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批
判
と
啓
蒙

田

中

誠

序

カ
ン
ト
は
、
啓
蒙
主
義
の
完
成
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
超
克
者
で
も
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
評
価
は
、
啓
蒙
主
義
と
い

う
多
様
な
思
想
的
潮
流
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
問
題
と
は
別
に
、
彼
の
哲
学
の
性
格
を
あ
る
程
度
言
い
あ
て
て
い

(
1
)
 

「
人
聞
が
自
己
の
未
成
年
状
態
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
」
と
い
う
今
日
よ
く
知
ら
れ
た
定
義
を
与
え
、

る
。
確
か
に
、

啓
蒙
に
対
し
て
、(

2
)
 

自
ら
の
時
代
を
「
啓
蒙
の
時
代
」
と
呼
ぶ
時
、
彼
自
身
、
自
ら
が
こ
う
し
た
潮
流
の
中
に
身
を
置
い
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
意
識

(
3
)
 

し
て
い
る
し
、
未
成
年
状
態
を
脱
し
て
「
自
分
自
身
の
悟
性
を
使
用
す
る
勇
気
を
持
て
」
と
い
う
標
語
に
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の
中
核
を

成
す
「
自
律
」
の
思
想
と
響
き
合
う
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
彼
が
そ
の
哲
学
形
成
の
過
程
で
、

ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義
の
代
表
的
思

想
家
と
見
な
さ
れ
る
何
人
か
の
人
々
と
思
想
的
に
決
別
し
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
少
な
く
と
も
彼
の
哲
学
が
、
啓
蒙
主
義
の
枠
内

で
論
じ
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

彼
を
啓
蒙
主
義
者
と
結
び
つ
け
る
最
も
重
要
な
き
ず
な
は
、
先
の
引
用
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
人
間
理
性
に
対
す
る
信
頼
で
あ



2 

る
。
し
か
し
同
時
に
彼
に
と
っ
て
、

(
4
)
 

一
般
の
批
判
」
こ
そ
批
判
哲
学
の
課
題
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
カ
ン
ト
の
言
う
理
性
批
判
は
、
理
性
を
偏
見
か
ら
解
放
し
て
信
頼
す
る

理
性
は
決
し
て
自
明
の
前
提
で
は
な
く
、

む
し
ろ
吟
味
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
。
「
理
性
能
力

に
足
る
も
の
に
す
る
と
い
っ
た
単
純
な
啓
蒙
主
義
的
目
的
に
奉
仕
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
人
間
理
性
の
内
に
隠
さ
れ

た
分
裂
と
断
絶
を
明
る
み
に
出
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
物
自
体
と
現
象
、
叡
知
界
と
感
性
界
、
道
徳
と
幸
福
、
理
論
と

実
践
と
い
っ
た
概
念
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
そ
う
し
た
分
裂
や
断
絶
を
、
彼
が
安
易
に
解
消
し
よ
う
と
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
只
中
に
自

ら
の
哲
学
を
位
置
づ
け
た
点
で
あ
る
。
カ
ン
ト
哲
学
の
も
つ
こ
の
よ
う
な
性
格
が
、

い
わ
ゆ
る
啓
蒙
主
義
の
枠
内
に
収
ま
り
き
れ
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
啓
蒙
主
義
哲
学
者
メ
ン

J

ア
ル
ス
ゾ
l
ン
の
「
す
べ
て
を
破
壊
す
る
カ
ン
ト
」
と
い
う
言
葉
を
引
く
ま
で
も
な
く

明
ら
か
で
あ
ろ
う
o

し
た
が
っ
て
、

カ
ン
ト
哲
学
の
中
に
人
間
理
性
へ
の
信
頼
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
お
の

ず
と
一
定
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、

カ
ン
ト
の
思
想
を
一
つ
の
完
結
し
た
教
説
の
体
系
と
見
な
す
の
で
は
な
く
、
思
考
の
持
続
的
運
動
と
し
て
理
解
し
た

ぃ
。
体
系
的
完
結
性
の
過
度
な
強
調
は
、
右
に
述
べ
た
カ
ン
ト
哲
学
の
基
本
的
性
格
を
見
失
わ
せ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
七
六
六

年
の
『
形
市
上
学
の
夢
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た
視
霊
者
の
夢
』
の
中
に
、

カ
ン
ト
哲
学
の
こ
う
し
た
特
質
は
、
す
で
に
は
っ
き
り
と
見

出
さ
れ
る
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
の
思
考
は
、
神
秘
主
義
者
ス
ヴ
ェ
l
デ
ン
ボ
リ
や
「
様
々
な
思
想
的
世
界
の
空
中
楼
閣
建
築
師
」
で
あ
る

当
時
の
形
而
上
学
者
、
さ
ら
に
は
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
ら
の
啓
蒙
主
義
者
と
い
っ
た
当
時
の
彼
を
取
り
ま
く
思
想
的
状
況
を
形
成
し
て

い
た
人
々
の
聞
を
縦
横
に
駆
け
め
ぐ
る
。
こ
の
思
考
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
こ
そ
彼
の
思
想
の
重
要
な
特
質
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の

思
考
の
運
動
の
軌
跡
を
辿
り
な
が
ら
、
時
代
の
思
想
的
環
境
の
中
で
、
彼
が
自
己
の
思
想
を
醸
成
し
て
い
っ
た
様
を
多
少
な
り
と
も
明

ら
か
に
し
た
い
。



カ
ン
ト
は
『
視
霊
者
の
夢
』
を
執
筆
す
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
弁
解
と
も
と
れ
る
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

(
5
)
 

「
そ
れ
は
言
わ
ば
強
い
て
書
か
さ
れ
た
著
作
で
す
」
と
述
べ
、

メ
ン

J

ア

本
書
中
で
も
「
も
の
好
き
で
暇

(
6
)
 

な
人
々
の
問
い
合
わ
せ
と
し
つ
こ
さ
が
私
に
用
意
し
て
く
れ
た
あ
り
が
た
く
な
い
素
材
を
私
は
取
り
扱
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う

ル
ス
ゾ

l
ン
宛
の
書
簡
の
中
で
彼
は
、

し
た
言
葉
は
、
視
霊
現
象
な
ど
真
面
目
に
考
え
る
に
は
値
し
な
い
と
い
う
「
常
識
」
の
立
場
を
、
あ
る
意
味
で
は
カ
ン
ト
も
メ
ン
デ
ル

ス
ゾ

l
ン
ら
と
共
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
彼
は
、
自
分
が
視
霊
現
象
に
関
す
る
物
語
の
真
理
性
を
追
求
す

