
啓蒙のパラドックスと道徳 : ホルクハイマー・ア
ドルノ『啓蒙の弁証法』におけるカント批判をめぐ
って

著者 木村 勝彦
雑誌名 哲学・思想論集
巻 17
ページ 95-118
発行年 1992-03
その他のタイトル Paradox der Aufklarung und Moral : Zum Diskurs

uber Kant in Horkheimers und Adornos
"Dialektik der Aufklarung“

URL http://doi.org/10.15068/00157446



啓
蒙
の
パ

フ

ド

ッ
ク
ス
と
道
徳

ー

i
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
!
/
ア
ド
ル
ノ

『
啓
蒙
の
弁
証
法
』

に
お
け
る
カ
ン
ト
批
判
を
め
ぐ
っ
て
|
|

木

村

勝

彦

思
想
的
営
為
と
し
て
現
代
社
会
の
諸
問
題
に
立
ち
向
か
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
現
代
が
い
か
な
る
時
代
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
。
そ
し
て

こ
の
間
い
に
は
、
現
代
と
は
い
か
な
る
時
代
の
申
し
子
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
現
代
は
い
か
な
る
時
代
を
壊
胎
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
が
同
時
に
含
ま
れ

て
い
る
。
今
日
、
学
問
・
芸
術
の
諸
分
野
で
モ
ダ
ン

(
5
0乱
。
門
口
)
や
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン

2
2
7
5
0己
2
ロ
)
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、

(
l
)
 

ま
さ
に
こ
う
し
た
現
代
の
由
来
と
行
く
末
に

つ
い
て
問
い
直
し
、
透
徹
し
た
見
通
し
を
得
ょ
う
と
す
る
努
力
に
他
な
ら
な
い
。

言
わ
ば
現
代
の
歴
史
的
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
今
ま
さ
に
逼
塞
し
つ
つ
あ
る
高
度
な
消
費
社
会
が
そ
こ
に
直
接
連
な
っ
て
い
る
西
洋
近
代
市
民
社

会
、
お
よ
び
そ
の
基
本
的
な
価
値
観
の
源
泉
で
あ
る
西
洋
近
代
文
明
へ
の
再
評
価
を
も
迫
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
西
洋
近
代
文
明
も
し
く
は
近
代
市
民
社
会
に
関
す

る
規
定
と
し
て
ま
ず
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、

M
・
ヴ
ェ

i
パ
i
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。

ヴ
コニ

は

『
宗
教
社
会
学
論
集
』

(
C
S尽
き
さ
ミ
z
h
N
h
¥
~忘
門
誌

NNh司
、

bmNKt

h-sa足
立
。
∞
芯
〉
の
序
文
に
お
い
て
、
西
洋
近
代
に
関
す
る
「
普
遍
史
的
問
題
」

(
5
Z
O門
g
一向。
ωの
Z
の

z
r
z
p
o
Z
0
5
0
)
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

ま
さ
に
西
洋
と
い
う
地
盤
に
お
い
て
、

し
か
も
そ
こ
に
お
い
て
の
み
、
普
通
的
な
意
義
と
妥
当
性
と
を
も
っ
発
展
方
向
を
と
る
よ
う
な
文
化
的
諸
現
象
(
少
な
く
と

(
2
)
 

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
諸
状
況
の
連
鎖
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
だ
が
)
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、

こ
こ
で
ヴ
ェ

l
パ

l

の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
「
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
世
界
」
(
江
古

5
0止
め
「

2

2
「

O
B
5
5
0
穴
三
門
ミ
ミ
σ
一
円
)
の
歴
史
的
生
成
を
い
か
に
説
明
す
る
か

(
3
)
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ヴ
ェ

l
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
文
化
世
界
を
も
た
ら
し
た
西
洋
近
代
の
「
普
遍
的
な
意
義
と
妥
当
性
」
と
を
も
っ
発
展
方
向
こ
そ
「
合

哲
学
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思
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十
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号

九
五



啓
蒙
の
バ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
道
徳

九
六

(

4

)

(

5

)

 

理
化
」
(
月
三
5
2
2
N芯
「

E
m
)
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
歴
史
に
お
け
る
現
実
的
な
展
開
過
程
と
し
て
の
「
脱
呪
術
化
」

Q
5
8に
σめ
「

Em)
に
他
な
ら
な
い
。
非
合
理
な
も

の
か
ら
合
理
的
な
も
の
へ
、
呪
術
的
な
段
階
か
ら
鋭
呪
術
的
な
段
階
へ
と
い
う
こ
の
よ
う
な
歴
史
理
解
は
、

そ
れ
を
広
い
意
味
で
の
進
歩
思
想
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
啓
蒙
(
〉

E
E
U
E
D
m
)
と
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
進
歩
思
想
を
端
的
に
表
現
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
言
葉
で
あ
る
。
「
蒙
を
啓
く
」

(ω
巳
E
U
B
D
)

と
い
う
字
義
通
り
、

そ
こ
に
あ
る
の
は
人
類
が
無
知
蒙
昧
な
状
態
か
ら
徐
々
に
、
し
か
し
確
実
に
脱
け
出
し
て
行
く
と
い
う
思
想
に
他
な
ら
な
い
口
当
然
の
こ
と
な
が
ら

そ
の
場
合
、
現
代
と
は
最
も
多
く
啓
蒙
さ
れ
た
時
代
と
し
て
人
類
が
達
成
し
た
進
歩
の
先
端
に
存
し
、
そ
れ
に
先
行
す
る
い
か
な
る
時
代
よ
り
も
明
る
く
豊
か
な
も
の
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば

W
・
デ
ィ
ル
タ
イ
は
十
八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
を
叙
述
す
る
に
際
し
、
理
性
の
自
律
や
認
識
に
よ
る
人
間
精
神
の
自
然
に
対
す
る
優

越
と
い
っ
た
偉
業
を
次
の
よ
う
に
称
揚
し
て
止
ま
な
い
。

自
然
法
則
の
認
識
か
ら
思
考
の
力
に
よ
る
現
実
の
支
配
へ
、
更
に
そ
こ
か
ら
ま
た
、

わ
れ
わ
れ
す
べ
て
を
規
定
し
て
い
る
至
高
の
理
念
へ
と
い
う
こ
の
連
関
の
成
立

以
上
に
偉
大
な
出
来
事
を
、
私
は
人
類
の
歴
史
の
中
に
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
古
き
時
代
の
偉
大
な
思
想
家
や
英
雄
、
宗
教
的
な
聖
者
達
に
対
し
て
、

わ
れ
わ

れ
す
べ
て
が
抱
い
て
い
る
生
の
感
情
に
お
け
る
優
越
感
は
、
ま
さ
に
こ
の
連
関
か
ら
生
じ
て
来
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
類
は
今
こ
そ
初
め
て
確
実
な
地
盤
の
上

(
6〉

そ
れ
に
到
達
す
る
た
め
の
は
っ
き
り
し
た
道
筋
と
を
目
の
あ
た
り
に
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

に
立
っ
て
、
現
実
の
内
に
定
め
ら
れ
た
目
標
と
、

こ
う
し
た
西
洋
近
代
に
お
け
る
知
識
人
の
自
画
自
賛
を
い
か
に
評
価
す
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
こ
に
は
啓
蒙
に
関
す
る
理
解
の
典
型
が
見
出
だ
さ
れ
る
と
言
っ
て

も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
西
洋
近
代
文
明
を
推
進
し
た
力
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
啓
蒙
思
想
も
し
く
は
啓
蒙
的
な
発
想
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
現
代
の
歴
史
的
位
置
付
け
に
つ
い
て
の
間
い
は
ま
た
、
啓
蒙
あ
る
い
は
啓
蒙
的
思
考
へ
の
見
直
し
を
も
迫
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
し
て
、

M
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
!
と

T
・

w
・
ア
ド
ル

ノ
の
共
著
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』

(
b
S
守
主
匙
母
、
h
R
¥
b
段
、
史
認
)
は
、
啓
蒙
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
問
い
直
し
と
し
て
二
十

世
紀
屈
指
の
著
作
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う

G

本
論
文
で
は
こ
の
著
作
を
手
が
か
り
に
し
て
、
こ
う
し
た
西
洋
近
代
文
明
の
底
流
と
し
て
の
啓
蒙
の
問
題
を
考
察
し
て

み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
主
要
な
論
点
と
す
る
の
は
、
彼
ら
の

I
・
カ
ン
ト
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
カ
ン
ト
は
ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
の

悼
尾
を
飾
る
思
想
家
と
し
て
或
る
意
味
で
は
啓
蒙
的
思
考
の
典
型
で
あ
り
、
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
著
者
達
に
と
っ
て
も
正
面
か
ら
立
ち
向
か
う
べ
き
相
手
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。



そ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
、
カ
ン
ト
が
『
啓
蒙
と
は
何
か
』
(
匂

S
ミ
g
ミ
吉
凶
h
，

hNq~U15hR-

モs
:
h
h
N
h
¥
h
N
E
さ
お
向
、
)
に
お
い
て
、
啓
蒙
に
つ
い
て
規
範
的
と
も
い
う
べ

き
有
名
な
概
念
規
定
を
施
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
起
す
だ
け
で
も
首
肯
さ
れ
よ
う
。

啓
蒙
と
は
人
間
が
自
分
自
身
に
責
任
の
あ
る
未
成
熟
な
状
態
(
ピ
ロ
ヨ

C
E
一m
z
x
)
か
ら
脱
け
出
す
こ
と
で
あ
る
。
未
成
熟
な
状
態
と
は
他
人
の
導
き
が
な
け
れ
ば

(
7
)
 

自
分
の
悟
性
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
状
態
で
あ
る
。

(
8
)
 

そ
し
て
「
敢
え
て
賢
明
で
あ
れ
」

(ω
名
号
。

E
乱
。
〉
或
い
は
「
自
分
自
身
の
官
性
を
使
用
す
る
勇
気
を
も
て
」
を
啓
蒙
の
標
語
と
し
た
カ
ン
ト
は
、
十
八
世
紀
の
啓
蒙
主

義
的
思
潮
を
代
表
す
る
思
想
家
と
も
み
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

E
・
カ
ッ
シ
!
ラ
ー
は
『
啓
蒙
主
義
の
哲
学
』
(
む
芯
ミ
R
E
き
も
と
ね
弘
司
h
N
h
¥芝
止
さ
3
h
)

に
お
い
て
、
「
啓
蒙
主
義
の
哲
学
は
思
想
の
根
源
的
な
自
発
性
を
信
じ
た
の
で
あ
り
、
単
な
る
模
倣
機
能
で
は
な
く
て
人
生
形
成

P
5
2認
め

ω
E
1
5
m
)
の
力
と
課
題
と

(
9
)
 

を
思
想
に
付
与
す
る
」
の
だ
と
述
べ
、
「
精
神
的
事
象
の
す
べ
て
の
分
野
を
通
じ
て
こ
の
理
性
の
自
律
を
実
現
し
承
認
せ
し
め
た
」
啓
蒙
主
義
の
精
神
は
、
「
力
ン
ト
の
業

(
凶
)

績
、
「
純
粋
理
性
批
判
』
に
よ
る
〈
思
考
方
法
の
革
命
〉
の
遂
行
に
よ
っ
て
」
完
成
さ
れ
た
の
だ
と
称
賛
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
カ
ッ
シ

l
ラ
!
の
晃
解
は
、
「
現
代
は
自

(
日
)

己
批
判
を
遂
行
し
、
啓
蒙
の
時
代
が
作
り
上
げ
た
明
る
く
澄
ん
だ
鏡
に
白
ら
を
照
ら
し
出
し
て
み
る
、
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
健

全
か
つ
輝
か
し
い
時
代
の
精
神
の
現
わ
れ
と
し
て
啓
蒙
を
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
、
殊
に
自
律
の
概
念
を
中
心
と
す
る
道
徳
哲
学
の
体
系
は
こ
う
し

た
啓
蒙
の
精
神
の
精
華
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
人
間
性
へ
の
揺
る
ぎ
な
き
信
頼
と
い
う
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
見
出
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l

/
ア
ド
ル
/
の
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
は
、
啓
蒙
に
関
す
る
議
論
を
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
次
元
に
も
た
ら
し
、
そ
の
結
果
、

