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的
」っ
て
何
？

杉
山
卓
史

　
「
美
的
」っ
て
何
？  
「
美
し
い
」と（
ど
う
）違
う
の
？

　

本
号
特
集
は
、こ
う
し
た
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
編
ま
れ

た
。

　

わ
れ
わ
れ
は
芸
術
作
品
の
質
を
さ
ま
ざ
ま
な
語
で
特
徴
づ

け
評
価
す
る
。「
こ
の
絵
は
生
き
生
き
と
し
て
い
る
」、「
こ
の

オ
ブ
ジ
ェ
は
ど
っ
し
り
と
し
て
い
る
」、「
こ
の
建
物
は
バ
ラ

ン
ス
が
取
れ
て
い
る
」等
々
。本
号
特
集
で
は
、こ
れ
ら
の
用

語
、お
よ
び
、そ
れ
に
よ
っ
て
言
い
表
さ
れ
る
性
質
を
、「
美
し

い（beautiful

）」を
中
心
と
し
つ
つ
そ
れ
に
類
す
る（
さ
ら
に

は
正
反
対
で
あ
る「
醜
い
」な
ど
を
も
含
む
）と
い
う
意
味
で
、

「
美
的（aesthetic

）」
と
呼
ぶ（
図
１
。「
性
質
」
の
他
に「
概
念
」

「
用
語
」「
特
徴
」「
価
値
」「
判
断
」
な
ど
を
形
容
す
る
こ
と
も
あ

る
）。こ
れ
ら
の
語
は
、単
に
そ
の
作
品

に
お
け
る
事
実
を
指
摘
す
る
言
明

―

「
こ
の
絵
は
寒
色
を
基
調
と
し
て
い
る
」、

「
こ
の
オ
ブ
ジ
ェ
は
ブ
ロ
ン
ズ
製
で
あ

る
」、「
こ
の
建
物
は
瓦
葺
で
あ
る
」
等

―
と
、ど
う
異
な
り
、ど
う
関
係
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

形
容
詞aesthetic

に
対
応
す
る
名

詞aesthetics

が
言
い
表
す「
美
学
」と

い
う
哲
学
の
一
学
科
が
、こ
の
問
い
を

考
察
し
て
き
た
。こ
の
語
は
一
八
世
紀

に
ギ
リ
シ
ア
語
の「
感
性（αἴσθησις

）」か
ら
造
ら
れ
た
も
の

で
、「
感
性
の
学
」を
原
義
と
す
る
。す
な
わ
ち
、前
に
挙
げ
た

「
生
き
生
き
と
し
た
」「
醜
い
」「
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
た
」な
ど
は
、

「
美
し
い
」と
は
や
や（
あ
る
い
は
、「
醜
い
」な
ど
は「
大
い
に
」）

異
な
る
が
、「
理
性
」で
は
な
く「
感
性
」に
関
わ
る
性
質
で
あ

る
点
で
共
通
す
る
、と
い
う
の
が「
美
的
」の
基
本
的
な
い
し

当
初
の
理
解
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
、「
美
的
」性
質
は
も
と
も

と
認
識
の
問
題
と
し
て
、「
知（
性
）的
」認
識

―
前
の
例
で

言
え
ば「
こ
の
絵
は
寒
色
を
基
調
と
し
て
い
る
」、「
こ
の
オ
ブ

ジ
ェ
は
ブ
ロ
ン
ズ
製
で
あ
る
」、「
こ
の
建
物
は
瓦
葺
で
あ
る
」

等

―
と
の
相
違
を
考
慮
し
な
が
ら
考
え
ら
れ
て
き
た（
そ

の
相
違
は
、小
異
を
無
視
し
て
断
定
す
れ
ば
、〈
主
観
的
か
客
観

的
か
〉で
あ
る
）。

　

パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
が
生
じ
た
の
は
、二
〇
世
紀
半
ば
で