批判と啓蒙

る
ほ
ど
に
純
真
で
あ
っ
た
と
告
白
し
て
い
る

3
・

ag。
こ
の
よ
う
な
両
義
的
態
度
は
、

こ
の
童
画
に
、

独
特
の
イ
ロ

l
ニ
ッ
シ
ュ
な

色
彩
を
与
え
て
い
る
の
だ
が
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
二
つ
の
一
見
相
反
す
る
言
明
の
ど
ち
ら
が
カ
ン
ト
の
本
音
な

の
か
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
そ
こ
に
垣
間
見
ら
れ
る
カ
ン
ト
的
思
考
の
あ
り
方
で
あ
る
。

さ
て
こ
こ
で
議
論
の
進
行
上
、

『
視
霊
者
の
夢
』
の
う
ち
、

カ
ン
ト
い
わ
く
「
独
断
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
」
第
一
部
の
目
次
を
示
し

て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

第
一
章

任
意
に
解
い
た
り
切
り
離
し
た
り
で
き
る
形
市
上
学
的
結
び
目

第
二
章

霊
的
世
界
と
の
相
互
関
係
を
開
示
す
べ
き
神
秘
哲
学
の
断
片

第
三
章

反
カ
パ
ラ
。
霊
界
と
の
相
互
作
用
を
止
揚
す
る
通
俗
哲
学
の
断
片

第
四
章

第
一
部
の
考
察
全
体
か
ら
の
理
論
的
結
論

3 



4 

こ
の
書
に
つ
い
て
は
ヒ
ュ
l
ム
か
ら
の
影
響
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
見
方
は
、

カ
ン
ト
自
身
が
一
七
八
三
年

(
7
)
 

ヒ
ュ
l
ム
こ
そ
が
「
何
年
か
前
に
初
め
て
私
を
独
断
の
ま
ど
ろ
み
か
ら
目
覚
め
さ
せ
た
」
と
述
べ

(
8
)
 

『
視
霊
者
の
夢
』
の
テ

1
7
を
独
断
論
批
判
と
見
る
解
釈
と
結
び
つ
く
。
こ
う
し
た
解
釈
を
否
定
す
る
つ
も

の
『
プ
戸
レ
ゴ

l
メ
ナ
』
の
中
で
、

て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、

り
は
な
い
。
し
か
し
同
時
に
こ
の
書
に
は
、
独
断
論
批
判
の
た
め
に
は
不
必
要
と
も
思
わ
れ
る
要
素
が
余
り
に
多
い
こ
と
も
事
実
で
あ

ろ
う
。
カ
ン
ト
は
、

ス
ヴ
ェ
l
デ
ン
ボ
リ
を
「
感
覚
の
夢
想
家
」
と
呼
び
、
ヴ
ォ
ル
フ
、

ク
ル

1
ジ
ウ
ス
ら
の
「
様
々
な
思
想
的
世
界

の
空
中
楼
閣
建
築
師
」
す
な
わ
ち
独
断
的
形
而
上
学
者
を
「
理
性
の
夢
想
家
」
と
呼
ん
で
、
両
者
の
間
に
、
あ
る
類
縁
関
係
を
認
め
て

L 、
る

(mw-uu叫『・)。

そ
れ
は
彼
ら
が
と
も
に
、

他
の
人
が
誰
も
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
見
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
言
明
に
よ

っ
て
、
こ
こ
で
直
接
の
テ
l
マ
に
な
っ
て
い
る
視
霊
現
象
と
独
断
的
形
而
上
学
と
を
結
び
つ
け
る
道
が
聞
け
る
の
だ
が
、
事
態
は
そ
れ

ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
記
述
は
第
一
部
第
三
章
に
見
出
さ
れ
る
が
、
こ
の
章
は
、
表
題
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
カ
ン
ト
が

言
わ
ば
啓
蒙
主
義
の
立
場
に
自
ら
を
仮
託
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
健
全
な
人
」
の
「
常
識
」

の
立
場
か
ら
視
霊
現
象
を
批
判
し
た
章

で
あ
る
。

つ
ま
り
啓
蒙
主
義
の
立
場
に
立
つ
限
り
、

「
感
覚
の
夢
想
家
」
と
「
理
性
の
夢
想
家
」
と
の
聞
に
本
質
的
な
違
い
は
な
い
の

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
裏
返
し
て
言
え
ば
、
別
の
観
点
に
立
て
ば
、
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
カ
ン
ト
は
、
先
の
箇
所
の
直
後
で
、

「
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
も
、

両
方
の
錯
覚
が
そ
の
上
そ
の
成
立
の
仕
方
に

お
い
て
も
、

一
方
の
源
泉
を
他
方
の
説
明
の
た
め
に
も
十
分
だ
と
思
う
ほ
ど
十
分
に
互
い
に
似
て
い
る
と
想
像
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

は
な
は
だ
思
い
違
い
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
独
断
的
形
而
上
学
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
見
解
を
、

第
一
章
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
大
学
の
方
法
的
な
麓
舌

は
、
し
ば
し
ば
定
ま
ら
な
い
語
義
に
よ
っ
て
、
解
決
し
難
い
問
題
を
回
避
す
る
た
め
の
協
定
に
過
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
私
は
知
ら



な
い
と
い
う
便
利
で
し
か
も
大
部
分
理
性
的
で
も
あ
る
言
葉
が
、

大
学
で
は
容
易
に
は
聞
か
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
」

3
・
8
8
0
こ
こ

に
は
、
当
時
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
独
断
的
形
而
上
学
に
対
し
て
、

カ
ン
ト
が
い
か
に
批
判
的
で
あ
っ
た
か
が

表
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
に
、
当
時
の
哲
学
者
た
ち
の
霊
的
存
在
に
対
す
る
見
解
を
吟
味
し
て
い
く
際
の
カ
ン
ト
の
議
論
は
、

こ
の
言
葉
か
ら
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
、
論
敵
の
主
張
を
一
一
刀
両
断
に
す
る
と
い
っ
た
類
の
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。

彼
は
哲
学
者
た
ち
の
、

霊
(
精
神
)

そ
こ
に

「
窃
取
さ
れ
た
概

あ
る
い
は
非
物
質
的
存
在
に
関
す
る
見
解
に
疑
問
を
つ
き
つ
け
、

念」

(ω-ahF
〉
出
自
・
)
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
霊
が
存
在
す
る
可
能
性
を
理
性
的
根
拠
に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

こ
と
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、

彼
ら
が
霊
に
関
し
て
持
つ
概
念
は
、

「
経
験
を
機
縁
と
し
て
ひ
そ
か
な
そ
し
て
お
ぼ
ろ
げ
な
推
論
に
よ
っ

批判と啓蒙

て
生
ま
れ
、
そ
し
て
そ
の
後
か
ら
経
験
そ
の
も
の
の
意
識
、
も
し
く
は
経
験
に
関
す
る
概
念
を
作
り
上
げ
た
推
論
の
意
識
な
し
に
、
他