カ
ン
ト
哲
学
に
つ
い
て
の
理
解
に
も
独
自
な
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
著
作
は
、
ナ
チ
ス
に
逐
わ
れ
て
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
中
で
あ
っ
た
二
人
が
、

ナ
チ
ス
の
暴
虐
と
ア
メ
リ
ノ
カ
の
物
質
的
繁
栄
と
い
う
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
相
貌
を
見
せ
な
が
ら
、
共
に
現
代
社
会
を
象
徴
す
る
こ
つ
の
事
象
に
直
面
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生

ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
!
/
ア
ド
ル
ノ
は
共
に
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
指
導
者
と
し
て
活
躍
し
た
が
、

一
個
の
哲
学
者
と
し
て
は
互
い

に
強
烈
な
偲
牲
を
も
ち
、
こ
の
著
作
の
前
も
後
も
、
方
法
論
と
関
心
と
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
の
二
人
が
他
者
の
容
隊
を
許
さ
な
い
程
の
緊
密
な
共
同
作
業
の
成
果
と
し

て
書
き
上
げ
た
こ
の
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
で
告
発
し
よ
う
と
し
た
も
の
、

そ
れ
は
一
つ
の
長
い
歴
史
、
す
な
わ
ち
西
洋
文
明
の
歴
史
が
終
一
審
判
を
迎
え
て
い
る
と
い
う
現
実

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
!
/
ア
ド
ル
ノ
は
、

一
万
で
は
戦
争
・
大
量
虐
殺
と
い
う
蛮
行
を
、
ま
た
他
方
で
は
ア
メ
リ
カ
で
隆
盛
を
極
め
て
い
た
文
化
産
業

(
間
三
百
江
門
戸
(
山
口
忠
ユ
め
)
と
い
う
社
会
的
怪
物

2
2
悶

2
0
一一R
g
m
Z
R
Z
C
Dさ
2
2
)
が
い
か
に
大
が
か
り
な
大
衆
欺
陥
(
玄
虫

ω
g
σ
2
2問
)
と
な
っ
て
い
る
か
と
い

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
七
号

ハ
μ

レい

司

ノ

-



啓
蒙
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
道
徳

九
八

う
現
実
を
、
正
一
白
か
ら
見
据
え
て
い
る
。
そ
し
て
「
人
類
は
な
ぜ
、
真
に
人
間
的
な
状
態
に
達
す
る
こ
と
な
く
、
新
た
な
野
蛮
状
態
へ
と
沈
み
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
ろ

(
ぱ
)

う
か
」
と
い
う
伺
い
を
立
て
、
そ
れ
に
対
す
る
答
え
と
し
て
、
今
ま
さ
に
終
駕
を
迎
え
つ
つ
あ
る
西
洋
文
明
の
根
源
を
探
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
苛
酷
な
現

実
を
前
に
し
て
単
に
慨
嘆
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
を
人
間
が
主
体
と
し
て
自
己
を
形
成
し
て
行
く
プ
ロ
セ
ス
の
必
然
的
な
帰
結
だ
と
す
る
見
通
し
の
も
と
に
、
「
主

(
日
)

体
性
の
根
源
的
な
歴
史
」

2
5
C
G
gの
宮
古
ケ
克
己

2ω
三
)
」
兵
丘
三
広
汁
)
と
い
う
次
元
に
ま
で
掘
り
下
げ
て
論
じ
て
み
せ
る
の
で
あ
る

D

そ
し
て
そ
う
し
た
「
主
体
性
の

(
日
)

根
源
的
な
歴
史
」
が
実
は
「
啓
蒙
の
絶
え
る
こ
と
な
き
自
己
崩
壊
」

2
5
5
ω
己
Oω
め
∞
己
Z
R
R
E
O門
口
口
問
号
「
〉
E
E骨
己
記
)
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ

の
原
因
を
啓
蒙
的
思
考
そ
の
も
の
の
中
に
遡
及
し
て
行
く
。
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
は
こ
の
よ
う
な
問
題
を
徹
底
的
か
つ
全
体
的
に
追
究
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
広
が
り
と

深
み
に
お
い
て
比
類
な
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、

そ
れ
で
は
「
啓
蒙
の
絶
え
る
こ
と
な
き
自
己
崩
壊
」
と
は
い
か
な
る
事
態
で
あ
り
、

そ
も
そ
も
「
啓
蒙
の
弁
証

法
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
全
体
は
序
文
と
六
編
の
論
文
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
し
て
第
一
論
文
「
啓
蒙
の
概
念
」
(
∞
高
江
町
内
〔
一

R
〉
三
E
U門
5m)
に
お
い
て
本
書
全
体
の
構

想
・
見
取
り
図
が
描
か
れ
、
第
二
論
文
「
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
あ
る
い
は
神
話
と
啓
蒙
」

(
O巳
3

5に
ω
O己
号
室
主
FOω
ロ
ロ
心
〉
三
三
位
門
戸
門
戸
間
)
お
よ
び
第
三
論
文
「
ジ
ュ
リ

エ
ッ
ト
あ
る
い
は
啓
蒙
と
道
徳
」
(
古
-
5
2
0
0
心
R
〉
主
主
常
に
口
問
に
コ
丘
三
0
3
一
〉
は
、
そ
の
補
論
と
い
う
性
格
付
け
を
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
一
論
文
で
は
啓
蒙

と
い
う
概
念
の
基
本
的
内
容
が
示
さ
れ
た
上
で
、

そ
こ
に
含
ま
れ
る
問
題
の
構
造
が
批
判
的
に
提
示
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
問
題
性
は
序
文
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
「
既
に
神
話
が
啓
蒙
で
あ
る
」
(
∞
与
O
口
止
め
「
玄
可

5
2
3門
〉
ミ
E
U「
E
m
)
お
よ
び
「
啓
蒙
は
神
誌
に
反
転
す
る
」
(
〉
三
玄
此
「

Emω
与
宮
間
三
コ
玄
ス
7
0
一o色。

(
日
)

N
5・U
兵
・
)
と
い
う
こ
つ
の
テ
l
ゼ
に
要
約
さ
れ
る
。
そ
し
て
二
つ
の
補
論
は
、
そ
れ
ら
の
テ
i
ゼ
に
言
い
表
わ
さ
れ
た
啓
蒙
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
典
型
的
に
示
す
事
例
を

辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
啓
蒙
の
弁
証
法
の
実
相
を
明
る
み
に
出
そ
う
と
す
る
試
み
な
の
で
あ
る
。
ま
た
第
四
論
文
「
文
化
産
業
i

大
衆
欺
織
と
し
て
の
啓
蒙
l

」
(
穴
三
e

げ
に
ユ
ロ
(
古
ω汁ユ
0・
〉
え
芝
山
吋
己
門
戸
向
山
一
ω
玄

2
8コ
σ
2
2也
、
第
五
論
文
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
諸
要
素
i

啓
蒙
の
限
界
!
」

S
F
2
3
5
己
g
〉
三
2
0
5一己
ω
5
5・の吋のコ

Ng

件
。
門
〉
三
}
内
一
位
門
口
口
問
)
、
第
六
論
文
「
手
記
と
草
案
」
(
〉
口
同
月
一
の
吉
正
門
戸

m
g
E丘
何
三
宅
C

ユ
め
)
の
そ
れ
ぞ
れ
も
独
立
し
た
論
文
の
体
裁
を
取
っ
て
は
い
る
が
、
第
一
論
文

(
出
)

で
示
さ
れ
た
啓
蒙
の
概
念
の
問
題
性
を
、
現
代
社
会
の
よ
り
呉
体
的
な
事
象
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
論
じ
た
補
論
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ



こ
で
は
考
察
の
的
を
第
一
論
文
か
ら
第
三
論
文
ま
で
に
絞
り
、
「
啓
蒙
の
弁
証
法
』
全
体
を
貫
く
構
想
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l

/
ア
ド
ル
ノ
の
啓
蒙
理

解
の
独
自
性
を
指
摘
し
、
彼
ら
の
カ
ン
ト
批
判
の
意
味
を
探
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
『
啓
蒙
の
弁
祉
法
』

の
構
想
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

1
/
ア
ド
ル
/
は
啓
蒙
と
い
う
概
念
を
、

先
に
本
論
文
で
指
摘
し
た
よ
う
な
ヴ
ェ
!
パ
l
の

タ
i
ム
を
借
り
て
「
世
界
の
脱
呪
術
化
」
左
足
開
口
け

gcσσ
門
5
四
号
門
毛
色
円
)
の
プ
ロ
セ
ス
、
或
い
は
広
義
の
進
歩
思
想
(
町
0
2
2
2吋

2
5
E
g
ロ
g
5ロ
)
と
捉
え
て

お
り
、
十
七
・
八
世
紀
の
歴
史
的
潮
流
で
あ
る
啓
蒙
主
義
に
は
限
定
し
な
い
。
む
し
ろ
文
明
化
・
合
理
化
と
い
う
人
類
史
全
体
に
対
す
る
見
通
し
を
啓
蒙
と
い
う
言
葉
で

(
げ
)

表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
現
代
の
諸
問
題
に
潜
む
啓
蒙
的
思
考
と
い
う
底
流
を
、
「
主
体
性
の
根
源
的
な
歴
史
」
と
し
て
遡
及
し
て
行
く
こ

と
も
可
能
と
な
っ
て
く
る
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l
/
ア
ド
ル
/
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
啓
蒙
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
「
人
間
か
ら
恐
怖
を
取
り
除
き
、
人
間
を
支
配
者
の
地
位
に
つ
け
る
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
だ
が
人
間
は
何
に
対
す
る
恐
怖
を
克
服
し
、
何
に
対
し
て
支
配
者
た
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l
/
ア
ド
ル
/
は
そ
れ
を
人
間
の
内
外
に

存
す
る
自
然
へ
の
恐
怖
の
克
服
で
あ
り
、
自
然
に
対
し
て
支
配
者
と
な
る
こ
と
な
の
だ
と
言
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
取
り
も
直
さ
ず
「
神
話
を
解
体

(
E
0
7
A
3
Zコ

(
同
)

き戸。
ω
σ
ロ
)
し
、
知
識
に
よ
っ
て
空
想
を
失
墜
さ
せ
る
」
と
い
う
作
業
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
。
「
迷
信
に
打
ち
克
つ
悟
性
」
が
知
識
の
力
に
よ
っ
て
自
然
の
荒
々
し
い
力
を

(
山
)

抑
え
込
み
、
「
脱
呪
術
化
さ
れ
た
自
然
」
(
丘
め
め
ロ
門

S
E
)
R
g
Z巳
己
門
)
と
し
て
支
配
す
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
啓
蒙
の
基
本
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l
/
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、
啓
蒙
の
主
題
と
は
「
自
然
支
配
」

(
Z
丘
三
宮
7
0
コω
S
C
D
m
)

な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
同
時
に
ま
た
啓
蒙
は
「
自
然
的
な
も

(
羽
)

の
に
怯
え
る
人
間
の
写
し
絵

(ω
宮
高
σ
-
E
E
)
」
で
あ
る
神
話
の
解
体
と
し
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
神
話
は
野
蛮
な
状
態
を
指
し
示
し
て
い
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
自
然
の
暴
力
を
運
命

3
5
R片
g-)
と
し
て
、
非
合
理
な
も
の
の
ま
ま
に
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
人
間
自
身
の
無
力
と
恐
怖
と
を
、
神
話
が
表
現
し
て
い

(
引
)

る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
人
間
が
「
恐
怖
か
ら
免
れ
て
い
る
と
思
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
も
は
や
未
知
な
る
も
の
が
何
も
存
し
な
い
と
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

(
包
)

の
こ
と
が
、
非
神
話
化
(
開
E
5
3
7
0
一o
包
2
0「
C
D
問
)
と
い
う
啓
蒙
の
道
筋
を
決
定
し
て
い
る
」
の
だ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

1
/
ア
ド
ル
ノ
は
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
て
人
間
は
恐
怖
を
克
服
す
る
た
め
に
数
々
の
試
練
を
潜
り
抜
け
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
自
己
の
同
一
性
を
獲
得
し
て
行
く
。
そ
れ
は
人
聞
が
支
配
す
る
主

体
と
し
て
自
己
を
形
成
し
て
行
く
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
他
方
、
自
然
の
側
が
支
配
さ
れ
る
べ
き
単
な
る
客
体
と
し
て
形
成
さ
れ
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

