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◇書 評◇

Norbert:Bolz

DεelKbη 和 ηπε8'eπd醪esAπders8eε πs肝EπdedθrK冠 琵ゐ一

宮 本 真 也

「批
判
理
論
は
死
ん
だ
」
--そ
う
し
た
見
出
し
が
Z

e
i

t
紙
に
掲
載
さ
れ

た
の
は
1
9
9
9
年
9
月
9
日
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
秋
は
ゲ
ー
テ
生
誕
2

5
0
周
年
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
研
究
所
設
立
7
5
周
年
と
い
う

こ
と
も
あ

っ

て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
近
辺
は
に
ぎ
や
か
で
あ

っ
た
。
い
た
る
所
で
映
画
の

ポ
ス
タ
ー
の
横
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
社
会
研
究
所
主
催

の
国
際
会
議

(9
月
2

3
か
ら
2
5
日
)
の
ポ
ス
タ
ー
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た

(そ
の
内
容
に
つ

い
て
は
研
究
所
の
サ
イ
ト
で
も
公
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
琶
U＼
＼
≦
≦
≦
≒
N
辷
⇔
7

蹄
雪
ぼ
舞
冖h
Φ
＼
静
＼
)。
マ
月
に
は
ユ
ル
ゲ
ン

・
ハ
ー
バ
マ
ス
の
古
希
を
祝
う
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
開
か
れ
、
ド
イ
ツ
国
内
に
限
ら
ず
ア
メ
リ
カ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
な

ど
か
ら
も
多
く
の
講
演
者
が
訪
れ
た
。
彼
ら
の
ほ
ど
ん
ど
は
、
お
そ
ら
く
は
こ

の
書
評
が
読
ま
れ
る
頃
に
は
す
で
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
彼
の
最
新
論
集

『真
理
と
正
当
化
」
で
の
議
論
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
論
客
た
ち
で
あ
る
。
8
月
の

ア
ド
ル
ノ
の
3
0
回
目
の
命
日
に
も
各
紙
が
彼
の
業
績
と
そ
の
戦
後
ド
イ
ツ
に

対
す
る
影
響
力
に
つ
い
て
大
き
な
論
評
を
載
せ
た
。

ハ
ー
バ

マ
ス
の
古
希
記
念

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
研
究
所
設
立
7
5
周
年
に
参
加
し
た
印
象
か
ら
す
れ
ば
、

い

わ
ゆ
る
批
判
理
論
と
そ
の
周
辺
部
分
の
知
的
生
産
力
は
健
在
で
、
日
本
に
お
け

る
研
究
状
況
と
の
あ
い
だ
に
は
あ
き
ら
か
に

「時
差
」
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
「批
判
理
論
は
1
9
9
9
年
9
月
2
日
に
死
ん
だ
」
と
い
う
。

こ
の
Z

e
i
t
の
記
事
が
巻
き
起
こ
し
た

「ス
ロ
ー
タ
ー
ダ
イ
ク
騒
動
」
(そ

れ
を
メ
デ
ィ
ア
は

「論
争
」
と
呼
び
た
が
る
が
、
「騒
動
」
、
も
し
く
は

「ス
キ

ャ
ン
ダ
ル
」

の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し

い
)
に
は
こ
こ
で
は
詳
し
く
は
触
れ
ま

い
。

筆
者
が
右
に
あ
げ
た
見
出
し
に
お
い
て
強
調
し
た

い
こ
と
は
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
の

最
後
の
年
に
批
判
理
論
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
、
実
に
頻
繁
に
吟
味
さ
れ
て

書評351



い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
の
ミ
レ
ニ
ア
ム
に
向
け
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

学
派

の
批
判
理
論
を
生
か
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
葬
り
去
る
べ
き
か
。
そ
の
審