の
人
々
に
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」
(
∞
・

8
3
と
い
う
点
で
「
窃
取
さ
れ
た
概
念
」
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
「
窃
取
さ
れ
た
概

念
」
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
の
直
接
的
な
説
明
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
独
断
論
批
判
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
記
述
を
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
て

お
き
た
い
。

こ
こ
で
「
経
験
を
機
縁
と
し
て
」
と
言
わ
れ
る
場
合
の
経
験
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
、
因

果
的
結
合
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
物
体
的
世
界
に
つ
い
て
の
経
験
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
カ
ン
ト
は
、
独
断
論
者
た
ち
が
霊
的
存
在
に
適

用
ず
る
概
念
は
、
実
は
、
物
体
的
世
界
に
関
す
る
経
験
か
ら
の
不
明
瞭
な
推
論
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
が
心
身
関
係
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
心
身
関
係
あ
る
い
は

5 

意
志
と
行
為
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
あ
る
意
味
で
は
本
書
全
体
を
貫
く
導
き
の
糸
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
心
は
身
体
内
の
ど
こ



6 

に
位
置
す
る
の
か
と
い
う
間
い
を
め
ぐ
っ
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
間
い
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
、
「
私
は
そ
れ
故
、

通
常
の
経
験
に

基
づ
い
て
さ
し
あ
た
り
、

私
が
感
覚
す
る
と
こ
ろ
に
私
は
存
夜
す
る
言
っ
て
お
こ
う
」

3
・
8
3
と
述
べ
て
い
る
。

」
の
言
明
は
、

わ
れ
わ
れ
が
日
常
、

心
身
の
緊
密
な
契
合
関
係
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
も
そ
も
心
は
、
物
体
的

世
界
に
一
定
の
場
所
を
持
た
ず
、

し
た
が
っ
て
、
心
身
関
係
は
、
物
体
聞
の
因
果
的
関
係
と
は
全
く
異
質
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
心
身
関
係
に
関
す
る
経
験
は
、
窃
取
さ
れ
た
概
念
の
成
立
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
心
身
関
係
は
、
人
間
の
心
が
一
つ
の
霊
的
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
限
り
は
、
霊
的
(
精
神
的
)

存
在
と
物
体
的
存
在
と
の
連
闘
を
証
示
す
る
極
め
て
明
瞭
な
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
、

」
れ
は
誰
も
が
持
つ

「
通
常
の
経
験
」
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
う
し
た
「
経
験
の
意
識
な
し
に
」
概
念
の
窃
取
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
心
身
関
係
と
物
体
聞
の

関
係
と
は
異
質
な
の
だ
か
ら
、
前
者
を
媒
介
と
し
て
物
体
的
世
界
に
つ
い
て
の
経
験
か
ら
得
ら
れ
た
概
念
を
霊
的
存
在
に
適
用
す
る
こ

と
は
誤
り
で
あ
る
。
独
断
論
者
た
ち
は
こ
の
誤
り
を
犯
し
て
い
る
の
だ
が
、

カ
ン
ト
は
、
彼
ら
が
無
意
識
に
前
提
と
し
て
い
る
も
の
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
に
は
依
然
と
し
て
問
題
が
残
る
。
独
断
的
形
市
上
学
者
た
ち
の
主
張
が
、
概
念
の
窃
取
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
一
種
の
誤

謬
推
理
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
と
し
て
も
、

心
身
関
係
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
経
験
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。
こ
の
事

実
を
ど
う
見
る
の
か
。
人
間
の
心
の
存
在
は
、
霊
の
存
在
の
何
よ
り
の
証
拠
で
は
な
い
の
か
。
さ
ら
に
、
人
間
に
お
け
る
心
身
の
緊
密

な
契
合
は
、
物
体
聞
の
因
果
的
結
合
と
異
な
る
と
は
い
え
、
霊
的
存
在
と
物
体
的
存
在
と
の
聞
に
、
何
ら
か
の
結
合
関
係
が
存
在
す
る

こ
と
の
例
証
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
カ
ン
ト
は
あ
く
ま
で
慎
重
で
あ
る
。
彼
は
注
意
深
く
、
人
間
の
心
が
一
つ
の
霊
で
あ

る
こ
と
は
未
だ
証
明
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
と
述
べ
て
、
両
者
を
区
別
し
て
い
る

(ω
・
8
8
0
つ
ま
り
彼
は
、

心
身
関
係
を
物
体
的
世



界
に
せ
よ
霊
的
世
界
に
せ
よ
い
ず
れ
か
一
方
の
側
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
を
拍
否
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
、
批
判
す
べ
き
相
手
の
思
考
に
あ
く
ま
で
内
在
し
つ
つ
、
そ
こ
に
か
く
さ
れ
た
諸
契
機
を
明
る
み
に
出
し
て

い
く
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
批
判
的
思
考
は
、

一
定
の
思
想
形
態
に
自
己
を
固
定
し
、
そ
こ
か
ら
相
手
を
論
難
す
る
と
い
っ
た
類
の
も
の

で
は
決
し
て
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
相
手
の
思
想
を
一
日
一
自
己
の
も
の
と
し
た
上
で
、

ま
た
自
己
の
も
の
と
し
う
る
限
り
で
吟

味
批
判
し
て
い
く
と
い
う
点
で
、

一
種
の
自
己
批
判
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
現
に
、
独
断
的
形
而
上
学
は
、
あ
る
時
期
ま

で
の
カ
ン
ト
自
身
の
立
場
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

L
か
し
本
章
に
お
い
て
、
独
断
的
形
而
上
学
に
対
す
る
内
在
的
批
判
が
可
能
で
あ

っ
た
の
は
、
単
に
そ
れ
が
過
去
に
お
い
て
カ
ン
ト
自
ら
の
立
場
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
霊
的
(
精
神
的
)
世
界
に
関
し
て
、
彼
が

批判と啓蒙

な
お
独
断
的
形
而
上
学
と
関
心
を
共
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

自
分
が
世
界
に
お
け
る
非
物
質
的
本
性
の
現
存
在
を
主
張

「
私
は
、

私
の
心
そ
の
も
の
を
こ
れ
ら
の
存
在
者
の
部
類
に
入
れ
る
こ
と
に
大
い
に
傾
い
て
い
る
こ
と
を
告
白
す
る
」

3
・

sc

し

と
い
う

言
葉
か
ら
も
そ
れ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
今
や
、
霊
的
存
在
を
認
識
せ
ん
と
す
る
独
断
論
者
た
ち
の
夢
は
破
ら
れ
た
。

と
は
い
え
カ
ン
ト
の
霊
的
世
界
に
対
す
る
関
心
そ
の
も
の
は
そ
れ
が
認
識
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
は
別
に
、
否
定
し
難

い
も
の
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
こ
そ
カ
ン
ト
が
、
独
断
的
形
而
上
学
の
詑
弁
を
強
く
批
判
し
な
が
ら
も
、
視
霊
現
象
の
真
理