神
話
か
ら
の
脱
出
と
し
て
の
啓
蒙
は
こ
う
し
て
自
然
支
配
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、
換
一
一
一
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
間
の
「
自
己
保
存
」

(ω
巳

5
5
5
ω
一
吉
コ
閃
〉
の
プ
ロ

哲
学
・
思
想
論
集
第
J
i
七
号

九
九



啓
蒙
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
道
徳

一
O
O

セ
ス
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l

/
ア
ド
ル
ノ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
啓
蒙
は
神
話
に
対
し
て
神
話
的
恐
怖
を
抱
い
て
い
る
。
啓
蒙
は
・
・
・
人
間
の
い
か
な
る
表
現
の
内
に
も
、

そ
れ
が
か
の
自
己
保
存
と
い
う
目
的
連
関
の
内
に
置
か

れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
神
話
を
，
喫
ぎ
付
け
て
し
ま
う
。
「
自
分
自
身
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
徳
の
最
初
に
し
て
、
し
か
も
唯
一
の
基
礎
で
あ
る
」

(hoEEω

ωぬ
認

め

O
ロ
ωめ円

.5門
戸
在
℃
ユ
ヨ
己
ヨ
え
に
己

g
s
i
2
5
2
2
2己コ門
U
5
0互
に

5
・
)
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
命
題
は
、
す
べ
て
の
西
洋
文
明
に
と
っ
て
正
し
い
格
率
を
含
ん

(
お
)

で
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

こ
う
し
た
啓
蒙
と
神
話
と
の
間
に
は
弁
証
法
的
な
関
係
が
存
し
て
い
て
、

同
一
一
性
と
共
に
非
同
一
性
も
認
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、

オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
自
由
検
物
語
を
め
ぐ
る
補
論
に
お
い
て
指
擁
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
!
/
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、

ホ
メ
!
ロ
ス
の
叙
事
詩
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ

(
包
)

ア
』
は
「
セ
イ
レ
1

ン
の
物
語
が
神
話
と
合
理
的
労
働
と
の
交
錯
を
内
に
含
ん
で
い
る
よ
う
に
、
全
体
と
し
て
啓
蒙
の
弁
証
法
に
関
す
る
証
言
と
な
っ
て
い
る
」
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
叙
事
詩
の
素
材
の
最
古
の
層
は
神
話
と
の
結
び
付
き
を
示
し
て
い
る
が
、
両
者
は
既
に
別
個
の
概
念
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

ホ
メ
!
ロ
ス
の

そ
こ
に
構
築
さ
れ
た
「
荘
厳
な
る
コ
ス
モ
ス
」

2
2
与
門
巧
可
'

(
お
)

丘
管
内

2
5
8
)
は
「
秩
序
付
け
る
理
性
の
成
果
」
(
な
互
に
口
問
己

2
0
E
Z
E
g
〈

2.コ
C
E
C
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
叙
事
詩
と
し
て
言
表
さ
れ
た

叙
事
詩
は

の
普
遍
牲
が
未
だ
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
き
に
、
そ
れ
を
創
出
す
る
も
の
」
で
あ
り
、

神
話
は
、
既
に
啓
蒙
の
第
一
歩
を
確
実
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
叙
事
詩
が
指
し
示
し
て
い
る
も
の
は
、
神
話
か
ら
啓
蒙
へ
と
移
行
す
る
瞬
間
の
傑
ど
さ
な
の
だ

と
す
る
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
i
/
ア
ド
ル
ノ
の
指
摘
は
、
神
話
形
成
の
説
明
と
し
て
説
得
力
に
富
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
一
歩
を
踏
み
出
し
た
啓
蒙
の
原

初
的
形
態
、
す
な
わ
ち
神
話
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
自
然
の
暴
力
を
徐
々
に
克
服
し
て
行
く
道
程
の
原
型
が
、

オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
数
々
の
冒
険
物
語
な
の
で
あ

る。

生
き
抜
い
て
行
く
自
我
と
数
奇
な
運
命
と
の
対
決
の
内
に
は
、
啓
蒙
と
神
話
と
の
対
決
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
ト
ロ
イ
ア
か
ら
イ
タ
ケ

i
へ
と
至
る
旅
程
は
、
肉
体

的
に
は
自
然
の
暴
力
に
対
し
て
如
何
と
も
し
難
い
程
に
劣
っ
て
い
な
が
ら
、
自
己
意
識
に
お
い
て
は
じ
め
て
自
分
自
身
を
形
成
し
て
行
く
自
己
が
、
神
話
を
潜
り
抜
け

(
部
)

て
行
く
道
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、

オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
い
か
に
し
て
数
奇
な
運
命
に
立
ち
向
か
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
肉
体
的
に
弱
者
で
し
か
な
い
人
間
が
、

い
か
に
し
て
自
然

の
暴
力
に
打
ち
克
っ
て
行
こ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
の
が
校
智

P
E
)
と
い
う
手
立
て
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
犠
牲

(
O
立

2
)
と
い
う
行
為
な



(
訂
)

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
い
わ
ば
「
自
分
を
獲
得
す
る
た
め
に
自
分
を
捨
て
る
」
の
で
あ
り
、
自
分
の
一
部
を
犠
牲
と
し
て
差
し
出
す
こ
と
に
よ
っ

(犯〉

で
、
外
な
る
自
然
に
対
す
る
支
配
を
実
現
し
て
行
く
。
そ
し
て
こ
の
禁
欲
・
克
己
こ
そ
、
帆
柱
に
我
が
身
を
縛
り
付
け
て
セ
イ
レ

i
ン
の
甘
美
な
歌
声
の
魔
力
に
抵
抗
す

る
と
い
う
物
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
啓
蒙
は
自
然
支
配
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
限
り
、
「
或
る
歴
史
的
な
破
局
の
痕
跡
で
あ
り
、
人
間
に
も
自

(
却
)

然
に
も
等
し
く
襲
い
か
か
る
暴
力
行
為
」
で
あ
る
よ
う
な
犠
牲
を
も
含
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
犠
牲
と
い
う
行
為
は
啓
蒙
的
理
性
の
絞
智
と
し
て
、
「
血

(
却
)

に
ま
み
れ
た
合
理
性
」

(
E
C
丘
町
古
河
巳
5
5
Z
S
H
)
と
い
う
相
貌
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
神
話
物
語
に
箔
か
れ
て
い
る
神
話
的
自
然
か
ら
の
脱
出

(g庁
名
ユ
ロ
問
。
ロ
)
は
、
自
然
と
自
己
と
が
未
分
明
な
根
源
的
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
て
自
己
を

確
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
分
の
一
部
す
な
わ
ち
自
分
の
内
な
る
自
然
を
犠
牲
と
い
う
形
で
喪
失
し
(
自
然
的
存
在
者
と
し
て
当
然
も
つ
べ
き
諸
々
の

欲
望
を
抑
制
・
禁
圧
し
て
自
分
が
そ
こ
に
由
来
す
る
も
の
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。

J
・ハ

i
パ
マ
ス
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ

(
剖
)

こ
に
は
、
人
間
が
既
に
自
己
の
内
外
の
自
然
と
の
「
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
同
一
化
と
い
う
幸
福
」
を
も
は
や
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
態
が
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
ホ

(
泣
)

ル
ク
ハ
イ
マ
!
/
ア
ド
ル
/
が
「
啓
蒙
と
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
な
っ
た
神
話
的
不
安
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
神
話
と
啓
蒙
と
の
こ
う
し
た
関
係
に
つ
い
て

の
言
及
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
自
己
の
内
な
る
自
然
を
抑
圧
す
る
と
い
う
代
償
を
払
つ
て
の
み
外
な
る
自
然
の
支
配
を
実
現
し
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
体
と
し
て
の
自
己
の
同
一

性
を
形
成
し
て
行
く
と
い
う
啓
蒙
の
思
考
様
態
は
、
絶
え
ず
神
話
の
再
来
を
招
き
寄
せ
、
そ
の
都
度
新
た
な
野
蛮
状
態
を
準
備
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
一
一
一
一
口
う
よ
り
も
、
啓

(
お
)

蒙
と
は
そ
れ
自
体
が
本
来
的
に
暴
力
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
幸
福
と
い
う
よ
う
な
生
♂
$
3
)
の
目
的
を
設
定
す
る
の
は
本
来
「
内
な
る
自

然
」
で
あ
る
の
だ
が
、
自
己
克
服
・
自
己
抑
制
と
い
う
か
た
ち
で
、
す
な
わ
ち
犠
牲
と
い
う
か
た
ち
で
自
然
支
配
を
自
己
の
内
側
に
取
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
き
、
こ
の

内
な
る
自
然
そ
の
も
の
が
否
定
し
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
生
そ
の
も
の
の
否
定
に
他
な
ら
な
い

D

自
然
の
暴
力
に
対
し
て
人
間
は
校
智
を

(
剖
)

も
っ
て
対
処
し
、
自
分
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
な
る
べ
く
少
な
く
済
ま
せ
よ
う
と
す
る
「
自
己
保
存
的
合
理
性
」
(
忠
一

Z
E巳
芯
ロ
号
河
内
三
O

コ
ω
E
C
に
従
っ
て
き
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
犠
牲
を
め
ぐ
る
こ
の
校
智
の
ゆ
え
に
か
え
っ
て
、
実
は
人
間
は
「
外
な
る
自
然
や
他
の
人
聞
を
支
配
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
内
な
る
自
然
を
否
定
す
る
と

(
お
)

い
う
報
復
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
人
間
は
そ
も
そ
も
何
の
た
め
に
自
然
を
支
配
す
る
の
か
、
何
の
た
め
に
外
的
自
然
を
支
配
し
よ
う
と
す

る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、

つ
ま
り
は
生
き
る
こ
と
自
体
の
意
味
と
目
標
と
が
見
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
啓
蒙
的
思
考
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、

そ
の
自
然
支
配
を
推
し
進
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。



啓
蒙
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
道
徳

。

め
て
行
く
過
程
で
、

い
わ
ば
自
然
支
配
の
た
め
の
自
然
支
配
も
し
く
は
自
己
保
存
の
た
め
の
自
己
保
存
と
い
う
よ
う
な
自
己
目
的
化
し
た
同
語
反
復
的
な
運
動
に
転
じ
て

行
く
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
一言
説
は
、
啓
蒙
の
こ
う
し
た
弁
証
法
的
構
造
に
関
す
る
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

1
/
ア
ド
ル
ノ
の
端
的
か
つ
激
烈
な
表
明
と
し
て
読
む
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

す
べ
て
の
文
明
化
す
る
合
理
性

(
N
Z
E
g
g
ュ2
Z
M
N
ω
Z
0
5
}芹
主
〉

の
核
心
た
る
こ
の
自
然
否
定
こ
そ
、
次
第
に
増
殖
し
て
行
く
神
話
的
非
合
理
性
(
任
命
『
2
・ヶ

を
己
の
F
O吋

E
o
ヨ山
、5
2
5
0
]「
E
立

0
2一
一
け
位
門
)
の
細
胞
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
人
間
の
内
な
る
自
然
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
な
る
自
然
を
支
配
す
る
こ
と
の
自

的
ば
か
り
か
、
自
ら
の
生
の
目
的
す
ら
混
乱
し
、
見
通
し
が
き
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
人
間
が
自
然
と
し
て
の
自
分
自
身
を
意
識
し
な
く
な
る
そ
の
瞬
間

(
お
)

そ
し
て
意
識
そ
の
も
の
さ
え
無
に
帰
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。

に
、
人
間
が
そ
の
た
め
に
生
き
て
行
く
あ
ら
ゆ
る
目
的
、
社
会
的
進
歩
、
物
質
的
・
精
神
的
向
上
、

す
な
わ
ち
人
間
が
自
然
を
支
配
す
る
こ
と
を
通
じ
て
営
々
と
実
現
し
て
き
た
自
己
形
成
は
、
同
時
に
人
間
の
自
分
自
身
に
対
す
る
支
配
で
も
あ
る
の
だ
が
、

そ
う
し
た

自
己
支
配
は
可
能
性
と
し
て
常
に
、
そ
う
し
た
自
己
支
配
が
そ
の
も
の
の
た
め
に
行
わ
れ
る
べ
き
当
の
主
体
の
抹
殺