あ
る
。哲
学
全
般
に
お
け
る「
言
語
論
的
転
回
」に
呼
応
し
て
、

美
的
性
質
を
認
識
／
意
識
ベ
ー
ス
で
は
な
く
言
語
ベ
ー
ス
で

考
察
・
分
析
す
る
こ
と
が
一
般
的
に
な
っ
た
。当
初
は
、美
的

性
質
の
列
挙
と
、最
初
に
言
及
し
た
よ
う
な
非
美
的
性
質
と

の
相
違
・
関
係
が
主
た
る
関
心
で
あ
っ
た
が
、二
〇
世
紀
後
半

に
な
る
と
、さ
ま
ざ
ま
な
美
的
性
質
の
類
型
化
・
細
分
化
が
進

む
よ
う
に
な
っ
た
。わ
れ
わ
れ
が
現
在
立
っ
て
い
る
の
は
、そ

の
先
の
地
平
で
あ
る
。

　
（「
美
し
い
」で
は
な
く
）「
美
的
」と
聞
く
と
、や
や
堅
苦
し

く
、専
門
家
だ
け
の
問
題
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。し
か

し
、美
的
性
質
を
多
様
か
つ
細
分
化
し
て
駆
使
す
る
こ
と
は

批
評
家
な
ど
の
専
門
家
に
と
っ
て
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、

誰
に
と
っ
て
も

―
や
や
陳
腐
な
言
い
方
な
が
ら

―「
感

性
豊
か
な
」生
活
を
送
る
上
で
望
ま
れ
る
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。言
語
と
認
識
と
が
密
接
不
可
分
で
あ
る
こ
と
に
鑑

み
る
な
ら
、芸
術
作
品
、ひ
い
て
は
芸
術「
外
」の
日
常
的
な
視

覚
文
化
を
、さ
ま
ざ
ま
な
美
的
性
質
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と

は
、当
該
の
対
象
そ
の
も
の
を
多
様
に
捉
え
る
こ
と
を
意
味

す
る
か
ら
で
あ
る
。そ
の
た
め
に
も
、美
的
性
質
の（
時
代
間

の
、言
語
間
の
、適
用
ジ
ャ
ン
ル
間
の
）比
較
考
察
は
、喫
緊
の

課
題
と
言
え
る
。本
号
特
集
は
、そ
の
た
め
の「
序
説
」な
ら
ん

と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。さ
ら
に
、こ
う
し
た
美
的
性
質
は
、

特
定
の「
様ス
タ
イ
ル式
」や「
流ス
ク
ー
ル派
」の
特
徴
づ
け
と
も
つ
な
が
り

―

「〈
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
〉な
バ
ロ
ッ
ク
美
術
」、「〈
優
美
〉な
ロ
コ
コ

美
術
」、「〈
繊
細
〉な
土
佐
派
」、「〈
装
飾
的
〉な
琳
派
」等

―
、

し
た
が
っ
て
、そ
の
検
討
は
芸
術
史
の
再
検
討
に
も
資
す
る

で
あ
ろ
う
。

　
「
か
わ
い
い
」が
ロ
ー
マ
字
のK

aw
aii

の
ま
ま
世
界
に
通

用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。さ
ら
に
近
年
で
は
、「
エ
モ

い
」「
イ
タ
い
」「
尊
い
」と
い
っ
た
語
も
流
通
し
市
民
権
を
得

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。（
厳
密
に
言
え
ば
適
用
状
況
・
文
脈
次

第
な
が
ら
、）こ
れ
ら
は
み
な
、美
的
性
質
と
言
え
る
。若
者
言

（
1
）

（
2
）

美的

美しい 生き生きとした 醜い …

図１　「美的」と「美しい」その他の関係
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葉
と
し
て
眉
を
顰
め
か
ね
な
い
語
で
あ
る
が
、こ
れ
ら
は
今