判
を
め
ぐ
る
著
作
が
1
9
9
9
年
初
夏
か
ら
ほ
ぼ

一
月
お
き
に
3
冊
公
刊
さ
れ

た
。
公
刊
順
に
あ
げ
る
と
、
ノ
ル
ベ
ル
ト

・
ボ
ル
ツ
著

『他
在
と
し
て
の
大
勢

順
応
主
義
者
-
批
判
の
終
焉
』
、
C

・
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
、
G

・
C

・
べ
ー
エ
マ
ン
、

M

・
ボ

ッ
ク
、
H

・
ホ
ー

マ
ン
、
そ
し
て
F

・
H

・
テ
ン
ブ
ル
ッ
ク
に
よ
る

『知
識
人
に
よ
る
ド
イ
ツ
連
邦
共
和

国
の
設
立
ー

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
作
用

影
響
史
』、
A

・
デ
ミ
ロ
ヴ
イ
ッ
チ
の
大
著

『非
体
勢
順
応
の
知
識
人
た
ち
1
批

判
理
論
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派

へ
の
展
開
』
が
そ
れ
ら
で
あ
る
。
本
縞
で
紹

介
す
る
の
は
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
影
響
を
受
け
た

「批
判
意
識
の
終
焉
」

を
掲
げ
る
N

・
ボ
ル
ツ
の
著
作
で
あ
る
。

ボ
ル
ツ
に
つ
い
は
多
く
を
語
る
必
要
も
な

い
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る

メ
デ
ィ
ア
論
の
旗
手
と
し
て
日
本
で
も
注
目
を
集
め
、
特
に
ヴ

ァ
ル
タ
i

・
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
の
美
学
を
メ
デ
ィ
ア
論
と

し
て

(の
み
)
読
み
解
く
立
場
は

一
部
の

学
者
に
理
論
的
勇
気
を
与
え
た
。
『
批
判
理
論
の
系
譜
学
-
両
大
戦
間
の
哲
学
的

過
激
主
義
』
の
翻
訳
書
を
通
じ
て
、

日
本
の
読
者
に
と

っ
て
も
彼
の
出
自
は
明

ら
か
に
な

っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
メ
デ
ィ
ア
論

へ
の
転
回
以
前
に
彼
が
取
り
組
ん

で
い
た
の
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
、

マ
ル
ク
ス
、
ル
カ
ー
チ
の
歴
史
哲
学
で
あ
り
、
ア

ド
ル
ノ
の
美
学
理
論
で
あ

っ
た
。
1
9
5
3
年
生
ま
れ
の
ボ
ル
ツ
も
ま
た
ご
多

分
に
漏
れ
ず

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
、
特
に
そ
の
第

一
世
代
の
影
響
圏
に
あ

っ

た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
批
判
理
論
の
第

一
世
代
の
思
考
に
否
定
性
の

ア
ポ
リ
ア
を
見
い
だ
し
、
独
自

の
ス
タ
イ
ル
で
彼
ら
か
ら
距
離
を
と
る
と

い
う

.点
で
は
、

ハ
ー
バ
マ
ス
と
も
共
通
し

て
い
る
。
た
だ
、
ハ
ー
バ
マ
ス
が
批
判
的

社
会
理
論
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
的
転
回
と
い
う
形
で
、
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ

523

1
と
ア
ド
ル
ノ
か
抱
え
込
ん
だ
問
題
の

「克
服
」
を
は
か
る
の
に
対
し
て
、.
ボ

ル
ツ
が
リ
オ
タ
ー
ル
が
か

つ
て
や

っ
た
よ
う
に
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
と
シ
ス
テ

ム
理
論
を
結
び

つ
け
、
そ
れ
を
メ
デ
ィ
ア
論
と
し
て
構
築
し
て
い
く
手
法
は
も

は
や

「克
服
」
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

ハ
ー
バ
マ
ス
は
自
ら
の
理
論
が
示
す

よ
う
に
、
「よ
り
よ
き
立
論
と

い
う
穏
や
か
な
強
制
」
の
下
で
説
明
や
議
論
、
根

拠
付
け
を
哲
学
的
に
試
み
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ボ
ル
ツ
は
こ
う
し
た
過
程
そ
の