(
J
N
2
E
S
E
D
e
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
し
て
支
配
さ
れ
、
抑
圧
さ
れ
、
自
己
保
存
の
た
め
に
解
消
さ
れ
る
も
の
は
、
自
己
保
存
の
遂
行
を
自
ら
の
機
能
と
し
て
い
る
生
あ
る
も
の

2
8

円。

σ
g
E匂
)
そ
れ
自
体
、

つ
ま
り
は
保
存
さ
れ
る
べ
き
当
の
主
体
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
結
局
、
こ
う
し
た
盲
目
的
な
自
然
支
配
は
、
「
自
己
保
存
的
理

性
」

2
5
ω
o
-
Z汁

0
5巳
円
。
ロ
(
甘
く
め
「
ロ
ロ
コ
コ
〉
と
し
て
自
己
を
形
成
し
て
き
た
主
体
が
、
自
分
自
身
に
暴
力
を
ふ
る
う
こ
と
に
よ
っ
て
再
び
「
自
然
に
類
落
す
る
こ
と
」

(訂
)

(
Z巳
ロ
叶
〈

R
Pロ
g
F
E
C
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l
/
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
ま
さ
に
先
に
述
べ
た
よ
う
な
啓
蒙
の
弁
証
法
を
端
的
に
体
現
し
て
い
る
思
想
家
と
し
て
、
啓
蒙
的
理
性
の
究
極

的
な
実
現
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
そ
の
限
界
を
も
顕
わ
に
す
る
と
い
う
位
相
に
お
い
て
登
場
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
際
、

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l
/
ア
ド

ル
ノ
が
カ
ン
ト
の
思
想
を
、

そ
れ
が
転
倒
し
た
形
態
と
し
て
の

M
・
d
・
サ
ド
お
よ
び

F
-
ニ
i
チ
ェ
の
思
想
と
並
べ
て
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。
常
識

的
な
理
解
に
よ
れ
ば
最
も
か
け
離
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
カ
ン
卜
と
サ
ド
、

ニ
l

チ
ェ
と
が
、
実
は
啓
蒙
の
弁
証
法
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
意
外
な
ほ
ど
の
類
縁
性
を

も
っ
て
い
る
、

い
や
む
し
ろ
同
一
の
事
態
の
表
裏
な
の
だ
と
い
う
指
摘
に
、

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l
/
ア
ド
ル
ノ
の
カ
ン
ト
理
解
お
よ
び
啓
蒙
理
解
の
独
自
性
と
深
み
と
が
あ



る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
こ
れ
ら
三
人
の
思
想
家
に
関
す
る
補
論
の
題
名
「
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
あ
る
い
は
啓
蒙
と
道
徳
」
の
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
と
は
、

サ
ド
の

『
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
物
語
あ
る
い
は
悪
徳
の
栄
え
』
(
ト
立
さ
札
諸
民
ね
な
コ
ミ

R
S
E旬
、
さ
旬
、
々
と
な
詮
ミ
Q
)
の
女
主
人
公
の
名
前
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば
『
悪
徳

の
栄
え
』
の
次
の
よ
う
な
一
節
を
思
い
起
す
だ
け
で
も
、
題
名
に
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
と
い
う
名
を
冠
す
る
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

i

/
ア
ド
ル
ノ
の
意
図
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

と
き
に
、
皆
さ
ま
、
あ
た
し
の
こ
と
を
少
し
ば
か
り
お
話
し
致
し
ま
し
ょ
う
。
あ
た
し
の
奇
怪
き
わ
ま
る
放
蕩
の
結
果
と
も
い
う
べ
き
豪
著
に
つ
い
て
、
と
く
に
詳

し
く
お
話
し
申
し
上
げ
れ
ば
、
皆
さ
ま
は
、
あ
た
し
の
妹
が
貞
淑
で
あ
ろ
う
と
し
た
た
め
に
陥
っ
た
不
幸
な
状
態
と
、
あ
た
し
の
豪
審
な
状
態
と
を
、
と
く
と
比
較
す

〈
犯
)

る
こ
と
が
お
出
来
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
こ
の
比
較
か
ら
、
皆
さ
ま
の
哲
学
が
そ
れ
ぞ
れ
に
、
い
ろ
い
ろ
な
結
論
を
暗
示
し
て
く
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
の
で
。(

泊
)

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

1

/
ア
ド
ル
ノ
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
「
理
性
、
自
由
、
市
民
性
の
系
譜
」

(Eo
ピ

E
g
〈

Oロ
〈
号
ロ
ロ
コ
戸
ピ

Z
S一
止
戸
∞
骨
向
。
ユ
』

c
z
s
c

が
啓
蒙
の
、
少
な
く
と
も
カ
ン
ト
が
彼
の
時
代
と
し
て
生
き
抜
い
た
十
八
世
紀
の
啓
蒙
の
、
揺
る
が
せ
に
で
き
な
い
価
値
観
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
さ
に
、

自
由
を
実
践
理
性
の
自
律
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、

カ
ン
ト
の
自
指
し
た
と
こ

(
初
)

ろ
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
由
に
対
し
て
は
放
怒
を
、
貞
淑
よ
り
は
豪
蓉
を
謡
歌
し
て
、
市
民
社
会
そ
の
も
の
を
噺
笑
し
た
の
が
サ
ド
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
向

そ
の
当
時
の
市
民
道
徳
に
普
遍
的
・
必
然
的
規
範
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
が
、

様
に
市
民
社
会
の
道
徳
に
対
し
て
自
ら
「
イ
ン
モ
ラ
ソ
ス
ト
」
(
円

E
5
0
5一
な
け
)
と
称
し
た
の
が
ニ

i
チ
ェ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
、
ま
た
い

か
な
る
占
山
で
力
ン
ト
と
サ
ド
、

ニ
!
チ
ェ
と
は
切
り
結
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
!
/
ア
ド
ル
ノ
は
序
文
で
次
の
よ
う
な
見
通
し
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。第

二
補
論
は
、
啓
蒙
の
仮
借
な
き
完
成
者
(
号
叶
己
D
O
吋
立
三
一
与
の
〈
O
一一
o
E
2
乱
。
門
〉

c
h
E昨
門
戸
門
戸
間
)
達
で
あ
る
カ
ン
ト
、
サ
ド
、
そ
し
て
ニ

l
チ
ェ
を
扱
う
。
こ
こ

で
は
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
な
も
の
を
自
己
支
配
的
な
主
体

2
2
ω
己
Z
5
2ユ
甘

7
0
ω
c
g
o片
け
)
に
隷
属
さ
せ
る
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
つ
い
に
は
富
自
の
客
体
的
な

も
の

2
2
E
E巳
Oσ
」

o
E
Z
O
)、
自
然
的
な
も
の
に
よ
る
支
配
に
お
い
て
極
ま
る
か
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
市
民
的
な
思
想
に
み
ら
れ
る
あ
ら
ゆ

る
対
立
、
わ
け
で
も
道
徳
的
な
厳
格
さ
(
任
め

5
0
3
Z
E
Z
2
5コ
向
。
)
と
ま
っ
た
く
の
無
道
徳
性
(
丘
σ
与

ω
o
Z
Z
〉
5
0
5
z
s
c
と
の
対
立
を
ひ
と
し
な
み
に
均

(
れ
)

し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
と
サ
ド
、
ニ

i
チ
ェ
と
の
同
一
性
と
非
同
一
性
と
を
同
時
に
指
摘
し
て
い
る
こ
の
部
分
は
晦
渋
だ
が
、
こ
れ
か
ら
先
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
行
く
カ
ン
ト
批
判
が
、
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啓
蒙
の

J

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
道
徳

一
O
四

彼
の
道
徳
哲
学
の
、
と
一
一
呂
う
よ
り
は
む
し
ろ
彼
の
哲
学
体
系
す
べ
て
の
中
心
に
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
自
律
(
〉
三
O
コ
o
E
O
)
の
思
想
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
容
易
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
な
も
の
を
自
己
支
配
的
な
主
体
に
隷
属
さ
せ
る
」
と
述
べ
る
と
き
、
ホ
ル

ク
ハ
イ
マ

!
/
ア

ド
ル
ノ
は
、
定
言
命
法
と
い
う
か
た
ち
で
一
不
さ
れ
る
自
己
の
内
な
る
道
徳
法
則
の
み
を
意
志
の
規
定
根
拠
と
す
る
カ
ン
ト
の
道
徳
的
な
り
ゴ
リ
ズ
ム
の

こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
徳
的
に
善
で
あ
る
た
め
に
は
、
意
士
山
は
理
性
の
純
粋
な
原
理
で
あ
る
道
徳
法
則
以
外
の
何
も
の
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
て
は
な
ら
な

(
位
)

カ
ン
ト
は
内
な
る
自
然
を
理
性
に
と
っ
て
非
同
一
な
も
の
と
し
て
抑
圧
・
支

ぃ
、
純
粋
な
意
志
の
み
が
蓄
な
る
意
志
と
呼
ば
れ
得
る
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

配
す
る
と
い
う
啓
蒙
の
態
度
を
完
成
さ
せ
て
い
る
の
だ
、
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l

/
ア
ド
ル
ノ
は
言
う
。
啓
蒙
の
仮
借
な
き
完
成
者
で
あ
る
カ
ン
ト
は
、
実
は
内
な
る
自
然

を
抑
圧
す
る
と
い
う
こ
と
の
仮
借
な
き
完
成
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

理
性
が
い
か
な
る
内
容
的
な
目
標
も
設
定
し
な
い
の
で
、
情
念
(
〉
止
め

50)
は
す
べ
て
一
様
に
理
性
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
。
情
念
と
は
単
に
自
然
的
な
も
の
で

あ
る
。
理
性
が
一
切
の
非
理
性
的
な
も
の
に
対
立
せ
し
め
ら
れ
る
原
理
こ
そ
、
啓
蒙
と
神
話
と
の
真
の
対
立
の
根
抵
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

-
啓
蒙
は
事
物
の
連

関
や
意
味
や
生
と
い
っ
た
も
の
を
ま
っ
た
く
主
体
の
内
に
取
り
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
啓
蒙
と
は
元
来
そ
う
し
た
取
り
込
み
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
構
成
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

啓
蒙
に
と
っ
て
理
性
と
は
、

(必〉

で
あ
る
。

事
物
の
固
有
の
実
体
を
自
ら
の
内
に
吸
収
し
、

理
性
そ
の
も
の
の
単
な
る
自
律
の
内
に
揮
発
さ
せ
る
よ
う
な
化
学
的
試
薬

(
(
山
内
凶

ω
の
F
m
w

ヨ
広
門
リ
}
]
m
u

〉
向
。
コ
ω〉

啓
蒙
の
歴
史
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
位
置
付
け
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

i
/
ア
ド
ル
ノ
の
視
座
は
こ
こ
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ホ
ル
ク

ハ
イ
マ

1
/
ア
ド
ル
ノ
は
、
サ
ド
や
ニ

1
チ
ェ
に
お
け
る
「
富
自
の
客
体
的
な
も
の
、
自
然
的
な
も
の
に
よ
る
支
配
」
が
、
実
は
「
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
な
も
の
を
自
己
支

配
的
な
主
体
に
隷
属
さ
せ
る
」
と
い
う
カ
ン
ト
の
立
場
を
転
倒
さ
せ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
カ
ン
卜
の
自
律
の
思
想
の
中
に
も
、

そ
れ
が

啓
蒙
の
精
神
を
究
極
的
な
段
階
に
も
た
当
り
し
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
実
は
野
蛮
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
自

律
も
し
く
は
理
性
の
自
己
立
法
を
拠
り
所
と
す
る
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
で
は
理
性
の
形
式
の
み
が
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
内
容
的
・
実
質
的
な
動
機
は
そ
う
し
た

道
徳
的
な
自
己
立
法
に
反
す
る
も
の
、
非
理
性
的
な
要
素
と
し
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
主
体
の
内
な
る
自
然
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
先
に
引
用

し
た
箇
所
で
述
べ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
情
念
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
反
理
性
的
な
要
素
と
し
て
道
徳
的
動
機
の
選
択
肢
に
は
数
え
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
啓
蒙
の
概
念
を
め
ぐ
る
基
本
的
な
叙
述
に
お
い
て
説
明
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
本
来
は
自
己
保
存
的
な
も
の
と
し
て
神
話
か
ら
脱
出
し
て
き
た
理
性
は
、