や
れ
っ
き
と
し
た
学
問
的
分
析
の
対
象
な
の
で
あ
る
。本
特

集
で
は
、こ
う
し
た
美
的
性
質
の
来
し
方
行
く
末
や
分
野
ご

と
の
適
用
状
況
の
差
異
な
ど
を
各
執
筆
者
に
論
じ
て
も
ら
い
、

美
的
性
質
の
布
置
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
よ
う
努
め
た
。

　

本
特
集
は
、三
部
構
成
を
取
る
。以
下
、各
論
考
を
概
観
し

て
お
こ
う
。

　

第
一
部
は「
原
理
篇
」で
あ
り
、美
的
性
質
論
史
、現
在
の
美

的
性
質
論
の
議
論
状
況
、新
た
な
美
的
性
質
の
事
例
研
究
等

を
論
じ
る
。第
一
の
杉
山
論
文
は
、「
美
的
な
も
の
」（
の
理
解
）

に
即
し
て
美
学
史
を
そ
の
成
立（
一
八
世
紀
）か
ら
二
〇
世
紀

末
ま
で
振
り
返
り
、そ
れ
が
美
的
な
も
の
の
外
延
を
拡
張
す

る
歴
史
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
。た
だ
し
、ど
こ
ま
で
も
拡
張

す
る
わ
け
で
は
な
く
、美
的
な
も
の
と
非
美
的
な
も
の
と
の

線
引
き
の
重
要
性
と
諸
言
語
圏
間
の
美
的
用
語
の
比
較
検
討

の
必
要
性
を
指
摘
す
る
。第
二
の
源
河
論
文
は
、「
味
わ
い
」の

経
験
が
美
的
経
験
に
な
り
う
る
と
主
張
す
る
。こ
こ
で
の「
味

わ
い
」は
、主
と
し
て
味
覚
と
嗅
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
知

覚
経
験
で
あ
る
が
、こ
の
両
感
覚
は（
触
覚
と
と
も
に
）哲
学
・

美
学
史
的
に
は「
下
級
感
覚
」と
し
て
考
察
対
象
か
ら
外
さ
れ

て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、「
上
級
感
覚
」た
る
視
覚
と
聴
覚
に

よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る「
美
的
経
験
」と
共
通
す
る
性
質
が
見
出

せ
る
と
主
張
す
る
。興
味
深
い
こ
と
に
、美
学
が
産
声
を
上
げ

た
一
八
世
紀
、字
義
通
り
に
は「
味
覚
」を
意
味
す
るtaste

は
比
喩
的
に
美
醜
さ
ら
に
は
一
般
に
事
物
の
良
し
悪
し
を
判

定
す
る
能
力
た
る「
趣
味
」の
意
で
用
い
ら
れ
、美
学
の
主
要

概
念
だ
っ
た
。そ
の
意
味
で
本
論
文
は
、「
味
覚
の
復
権
」と
で

も
言
う
べ
き
事
態
を
提
起
し
て
い
る
。第
三
の
銭
論
文
は
、そ

の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
通
り
、喜
ば
し
い（
快
楽
を
与
え
る
）こ

と
と
美
し
い
こ
と
と
の
因
果
関
係
を
問
う
。「
喜
ば
し
い
か
ら

美
し
い
」と
い
う
主
張
は「
快
楽
主
義
」、「
美
し
い
か
ら
喜
ば

し
い
」と
い
う
主
張
は「
経
験
主
義
的
原
始
主
義
」と
呼
ば
れ

る
。そ
の
結
論
は
、ど
ち
ら
か
が
正
し
く
ど
ち
ら
か
が
間
違
っ

て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、ど
ち
ら
に
も
説
明
上
の
利

点
と
難
点
と
が
あ
る
、と
い
う
も
の
で
あ
る
。本
論
文
は
、美

的
性
質
を
理
論
的
に
考
察
す
る
奥
深
さ
を
教
え
て
く
れ
る
。

第
四
の
森
論
文
は
、近
年
の「
認
識
的
不
正
義
」（
人
々
が
知
識

の
主
体
と
し
て
の
能
力
に
関
し
て
不
正
を
被
っ
て
い
る
状
態
、

た
と
え
ば
証
人
が
黒
人
／
女
性
／
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
を
理