も
の
が
超
越
論
的
な
理
性
の
根
拠
付
け
で
あ
り
、
ア
ポ
リ
ア
を
越
え
出
た
こ
と

に
な
ら
な

い
と
批
判
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ボ
ル
ツ
は
自
ら
の
著
作

『他
在
と

し
て
の
大
勢
順
応
主
義
者
-
批
判

の
終
焉
』
に
お

い
て
行

っ
て
い
る
作
業
を

「説
明
」
と
は
呼
ば
ず
、
「観
察
」
と
呼
ぶ
。
こ
の

「観
察
」
概
念
が
ル
ー
マ
ン

の
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
に
由
来
す
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
れ
で
は
ボ
ル
ツ

に
と

っ
て

「批
判
」

の
代
わ
り
に
な
る
も
の
と
は

一
体
何
を
指
す
の
だ
ろ
う
。

彼
が

「私
は

「社
会
に
お
い
て
何
が
ど
う
で
あ
る
か
」
を

「観
察
」
し

「記
述
」

す
る
の
で
あ

っ
て
、
「説
明
」
や

「解
決
」
を
す
る
つ
も
り
は
な
い
」
と
言

い
切

る
以
上
、
本
著
は
そ
う
い
う

「説
明
」
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
は
、

彼
の

「観
察
」
、
「記
述
」
の
正
し
さ
を
は
か
る
も
の
は
何
で
あ

っ
て
、
彼
が
自

ら
の

「観
察
」
、
「記
述
」
で
も

っ
て
、
な
に
が
し
か
の
論
拠
や
言
説
に
改
訂
を

迫
る
さ
い
に
決
定
的
な
役
割
を
担
う
も
の
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
。
ボ
ル
ツ
と
の

対
話
に
対
し
、
こ
の

「決
定
的
な
役
割
を
担
う
も

の

」
を

「論
拠
」
と
呼
べ
な

い
と
こ
ろ
に
彼
の
戦
略
が
あ
る
。
「決
定
的
な
役
割
を
担
う
も
の
」
自
体
を
口
に

す
る
こ
と
そ
の
も
の
を
彼
は
拒
否
す
る
の
だ
ろ
う
が
。

本
書
は
4
つ
の
エ
ッ
セ
イ
か
ら
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ

「批
判
と

い
う
装



飾
」
、
「意
味
社
会

の
幻
影
」
、
「パ
ト

ス
か
ら
ナ
ン
セ
ン
ス
へ
」
、
「レ
ト
リ
ッ
ク

の
回
帰
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
社
会
学
的
に
み
て
も
西
洋
の
現
代
社
会
が
機
能

的
分
化
が
極
限
に
達
し
て
い
る
こ
と

は
自
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
は

逆
に
人
々
の
あ
い
だ
に

「意
味
」
や

「全
体
」
と

い
う
も
の
に
対
す
る
憧
れ
を

生
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
を
人

々
は

「私
」
と

「共
同
体
」
と
い
う

「本

質

(的
に
見
え
る
も
の
)」
の
幻
影
の
中
に
見

い
だ
し
、
今
や
わ
れ
わ
れ
の
文
化

は
親
密
性
と
協
調
と
い
っ
た
も
の
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「暖
か
い
も

の
」
に
人
々
は
飢
え

て
い
る
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
ボ
ル
ツ
に
よ
れ
ば

こ
の
傾
向
は

一
種

の
宗
教
と
し
て
、

二
つ
の
方
向
に
分
か
れ
る
。
そ
し
て
人
々

は

}
方
で
は
現
状
肯
定
的
に
市
場
で
の
カ
ル
ト
に
、
他
方
で
は
体
勢
批
判
的
と

し
て
抵
抗
運
動
に
向
か
う
わ
け
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
モ
ー
ド
と
反
抗
に
は
共
に
、