自
己
支
配
を
代
償
と
し
て
自
然
支
配
を
実
現
す
る
過
程
で
、
自
己
の
内
な
る
自
然
を
ま
っ
た
く
抑
圧
・
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
啓
蒙
そ
の
も
の
が
、
生

の
目
的
を
喪
失
し
た
自
己
目
的
的
な
運
動
に
転
落
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

そ
の
と
き
理
性
に
残
さ
れ
る
の
は
、
具
体
的
な
目
的
を
欠
い
た
、
し
か
も
そ
れ
ゆ

え
に
こ
そ
実
は
い
か
な
る
目
的
に
も
合
致
す
る
と
い
う
合
目
的
性
の
形
式
の
み
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
|
/
ア
ド
ル
/
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の

道
徳
論
に
お
け
る
厳
格
な
形
式
性
は
こ
う
い
う
地
平
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
は
そ
う
い
ろ
形

(
付
)

式
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
か
え
っ
て
個
々
の
自
然
的
関
心
の
虜
に
な
っ
て
し
ま
う
。
思
考
は
完
全
に
道
具
(
O
お

g)
と
な
り
、
自
然
に
逆
戻
り
す
る
。

理
性
は
内
容
的
な
諸
目
的
を
、
精
神
に
加
え
ら
れ
る
自
然
の
力
も
し
く
は
理
性
の
自
己
立
法
に
対
す
る
侵
害
と
し
て
暴
き
出
す
が
ゆ
え
に
、

カ
ン
ト
の
理
性
は
「
カ
オ
ス
的
な
素
材
」

(εω
の

E
o
Z
2
5
玄
巳
25])
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
を
奴
隷
状
態
(
す
な
わ
ち
他
律
)
と
し
て
厳
し
く
排
除
す
る
が
、
実
際

は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
主
体
が
理
念
上
「
唯
一
の
無
制
約
的
で
空
虚
な
権
威
」
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
対
応
し
て
、
自
然
の
あ
ら
ゆ
る
力
は
「
主

(
M
M
)
 

体
の
抽
象
的
な
力
に
対
す
る
単
に
無
差
別
な
抵
抗
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
理
性
の
空
虚
な
形
式
牲
に
と
っ
て
は
、

つ
ま
り
道
具
と
し
て
の
思
考
に

と
っ
て
は
、
倫
理
的
な
力
で
あ
ろ
う
が
非
倫
理
的
な
力
で
あ
ろ
う
が
、
共
に
中
立
的
な
意
味
合
い
し
か
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

り
行
動
様
式
で
あ
る

D

し
か
し
諸
々
の
倫
理
的
な
力

(
E
O
巳
2
2
5
0
同

H
U
P
S
は
、
ま
さ
に
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
科
学
的
理
性
の
前
で
は
非
倫
理
的
な
力
と
向
様
に
、
中
立
的
な
衝
動
で
あ

(
刊
)

・
・
啓
蒙
は
理
論
か
ら
区
別
を
追
放
す
る
。

そ
の
究
極
的
な
在
り
方
に
お
い
て
は
自
己
崩
壊
の
そ
れ
と
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

(
打
)

ま
り
「
純
粋
理
性
は
非
理
性
に
な
り
、
誤
り
も
内
容
も
な
い
処
理
方
式
と
な
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
カ
ン
卜
の
道
徳
的
リ
ゴ
リ
ズ
ム
と
『
悪
徳
の
栄
え
』
や
『
ソ

こ
う
し
て
理
性
に
よ
っ
て
庖
持
さ
れ
て
き
た
自
己
保
存
の
原
理
は
、

つ

ド
ム
の
百
二
十
日
』
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
サ
ド
の
背
徳
と
は
、

一
見
ま
っ
た
く
無
関
係
な
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
は
同
じ
事
態
の
転
倒
し
た
位
相
だ
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
。
自
律
的
な
主
体
に
よ
る
内
な
る
自
然
の
抑
圧
・
支
配
が
招
き
寄
せ
た
も
の
と
い
う
点
で
は
、
ど
ち
ら
も
共
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
お

け
る
自
己
支
配
的
な
主
体
の
完
成
と
、

そ
の
上
に
若
引
き
起
さ
れ
て
き
た
サ
ド
や
ニ

i
チ
ェ
に
お
け
る
自
然
の
圧
倒
的
な
力
の
再
現
、

そ
れ
は
ど
ち
ら
も
啓
蒙
的
理
性
が
本

来
的
に
苧
ん
で
い
る
暴
力
的
な
綴
相
、

つ
ま
り
首
己
支
配
が
直
ち
に
自
己
崩
壊
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
の
現
わ
れ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る

D

い
ず
れ
に
せ
よ
、

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
!
/
ア
ド
ル
ノ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
近
代
の
啓
蒙
は
、
と
言
う
よ
り
も
ホ
メ

l
ロ
ス
の
叙
事
詩
に
描
か
れ
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
冒

険
物
語
以
来
の
西
洋
の
啓
蒙
の
歴
史
は
、
こ
の
三
人
に
お
い
て
頂
点
に
達
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
の
は
啓
蒙
そ
の
も
の
が
根
源
的
に
苧
ん
で
い

哲
学
・
思
想
論
集
第
卜
七
号

。
五



啓
蒙
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
道
徳

一
O
六

る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
り
、

そ
れ
を
各
々
の
位
相
に
お
い
て
反
映
さ
せ
た
独
自
の
道
徳
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

Eヨ

上
述
し
た
よ
う
な
啓
蒙
批
判
を
足
場
と
し
て
、

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
i
/
ア
ド
ル
ノ
自
身
の
思
索
は
こ
の
後
直
ち
に
二
十
世
紀
半
ば
の
西
洋
社
会
が
直
面
す
る
深
刻
な
諮
問

題
、
分
け
て
も
全
体
主
義
的
な
思
考
が
産
み
出
す
危
機
的
状
況
に
対
す
る
徹
底
し
た
批
判
へ
と
展
開
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
だ
が
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
こ
で
は
今

少
し
カ
ン
ト
に
こ
だ
わ
っ
て
み
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
指
摘
さ
れ
た
啓
蒙
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
い
う
問
題
を
考
察
し
て
み
た
い
。
「
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
お
け
る
啓
蒙
批

判
お
よ
び
そ
れ
と
関
連
し
た
カ
ン
ト
批
判
は
、
啓
蒙
そ
の
も
の
を
考
え
直
す
上
で
有
益
な
教
示
を
与
え
て
く
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
批
判
を
手
が
か
り
に
し
て
啓
蒙
そ
の
も
の
の
問
題
を
考
え
直
す
と
い
う
と
き
、
カ
ン
ト
自
身
に
と
っ
て
啓
蒙
と
は
い

か
な
る
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
カ
ン
ト
は
啓
蒙
に
対
し
て
い
か
な
る
距
離
を
と
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
が
ま
ず
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト

(
刊
〉

哲
学
の
内
在
的
な
理
解
を
白
指
す
立
場
か
ら
発
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
解
釈
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
は
、
こ
れ
を
今
は
措
く
と
し
て
も
、
カ
ン
ト
が
啓
蒙
と
い
う
も
の
に
対

し
て
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
i
/
ア
ド
ル
ノ
が
指
摘
す
る
程
に
一
義
的
な
関
わ
り
方
を
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
十
八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
の
完

(
刊
)

成
者
と
し
て
カ
ン
卜
を
扱
う
カ
ッ
シ

i
ラ
ー
の
よ
う
な
捉
え
方
に
対
す
る
疑
問
と
も
な
っ
て
行
く
。
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
カ
ッ
シ

i
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
啓
蒙
と
は

そ
れ
自
体
が
人
類
の
輝
か
し
い
営
為
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
は
そ
の
精
神
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た
偉
業
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

理
性
と
科
学
の
う
ち
に
人
間
の
最
高
の
カ

2
2
玄

g
R
F
g
∞一一
2
7
r
z
g
山
内
円
以
内
門
)
を
見
て
、
そ
れ
を
尊
ん
だ
世
紀
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
返
去
の
失
わ
れ
た
も

そ
の
世
紀
を
あ
る
が
ま
ま
の
形
態
で
見
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

(
印
)

源
的
な
力
を
も
う
一
度
発
揮
さ
せ
る
べ
き
方
途
を
わ
れ
わ
れ
は
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

の
で
は
あ
り
得
な
い
し
、
ま
た
そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
形
態
を
生
み
出
し
、
形
成
し
た
根

こ
れ
に
対
し
て
『
啓
蒙
の
弁
証
法
」
の
著
者
達
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
同
じ
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
相
貌
を
も
っ
て
立
ち
現
わ
れ
て
来
る
こ
と
に

な
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l

/
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
自
己
の
内
外
の
自
然
を
克
服
す
る
と
い
う
啓
蒙
の
態
度
、

つ
ま
り
は
自
然
支
配
の
た
め
の
「
主
体
の
自
己

支
配
」
を
完
成
さ
せ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
う
し
た
カ
ン
ト
に
よ
る
自
己
支
配
的
主
体
と
し
て
の
主
体
の
確
立
は
、
生
の
根
源
で
あ
る
内
的
自
然
(
欲
求
)
の
抑
圧
・
排
除

と
い
う
大
い
な
る
代
償
を
払
っ
て
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
支
配
は
同
一
語
反
復
的
・
自
己
目
的
的
な
支
配
、
す
な
わ
ち



支
配
の
た
め
の
支
配
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
定
一
一
=
口
命
法
と
い
う
極
度
の
形
式
性
を
拠
り
所
と
す
る
道
徳
的
リ
ゴ
ワ
ズ
ム
な
の
で
あ
っ
た
。

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l

/
ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
盟
解
の
基
本
的
立
場
は
、
カ
ッ
シ

l
ラ
i
の
そ
れ
と
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後

者
が
称
揚
す
る
実
践
理
性
の
自
律
と
そ
れ
に
基
づ
く
道
徳
思
想
が
、
前
者
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
ナ
チ
ズ
ム
の
暴
虐
に
も
結
び
つ
け
ら
れ
る
べ
き
理
性
の
野
蛮
の
典
型
と
な

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
思
想
を
共
に
啓
蒙
的
思
考
の
頂
点
と
し
な
が
ら
、

そ
の
こ
と
に
対
す
る
評
価
の
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
て
い
る
カ
ッ
シ

i
ラ
!
と
ホ

ル
ク
ハ
イ
マ
!
/
ア
ド
ル
ノ
と
は
、
互
い
に
ま
っ
た
く
相
い
容
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
彼
ら
は
切
り
結
ぶ
べ
き
懐
点
を
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し

ろ
こ
れ
ら
の
異
な
っ
た
見
解
は
、

そ
れ
ぞ
れ
が
確
か
に
カ
ン
ト
の
重
要
な
側
面
を
指
摘
し
て
お
り
、
カ
ン
ト
自
身
が
立
っ
て
い
た
地
点
の
一
品
み
と
危
う
さ
と
を
感
蒙
の
間

題
を
通
じ
て
は
し
な
く
も
撒
き
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
自
身
が
立
っ
て
い
た
そ
の
よ
う
な
地
点
、
も
し
く
は
カ
ン
ト
自
身
の
啓
蒙
に
対
す
る
距
蹴
は
、
実
は
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l

/
ア
ド
ル
ノ
が
カ
ン
ト
に
対
比
さ
せ
て

サ
ド
や
一
一
!
チ
ェ
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
に
よ
り
、
図
ら
ず
も
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
!
/
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、

サ
ド
や
ニ
|

チ
ェ
の
思
想
は
、
内
的
な
自
然
す
な
わ
ち
生
を
徹
底
的
に
抑
圧
す
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
立
場
に
対
し
て
、

そ
の
転
倒
し
た
位
相
と
し
て
登
場
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

盲
目
的
自
然
に
よ
る
支
配
を
激
烈
に
一
指
い
上
げ
る
「
戦
闘
的
啓
蒙
」
(
(
一
芯
玄
日
七
貯
互
の
〉
ミ

E
2「
ロ
ロ
問
)
と
し
て
、
カ
ン
ト
が
抑
圧
・
排
除
し
た
も
の
を
全
面
的
に
解
放

(
日
)

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
仰
値
の
転
倒
」
(
去
の
巴

E
d〈
2
E
P問
乱

2
4〈
⑦
江
め
)
を
白
論
む
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
サ
ド
や
ニ

l
チ
ェ
に
よ
っ
て
「
善
意
と
善
行
は
罪
悪

(
臼
)