性
を
追
求
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
が
あ
る
。

第
二
章
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
霊
の
存
在
を
肯
定
す
る
側
の
立
場
に
立
っ
て
可
能
な
限
り
の
論
証
を
試
み
る
。
そ
の
際
、
さ
し
あ
た

7 

り
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
生
命
現
象
で
あ
る
。
死
せ
る
物
質
の
場
合
と
は
異
な
り
、
わ
れ
わ
れ
は
生
命
現
象
の
根
底
に
、
物
体
的
世
界



8 

の
法
則
か
ら
は
独
立
し
た
非
物
質
的
存
在
者
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
カ
ン
ト
は
一
吉
う
。
と
い
う
の
は
、
生
命
現
象
の
中
に
は
、

物
質
的
現
象
に
お
い
て
は
見
出
さ
れ
得
な
い
よ
う
な
、
自
己
活
動
的
原
理
が
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
o

し
た
が
っ
て
、
生
物
体
は
、

一
方
で
非
物
質
的
存
在
と
関
係
し
、

他
方
で
そ
の
身
体
を
介
し
て
物
質
的
世
界
に
も
関
係
す
る
中
間
原
因
(
吉
宮
己
記

gnZ)
で
あ

る
。
こ
の
点
で
生
命
体
は
有
機
的
と
称
さ
れ
る
。
生
命
現
象
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
自
己
活
動
的
な
非
物
質
的
存
在
を
持
つ
と
い
う
点

で
、
霊
的
現
象
を
解
明
す
る
手
掛
か
り
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、
「
非
物
質
的
原
理
に
依
拠
す
る
の
は
、
怠
惰
な
哲
学
の
避
難
所
で
あ
り
、

そ
の
た
め
、

単
な
る
物
質
の
運
動
法
則
に
基

づ
い
て
お
り
、

ま
た
た
だ
そ
れ
だ
け
が
理
解
に
堪
え
る
よ
う
な
世
界
現
象
の
根
拠
を
、
そ
の
全
範
囲
に
お
い
て
認
識
せ
ん
が
た
め
に
、

上
の
よ
う
な
趣
旨
の
説
明
の
仕
方
は
で
き
る
か
ぎ
り
避
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

(
m
-
足
。
)
と
言
う
。
彼
は
こ
こ
で
、
生
命
現
象
を

非
物
質
的
存
在
者
と
の
関
わ
り
で
有
機
的
に
説
現
し
よ
う
と
す
る
立
場
以
外
に
、
そ
れ
を
機
械
的
に
説
明
す
る
立
場
が
あ
り
得
る
こ
と

を
認
め
て
い
る
。
そ
の
上
で
な
お
カ
ン
ト
は
、

「
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
は
、

動
物
的
諸
変
化
を
好
ん
で
有
機
的
に
説
明
す
る
シ
ュ
タ

i

ル
の
方
が
、
非
物
質
的
な
諸
力
を
関
連
か
ら
追
い
出
し
、
機
械
的
根
拠
に
頼
り
、
こ
の
点
で
は
、

一
層
哲
学
的
な
方
法
に
従
っ
て
い
る

ホ

l
フ
マ
ン
、
ブ

l
ル
ハ

l
フ
ェ
等
々
よ
り
も
、

し
ば
し
ば
真
理
に
一
層
近
い
と
私
は
確
信
し
て
い
る
」
(
巾

σ巾
ロ
仏
と
と
言
う
。
そ
の

根
拠
が
生
命
現
象
の
持
つ
自
己
活
動
性
な
の
で
あ
る
。

表
題
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第
二
章
、
第
三
章
で
は
霊
的
世
界
と
物
体
的
世
界
と
の
相
互
関
係
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ

ア
」
、

ー

ス
ヴ
ェ

l
デ
ン
ボ
リ
が
カ
ン
ト
に
提
起
し
た
問
題
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
生
命
現
象
の
根
拠
で
あ
る
非
物
質
的
存
在
は
、
物
質
の

よ
う
に
依
存
的
で
は
な
く
、
自
己
活
動
的
で
あ
る
が
故
に
、
相
互
に
直
接
的
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
質
的
世
界
か
ら
独
立

し
た
世
界
、
す
な
わ
ち
叡
知
界

(
E
E丘
E
g
g
-
-
f
F
Eち
を
形
成
す
る
と
言
う
(
∞
・
宮
中
)
0

こ
こ
で
導
入
さ
れ
た
叡
知
界
の
概



念
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
自
己
活
動
的
な
非
物
質
的
存
在
が
相
互
関
係
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
ご
つ
の
大
い
な
る
全
体
」

で
あ
り
、

そ
れ
は
物
体
的
な
物
を
媒
介
と
す
る
こ
と
な
く
成
立
す
る
。

そ
し
て
こ
う
し
た
独
立
自
存
す
る
非
物
体
的
存
在
者
の
一
部

は
、
物
体
的
存
在
者
と
結
合
し
て
い
る
が
、
こ
の
結
合
は
あ
く
ま
で
偶
然
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
述
べ

る
と
き
、

カ
ン
ト
は
二
つ
の
世
界
の
聞
に
走
る
断
絶
を
眼
の
あ
た
り
に
し
て
い
る
。
彼
は
、
両
世
界
聞
の
相
互
関
係
を
論
証
す
る
に
あ

た
っ
て
、

ま
ず
、
第
一
章
に
お
い
て
す
で
に
示
唆
さ
れ
て
い
た
、
両
者
の
聞
の
分
裂
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
彼
が
な
お
、
生
命
現
象
の
説
明
に
お
い
て
機
械
論
的
説
明
よ
り
有
機
的
説
明
の
方
が
一
層
真
理
に
近
い
と
し
、
二
つ
の
世
界
の
聞

の
相
互
関
係
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
彼
は
再
び
人
間
の
内
的
経
験
に
限
を
向
け
る
。
こ
こ
で
は
、
第

批判と啓蒙

一
章
に
お
け
る
心
身
関
係
の
問
題
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
人
間
の
道
徳
的
意
識
に
焦
点
が
定
め
ら
れ
る
。

彼
は
、
「
人
聞
の
心
情
を
動
か
す
諸
力
の
う
ち
で
最
強
の
も
の
の
い
く
つ
か
が
、

心
情
の
外
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」

(ω
・
室
。
)

と
述
べ
て
、
人
間
の
心
情
に
は
、
一
切
を
自
己
へ
と
関
係
づ
け
る
習
癖
と
と
も
に
、
自
己
の
外
な
る
他
者
へ
と
向
か
う
「
公
益
性
(
の
守

自
己
ロ
ロ
ロ
同
N
片

mfr)」
の
力
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
人
聞
の
内
な
る
他
者
へ
と
向
か
う
志
向
は