そ
こ
に
関
わ
る
も

の
の
あ
い
だ
だ
け

で
何
か
を
共
有
し
て
お
互
い
の
つ
な
が
り

を
確
認
し
あ
う
と
同
時
に
、
既
存
の
も
の
に
異
を
唱
え
る
と

い
う
傾
向
が
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
が
救

い
の
た
め
の
ミ
サ
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
否
定
に
と

っ
て
の
み
、
分
化
し
て
い
る
は
ず

の
社
会
も
ま
た
全
体
と

し
て
現
れ
る
。

で
は
そ
こ
で
本
書
の
副
題
で
も
あ

る

「批
判
の
終
焉
」
は
い
か
に
訪
れ
る
の

だ
ろ
う
?
現
代
の
批
判
的
精
神
を
め
ぐ
る
状
況
を
論
じ
る
さ
い
に
ボ
ル
ツ
は
、

6
8
年
世
代
の
学
生
運
動
か
ら
そ
の
傾
向
を
読
み
と
る
。
ル
ー
マ
ン
の
言
葉
を

借
り
て
、
ボ

ル
ツ
は
6
8
年
世
代
の
抵
抗

の
形
を

「
ス
ト
レ
ン
ジ

・
ル
ー
プ
」

と
呼
ぶ
。

つ
ま
り
、
6
8
年
世
代
の
運
動
は
ま
る
で
外
部
か
ら
批
判
が
行
わ
れ

た
よ
う
に

「社
会
の
中
で
、
社
会
の
た
め
に
、
社
会
に
対
し
て
」
抵
抗
を
行
う

と

い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
を
展
開
し
た
さ
き
が
け
で
あ

っ
た
と
彼
は
言
う
。
社
会
の

外
部
に
批
判
の
た
め
に
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
を
保
持
す
る
、
そ
れ
は
ま
さ
に
否

定
弁
証
法
的
な
魔
法
で
あ
る
。
抵
抗
を
行
う
と
き
に
す
で
に
抵
抗
の
リ
ハ
ー
サ

ル
は
終
わ

っ
て
い
て
、
デ
モ
に
参
加
し
て
い
る
さ

い
に
は
す
で
に
自
己
演
出
し

た
と
お
り
に
振
る
舞
え
ば

い
い
。
テ
レ
ビ
時
代
の
デ
モ
と

マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
の

あ
い
だ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
関
係
で
あ
る
。
社
会
運
動
が
社
会
問
題
を
作
る
と

い
う
わ
け
だ
。
ま
た
、
こ
こ
で
6
8
年
世
代
が
批
判
の
対
象
と
し
て
全
体
と
し

て
の
社
会
を
前
提
に
で
き
た

「幸
運
」
に
も
ボ
ル
ツ
は
注
意
を
払
う
。
何
よ
り

も
当
時
大
学
に
は
ナ
チ
と
結
び

つ
い
て
い
た
人
物
が
指
導
力
を
持

っ
て
い
た
。

フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
転
化
の
懸
念
は
残

っ
て
い
た
し
、
官
僚
国
家
の
権
威
構
造
を

大
学
に
見
い
だ
す
こ
と
は
た
や
す
か

っ
た
。

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
精
神
分
析
の
コ

ン
セ
プ
ト
を
用
い
た
文
化
産
業

(ア
ド
ル
ノ
)
、
意
識
産
業

(
エ
ン
ツ
ェ
ン
ス
ベ

ル
ガ
ー
)
が
彼
ら
に
受
け
い
れ
ら
れ
た
の
は
そ
う

い
う
事
情
が
あ

っ
た
と
ボ
ル

ツ
は
見
る
。
彼
ら
は
資
本
主
義
社
会
の

「危
機
」
と

い
う
言
葉
で
、
現
代
社
会

の
複
雑
性
を
単
純
化
し
、
政
治
的
に
問
題
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、

現
在
の
文
化
の
状
況
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
発
展
に
伴
う

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

・
メ

カ
ニ
ズ
ム
の
大
規
模
な
普
及
に
よ
っ
て
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。

二
階
の
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス
を
人
々
は
テ
レ
ビ
と

い
う
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
す

で
に
身
に
つ
け
て
い
る
の
だ
。

ニ
ュ
ー
ス
は
出
来
事
を
伝
え
る
の
で
は
な
く
、

他
者
が
重
要
と
思
う
こ
と
を
伝
え
る
の
で
あ
る
。

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
出
来
事
を

観
察
す
る
の
で
は
な
く
、
観
察
者

(視
聴
者
)
を
観
察
す
る
の
だ
。
抵
抗
も
ま

た
認
知
を
め
ぐ
る
闘
争
と
し
て
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て

メ
デ
ィ
ア
時
代
の
定
言
命
法
が
人
々
の
統
制
原
理
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「他
者
.