と
な
り
、
支
配
と
抑
圧
が
徳
と
な
る
」
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
啓
蒙
は
そ
の
完
成
さ
れ
た
究
極
的
段
階
に
お
い
て
自
然
に
類
落
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
新
た
な
野
蛮

(
臼
)

(
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
新
た
な
神
話
と
い
う
こ
と
で
あ
る
)
が
産
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
い
に
は
ま
っ
た
く
征
服
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
恐
る
べ
き
自
然
か
ら
の
解
放
の
途
上
で
、
出
品
惟
は
成
立
し
た
。

(
臼
)

た
自
然
の
復
讐
で
あ
る
。
享
楽
の
内
で
は
人
間
は
思
惟
す
る
こ
と
を
や
め
て
文
明
か
ら
逃
れ
去
る
。

(
止
め
吋
の
め
コ
三
ω
)

と
は
い
わ
ば
そ
う
し

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

i

/
ア
ド
ル
ノ
が
告
発
し
よ
う
と
し
た
現
代
の
非
人
間
的
な
西
洋
文
明
の
在
り
様
、
新
た
な
野
蛮
(
新
た
な
神
話
)
の
再
来
に
直
結
す
る
も
の
と
し
て
の

近
代
啓
蒙
の
問
題
性
が
こ
う
し
て
あ
か
ら
さ
ま
に
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
思
想
は
ま
さ
に
自
己
の
立
場
の
転
倒
し
た
形
態
と
し
て
サ
ド
や
ニ

l
チ
ェ
を
、

そ
し
て
新
た
な
神

I!析話
なを
力産
ンみ
ト/]}
です
は道
な を
い切
。り

言!万j
jっし 1

ば た
そも
れの
はと

一寸 ( 

n語ご
し1 ヤ
11寺;二

代岩近
る

そ
仁一

描
か
れ
て

る
の
は

輝
か
し

i苔
;:gロ
秀三

の
時
代
セ
代
表
す
る
も
の
と
し
て

そ
の
悼
尾
を
飾
る
明

へ
と
通
じ
る
転
落
の
道
の
起
点
に
位
置
す
る
カ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。

哲
学
・
思
想
論
集
第

i
七
号

。
七



啓
蒙
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
道
徳

一
O
八

こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l

/
ア
ド
ル
ノ
に
よ
り
、
啓
蒙
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
体
現
す
る
思
想
家
の
典
型
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

一
!
チ
ェ
は
「
一
反

キ
リ
ス
ト
者
』

3
2
〉
コ
丘
与
ユ
ω
け
〉
に
お
い
て
「
す
べ
て
の
〈
無
私
な
る
〉
義
務
、
抽
象
と
い
う
名
の
モ
ロ
ッ
ホ
に
捧
げ
る
自
己
犠
牲
ほ
ど
に
、
人
の
内
面
を
深
く
荒
廃

(
部
)

さ
せ
る
も
の
は
な
い
o
l
-
-
誰
も
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
を
生
に
危
険
な
も
の
と
感
じ
な
か
っ
た
と
は
!
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

1

/
ア

カ
ン
ト
の
思
想
は
彼
ら
に
と
っ
て
「
生
に
危
険
な
も
の
」
と
い
う
様
相
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ニ
!
テ
ェ
の

ド
ル
ノ
の
基
本
的
な
力
ン
ト
評
価
な
の
で
も
あ
っ
て
、

言
葉
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

i

/
ア
ド
ル
ノ
の
次
の
よ
う
な
発
言
は
、
彼
ら
に
よ
る
カ
ン
ト
と
ニ

i
チ
ェ
と
の
位
置
付
け
を
端
的
に
示
し
て

い
る
ル
ご
言
え
よ
v

つ。

(ニ

i
チ
ェ
の
思
惣
は
)
イ
ギ
リ
ス
懐
疑
論
に
お
い
て
精
神
を
捨
て
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
救
う
た
め
に
、
神
的
な
法
則
を
自
律
に
変
え
よ
う
と
し
た
カ
ン
ト
の
試
み

を
、
新
た
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
同
時
に
自
己
自
身
を
普
通
的
立
法
者
と
し
て
対
象
に
も
つ
こ
と
の
で
き
る
意
志
の
格
率
に
基
づ
い
て
す
べ
て
を
な
せ
」
と

い
う
カ
ン
ト
の
原
理
は
、
ま
た
超
人
の
秘
密
で
も
あ
る
。
超
人
の
意
志
は
定
言
命
法
に
劣
ら
ず
専
制
的
で
あ
る
。
二
つ
の
原
理
は
諸
々
の
外
的
な
力
か
ら
の
独
立
を
、

(
訂
)

つ
ま
り
啓
蒙
の
本
質
と
し
て
規
定
さ
れ
た
無
制
約
な
成
熟
を
目
指
し
て
い
る
。

カ
ン
ト
の
定
言
命
法
と
ニ

l
チ
ェ
の
超
人
と
が
転
倒
し
た
位
相
と
し
て
、
実
は
啓
蒙
の
自
己
崩
壊
と
い
う
同
一
の
事
態
を
指
し
示
す
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
i

/
ア
ド
ル
ノ
の
明
確
な
視
座
が
あ
る
。

(日〉

そ
れ
で
は
何
が
カ
ン
ト
と
ニ

i
チ
ェ
と
を
隔
て
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
然
支
配
を
推
し
進
め
る
カ
ン
ト
と
、
盲
目
的
な
白
然
に
よ
る
支
配
を
招
き
寄
せ
た
ニ
1

チ
ェ
と

を
、
そ
の
よ
う
に
決
定
的
に
分
か
つ
も
の
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

1

/
ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
、

そ
れ
は
ま
さ
に
真
理
に
対
す
る
態
度
の
違
い
で
あ
り
、

ま
た
真
理
に
敵
対
す
る
も
の
に
対
す
る
態
度
の
違
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
1

チ
ェ
に
つ
い
て
彼
ら
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ニ
!
チ
ェ
は
彼
の
思
想
の
実
現
を
通
じ
て
非
難
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
生
を
す
べ
て
肯
定
し
な
が
ら
も
、
な
お
か
つ
現
実
性
の
精
神
に
敵
対
し
た
真
理
は
、

(
印
)

彼
に
お
い
て
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
印
)

ニ
i
チ
ェ
が
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
の
内
に
「
生
に
敵
対
す
る

〈
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
的
〉
な
力
」

(
E
Z
5
0
2
ω
P
5
2
5
5・
》

2
5
E
Z与
の

《
三
宮
宮
)
を
見
出
し
、
市
民
的

(
出
)

徳
目
や
人
間
愛
を
噺
笑
っ
て
、
美
徳
に
槌
り
付
く
者
に
向
っ
て
「
病
め
る
者
た
ち
こ
そ
人
間
の
大
い
な
る
危
険
で
あ
る
」
と
喝
破
す
る
と
き
、
そ
う
し
た
言
説
を
買
い
て

い
る
の
は
生
に
敵
対
す
る
も
の
へ
の
飽
く
な
き
戦
闘
で
あ
っ
た
。

ニ
i
チ
ェ
は
そ
う
し
た
意
味
で
生
を
守
る
た
め
の
「
戦
闘
的
啓
蒙
」
の
旗
頭
と
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
道



徳
が
圧
倒
的
な
優
勢
を
保
っ
て
い
る
市
民
社
会
の
現
状
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
新
た
な
君
主
道
徳
を
主
張
し
続
け
た
。
そ
し
て
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
|
/
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、

生
に
敵
対
す
る
現
状
を
も
否
応
無
し
に
甘
受
し
て
し
ま
う
「
現
実
性
の
精
神
」
に
真
っ
向
か
ら
立
ち
向
か
い
、

そ
れ
を
乗
り
越
え
て
行
く
こ
と
こ
そ
が
啓
蒙
の
精
神
に
他

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ニ

l
チ
ェ
と
同
じ
よ
う
に
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
過
激
か
つ
倒
錯
し
た
言
説
に
よ
っ
て
「
犯
行
の
恐
る
べ
き
美
し
さ
」

2
2
ω
与
O
D
O

(
位
)

f
y門
2
E
R
Y
O
(
H
q
凶
J
m
w

け
)
を
賛
美
し
た
サ
ド
に
関
し
て
も
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
!
/
ア
ド
ル
ノ
は
こ
う
述
べ
る
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
サ
ド
が
、
敵
の
な
す
が
ま
ま
に
さ
せ
て
、
啓
蒙
を
自
分
自
身
に
怯
え
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、

(
臼
)

蒙
を
救
済
す
る
た
め
の
挺
子
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
が
サ
ド
の
著
作
を
し
て
啓

「
啓
蒙
の
救
済
(
問
。
江
戸
口
問
)
」
と
い
う
一
言
葉
に
は
、
啓
蒙
の
自
己
崩
壊
を
描
出
し
な
が
ら
、
な
お
現
代
の
諸
問
題
に
立
ち
向
か
う
べ
き
力
と
し
て
啓
蒙
的
思
考
を
捉
え
て
い

(
臼
)

る
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l

/
ア
ド
ル
ノ
の
両
義
的
な
立
場
が
窺
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
現
状
是
認
の
精
神
に
屈
せ
ず
、
戦
探
す
べ
き
敢
に
も
自
己
を
売
り
渡
す
こ
と
の

な
い
と
い
う
占
…
で
、

サ
ド
や
ニ

i
チ
ェ
は
啓
蒙
の
精
神
に
最
も
忠
実
な
思
想
家
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

広
門
) こ

う
し
た
サ
ド
や
一
一

i
チ
ェ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
、
戦
傑
す
べ
き
敵
の
前
で
尻
込
み
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
近
代
啓
蒙
の
特
色
で
あ
る
「
徹
底
性
」
(
河
内
丘
一
宮
一
ナ

(
出
)

の
精
神
に
も
と
る
と
い
う
評
価
を
下
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
カ
ン
ト
の
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
道
徳
論
は
実
は
、
「
道
徳
そ
の
も
の
の
演
緯
不
可
能
性
に
関
す
る

意
識
か
ら
く
る
強
行
手
段
」
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
「
相
互
に
相
手
を
尊
敬
し
合
う
と
い
う
義
務
を
理
性
の
法
則
か
ら
導
出
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
う
し
た
彼

(
印
)

の
努
力
は
批
判
の
内
に
は
い
か
な
る
足
場
も
見
出
さ
な
い
」
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
は
執
掛
に
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
い
、
尊
敬
と
い
う
心
理
学
的
な
自
然
事

実
を
学
説
の
拠
り
所
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
先
に
見
た
よ
う
に
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l

/
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、
「
へ

l
ゲ
ル
以
後
に
啓
蒙
の
弁
証
法
を
認
識
し
た
数
少
な

(
前
)

い
一
人
」
で
あ
る
ニ
!
チ
ェ
は
、
現
状
是
認
の
精
神
に
敵
対
し
て
真
理
を
解
放
し
た
人
物
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
!
/
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト

の
思
想
は
「
徹
底
性
」
と
い
う
点
に
お
い
て
サ
ド
や
ニ

l
チ
ェ
に
よ
り
凌
駕
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ニ
i
チ
ェ
の
そ
れ
と
同
じ
く
、
実
践
理
性
に
対
す
る
仮
借
の
な
い
批
判
を
な
し
て
お
り
、

(
鴎
)

一2
2門門戸山一ヨ
σ
門
)
自
身
の
批
判
さ
え
、
自
己
の
思
想
を
撤
回
す
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。

サ
ド
の
作
品
は
、

」
れ
に
比
べ
れ
ば
、

一
一
切
を
破
壊
す
る
者

2
2
〉ナ

哲
学
・
思
想
論
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第
十
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啓
蒙
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
道
徳

二
O

し
か
る
に
カ
ン
ト
は
厳
格
に
、
道
徳
的
な
形
式
性
に
踏
み
止
ま
る
。
カ
ッ
シ

1
ラ
!
の
み
な
ら
ず
、
従
来
の
力
ン
ト
理
解
に
従
え
ば
、

そ
れ
は
人
格
性
に
対
す
る
カ
ン

卜
の
揺
る
ぎ
な
き
信
頼
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
i
/
ア
ド
ル
ノ
は
そ
こ
に
カ
ン
卜
の
別
な
側
面
を
看
て
取
る
。