「
お
そ

ら
く
、
普
遍
的
人
間
悟
性
へ
の
、

わ
れ
わ
れ
自
身
の
判
断
の
感
覚
さ
れ
た
依
存
性
で
あ
っ
て
、
思
考
す
る
存
在
者
の
全
体
に
一
種
の
理

性
統
一
を
与
え
る
手
段
と
な
る
」
(
内
ず

g仏
と
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
自
己
の
意
志
を
普
遍
的
意
志
と
一
致
さ
せ
よ
う

と
す
る
強
制
を
道
徳
的
感
情
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
内
で
実
際
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
の
現
象
面
に
つ
い
て

語
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、

一ュ

i
ト
ン
が
重
力
を

そ
の
原
因
は
決
定
さ
れ
て
い
な
い
と
彼
は
言
う

(ω
・目。
)
0

そ
し
て
カ
ン
ト
は
、

物
質
相
互
の
一
般
的
活
動
の
結
果
と
考
え
た
こ
と
な
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、
道
徳
的
感
情
を
霊
的
存
在
の
聞
に
働
く
力
の
結
果
と
し

9 

て
表
象
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
問
う
。
こ
こ
で
彼
は
、
叡
知
界
と
物
体
的
世
界
と
の
関
係
を
、
因
果
関
係
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
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し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
れ
も
、
彼
が
ス
ヴ
ェ

l
デ
ン
ボ
リ
の
視
霊
現
象
を
哲
学
者
の
立
場
か
ら
内
在
的
に
理
解
し
よ
う
と

す
る
過
程
で
、

一
つ
の
説
明
の
仕
方
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
カ
ン
ト
自
身
が
、

メ
ン
J

ア

ル
ス
ゾ
l
ン
宛
の
書
簡
の
中
で
、

「
霊
的
本
性
の
実
際
の
道
徳
的
影
響
と
、

万
有
引
力
と
の
類
比
に
つ
い
て
の
私
の
試
み
は
、
元
来
私

の
も
っ
て
い
る
真
剣
な
見
解
で
は
な
く
、
与
件
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
、

わ
れ
わ
れ
は
哲
学
的
な
仮
構
に
お
い
て
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な

く
、
ど
れ
だ
け
進
み
う
る
か
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
ま
た
問
題
の
解
決
の
た
め
に
何
が
必
要
で
あ
る
か
、

ま
た
そ
の
た
め
に
必
要
な
与

件
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
、
こ
う
し
た
課
題
に
際
し
て
い
か
に
必
要
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
一

〈

9
)

つ
の
実
例
な
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
彼
は
こ
こ
で
、
人
間
が
現
実
に
持
っ
て
い
る
他
者

へ
の
志
向
の
根
拠
を
、
霊
的
存
在
者
の
聞
の
相
互
関
係
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
世
界
は
単
一
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
の
世
界
の
中
で
霊
的
存
在
が
物
体
的
存
在
と
い
か
に
関
係
す
る
か
が
問
わ
れ

た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
二
種
の
異
質
な
存
在
に
対
し
て
異
な
る
二
つ
の
世
界
が
想
定
さ
れ
、
人
聞
の
道
徳
的
感
情
に

お
い
て
、
両
世
界
は
因
果
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
o

換
言
す
れ
ば
、
人
間
の
心
は
、
二
つ
の
世
界
に
同
時
に
属
す

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
二
世
界
説
は
、

一
七
七

O
年
の
『
感
性
界
と
叡
知
界
と
の
形
式
と
原
理
』
を

経
て
、
批
判
期
の
諸
著
作
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
発
想
で
は
あ
る
の
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、

」
の
発
想
が
こ
こ
で
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理

学
と
の
類
比
に
基
づ
く
一
つ
の
仮
構
と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
カ
ン
ト
は
、
先
の
書
簡
に
述
べ
ら
れ
て

い
た
通
り
、
こ
う
し
た
仮
構
を
で
き
る
限
り
展
開
し
た
上
で
、
そ
の
吟
味
を
行
っ
て
い
く
。

霊
的
世
界
か
ら
の
影
響
に
よ
っ
て
生
ず
る
表
象
は
、
霊
的
世
界
に
つ
い
て
の
類
比
的
表
象
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
霊
的
概
念
の
象
徴
で

あ
る
と
カ
ン
ト
は
言
う

(
ω
-
U山
中
)

0

二
つ
の
世
界
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
持
ち
得
る
表
象
は
、

本
来
全
く
異
質
で
あ
っ
て
、
両
者



が
同
時
に
共
存
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
物
体
的
世
界
に
つ
い
て
の
表
象
の
中
に
、
霊
的
世
界
の
影
響
を
見
出
し
得
る

と
し
て
も
、
そ
れ
は
類
比
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
霊
的
世
界
の
表
象
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
明
瞭
か
つ
直
感

的
で
あ
り
得
る
こ
と
を
、
一
歩
や
二
重
人
格
の
例
に
た
と
え
て
示
し
つ
つ
、

コ
方
の
世
界
の
表
象
は
、

そ
の
異
な
る
性
質
の
た
め
に
、

他
方
の
世
界
の
表
象
に
随
伴
す
る
観
念
で
は
な
い
」

3
・
8
8
と
述
べ
て
両
者
の
異
質
性
を
強
調
し
、

」
こ
か
ら
人
間
に
つ
い
て
、

「
限
に
見
え
る
世
界
と
見
え
な
い
世
界
と
に
同
時
に
一
人
の
構
成
員
と
し
て
所
属
す
る
の
は
、
な
る
ほ
ど
同
じ
主
体
で
は
あ
る
が
、
全

く
同
一
の
人
格
で
は
な
い
」
(
印
・

ω
u
N
5

」
こ
で
は
叡
知
界
と
物
体
的
世
界
の
分
裂
は
、

人
間
自
身
の
内
的
分
裂

と
述
べ
て
い
る
。

を
生
ぜ
し
め
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

曲
家啓長」

車
十

レじ札
世

さ
て
、

そ
こ
で
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
死
者
の
心
と
純
粋
な
霊
と
は
な
る
ほ
ど
決
し
て
わ
れ
わ
れ
の
外
的
感
官
に
現
在

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

ま
た
そ
の
上
に
物
質
と
の
相
互
関
係
に
立
つ
こ
と
も
で
き
な
い
が
、

し
か
し
、
そ
れ
ら
と
と
も
に
一
つ
の

大
い
な
る
共
和
国
に
属
す
る
人
間
の
霊
に
対
し
て
作
用
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
が
人
間
の
内
に
喚
起
す

る
表
象
は
、
人
間
の
夢
想
の
法
則
に
従
っ
て
類
縁
的
な
形
像
を
装
い
、
そ
れ
ら
に
適
合
し
た
対
象
の
見
か
け
を
人
間
の
外
に
あ
る
も
の