が
接
続
可
能
で
あ
る
よ
う
に
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
え
」
。
こ
う

い
う
原

書評

 

3



理
に
従

っ
て
い
た
な
ら

『
否
定
弁
証

法
』

(ア
ド
ル
ノ
)
、
「
一
次
元
的
人
間
」

(マ
ル
ク
ー
ゼ
)
は
、
学
生
運
動
の
た
め
の
抵
抗

の
バ
イ
ブ
ル
に
は
な
り
え
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
6
8
年
世
代
の
態
度
を
ボ
ル
ツ
は
反
権
威
、
反
米
、
非
体

勢
順
応
主
義
と
い
う
3
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
表
現
す
る
。
こ
の
最
後
の
非
体
勢

順
応
主
義
こ
そ
に
ボ
ル
ツ
は
批
判
的
意
識
が
単
な
る
飾
り
物
に
転
化
す
る
原
因

に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
順
応

へ
の
闘
争
に
お
い
て
順
応
能
力
、
学
習
能

力
は
次
第
に
萎
え
、
自
己
反
省
能
力
を
喪
失
す
る
。
そ
し
て
仮
に
6
8
年
世
代

の
非
体
勢
順
応
主
義
が
今
日
に
お
い
て
自
ら
を

「自
己
批
判
的
」
で
あ
る
と
名

の
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
体
勢
順
応
的

で
あ
る
も
の
が
批
判
の
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ

を
し
て
い
る
さ
ま
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
批
判
的
意
識
が
自
己
批
判
と
し
て
形
を
と
れ
ば
ど
う

い
う
方
向
を
取

る
の
だ

ろ
う
。
ボ
ル
ツ
が
示
す
の
は
社
会
の
複
雑
性
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

批
判
理
論
か
ら
離
反
し
、
そ
れ
で
も
真
に
批
判
的
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
残
る
道

は
シ
ス
テ
ム
理
論
し
か
な

い
。
社
会

の
外
部
に
批
判
の
試
金
石
を
お
く
よ
う
な

批
判
の
ア
ポ
リ
ア
は
体
勢
順
応
に
転
化
し
、
ボ
ル
ツ
に
よ
れ
ば
自
明
で
、
自
己

否
定
と
し
て
の
批
判
だ
け
が
批
判
と

し
て
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
否
定
は

ま
た
は
シ
ス
テ
ム
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
に
と

っ
て
都
合
よ
く
機
能
す
る
。
つ

ま
り
社
会
の
否
定
が
社
会
そ
の
も
の
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
批
判
に
対
し
て

社
会
に
は
免
疫
が
構
成
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
シ
ス
テ
ム
の
複
雑
性
が
高
ま
り
、

次

の
段
階

へ
の
進
化
の
契
機
と
し
て
否
定
と
批
判
は
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
は
ボ
ル
ツ
に
よ
れ
ば
ネ
オ

・
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
語
彙

で
革
命
を
め
ぐ
る
討
議
の
た
め
の
意
味
論
を
保
持
す
る
役
割
を
担
っ
て
き
た
が
、

こ
の
意
味
論
が
ど
う
し
よ
う
も
な
く
古
ぼ
け
て
し
ま

っ
た
の
で
、
理
論
の
つ
じ

つ
ま
の
合
わ
な
い
と
こ
ろ
を
世
界
の
矛
盾
と
し
て
投
影
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
6
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8
年
世
代
の
運
動
に
お
い
て
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
社
会
に
よ
る
社
会