卑
劣
な
行
為
が
う
ま
く
行
き
そ
う
な
見
込
み
の
あ
る
場
合
で
さ
え
、
道
徳
的
行
為
の
方
を
理
性
的
だ
と
考
え
る
カ
ン
ト
的
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
根
は
、
野
蛮
へ
と

(
的
)

転
落
す
る
こ
と
に
対
す
る
恐
怖
で
あ
る
。

道
徳
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
そ
の
裏
に
転
落
へ
の
恐
怖
を
秘
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
所
に
、

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

1
/
ア
ド
ル
ノ
は
カ
ン
ト
の
限
界
を
見

出
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
実
は
、
近
代
市
民
社
会
を
支
え
る
近
代
啓
蒙
思
想
そ
の
も
の
の
限
界
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
転
落
へ
の
恐
怖

に
ひ
る
ん
で
し
ま
い
、
道
徳
の
理
性
的
原
理
そ
の
も
の
に
対
す
る
根
本
的
な
問
い
直
し
を
怠
り
な
が
ら
、
「
尊
敬
」
と
い
う
よ
う
な
感
情
の
領
域
に
論
議
を
譲
り
渡
し
て
し

ま
う
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l

/
ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
、

カ
ン
ト
は
啓
蒙
の
精
神
に
忠
実
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
i
/
ア
ド
ル
ノ
の
カ
ン
ト
批
判
は
、
カ
ン
ト
と
啓
蒙
と
に
つ
い
て
の
根
本
的
な
考
察
を
迫
ら
な
い
で
は
お
か
な
い

D

な
ぜ
な

ら
ば
、
カ
ン
卜
の
理
性
批
判
は
ま
さ
に
啓
蒙
的
態
度
に
お
い
て
、
啓
蒙
の
精
神
の
所
産
と
し
て
実
現
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
啓
蒙
と
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、

人
類
史
の
全
体
に
関
わ
る
べ
き
歴
史
哲
学
的
な
概
念
で
あ
っ
て
、

一
つ
の
時
代
の
現
状
に
対
す
る
飽
く
な
き
戦
い
と
い
う
意
図
を
含
ん
で
い
た
。
『
啓
蒙
と
は
何
か
』
に
お

(
叩
)

い
て
カ
ン
ト
は
「
人
類
が
更
な
る
啓
蒙
に
与
る
こ
と
を
妨
げ
る
た
め
に
締
結
さ
れ
る
よ
う
な
契
約
は
絶
対
に
無
効
で
あ
る
」
と
述
べ
、
「
人
間
性
の
根
源
的
な
本
分
は
啓
蒙

(
れ
)

を
進
歩
せ
し
め
る
こ
と
に
あ
る
」
の
だ
と
主
張
し
て
や
ま
な
い
。
そ
う
し
て
カ
ン
ト
は
彼
の
時
代
に
対
す
る
評
価
を
次
の
よ
う
に
言
明
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
今
、
既
に
啓
蒙
さ
れ
た
時
代
に

(
5
2
D
m
w
ヨ
m
H
E
m
o
E
0
2
3
N
2
5一
円
。
「
)
生
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
間
わ
れ
た
な
ら
ば
、

(
花
)

答
え
は
こ
う
で
あ
る
。
「
い
や
違
う
。
し
か
し
お
そ
ら
く
は
啓
蒙
の
時
代
に

(
5
2
2
5
N
R
S
=
2
止
め
円
〉

E
E常
に
口
問
)
生
き
て
い
る
の
だ
」
と
。

そ
の

現
代
は
啓
蒙
の
先
端
に
存
す
る
が
、
啓
蒙
さ
れ
尽
く
し
た
時
代
で
は
な
い
、
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
カ
ン
卜
に
と
っ
て
啓
蒙
と
は
過
程
以
外
の

何
も
の
で
も
な
く
、
常
に
促
進
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
精
神
的
態
度
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
さ
に
理
性
批
判
の
態
度
で
も
あ
る
の
だ
。
「
純
粋
理
性
批
判
』
(
同
立
R
b

hNmw司、、
3wNhuwN
て
hN3叫
ど
お
¥
円
〉

の
序
文
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

現
代
は
、
お
よ
そ
す
べ
て
を
従
わ
せ
て
や
ま
ぬ
、
莫
の
意
味
で
の
批
判
の
時
代
で
あ
る
。
宗
教
は
そ
の
神
宮
一
性
に
よ
り
、
ま
た
立
法
は
そ
の
尊
厳
性
に
よ
っ
て
、

と



そ
の
場
合
に
は
、
宗
教
や
立
法
は
自
ら
に
対
す
る
当
然
の
疑
惑
を
招
来
し
、
塑
性
が
自
ら
の
自
由
か
つ
公
明
一
止

(η) 

大
な
吟
味
に
よ
く
耐
え
得
た
も
の
に
の
み
与
え
る
純
真
な
尊
敬
を
、
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

も
す
れ
ば
こ
の
批
判
を
免
れ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、

カ
ン
ト
に
と
っ
て
啓
蒙
と
は
批
判
で
あ
り
、
時
蒙
の
時
代
と
は
批
判
の
時
代
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
す
べ
て
の
も
の
に
対
す
る
批
判
と
は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ

(
刊
)

ば
根
源
的
に
は
盟
性
の
白
己
批
判
以
外
で
は
あ
り
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
盟
性
は
そ
の
す
べ
て
の
営
為
に
お
い
て
批
判
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
り
、
「
理

(
万
)

性
に
と
っ
て
最
も
困
難
な
作
業
で
あ
る
白
己
認
識
」
を
遂
行
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
理
性
の
批
判
と
は
自
己
批
判
で
あ
り
、
自
己
認
識
を
意
味
す
る
。

す
な
わ
ち
、
理
性
は
自
ら
の
限
界
を
設
定
し
、

そ
の
限
界
を
弁
え
て
認
識
を
拡
大
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
認
識
と
実
践
と
に
お
い
て
、

そ
の

都
度
新
た
に
必
然
的
な
限
界
を
見
出
し
て
行
く
と
い
う
作
業
こ
そ
、
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
の
実
質
で
あ
っ
た
。
啓
蒙
的
理
性
と
は
、
常
に
自
分
自
身
を
問
い
直
し
続
け
、

己
れ
の
「
蒙
を
啓
く
」
努
力
を
重
ね
て
行
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
理
性
批
判
は
ま
た
啓
蒙
的
盟
性
の
自
ら
に
対
す
る
啓
蒙
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
カ
ン
ト
に
お

い
て
、
啓
蒙
と
い
う
過
程
を
潜
り
抜
け
て
行
く
人
間
理
性
の
自
己
認
識
と
は
ま
ず
第
一
に
は
、
理
性
の
理
論
的
使
用
に
お
い
て
得
ら
れ
る
洞
察
が
可
能
的
経
験
の
限
界
内

に
制
約
さ
れ
る
と
い
う
根
綜
的
有
限
性
を
確
認
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
し
て
そ
う
し
た
限
界
の
自
覚
は
、
盟
性
の
実
践
的
使
用
お
い
て
、
つ
ま
り
道
徳
の
問
題
に
お
い
て
よ
り
深
い
も
の
と
な
る
。
「
怒
蒙
の
弁
証
法
』
の
著
者
逮
に
よ
る
指

摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
カ
ン
ト
は
仮
借
な
き
厳
格
さ
を
も
っ
て
道
徳
的
行
為
の
形
式
性
を
説
く
。
そ
の
際
力
ン
ト
が
確
信
し
て
い
る
の
は
、
道
徳
的
完
全
性
が
絶
対
的

自
由
と
同
一
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
詰
ま
る
所
そ
う
し
た
道
徳
的
完
全
性
や
絶
対
的
自
由
は
神
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
人
間
は
本

質
的

へ
の
性
癖
す
な
わ
ち
「
根
本
悪
」
(
含

ω
3
ι
-
E
Z
∞gσ)
か
ら
脱
し
得
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
と
い
う
営
為
は
、
し
た
が
っ
て
ま
た
啓

蒙
的
な
態
度
は
、
こ
う
し
た
道
徳
の
問
題
に
お
け
る
人
間
の
根
源
的
有
限
性
の
自
覚
に
お
い
て
極
ま
る

D

し
た
が
っ
て
、
「
野
蛮
さ
へ
の
転
落
に
対
す
る
恐
怖
-
が
カ
ン
ト

の
道
徳
哲
学
の
背
後
に
存
す
る
と
い
う
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

i

/
ア
ド
ル
ノ
の
指
摘
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
正
鵠
を
射
て
い
る
。
問
題
は
そ
れ
を
啓
蒙
的
態
度
の
停
滞
と
見
る

か
、
発
露
と
見
る
か
の
違
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
道
徳
的
理
想
で
あ
る
神
と
人
間
と
の
間
に
あ
る
無
限
の
深
淵
を
自
覚
す
る
こ
と
こ
そ
、

カ
ン
ト
の
理
性
批
判
を
貫
く
基
調
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
真
っ
向
か
ら
見
つ
め
直
す
と
い
う
態
度
が
カ
ン
ト
に
よ
る
感
蒙
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
啓
蒙
の
概
念
は
、
個
々
の
人
間
性
に
お
い
て
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
普
通
的
な
人
類
史
と
い
う
問
題
に
お
い
て
も
更
に
重
要
な
意
義
を
担
っ
て
い

る
。
「
世
界
市
民
」
(
名
立
与
口
認
め
円
)
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
人
類
は
総
じ
て
進
歩
し
て
行
く
も
の
だ
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
彼
は
紛
れ
も
な
く
進
歩

留
学
・
思
想
論
集
第
卜
七
号



啓
蒙
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
道
徳

思
想
と
し
て
の
啓
蒙
主
義
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
カ
ン
ト
が
人
類
史
全
体
を
概
観
し
て
、
「
こ
の
過
程
は
、
善
か
ら
始
ま
っ
て
悪
に
至
る
と
い
う
の
で
は
な

(
花
)

く
、
相
対
的
に
悪
い
段
階
か
ら
よ
り
善
い
状
態
に
向
っ
て
次
第
に
発
展
す
る
の
だ
」
と
述
べ
る
と
き
、
そ
れ
は
確
か
に
進
歩
思
想
の
言
明
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
決
し
て
手

放
し
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
発
露
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
道
徳
的
理
想
で
あ
る
最
高
善
へ
の
歩
み
が
無
限
，
の
進
歩
で
あ
る
の
と
悶
様
に
、
人
類
の
進
歩
も
無

限
の
そ
れ
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
は
同
時
に
「
野
蛮
に
転
落
す
る
」
と
い
う
恐
怖
に
無
際
限
に
曝
さ
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
カ
ン
ト

の
「
理
性
信
仰
」
〈
ぐ
め
吋
ロ
ロ
コ
コ
問
E
5
0
)
が
信
仰
と
し
て
成
立
し
得
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
こ
う
し
た
理
性
の
根
源
的
有
限
性
の
自
覚
と
い
う
局
面
に
お
い
て
以
外
で
は

あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

自
的
自
体
と
し
て
の
人
絡
へ
の
尊
敬
、

道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
を
拠
り
所
と
す
る
カ
ン
卜
の
道
徳
論
が
、

そ
の
根
抵
に
意
外
な
程
に
ペ
シ
ミ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
気
分
を
港
え
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
人
生
の
価
値
が
、
も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
享
受
す
る
も
の
(
す
べ
て
の
傾
向
性
の
総
計
と
い
う
自
然
的
目
的
、
す
な
わ
ち
幸
福
)
に
よ
っ
て
の

み
】
評
価
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
を
決
定
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
。
そ
れ
は
ゼ
ロ
以
下
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、

い
っ
た
い
誰
が
同
一
の
諸
条
件
の
も
と
で
、
新
た

に
人
生
を
踏
み
だ
し
て
始
め
て
み
よ
う
と
欲
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
新
た
に
自
ら
企
画
し
た
(
だ
が
自
然
過
程
に
か
な
っ
た
)
も
の
で
は
あ
る
が
、
単

(
打
)

に
享
楽
に
向
け
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
計
画
に
従
っ
て
、
誰
が
新
た
に
人
生
を
踏
み
出
そ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
は
、
道
徳
性
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
厳
格
な
要
求
と
、
享
楽
へ
の
傾
向
性
に
従
わ
ざ
る
を
保
な
い
自
然
的
存
在
者
た
る
人
間
の
有
限
性
と
の
落
差
が
率
直
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