と
し
て
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
」

3
・
3
2
0
つ
ま
り
人
間
は
、
物
体
的
世
界
に
生
き
て
い
る
限
り
、
決
し
て
霊
的
存
在
を
直
接
表
象

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

一
つ
の
夢
想
あ
る
い

た
か
だ
か
類
比
的
に
表
象
し
う
る
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
は
物
体
的
世
界
か
ら
見
る
限
り
、

は
錯
覚
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
カ
ン
ト
は
、
そ
う
し
た
錯
覚
が
「
た
と
え
ど
ん
な
に
不
合
理
な
幻
影
と
混
ざ
り
合
っ
て
い
よ
う

と
、
そ
の
中
に
霊
的
影
響
を
推
測
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
(
巾

σ
g与
と
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
心

の
内
に
道
徳
的
強
制
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
動
か
し
難
い
事
実
で
あ
る
と
彼
が
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
第

11 

一
章
で
行
わ
れ
た
よ
う
な
単
な
る
独
断
的
形
市
上
学
批
判
を
越
え
て
、

カ
ン
ト
は
新
た
な
問
題
閤
へ
と
否
応
な
く
踏
み
込
む
こ
と
に
な
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る。

道
徳
の
問
題
を
通
じ
て
叡
知
界
の
存
在
及
び
叡
知
界
と
物
体
的
世
界
と
の
相
互
関
係
を
承
認
す
る
こ
と
が
、

す
で
に
見
た
と
お

り

ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
と
の
類
比
に
基
づ
く
仮
構
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
道
徳
的
感
情
の
背
後
に
そ
の
原
因
を
採
る
と
い
う
道
徳
哲
学

的
企
図
そ
の
も
の
も
ま
た
、
結
局
挫
折
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
触
れ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
前
に
さ
し
あ
た
り
、
第
一
部
の
残
り
の
章
を
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

カ
ン
ト
は
第
三
章
に
お
い
て
、
啓
蒙
主
義
的
な
「
常
識
」
の
立
場
に
立
っ
て
議
論
を
展
開
し
て
い
く
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の

立
場
に
立
つ
限
り
、
感
覚
の
夢
想
家
も
理
性
の
夢
想
家
も
区
別
は
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
所
論
を
踏
ま
え
て
、
彼
は
、
も
っ
ぱ
ら

視
霊
現
象
の
批
判
に
話
を
集
中
し
て
い
く
。
こ
こ
で
も
や
は
り
彼
の
議
論
は
決
し
て
単
線
的
な
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
一
方
で
「
常

識
」
の
立
場
に
内
在
し
て
視
霊
者
ス
ヴ
ェ

l
デ
ン
ボ
り
に
つ
い
て
批
判
を
行
い
つ
つ
、
同
時
に
彼
は
、
そ
の
「
常
識
」
の
立
場
そ
の
も

の
が
字
ん
で
い
る
陥
拝
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
視
霊
現
象
に
対
す
る
批
判
の
骨
子
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
視
霊
者
は
、

「
目
覚
め
て
い
て
し
か
も

し
ば
し
ば
他
の
諸
感
覚
が
板
め
て
活
発
な
状
態
で
、
あ
る
対
象
が
彼
ら
が
実
際
に
自
分
の
周
囲
に
知
覚
す
る
他
の
物
の
外
的
位
置
の
間

に
あ
る
と
言
い
立
て
る
」
(
∞
・
出
。
)

の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
、

自
分
の
内
に
生
じ
た
構
想
作
用
の
幻
影
を
、

自
ら
の
外
へ
置
き
換
え

て
い
る

(
m
w
ロ

ロ

巾

門

戸

円

}

同

〈

2・
出
巾
同

N2H)
の
で
あ
る

(巾

σ巾
口
門
ダ
、
)
。
そ
の
結
果
彼
ら
は
、
他
の
誰
に
も
知
覚
さ
れ
な
い
こ
と
を
見
た
り
開

い
た
り
す
る
と
信
じ
る
こ
と
に
な
る
。
「
常
識
」
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
は
病
的
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
故
カ
ン
ト
は
、
「
読
者
が
、

視
霊
者
を
別
の
世
界
の
半
公
民
と
見
な
す
代
わ
り
に
、
あ
っ
さ
り
彼
ら
を
入
院
候
補
者
と
し
て
片
付
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
以
上
の



一
切
の
探
究
を
免
れ
る
と
し
て
も
、

私
は
決
し
て
読
者
を
恨
み
は
し
な
い
」
(
∞
・

ω
S
H
J
)

と
言
う
。
彼
が
こ
う
し
た
微
妙
な
表
現
を

し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
結
論
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
二
章
の
「
深
み
の
あ
る
推
測
」
を
無
用
の
も
の
た
ら
し
め
る
と

い
う
「
不
都
合
」
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
感
覚
の
夢
想
家
、
が
い
だ
く

幻
影
は
、
「
感
官
の
感
覚
は
、
真
で
あ
れ
見
せ
か
け
で
あ
れ
、

悟
性
の
一
切
の
判
断
に
先
行
し
、

他
の
す
べ
て
の
説
得
を
遥
か
に
越
え

た
直
接
的
明
証
性
を
持
つ
が
故
に
」
、

い
か
な
る
思
弁
(
ぐ
巾
E
C
H
H
P
巾

F
)
に
よ
っ
て
も
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る

点
で
あ
る
(
印
・
出
ω
)
0

こ
こ
に
は
、
「
常
識
」
に
立
脚
し
た
素
朴
な
啓
蒙
主
義
の
限
界
が
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。
感
覚
の
夢
想
家

の
幻
影
は
、
そ
れ
が
錯
覚
で
あ
る
こ
と
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
は
解
消
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

批判と啓蒙

視
霊
現
象
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
内
的
表
象
の
外
部
へ
の
投
影
と
し
て
説
明
す
る
、
こ
の
い
わ
ば
心
理
学
的
な
や
り
方
を
カ
ン
ト
は
否

定
し
は
し
な
い
。
こ
う
し
た
説
明
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
視
霊
者
は
以
前
の
よ
う
に
「
火
責
め
」
に
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
彼

は
言
う
。
し
か
し
、
こ
の
説
明
を
ど
う
解
釈
す
る
か
に
よ
っ
て
道
は
分
か
れ
る
。

一
つ
は
、
視
霊
者
を
一
種
の
「
病
人
」
と
し
て
治
療

の
対
象
と
考
え
る
方
向
で
あ
る
が
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
説
得
に
よ
っ
て
幻
影
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
治
療
は
「
下

(
凶
)

剤
を
か
け
る
」
(
∞
・

84)
と
い
う
身
体
的
手
段
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
決
着
に
満
足
し
な
い
。