の
救
済
の
た

め
の
宗
教
と
し
て
魅
力
を
放
ち
、
学
生
の
抵
抗
は
社
会
的
礼
拝
と
し
て
演
出
さ

れ
た
。
知
識
人
の
活
動
の
理
想
的
な
場
所
も
か
つ
て
は
新
聞
の
文
芸
欄
で
あ

っ

た
が
、
今
で
は

一
種
の
シ
ョ
ー
ビ
ジ
ネ

ス
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ボ
ル
ツ

は
左
派
文
化
人
、
知
識
人
に
提
案
す
る
。
彼
ら
は
ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
転
身
を
は
か

ら
な
い
と
い
け
な

い
。
彼
ら
の
ウ
リ
勺
o
。。三
く
詳
警
は
否
定
性
Z
Φ
oq
Ω。
菖
≦
感
什な
の

だ
。
そ
し
て
、
そ
の
技
術
的
な
無
能
さ
は
哲
学
的
思
慮
深
さ
と
し
て
整
え
な

い

と
い
け
な
い
。
そ
う
し
て
彼
ら
の
否
定
性
に
感
化
さ
れ
た
批
判
的
意
識
が
他
者

を

「現
状
肯
定
的
」
と
記
述
す
る
と
き
、
そ
こ
で
は
自
分
自
身
は

「批
判
的
」

な
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
の

「批
判
的
」
と

「現
状
肯
定

的
」
の
あ
い
だ
に
ど
の
よ
う
な
違

い
が
あ
る
の
か
に
は
、
ま

っ
た
く

「無
批
判

的
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
批
判
的
意
識
の
盲
点
が
あ
る
の
だ
。
こ
う
し
た
態
度
に

は

一
種

の
特
権
意
識
も
ま
た
働

い
て
い
る
。
こ
う
し
た
批
判
的
態
度
は

「自
分

は
他
者
と
違
う
も
の
で
あ
る
」
と

い
う
傲
慢
さ
や
願
望
を
表
し
て
い
る
に
ほ
か

な
ら
ず
、
背
後
に
体
勢
順
応
主
義
を
隠
蔽
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ボ
ル
ツ
に
よ
る
記
述
は
、
実
に
幅
広
い
社
会
理
論
と
人
文
科
学
の

知
識
と
ポ

ッ
プ

・
カ
ル
チ
ャ
…
や
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
関
連
の
素
敵
な
語
彙
を
散

り
ば
め
て
綴
ら
れ
て
お
り
、
軽
や
か
で
あ
る
。
『批
判
理
論
の
系
譜
学
』
で
ナ
チ

に
関
わ

っ
た
人
物
た
ち

の
思
想
を
、
そ
の
事
実
に
触
れ
ず
に
取
り
上
げ
る
と

い

う
掟
破
り
を
や

っ
た
よ
う
に
、
本
著
に
お
い
て
も
ま
た
彼
は

　
つ
の
掟
破
り
を

試
み
て
い
る
。
そ
れ
は
ド
イ

ツ
連
邦
共
和
国
の
客
観
的
精
神
の

一
部
と
な

っ
て

い
る
批
判
理
論
の
有
効
性
に
無
効
宣
告
を
行
う
と

い
う
も

の
に
他
な
ら
な
い
。



し
か
し
、
「批
判
で
は
な
く
観
察
を
」
と
い
う
と
お
り
に
彼
の
こ
こ
で
の
叙
述
は

論
拠
に
乏
し
い
。

エ
ッ
セ
イ
と
い
う

形
式
を
取
る
以
上
仕
方
が
な
い
こ
と
な
の

か
も
し
れ
な

い
が
。
し
か
し
、
特
に
ボ
ル
ツ
が
ア
ド
ル
ノ
の

『否
定
弁
証
法
』

を
し
て

「社
会
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
批
判
」
と
断
じ
る
さ
い
に
は
さ
ら
に
慎

重
な
態
度
を
取
る
べ
き
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
少
な

く
と
も
以
下
の
3
つ
の
問
い
に
対
し
て
ボ
ル
ツ
は
詳
細
に
議
論
す
る
べ
き
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

・

132

ア
ド
ル
ノ
の
社
会
-文
化
批
判
は
外
部
か
ら
の
、
も
し
く
は
外
部
に
批
判

の
基
準
を
お
く
批
判
な
の
か
?