由
に
、「
あ
の
人
の
証
言
は
当
て
に
な
ら
な
い
」と
言
っ
た
り
す

る
こ
と
）の
議
論
を
美
学
に
応
用
し
、「
美
的
不
正
義
」（「
女
性

作
家
が
書
い
た
作
品
だ
か
ら
価
値
が
低
い
」、「
黒
人
の
音
楽
家

が
つ
く
っ
た
曲
な
の
で
、荒
削
り
だ
」な
ど
の
評
価
）に
つ
い
て

論
じ
る
。さ
ら
に
、そ
れ
に
対
す
る「
カ
ッ
コ
悪
い
か
ら
や
め

ろ
」と
い
う
反
論
の
有
効
性
と
限
界
を
検
討
す
る
。美
的
な
も

の
が
倫
理（
道
徳
）的
領
域
に
及
び
う
る
こ
と
を
示
し
た
本
論

文
は
、本
号
特
集
が
扱
う
問
題
の「
社
会
的
意
義
」と
で
も
呼

べ
る
も
の
を
示
す
と
と
も
に
、美
的
不
正
義
に
対
す
る
対
抗

策
と
し
て
の「
カ
ッ
コ
悪
い
」は
、次
の
春
木
論
文
と
も
呼
応

し
て
い
る
。第
五
の
春
木
論
文
は
、近
年
精
力
的
に「
か
っ
こ

い
い
」論
を
発
表
し
て
き
た
論
者
が
、「
ク
ー
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
」

の
代
名
詞
に
ま
で
な
っ
た
感
の
あ
る「
か
っ
こ
い
い
」と「
か

わ
い
い
」と
を
対
に
し
て
論
じ
る
。現
代
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な

テ
キ
ス
ト
か
ら
の
膨
大
な
用
例
に
基
づ
い
て
論
じ
ら
れ
る

「
か
っ
こ
い
い
」と「
か
わ
い
い
」と
の
緊
張
関
係
は
、「
美
的
な

も
の
」の
射
程
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
示
し
て
お
り
、「
か
っ
こ

い
い
」＝
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
の
天
蓋
、「
か
わ
い
い
」＝
万
華
鏡

の
中
、と
い
う
結
論
は
、そ
れ
自
体
が
美
的
で
さ
え
あ
る
。

　

第
二
部
は「
歴
史
篇
」で
あ
り
、洋
の
東
西
の
美
術
史
記
述

に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
美
的
性
質
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ

た
の
か
を
問
う
。第
六
の
深
谷
論
文
は
、一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ

の
画
家
・
著
述
家
フ
ァ
ン
・
ホ
ー
ホ
ス
ト
ラ
ー
テ
ン
が
師
の
レ

ン
ブ
ラ
ン
ト
の
有
名
な《
夜
警
》を
評
し
て「
絵
画
的
」と
述
べ

て
い
る
こ
と
を
検
討
す
る
。絵
画
作
品
に
対
す
る
評
言
と
し

て
は
一
見
形
容
矛
盾
の
よ
う
に
聞
こ
え
る

―
後
の
英
語
の

「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク（picturesque

）」に
つ
な
が
る

―
こ
の

美
的
性
質
に
よ
っ
て
フ
ァ
ン
・
ホ
ー
ホ
ス
ト
ラ
ー
テ
ン
が
言

わ
ん
と
し
た
の
は
、画
面
構
成
を
よ
り
良
く
す
る
た
め
の「
ゆ

る
い
疎
か
さ
」で
あ
っ
た
が
、そ
も
そ
も
こ
の
語
は
一
七
世
紀

の
美
術
を
め
ぐ
る
文
脈
で
き
わ
め
て
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て

