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序
論　

美
学
、こ
の
不
純
な
る
領
域

美
学
と
は
何
か
。

本
書
は
、
こ
の
い
さ
さ
か
大
仰
な
問
い
に
対
し
て
、
原
理
的
で
は
な
い
し
か
た
で
の
応
答
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
原0

理
的
で
は
な
い
し
か
た
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
の
は
、
美
学
と
は
何
か
と
い
う
定
義
を
問
う
の
で
も
、
美
学
と
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う

歴
史
を
問
う
の
で
も
な
く
、
美
学
が
い
か
な
る
実

プ
ラ
ク
テ
イ
ス
践
で
あ
る
の
か

│
と
い
う
、
そ
の
ひ
と
つ
の
ケ
ー
ス

│
を
、
わ
た
し

が
こ
れ
ま
で
公
に
し
て
き
た
複
数
の
テ
ク
ス
ト
を
束
ね
る
か
た
ち
で
示
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

美
学
と
は
何
か
。
そ
の
も
っ
と
も
簡
潔
な
定
義
は
、「
美
」「
芸
術
」「
感
性
」を
対
象
と
す
る
哲
学
の
一
分
野
で
あ

る
、
と
い
う
も
の
だ
ろ
う﹇

1
﹈
。
わ
た
し
も
ま
た
、
ご
く
一
般
的
な
問
い
と
し
て「
美
学
と
は
何
か
」と
問
わ
れ
た
な
ら
、

ま
っ
さ
き
に
こ
の
定
義
を
挙
げ
る
こ
と
を
常
と
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、こ
れ
は
美
学
の
最
小
の
定
義
に
な
っ
て
は
い
る
も
の

の
、
そ
こ
に
い
ま
だ
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
残
さ
れ
る
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
。

美
学
の
対
象
が
も
っ
ぱ
ら「
美
」「
芸
術
」「
感
性
」の
三
つ
と
さ
れ
て
い
る
直
接
的
な
理
由
は
、
こ
の
学
問
分
野
の

命
名
者
で
あ
る
A
・
G
・
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン（
一
七
一
四
―
一
七
六
二
）と
、
お
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
そ
の
後
の
伝
統
に
由
来

す
る﹇
2
﹈
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
か
ら
約
三
世
紀
が
過
ぎ
た
今
日
に
い
た
る
ま
で
、こ
の
学
問
分
野
は
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
す

く
な
か
ら
ぬ
変
遷
を
こ
う
む
っ
て
き
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
美
学
が
こ
の

│
大
い
に
次
元
を
異
に
す
る

│
三
つ
の
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対
象
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
美
学
と
は
、（
1
）観

念
的
な
い
し
具
体
的
な
も
の
と
し
て
の「
美
」を
、（
2
）人
間
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
制
作
物
の
う
ち
、
も
っ
と
も
際
立
っ

た
も
の
と
さ
れ
る「
芸
術
」を
、（
3
）さ
ら
に
は
美
や
芸
術
に
と
ど
ま
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
一
般
に
不
可
欠
な「
感

性
」を
哲
学
的
に
問
う
学
問
分
野
で
あ
る
、
と
い
う
の
が

│
専
門
家
・
非
専
門
家
を
問
わ
ず

│
今
日
に
い
た
る
ま

で
の
常
識
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
。

こ
う
し
た
定
義
に
異
論
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、こ
こ
に
は
い
く
つ
か
考
え
る
べ
き
事
柄
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
思
索
に
言
え
る
こ
と
だ
が
、
こ
う
し
た
営
み
に
は「
具
体
的
事
象
」と「
抽
象
的
思

弁
」と
の
あ
い
だ
の
往
復
が
欠
か
せ
な
い
。
哲
学
の
一
分
野
に
属
す
る
美
学
も
ま
た
、
観
念
的
な
美
と
具
体
的
な
美
の

あ
い
だ
で
、
あ
る
い
は「
芸
術
と
は
何
か
」を
め
ぐ
る
分
析
的
な
考
察
と
、
そ
こ
に
か
な
ら
ず
し
も
回
収
さ
れ
な
い
特
殊
な

