
」
)

の
中
に
美
が
存
在
す
る
わ
け
で
、

だ
か
ら
、
美
と
い
う
も
の
は
全
く
主

観
的
な
も
の
な
の
だ
。

か
つ
ま
た
、

そ
の
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま
れ
て
い
る
時

に
は
、
私
た
ち
は
実
際
の
物
を
見
た
り
、
聞
い
た
り
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
を
離
れ

て
美
の
世
界
に
浸
り
き
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
味
や
臭
い
の
世
界
で
は
、

美
味
し
い
と
か
い
い
匂
い
だ
と
い
う
快
感
を
感
じ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
実
際
の

文
学
部
論
集

第
九
十
一
号
(
一
一

O
O七
年
三
月
)

味
や
臭
い
を
離
れ
て
美
の
世
界
に
浸
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
味
、

臭
い
、
触
覚
的
な
感
触
を
起
こ
す
原
因
と
な
る
物
自
体
、
芸
術
的
感
覚
を
起
こ
す

者
と
全
く
別
物
で
あ
る
。

こ
の
直
後
に
低
級
の
感
覚
、
上
級
の
感
覚
の
話
に
入
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
注

日
す
べ
き
は
、
『
審
美
論
』

で
も
、
『
美
の
哲
学
』

で
も
、
「
肉
感
」

E
5
w巳
m
Eロ

(
筋
肉
の
感
覚
)

l土

は
、
大
し
て
重
視
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
『
審
美
論
』
で

一
応
「
高
官
し
に
分
類
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
「
肉
感
と
共
に
役
す
る
触

感
L

と
あ
る
ば
か
り
だ
し
、
『
美
の
哲
学
』
に
い
た
っ
て
は
、

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ

も
味
覚
・
嘆
覚
と
対
置
さ
れ
、
視
覚
・
聴
覚
の
側
に
入
れ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

「
必
要
な
ら
ば
」
と

い
か
に
も
つ
い
で
に
出
し
た
例
で
す
よ
と
い
う
断
り
書
き

が
つ
い
て
い
る
。

む
す
び

か
く
し
て
私
た
ち
は
知
る
の
で
あ
る
。
美
学
の
講
義
の
冒
頭
で
鴎
外
が
し
き
り

に
「
肉
感
」
を
強
調
し
た
の
は
、
東
京
美
術
学
校
の
学
生
向
げ
の
、
恐
ら
く
は
、

特
に
彫
刻
科
の
学
生
向
け
の

一
種
の
サ
ー
ビ
ス
だ
っ
た
の
だ
。
当
時
の
彫
刻
科

の
授
業
は
木
彫
実
習
で
あ
り
、
高
村
光
太
郎
も
「
地
紋
」
を
彫
る
の
に
悪
戦
苦
戦

し
た
と
い
う
。
複
雑
な
木
目
の
あ
る
材
料
を
小
万
で
刻
み
、
細
か
い
文
様
を
彫
り

だ
す
に
は
、
視
覚
的
な
鋭
敏
さ
だ
け
で
は
な
く
、
彫
り
進
め
て
い
く
際
の
手
応
え

と
い
っ
た
感
覚
的
な
鋭
敏
き
が
必
要
で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
の
手
応
え
を
筋
肉
で
感

じ
な
が
ら
、
美
し
い
彫
刻
の
完
成
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
。
「
肉
感
し
は
、
美
を
生
み

出
す
こ
と
の
で
き
る
、
視
覚
・
聴
覚
に
匹
敵
す
る
能
力
な
の
だ
。
日
々
、
木
彫
の



鴎
外
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
(
坂
井

健

実
習
に
励
む
彼
ら
に
鴎
外
は
言
っ
て
や
り
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

な
お
、
本
稿
で
比
較
し
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
本
保
義
太
郎
の
ノ