」
れ
で

は
視
霊
現
象
を
自
ら
体
験
し
た
と
称
す
る
ス
ヴ
ェ

I
Jア
ン
ボ
リ
や
、

ま
た
こ
れ
に
関
心
を
寄
せ
る
人
々

(
カ
ン
ト
自
身
も
そ
う
で
あ

る
)
の
心
性
の
内
に
あ
る
モ
チ
ー
フ
を
内
在
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
レ
か
ら
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、

「
第
一
部
の
考
察
全
体
か
ら
の
理
論
的
結
論
」

と
題
さ
れ
た
第
四
章
の
冒
頭
で
「
公
民
法
に
従
っ
て
取
り
引
き
の
尺
度

た
る
べ
き
は
か
り
の
ご
ま
か
し
は
、
品
物
と
分
銅
の
皿
を
取
り
替
え
れ
ば
発
見
さ
れ
る
。
そ
し
て
悟
性
の
は
か
り
の
偏
り
も
、
全
く
同

13 

じ
手
だ
て
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
手
だ
て
を
欠
い
て
は
、
哲
学
的
判
断
に
お
い
て
も
比
較
さ
れ
た
計
量
か
ら
一
致
し
た
結
論
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を
引
き
出
す
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
」

(ω
・
包
中
)
と
述
べ
て
い
る
。
様
々
な
立
場
に
自
ら
を
置
き
、

そ
の
思
想
を
内
在
的
に
理
解

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
あ
る
「
偏
り
」
を
明
る
み
に
出
す
、
こ
の
思
考
の
運
動
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

一
つ
の
自
己
批

判
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
最
終
的
に
は
、

カ
ン
ト
自
身
の
思
想
の
「
偏
り
」
を
明
ら
か
に
す
る
の
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
彼
は
、
「
今
や
私
は
、

自
分
を
自
分
以
外
の
外
的
な
理
性
の
位
置
に
置
き
、

自
分
の
判
断
な
そ
の
最
も
内
密
な

動
機
と
も
ど
も
他
者
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
」

(ω
・
ω
虫
)
と
述
べ
て
こ
れ
を
行
う
の
で
あ
る
。

「
悟
性
の
は
か
り
は
、
や
は
り
全
く
偏
り
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
未
来
へ
の
希
望
と
い
う
銘
を
持
っ
そ
の
腕
木
は
、
そ
の

腕
木
に
つ
い
て
い
る
皿
に
乗
る
軽
い
根
拠
で
も
、
他
の
側
の
そ
れ
自
身
で
は
よ
り
大
き
な
重
み
の
思
弁
を
高
く
は
ね
上
げ
る
よ
う
な
機

(
口
)

構
的
な
利
点
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
私
が
恐
ら
く
除
き
得
な
い
、
ま
た
実
際
決
し
て
除
こ
う
と
は
思
わ
な
い
唯
一
の
不
正
で
あ
る
」

(
巾

σ
g門
目
別
)
。
こ
こ
に
カ
ン
ト
は
、
自
ら
が
視
霊
現
象
の
真
理
性
を
追
求
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
根
本
に
あ
る
モ
チ
ー
フ
を
劇
扶
す
る
。

彼
は
、
自
ら
の
「
悟
性
の
は
か
り
」
の
「
偏
り
」
を
確
認
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
重
要
な
こ
と
は
、
「
未
来
へ
の
希
望
」
を
「
不
正
」

で
あ
る
と
認
め
な
が
ら
、
彼
が
、
そ
れ
を
安
易
に
解
消
し
て
自
己
の
思
想
を
啓
蒙
主
義
的
に
平
板
化
し
て
し
ま
わ
な
い
と
い
う
点
で
あ

る
。
あ
る
意
味
で
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
、
啓
蒙
主
義
を
一
般
の
啓
蒙
主
義
者
以
上
に
徹
底
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
叡
知
界
に
対
す
る
人
々

の
関
心
の
根
底
に
「
未
来
へ
の
希
望
」
と
い
う
取
り
除
き
得
な
い
「
不
正
」
を
発
見
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
啓
蒙
主
義
の
限
界
を
越

え
て
い
く
の
で
あ
る
。

車士口

び

さ
て
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
第
二
部
を
も
視
野
に
収
め
な
が
ら
、
全
体
の
総
括
を
行
う
こ
と
に
し
よ
う
。



カ
ン
ト
は
、
形
而
上
学
の
効
用
の
一
つ
と
し
て
、
「
課
題
が
、

わ
れ
わ
れ
の
知
り
得
る
も
の
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、

そ

し
て
そ
の
問
題
が
、
す
べ
て
の
わ
れ
わ
れ
の
判
断
が
常
に
そ
れ
を
拠
り
所
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経
験
概
念
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う

な
関
係
を
持
っ
て
い
る
か
を
洞
察
す
る
こ
と
」
を
挙
げ
、

」
う
し
た
効
用
を
も
た
ら
す
限
り
に
お
い
て
、
形
而
上
学
は
、

「
人
間
理
性

の
限
界
の
学
」
で
あ
る
と
し
て
い
る

3
・
8
8
0

無
限
の
知
識
を
求
め
る
の
で
は
な

」
の
言
明
は
、
自
ら
の
「
無
知
」
を
自
覚
し
、

く
、
そ
の
解
決
が
人
聞
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
課
題
を
選
択
す
る
「
知
恵
」
の
立
場
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
が
、
す
で

る
啓
蒙
主
義
と
、
そ
の
結
果
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
に
て
い
る
よ
う
に
見
え
よ
う
と
も
、

へ
と
制
限
す

〈ロ)

は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
言
う
「
知
恵
」
の
立
場
は
、
超
感
性
的
な
も
の
を
回
避
し
、
理
性
を
「
此
山
芹
的
な
も
の
」

批判と啓蒙

ト
は
、
第
一
部
第
三
章
に
お
い
て
、
啓
蒙
主
義
に
内
在
し
つ
つ
そ
の
限
界
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
た
o

啓
蒙
主
義
は
、
視
霊
現
象
の
メ

そ
の
内
的
モ
チ
ー
フ
を
理
解
す
る
に
は
至
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
「
前
置
き
」
に
お
い
て
、

「
い
く
ら

カ
一
一
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
が
、

か
の
真
理
の
見
か
け
を
伴
っ
て
語
ら
れ
る
多
く
の
も
の
に
つ
い
て
、
理
由
も
な
く
何
も
信
じ
な
い
と
い
う
の
も
、

一
般
の
風
評
の
言
う

こ
と
に
つ
い
て
は
、
吟
味
も
せ
ず
に
す
べ
て
信
じ
る
と
い
う
の
も
、
同
様
に
愚
か
な
先
入
見
で
あ
る
」

(ω
・

8N)
と
述
べ
て
い
た
が
、

視
霊
現
象
に
つ
い
て
の
内
在
的
理
解
を
断
念
し
、
視
霊
者
を
「
病
人
」
と
し
て
扱
う
と
い
う
「
常
識
」
の
立
場
の
内
に
も
、
こ
う
し
た