外
部
に
批
判
の
基
準
を
お
く
批
判
は
果
た
し
て
無
効
な
の
か
?

批
判
理
論
は
6
8
年
世
代
に
自
己
批
判
を
教
え
な
か
っ
た
の
か
?

1
と
2
の
問
い
に
つ
い
て
は
昨
今

の
杜
会
批
判
の
有
効
性
を
め
ぐ
る
R

・
ロ

ー
テ
ィ
ー
や
M

・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
議
論
が
示
唆
的
で
、
何
よ
り
も
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
で
も
今
な
お
議
論
さ
れ
て
い
る
テ
ー

マ
で
あ
る
。
批
判
理
論
の
規
範
的

基
礎
付
け
の
問
題
を
ア
ポ
リ
ア
の
入
り
口
と
し
て
拒
否
す
る
彼
の
ス
タ
イ
ル
が
、

こ
の
テ
ー
ゼ
を
無
根
拠
に
立
て
る
こ
と
を
正
当
化
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

3
に
関
し
て
は
ボ

ル
ツ
の
記
述
に
は
裏
付
け
る
も

の
が

一
切
な
い
。
確
か
に

「批
判
的
」
と

「現
状
肯
定
的
」
の
二
分
法
を
ま

っ
た
く

「無
批
判
的
」
に
受
け

い
れ
る
こ
と
は
、
自
己
批
判
能
力
の
欠
如
の
証
左
と
も
な
り
う
る
が
、
6
8
年

世
代
が
事
実
そ
う
で
あ

っ
た
の
か
ど
う
か
を
ボ
ル
ツ
は
ど
う
確
証
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
う

い
う
問

い
を
前
も

っ
て
禁
じ
る
戦
略
を
ボ
ル
ツ
が
と

っ
て
い
る

な
ら
、
問

い
を
立
て
る
こ
と
自
体
無
駄
で
は
あ
る
の
だ
が
。
ボ
ル
ツ
の
叙
述
に

魅
力
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
真
理
性

へ
の
問
い
が
残
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

批
判
的
精
神
が
陥
る
か
も
し
れ
な
い
、
あ
る
い
は
す
で
に
陥

っ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
罠
を
臆
せ
ず
指
摘
し
て
い
る
と

い
う
点
で
あ
ろ
う
。
論
拠
や
実
証
的
裏

付
け
を
云
々
し
て
い
る
う
ち
に
崩
壊
が
到
来
し
て
し
ま
う
前
に
、
彼
の
声
に
耳

を
傾
け
る
こ
と
は
無
駄
と
は
思
え
な
い
。

で
は
、
.「批
判
理
論
は
死
ん
だ
」
の
か
?
そ
れ
は
ボ
ル
ツ
が
指
摘
す
る
ま
ま
に

滅
び
の
道
を
た
ど
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
た
だ
、
ボ
ル
ツ
が
指
摘
し
た
よ

う
に
市
民
の
日
常
的
な
生
活
実
践
に
お
け
る
批
判
的
意
識
と
の
関
連
に
お
い
て

批
判
理
論
が
意
味
を
失

っ
た
と
き
に
そ
の
終
わ
.り
は
始
ま
る
。
す
な
わ
ち

一
方

で
市
民
が
生
活
に
お
い
て
批
判
的
精
神
を
温
存
し
て
い
る
の
で
あ
れ
、

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
遮
断
し
て
孤
立
化
の
度
合
い
を
高
め
、
他
方

で
批
判
理
論
が

「実
践
」
か
ら

「理
論
」

へ
と
退
行
し
た
と
き
に
、
批
判
理
論
は
そ
の
ア
ク
チ

ュ

ア
リ
テ
ィ
を
失
う
の
だ
ろ
う
。
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