い
た
。こ
の
指
摘
は
、美
的
性
質
を
そ
れ
が
登
場
す
る
文
献
と

そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
作
品（
さ
ら
に
は
社
会
的
文
脈
）と
の
関

係
の
中
で
そ
の
都
度
捉
え
る
こ
と
の（
美
術
史
学
的
に
は
当
然

と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
）重
要
性
を
教
え
て
く
れ
る
。

第
七
の
下
原
論
文
は
、住
吉
派（
住
吉
如
慶
・
具
慶
）の
研
究
史

を
回
顧
し
な
が
ら
住
吉
派
の
評
価
に
用
い
ら
れ
た
美
的
性
質

を
検
討
す
る
。そ
れ
は
、「
精
妙
美
麗
」と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

評
価
と「
陳
腐
」と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価
と
の
間
を（
マ

ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
問
題
に
も
影
響
さ
れ
つ
つ
）揺
れ
動
く
も
の

で
あ
っ
た
。そ
の
上
で
、本
号
表
紙
の《
箱
崎
八
幡
宮
縁
起
》を

例
に「
ユ
ー
モ
ラ
ス
」、「
か
わ
い
い
」と
い
う
新
た
な
評
価
を

模
索
す
る
。こ
れ
は
、前
述
の
春
木
論
文
と
も
呼
応
し
つ
つ
、

西
洋
美
学
が
見
過
ご
し（
否
定
的
に
用
い
）が
ち
な
美
的
性
質

の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。第
八
の
吉
田

論
文
は
、『
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
』誌
に
掲
載
さ
れ

た
王
立
絵
画
彫
刻
ア
カ
デ
ミ
ー
の
展
覧
会「
サ
ロ
ン
」評
を
、

一
七
三
七
年
か
ら
八
九
年
ま
で
通
時
的
に
検
討
し
、そ
の
変
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化
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。そ
れ
に
よ
れ
ば
、批
判（
価
値
判

断
）を
し
な
い
と
い
う
当
初
の
方
針
か
ら
積
極
的
に
批
判
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
変
化
が
見
ら
れ
る
一
方
、「
競
争

（ém
ulation

）」と「
感
覚
／
感
情（sentim

ent

）」と
い
う
語
は

継
続
的
に
使
わ
れ
て
い
た
。と
り
わ
け
後
者
は
、「
美
的
」が

「
感
性
」に
由
来
す
る
こ
と
、そ
し
て
、そ
の
言
説（
理
論
）が
同

じ
一
八
世
紀
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
鑑
み
る
と
、示
唆
的
で

あ
る
。第
九
の
池
野
論
文
が
扱
う
の
は
、ま
さ
に
前
述
の「
特

定
の
流
派
と
つ
な
が
っ
た
美
的
性
質
」の
一
例
で
あ
る「
ア
ル

テ
・
ポ
ー
ヴ
ェ
ラ
」で
あ
る
。「
貧
し
い（povera

）」は
美
的
性

質
な
の
か
。こ
の
問
い
に
対
し
、論
者
は
、こ
の
語
が
概
念
規

定
か
ら
美
的
性
質
へ
と
転
化
し
、さ
ら
に
は「
豊
か
さ
」に
対

抗
す
る
生
の
あ
り
方
を
示
す
と
い
う
意
味
で
倫
理
的
含
意
を

も
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
、と
答
え
、こ
の
混
淆
に
、一
九
六

〇
年
代
末
に
登
場
し
た
ア
ル
テ
・
ポ
ー
ヴ
ェ
ラ
と
い
う
芸
術

運
動
の
意
義
を
見
出
す
。さ
ら
に
論
者
は
、こ
の
混
交
に
現
代

に
お
け
る「
美
的
な
も
の
と
芸
術
的
物
と
の
乖
離
」を
見
て
取

っ
て
い
る
が
、そ
れ
は
第
三
部
の
幕
開
け
を
告
げ
る
も
の
で

も
あ
ろ
う
。

　