1
ト
は
、

の
内
容
も
含
ん
で
い
る
。
『
審
美

『
審
美
綱
領
』
だ
け
で
は
な
く
、
『
審
美
論
』

論
』
と

『
審
美
綱
領
』

の
関
係
を
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
か

も
し
れ
な
い
が
、
『
審
美
綱
領
』
が

三
美
の
哲
学
』

の
要
点
だ
け
を
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
審
美
論
』

で
は
、
原
文
を
か
な
り
踏
ま
え
て
い
て
、
説

明
も
具
体
的
で
あ
る
こ
と
に
閃
る
だ
ろ
う
。
講
義
を
し
て
行
く
上
で
は
、
具
体
的

に
例
を
引
い
て
説
明
し
な
げ
れ
ば
、
学
生
に
分
か
っ
て
も
ら
え
な
い
か
ら
、
当
然
、

『
審
美
論
』

の
内
容
を
ふ
ま
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た

点
か
ら
し
て
も
、
鴎
外
は
、
学
生
の
側
に
立
っ
た
親
切
で
サ
ー
ビ
ス
精
神
旺
盛
な

先
生
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

ち
な
み
に
、
本
講
義
ノ

1
ト
は
発
見
か
ら
二
十
年
近
く
を
経
過
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

い
ま
だ
に
復
刻
さ
れ
て
い
な
い
。
資
料
的
な
価
値
か
ら
し
て
も
早

期
の
復
刻
を
望
む
。

(注〕
(
1
)
富
山
県
立
近
代
美
術
館
所
蔵
。
全
五
巻
。
明
治
三
十
年
か
ら
三
一
十
一
年
ま
で
の
講

義
を
筆
録
し
た
も
の
。

(2)
東
京
禁
術
大
学
百
年
史
刊
行
委
員
会
編
『
東
京
婆
術
大
学
百
年
史
』
(
ぎ
ょ
う
せ

ぃ
、
一
九
八
七
年
)
。
執
筆
担
当
者
に
村
田
哲
朗
氏
、
吉
田
千
鶴
子
氏
の
名
前
が

あ
る
。

(
3
)
吉
田
千
鶴
子
「
森
鴎
外
の
西
洋
美
術
史
講
義
l
本
保
義
太
郎
筆
記
ノ

l
ト

」

(
『
五
浦
論
叢
』
二
号
、
一
九
九
四
年
三
月
)

(
4
)
日
野
由
希
『
明
治
三
十
一
年
か
ら
始
ま
る
『
鴎
外
史
伝
と
(
渓
水
社
、
二

O
Oコ一

年
)
第
二
章
「
鴎
外
「
史
伝
L

に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ル
と
様
式
「
史
伝
」
と
い
う

ホ
ロ
ス
コ
ー
プ

L

、
第
三
章
「
夢
の
近
世
美
術
資
料
館
」
、
第
四
章
っ
明
治
三
十

一
年
の
鴎
外
と
美
学
L

。
こ
の
う
ち
、
第
二
章
は
、
初
出
『
日
本
文
学
』
一
九
九

八
年
二
一
月
。
第
三
章
は
、
初
出
『
稿
本
近
代
文
学
』
二
十
三
号
、
一
九
九
八
年

(
5
)
注
2
に
同
じ
。

(6)
注

2
に
同
じ
。

(
7
)
佐
渡
谷
重
信
『
鴎
外
と
西
洋
芸
術
』
(
美
術
公
論
社
、
昭
和
五
九
年
)

(
8
)
注
2
に
同
じ
。

(
9
)
ノ
1
ト
と
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
拙
稿
寸
森
鴎
外
」
『
審
美
論
』
と
本
保
義
太

郎
筆
録
「
美
学
L

ノ
l
卜
(
『
京
都
語
文
』
日
号
、
二

O
O六
・
一
一
)
で
論
じ

た。

(
付
記
〕

本
稿
は
平
成
卜
八
年
度
例
教
大
学
研
究
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
な
お
、

貴
重
な
資
料
を
閲
覧
さ
せ
て
下
さ
っ
た
富
山
県
立
近
代
美
術
館
に
こ
の
場
を
か
り
で

心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
。

さ

か

い

た

け

し

人

文

学

科

)

二

O
O六
年
十
月
十
九
日
受
理