現
実
と
の
あ
い
だ
で
、
た
え
ず
お
の
れ
を
宙
吊
り
に
し
な
が
ら
思
索
を
続
け
る
こ
と
を
常
態
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
な
ま

じ「
美
」や「
芸
術
」と
い
う
領
域
に
関
わ
っ
て
い
る
た
め
か
、こ
と
美
学
に
か
ん
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
往
復
運
動
そ
の
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
に

0

0

た
え
ず
懐
疑
的
な
視
線
が
注
が
れ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

こ
の
話
題
に
お
い
て
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
、
カ
ン
ト
の
言
葉
を
見
て
お
こ
う
。

美
し
い
も
の
に
つ
い
て
の
学
問
は
な
く
、
あ
る
の
は
た
だ
批
判
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
美
し
い
学
問
と
い
う
も
の
も
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な
く
、
あ
る
の
は
た
だ
芸
術
だ
け
で
あ
る﹇Es gibt w

eder eine W
issenschaft des Schönen, sondern nur K

ritik, 

noch schöne W
issenschaft, sondern nur schöne K

unst

﹈。﹇
3
﹈

美
学
の
最
大
の
古
典
で
あ
る『
判
断
力
批
判
』（
一
七
九
〇
）に
、
こ
う
し
た
パ
ラ
ド
ク
ス
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
つ
と
に
知
ら

れ
る
通
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て「
美
し
い
も
の
」は
一
回
か
ぎ
り
の「
批
判
」の
対
象
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ

は
客
観
的
な
証
明
根
拠
を
必
要
と
す
る「
学
問
」の
対
象
に
は
な
り
え
な
い
。
同
じ
く
、
学
問
一
般
が
あ
く
ま
で
証
明

根
拠
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
な
ら
、「
美
し
い
学
問
」
│
表
層
的
に
考
え
る
な
ら
、
洒
落
た
言
葉
づ
か

い
に
終
始
す
る
だ
け
の
学
問

│
と
い
う
の
は
、お
の
れ
の
性
格
に
根
本
か
ら
抵
触
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

美
学
は
、
そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
、
こ
の
カ
ン
ト
の
呪
縛
の
も
と
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
八
世
紀
以
来
、
ひ
と
つ
の

学デ
イ
シ
プ
リ
ン

問
分
野
と
し
て
の
美
学
に
携
わ
る
も
の
は
、「
美
し
い
も
の
に
つ
い
て
の
学
問
」で
も「
美
し
い
学
問
」で
も
な
い
か
た
ち

で
、い
か
に
そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
か
と
い
う
課
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
言
っ
て
よ
い
。
と
い
う
よ
り
、
カ
ン
ト
に
忠
実
で
あ

ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
お
よ
そ
こ
う
し
た
葛
藤
な
し
に
美
学
と
い
う
営
為
が
可
能
で
あ
る
と
は

│
す
く
な
く
と
も
わ

た
し
に
は

│
思
わ
れ
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
と
言
う
べ
き
か
、
美
学
は
ほ
と
ん
ど
必
然
的
な
し
か
た
で
、
本
来
な
ら
ば
フィ
ー
ル
ド
を
異
に
す
る
美
術

批
評
と
交
わ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
交
差
は
、
美
し
い
も
の
に
つ
い
て
の「
学
問
」で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ

の「
批
判
」で
あ
ろ
う
と
し
た
と
い
う
意
味
で
は
、
カ
ン
ト
の
言
葉
に
忠
実
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
そ
れ
も
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大
抵
は
冷
や
や
か
な
視
線
に
さ
ら
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
か
の
ポ
ー
ル・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
よ
る「
美
学
に
つ
い
て
の
演
説
」

（
一
九
三
七
）は
、
そ
れ
が
美
学
・
芸
術
学
国
際
会
議
の
講
壇
か
ら
発
せ
ら
れ
た
と
い
う
イ
ン
パ
ク
ト
に
こ
そ
目
を
み
は
る
べ
き

で
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
吐
露
さ
れ
て
い
る
よ
う
な「
美
学
」へ
の
不
信
感
は
、
さ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
も
な
い
。