第
三
部
は「
現
代
篇
」で
あ
り
、現
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化

（
芸
術「
外
」の「
日
常
的
」な
そ
れ
を
含
む
）に
お
い
て
美
的
な

も
の
が
い
か
に
見
出
せ
る
か
を
問
う
。第
十
の
中
村
論
文
は
、

も
と
も
と
前
衛
芸
術
を
切
り
開
い
て
き
た
要
素
で
あ
っ
た
は

ず
の「
過
激
な
」「
暴
力
的
」と
い
っ
た
美
的
性
質
が
、現
代
美

術
家
の
抗
議
活
動
に
つ
い
て
否
定
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る

事
例
を
手
が
か
り
に
、「
美
的
な
も
の
」と「
政
治
的
な
も
の
」

と
の
関
係
を（
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の「
感

性
的
な
も
の
の
分
割
＝
共
有
」と
い
う
考
え
を
援
用
し
つ
つ
）問

う
。。両
者
を
無
理
に
分
け
な
い
で
い
る
こ
と
、さ
ら
に
、ど
ち

ら
と
も
つ
か
な
い
様
態
を
そ
の
ま
ま
に
耐
え
続
け
る
胆
力
こ

そ
が
必
要
だ
、と
論
者
は
説
く
。前
述
の「
抗
議
活
動
」の
向
け

ら
れ
た
政
治
的
状
況
は
、本
稿
執
筆（
二
〇
二
五
年
五
月
九
日
）

現
在
な
お
解
決
の
兆
し
を
見
せ
な
い
。第
四
の
森
論
文
と
は

異
な
る
角
度
か
ら
、「
美
的
な
も
の
」の
社
会
的
意
義（
と
限
界

な
い
し
危
険
性
）を
、当
事
者
的
切
迫
性
を
も
っ
て
示
す
、熱

の
こ
も
っ
た
論
考
で
あ
る
。第
十
一
の
松
永
論
文
は
、二
〇
一

〇
年
代
以
降
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
文
化
に
お
け
る「
美
的
」と

い
う
語
の
用
法
を
紹
介
し
、そ
れ
が
第
一
部
で
論
じ
ら
れ
た

哲
学
的
・
美
学
的
用
法
と
は
い
く
ら
か
異
な
る
こ
と
を
指
摘

し
た
上
で
、翻
っ
て
そ
れ
が
哲
学
的
美
学
と
芸
術
研
究
に
も

た
ら
す
意
義
と
示
唆
を
考
察
す
る
。ま
さ
に「
現
在
進
行
形
」

の
美
的
性
質
論
で
あ
る
。第
十
二
の
青
田
論
文
は
、芸
術
で
は

な
く
自
然
環
境
や
日
常
生
活
を
論
じ
る
際
の
美
的
性
質
、そ

れ
も「
否
定
的
」な（
不
快
感
を
引
き
起
こ
す
）そ
れ
に
注
目
し
、

そ
れ
が「
美
的
」と
形
容
さ
れ
る
諸
概
念

―「
範
疇
」「
判
断
」

「
経
験
」等

―
の
再
編
成
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
示
す
。そ

れ
は
、「
貧
し
い
」と
い
う
否
定
的
な
美
的
性
質
を
主
題
と
す

る
第
九
の
池
野
論
文
と
緩
や
か
に
連
関
す
る
と
と
も
に
、論

者
も
言
う
よ
う
に「
私
た
ち
の
生
活
と
美
的
な
も
の
と
の
関

係
を
考
え
る
た
め
の
大
切
な
作
業
」で
あ
る
。最
後
に
第
十
三

の
高
安
論
文
は
、
工
業
製
品
の
デ
ザ
イ
ン
の
美
的
性
質
を

「
徳
」と「
社
会
活
動
」か
ら
捉
え
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

　