先
入
見
が
認
め
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
人
間
理
性
の
限
界
を
回
避
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
肉
薄
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

さ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
第
一
部
第
二
章
を
検
討
し
た
際
、
道
徳
的
強
制
の
存
在
か
ら
叡
知
界
の
存
在
及
び
叡
知
界
と
物
体
的
世
界
と
の

相
互
関
係
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
と
の
類
比
に
基
づ
く
仮
構
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
の

根
拠
を
も
危
う
く
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
、
本
書
の
末
尾
に
お
い
て
結
論
を
示
し
て
い
る
。
先
に
、

15 

叡
知
界
に
対
す
る
人
々
の
関
心
の
根
底
に
、
「
未
来
へ
の
希
望
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
発
見
し
た
カ
ン
ト
は
、
こ
こ
で
、
「
し
か
し
、
死



16 

と
と
も
に
す
べ
て
が
終
わ
る
と
い
う
思
想
に
堪
え
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
そ
の
高
貴
な
心
術
が
未
来
へ
の
希
望
に
ま
で
高
め
ら
れ
な
か

っ
た
よ
う
な
誠
実
な
心
は
、

い
ま
だ
か
つ
て
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
来
世
へ
の
期
待
を
善
良
な
心
の
感
情
の
上
に
基
礎

づ
け
る
方
が
、
逆
に
心
の
正
し
い
態
度
を
来
世
へ
の
希
望
の
上
に
基
礎
守
つ
け
る
よ
り
、
人
間
性
と
道
徳
の
純
粋
さ
に
一
層
適
合
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」

(ω
・
出
。
)
と
述
べ
て
い
る
。

」
こ
に
お
い
て
、

発
想
は
全
く
逆
転
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
道
徳
を
叡
知
界

の
存
在
の
上
に
基
礎

e
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
叡
知
界
に
対
す
る
人
々
の
関
心
を
道
徳
の
上
に
基
礎
づ
け
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
霊
的
存
在
を
め
ぐ
る
問
題
に
最
終
的
に
決
着
が
つ
け
ら
れ
、
道
徳
が
単
な
る
仮
構
に
堕
す
る
危
険
も
さ
し
あ
た
り

は
回
避
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
代
わ
る
確
固
た
る
道
徳
の
基
礎
が
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
O

J

こ
の
点
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
主

題
的
な
論
考
は
批
判
期
の
諸
著
作
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
叡
知
界
の
概
念
が
カ
ン
ト
の
思
想
の
中
へ
導
入

さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
自
ら
を
取
り
ま
く
思
想
的
環
境
、
と
り
わ
け
啓
蒙
主
義
と
の
関
係
の
中
で
、
彼
が
こ

の
概
念
に
与
え
た
諸
規
定
は
、
こ
の
概
念
が
批
判
期
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
だ
け
に
、
十
分
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

人王
(
l
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

〈

6
)

関

g
r
w
gロ件当
O
H
E
口
四
仏
q
H
U
E
閣の
H
J
ξ
2
5
〉
口
宏
司
戸
口
問
Y

L
『
吉
宮
塁
走
円
同
お
お
守
宅
、
、
F
F
E叫・
4
・
問
。
伊
田
町
内
♂
切
払
-
Hぐ
wm-5mw-

F

回-。
J

∞・日記・

F

P

。J

∞・目。。・

』
円
、
草
色
町
、
豆
諸
き
さ
き
色
、
〉
以
ロ
・

回同庁円以口

ζ
s
g
民自《悼の
E
C
F
P
吋
・
同
の
可
・
ロ

gw
ま
き
uE-
ロ
ゆ
∞

-
u
R

同
ザ
密
室
尽
き
の
ぬ
な
号
、
hSG号
、
ミ
皇
官
、
町
札
足
立
同
J
y
h
R
喜
号
ミ
号
、
守
泳
、
冬
、
、

FMW仏
-HHu
∞
-uE-
以
下
本
書
か
ら
の
引
用
は
ペ
ー
ジ

数
の
み
を
本
文
中
に
一
示
す
。
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N
f
s。宮内
E

N

R

昔
、
h
R
b
己
主
色
町
、
お
足
、

ξ
守
誌
、
き
昔
、

E-
同〈
u

∞
・
∞
-

の日開山門
2
u
p
w
h室町
h
U
&お
喜
弘
h
号
♂
雪
町
、

F

F窓
口
N
E口
明
白
宮
口
門
Y

∞
-
g
R
門
脇
、
高
橋
、
浜
田
監
修
『
カ

γ
ト
の
生
涯
と
学
説
』

八
一
ペ
ー
ジ
以
下
。

回同片岡

g
z
c
m
g
E
B門在日間
O
F♂
∞
・
〉
同
》
同
町
二

g
p
ミ

S
F
E
-
門
戸
∞
・
印
∞
円

刷出均一色町円

g
の
訳
。
な
お
こ
の
諮
に
つ
い
て
は
、
坂
部
恵
『
理
性
の
不
安
』
一
コ
二
一
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

リ
ュ
シ
ア
ン
・
ゴ
ル
ド
マ
ン
は
、
こ
の
「
未
来
へ
の
希
望
」
こ
そ
、
後
に
、
批
判
期
の
カ
ン
ト
、
へ

i
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
、
ル
l
カ
チ
へ
と

受
け
継
が
れ
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
真
の
哲
学
一
般
の
基
本
的
立
場
と
な
る
」
と
言
う
。

c
c
E
H
H
H
E
F
T
足
、
言
。
P
岳
連
吉
町
宮
、
き
礼
申
豆
町

凡諸島町、、注目。旬。
b
b
h
h
』

1
3
5
S
A
N
Gミ
F
5
8
w
m・
吋
∞
-
一
二
島
、
伊
藤
訳
『
カ
ソ
ト
に
お
け
る
人
間
・
共
同
体
・
世
界
』
一

0
0ペ
ー
ジ
。

〈向日・の何呂田町内吋
v
m
w

・何
W

・
O
-
u
m
-
g・
邦
訳
八
七
ペ
ー
ジ
。
カ
ツ
シ

l
ラ

l
は
、
こ
こ
で
の
カ
ン
ト
が
い
ま
だ
、
「
啓
蒙
主
義
の
実
質
的
な
根

本
傾
向
と
の
極
め
て
密
接
な
連
関
」
の
中
に
い
る
と
し
、
両
者
の
違
い
を
、
ヵ
ン
ト
が
、
「
用
心
や
便
宜
」
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
「
意
識

的
に
」
経
験
の
地
盤
の
上
に
立
っ
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
。

(
7
)
 

(
8
)
 

(
9
)
 

(
叩
)

(
日
)

(
U
)
 

(
大
学
院
後
期
課
程
修
了
)