わ
た
し
は
次
の
よ
う
に
考
え
る

│
。

お
よ
そ
説
明
し
が
た
い
、
あ
る
快
の
形
式
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。
境
界
を
定
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
そ
れ

を
生
み
出
し
た
感
覚
器
官
に
も
、
感
性
の
領
域
に
す
ら
も
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
人
、
場
合
、
時
代
、

文
化
、
年
齢
、
環
境
に
よ
っ
て
そ
の
本
性
、
契
機
、
強
さ
、
重
み
、
結
果
を
異
に
し
、
社
会
全
体
に
不
規
則
に

散
ら
ば
っ
た
個
人
を
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
へ
と
お
も
む
か
せ
る
よ
う
な
、
快
の
形
式
と
い
う
も
の
が
。
そ
の
行
動

は
、
普
遍
的
に
妥
当
す
る
原
因
な
ど
も
た
ず
、い
く
つ
も
の
不
確
実
な
目
的
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
行
動
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
生
み
出
す
が
、
そ
れ
ら
の
使
用
価
値
と
交
換
価
値
は
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
に

は
ほ
と
ん
ど
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
し
て
、
最
後
の
否
定
と
し
て
次
の
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
快
お
よ
び
生

産
物
を
定
義
し
、
整
理
し
、
規
制
し
、
測
定
し
、
安
定
さ
せ
る
た
め
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
確
実
な
も
の
と
す
る

た
め
の
あ
ら
ゆ
る
労
苦
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
無
駄
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
得
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の
領
域
で
は
い
か
な
る
も
の
も
境
界
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
そ
れ
ら
の
労
苦
も
完
全
に
無
駄
で
あ
っ

た
と
は
言
え
ず
、
そ
れ
ら
の
失
敗
も
、
時
と
し
て
奇
妙
に
創
造
的
で
あ
っ
た
り
、
生
産
的
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な
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か
っ
た
…
…
。﹇
4
﹈

こ
の
詩
人
な
ら
で
は
の
洗
練
さ
れ
た
言
い
か
た
で
は
あ
る
が
、こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、「
美
学
」と
い
う
営
み
へ
の
根
本

的
な
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
。
聴
衆
に
気
を
遣
っ
て
か
、
こ
の
直
後
で
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、
美
学
そ
の
も
の
が「
否
定
の
体

系
」で
あ
る
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
、
と
いっ
た
ん
言
葉
を
継
い
で
は
い
る
。
だ
が
、こ
の
人
物
は
ふ
た
た
び
そ
れ
を
く
つ

が
え
す
か
の
よ
う
に
、こ
う
し
た
指
摘
に
も「
一
抹
の
真
理
が
あ
る
」と
す
か
さ
ず
追
い
打
ち
を
か
け
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。

そ
の
本
音
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、い
ま
と
な
っ
て
は
詮
索
の
必
要
す
ら
な
い
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が『
カ

イ
エ
』に
お
い
て
、
色
あ
せ
た
一
室
で
美
に
つ
い
て
語
る「
醜
い
美
学
者
」へ
の
揶
揄
を
書
き
つ
け
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い

る﹇
5
﹈
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
と
っ
て
、
美
は
あ
く
ま
で「
説
明
し
が
た
い
も
の
」で
あ
り
、
そ
れ
を
捕
ま
え
よ
う
と
す
る
美
学
な

る
営
み
に
、こ
の
詩
人
は
つ
い
に
冷
淡
な
姿
勢
を
崩
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

と
は
い
え
真
の
問
題
は
、こ
う
し
た
疑
念
が
ひ
と
り
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
も
の
で
は
な
く
、
時
代
や
地
域
を
問
わ
ず
そ
れ
な
り

に
ひ
ろ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
。
で
は
、
こ
う
し
た
美
学
に
お
け
る「
居
心
地
の
悪
さ
」は
、い
っ
た
い
ど
の
よ
う

な
と
こ
ろ
に
起
因
す
る
の
か
。
そ
し
て
、こ
う
し
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
抗
す
る
方
法
と
し
て
、い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
戦
略

が
考
え
ら
れ
る
の
か
。
本
論
へ
の
予
備
的
な
考
察
と
し
て
、こ
こ
か
ら
先
で
は
し
ば
し
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。