以
上
の
十
三
篇
に
よ
り
、美
的
性
質
の
布
置
が
多
少
な
り

と
も
浮
か
び
上
が
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。も
ち
ろ
ん
、

な
お
論
じ
ら
れ
る
べ
き
領
域
・
問
題
は
少
な
く
な
い（
た
と
え

ば
、第
一
部
で
あ
れ
ば「
美
学
」誕
生
以
前
の
古
代
・
中
世
の
理
論

に
お
け
る
美
的
性
質
や
非
西
洋
の
美
学
理
論
に
お
け
る
美
的
性

質
、第
二
部
で
あ
れ
ば
日
欧
以
外
の
美
術
史
記
述
に
お
け
る
美

的
性
質
、第
三
部
で
あ
れ
ば
音
楽
等
の
上
演
芸
術
文
化
に
お
け

る
美
的
性
質
な
ど
）が
、（
カ
ン
ト
の
一
七
八
三
年
の
著
作
を
も

じ
っ
て
言
え
ば
）「
あ
ら
ゆ
る
将
来
の
美
的
性
質
論
の
た
め
の

序
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
説
」と
し
て
役
割
は
十
分
以
上
に
果
た
し
え
た
と
自
負

し
て
い
る
。

＊ 

な
お
本
特
集
は
、き
ょ
う
と
視
覚
文
化
振
興
財
団
に
よ
る
視
覚
文
化
研
究
会

Ａ（
研
究
員
：
下
原
美
保
、杉
山
卓
史
、中
村
史
子
、深
谷
訓
子
、松
永
伸
司
）の

成
果
を
杉
山
が
と
り
ま
と
め
、編
集
に
あ
た
っ
た
。

註（
1
）そ
れ
ゆ
えaesthetic

は
、
文
脈
に
よ
っ
て
は「
美
学
的（
＝
美
学
に
関
す

る
）」と
訳
さ
れ
る
。な
お
、aesthetics

の
訳
語
と
し
て「
美
学
」が
定
着
す

る
ま
で
に
は
、そ
れ
な
り
の
試
行
錯
誤
・
紆
余
曲
折
が
あ
り
、「
美
妙
学
」「
佳

趣
論
」「
審
美
学
」等
の
訳
語
も
提
案
さ
れ
た
。青
木
孝
夫
・
片
山
俊
宏「
明

治
・
大
正
期
に
お
け
る
日
本
の
美
学
の
受
容
と
展
開
」美
学
会
編『
美
学
の

事
典
』丸
善
出
版
、二
〇
二
〇
年
、一
〇
〜
一
三
頁
参
照
。

（
2
）詳
細
は
、こ
の
後
の
杉
山
論
文
を
参
照
。ま
た
、近
年
で
は
原
義
に
戻
っ
て

「
感
性
論
」な
い
し「
感
性
学
」と
理
解
す
る
動
き
も
広
く
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。こ
れ
は
、日
本（
語
）だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、美
学
の「
母

国
」
た
る
ド
イ
ツ
で
も
、
た
と
え
ば
ベ
ー
メ（Gernot Böhm

e, 1937

―

2022

）は
、従
来「
美
学
」を
言
い
表
す
の
に
用
い
ら
れ
て
き
たÄ

sthetik

に
代
え
てA

isthetik

な
る
新
語
を
用
い
て
原
義
回
帰
志
向

―
し
ば
し

ば「
感
性
論
的
転
回
」
と
呼
ば
れ
る

―
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
。

Gernot Böhm
e, A

isthetik. V
orlesungen über Ä

sthetik als 

allgem
eine W

ahrnehm
ungslehre, M

ünchen : Fink, 2001

（『
感
覚

学
と
し
て
の
美
学
』井
村
彰
他
訳
、勁
草
書
房
、二
〇
〇
五
年
）.

（
3
）こ
れ
は
、第
一
部「
原
理
篇
」の
枠
組
に
則
せ
ば
、「
美
的
性
質
は
記
述
的
か

評
価
的
か（
あ
る
い
は
ど
ち
ら
で
も
あ
り
う
る
か
）」と
い
う
問
題
と
接
続

す
る
。

（
3
）
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