カ
ン
ト
の
理
性
批
判
は
理
性
の
絶
え
ざ
る
自
己
啓
蒙
で
あ
る
。
そ
の
営
み
は
峻
烈
を
極
め
、
道
徳
の
問
題
に
お
け
る
極
度
の
形
式
性
に
お
い
て
、
実
は
理
性
は
自
己
自

身
に
根
源
的
限
界
を
突
き
付
け
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

i

/
ア
ド
ル
ノ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
啓
蒙
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
一
身
に
体
現
す
る
者

と
し
て
「
啓
蒙
の
完
成
者
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
卜
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
実
は
、
啓
蒙
に
対
す
る
啓
蒙
と
い
う
新
た
な
啓
蒙
の
道
を
確
か
に
切
り
開
い
て
も

い
る
の
だ
。
啓
蒙
が
決
し
て
理
想
に
到
達
す
る
こ
と
の
な
い
無
限
の
道
程
で
あ
る
と
い
う
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
、

そ
の
道
程
の
途
上
に
お
い
て
人
格
性
は
目
的
自
体
と
し
て
尊

敬
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
、
共
に
カ
ン
卜
の
理
性
批
判
の
相
貌
な
の
で
あ
る
。
カ
ッ
シ

l
ラ
!
の
主
張
す
る
よ
う
な
明
断
な
精
神
と
、

ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
!
/
ア
ド
ル
ノ
が
主
張
す
る
よ
う
な
「
啓
蒙
の
弁
証
法
」
と
が
共
に
そ
の
思
想
の
内
に
見
出
さ
れ
得
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

カ
ン
ト
の
思
想
の
高
さ
と
危
う
さ
と
が
向

時
に
看
取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
啓
蒙
の
概
念
は
啓
蒙
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
体
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
啓
蒙
そ
の
も
の
を
見
直
し
、



そ
の
こ
と
を
通
じ
て
現
代
と
い
う
時
代
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
作
業
に
と
っ
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
続
け
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
啓
蒙
の
本
質
と
限
界
と

を
見
定
め
よ
う
と
す
る
カ
ン
ト
の
姿
勢
は
、
基
本
的
に
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
著
者
逮
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
し
、
実
は
危
機
の
時
代
を
生
き
抜
く
力
を

啓
蒙
的
思
考
の
内
に
見
出
そ
う
と
し
た
カ
ッ
シ

i
ラ
l
に
つ
い
て
も
同
様
な
の
で
あ
る
。

本
論
文
で
は
ホ
ル

ク
ハ
イ

マ
|
/
ア
ド
ル
ノ
の
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
批
判
を
手
掛
り
に
し
て
、
西
洋
近
代
に
お
け
る
啓
蒙
の
問
題
を
考
察
し
て
き
た
。

そ
れ
が
現
代
社
会
の
価
値
観
に
い
か
に
し
て
連
な
っ
て
行
く
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
更
に
慎
重
な
考
察
を
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
カ
ン
卜
に
お
け
る
啓
蒙

の
概
念
に
つ
い
て
も
、
政
治
的
自
由
の
問
題
な
ど
も
含
め
て
よ
り
広
範
な
検
討
を
要
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
近
代
啓
蒙
思
想
の
典
型
と
さ
れ
る
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学

が
啓
蒙
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
体
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
は
感
蒙
の
根
本
的
な
問
い
直
し
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
更
な
る
考
察
は
他
日
を
期
し

'

』

1

0

ふ
J
'
l
h
w

+
主

主
m
m

ロ
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
ア
カ
デ
ミ
ー
版
に
よ
り
、
著
作
名
の
後
に
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
す
。
た
だ
し
『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引

用
は
慣
例
に
従
い
、
第
一
版
を
A
、
第
二
版
を

B
と
し
て
¥
一
員
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
す
。

(
l
)
j
・ハ
1

パ
マ
ス
に
よ
る
「
モ
デ
ル
ネ
(
玄
O
己
ぬ
『
コ
ぬ
)
」
の
問
題
の
追
究
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
う
し
た
ハ

l
バ
マ
ス
の
議
論
に
真
っ
向
か
ら
反

論
し
な
が
ら
、
ポ
ス
ト
・
モ
タ
ン
の
問
題
を
今
日
の
重
.
喪
な
哲
学
的
論
題
と
し
て
定
着
さ
せ
る
こ
と
に
力
の
あ
っ
た

J
・
i
F
・
リ
オ
タ
!
ル
の
業
績
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
〈
∞
一
」
C
ぺ∞
σ
コ
ヱ
山
ぴ
め
「
ヨ
2
・
ロ
ミ

hvE九

C的
C
H
V
E
R
bぬ
b
U
N
N
H
h
a
A
mN『
ミ
c
RmN3、
お
・
∞
乙
ケ
「
F
S
ヨ
【
)
〈
め
「
-mvm-
吋「
m
H
2
Z
C
「
片
山
ヨ
玄
mH
5
・

5
∞
伊
∞
に
プ
「
片
山

3日

U164印加わプぬコ
σ
にわ
7

t
〈

5
2
2
7
t
f
三
ρ
ω
・〉に{一
-
H
U
C
「〕
g
コi
勺「
EGo-ω

ど、
o
g「〔一一

E
8
3
h
H
E
S
K
u
s
h
s
c
k雪
誌
-
「
2
2
E
Cコ
ω
(甘
さ
コ
E
Y
-
ミ
u
・

(
2
)
玄
白
×
垣
内
山
σ
2一
C
S
Qヨ
ヨ
ミ
た
め
の
迂
え
に
ミ
S
N
H
h晴、
均
史
認
さ
ま
的
ON芯
宮
内
N.c
〈
O
「ぴ
mwgm凶「}ハ己コ民自」・
(γ

由・

7
A
0
7
F
S
N
0・
⑦
℃
y
o
gヨ
2
古
川

5
-
2
7
∞
mwa
「ロ
(UEO
〉
丘
一
噌
戸
①
斗
M
m・--

(

3

)

m

戸
山
・

0

(
4
)
内
戸
山

0
・
∞
-
-
-

(
5
)
∞
ω・
0
・

(
6
)
ザヨ一
70
一
ヨ
ヨ
一

5
3・
0
2
山の『足。
2
2
0
E
ケ「
7
Z
コ
(
Z
2
C
D
C
Eめ
ぬ
g
n
z
n
Z
一K

Z
宅
。
一
?
の
ぬ
起
き
ヨ
ミ
R
h
n
bミ
「
可
た
お
と
〉

-CM戸

hF
F
5
〈
め
「
此
コ
岳
山
「
円
。
〉
三
一
-
∞

ρ
↓02σ
コめ「

〈ぬ円一
ωぬ
ωM円。
ωω
一一白円
いプ
b
p
w

円
ω
。ρ
ω
・
MMω

町

(
7
)
同町戸三一

E
S
H
8
0
1
h
g
h
h
H
むこ

u

，s
h
《
モ
2
3
h
hAHh¥芝
守
N
S
h
u
醤
-
m・
ω
印
・
カ

ン
ト
の

こ
の
著
作
は
カ
ン
ト
自
身
が
註
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
ベ
ル
リ
ン
月
刊
」

(b
N
C
匂
実
止
さ
R
宮

ミ
S門

N
h
2
n
bミ
¥
円
)
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
で
あ
り
、
同
誌
上
に
は
同
一
の
問
題
に
対
す
る

M
-
メ
ン
一
ア
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
田
答
論
文
も
先
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
「
啓
蒙
と
は
何
か
」
と
い

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
七
号

一
一
一一一



啓
蒙
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
道
徳

一
一
四

う
間
い
が
政
治
的
な
問
題
と
も
絡
ん
で
、
当
時
の

「
現
代
理
解
」
と
し
て
切
迫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
三
回
]ω
ヨ

g
P
73-丘一
JJZ

C
「5
2
5
コ
O
司
一何
コ
一
応
2
5
コ
ヨ

g
一

同町

5
?
玄
O
D
立内一一
ω
印O
Y
門
戸
山
コ
〔
ご
2
0

玄
一
円
豆
、
。
。
ケ
印

m
g
o一一
2
2
ω
F
¥
O
N
h
ミ
ミ
。
¥
H
b
c
m
p
h
円。ミ
OL
『
ミ
向
。
♂
〈
O
一
「
Z

O

N
・
5
∞
c
h
v
N
O
C
l
N
2
・

(
8
)
ω
・
ω・
0
・

(
9
)
開
門コ
ω
門
の
川戸山印可。「居、
E

E的
chub芯円九
mW1k-Nh¥bE司、、ミ
Nh-
〈
mwHaEm
〈

O
コ
-
一
の
・
回
・
玄
0
7
門"戸市出
N
・〈
O

コaocmw
〉ハロ

(
叩
)
∞
-
m凶
・

0
・

H
〈

(日

)ω
・
ω・
0
・

(
ロ
)
玄
2
2
0
「
5

2
ヨ
O

「
己
完
一
↓
z
o己
O
「
巧
・
〉
({
0
3
9
b
g
E
吉
宗
門
九雪
注
目
h
¥
b
E
3
3
h旬
、
訟
に
2
0
b
E
R
b
b
~っ
さ
匂
S
S
R
-
コ
ミ
chNC1Fて
-

XA
へ円。
3
c
'
p
bコ
冶
S
W
町内
N誌
へ
?"
的
にプ「一

S
ヨ
ロ

-
C
∞ム

ω・
ニ
・

以
ド
、
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
は
む
-
A
¥一
と
略
記
し
て
、
貰
数
を
示
す
。

(日

)ω
・
ω・
0
・
印
・
吋
ω

(
川川)訟・

ω・
0
・∞
-

H

H

・

(日
)
?
?
0
・

い

戸市
山・

(
日
)
こ
の
よ
う
に
本
書
は
一
貫
し
た
構
想
に
貰
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
ど
の
論
文
が
ホ
ル

ク

ハ
イ

マ
|
/
ア
ド
ル

/
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
の
か
と
い
う
文
献
学
的
詮
索
に
立

ち
入
る
意
図
は
本
論

'Xに
は
な
い
し
、
ま
た
そ
の
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
げ
)
こ
の
点
で
は
カ
ッ
シ

l
ラ
ー

の
『
啓
蒙
主
義
の
哲
学
』
と
は
基
木
的
な
視
座
が
異
な
る
。
と
は
一一一一口
え
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
互
い
に
異
な
っ
た
視
座
に
立
ち
な
が
ら
も
、
カ
ッ
シ
1

ラ
ー

も
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

1

/
ア
ド
ル

ノ
も
カ
ン
ト
を
啓
蒙
の
頂
点
と
考
え
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
に
対
す
る
両
者
の
解
釈
の
違
い
は
或
る
意
味
で
、
啓
蒙
と
い
う
精
神
的

営
為
自
体
の
光
と
閣
と
を
関
ら
ず
も
表
現
し
て

い
る
、
と
も
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

(
児

)
mH
岡山
・
0
・
∞

-
c
・

(
川
河

)

ω

-
m「

O

ω
-
N
0・

(
初
)
ω
-
h
「
0
・
∞
-
N
N
・
こ
れ
と
伺
じ
泊
所
で
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

i

/
ア
ド
ル
ノ
は
「
啓
蒙
が
神
話
の
基
礎
と
考
え
て
き
た
擬
人
観
は
、
主
体
の
自
然
へ
の
投
影
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

(
幻
)
「
啓
蒙
さ
れ
た
山
界
で
は
、

・
・
・
現
存
在
は
そ
の
赤
裸
々
な
自
然
性
に
お
い
て
、
先
史
時
代
で
は
デ

ー
モ

ン
達
の
属
性
で
あ
っ
た
聖
に
し
て
非
合
理
(
コ
に
ヨ

5
0
2
)
と
い
う
性
格
を
も

つ
よ
う
に
な
る」

C
P
c
m
ム
印
)
と
い
う
言
葉
に
は
、
そ
う
し
た
非
合
理
な
も
の
に
怯
え
る
人
間
の
弱
さ
の
自
覚
こ
そ
が
、
取
り
も
直
さ
ず
一
部
蒙
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
第

一
歩
で
あ
る

こ
と
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
神
話
と
し
て
過
去
を
詰
る
こ
と
は
、
既
に
啓
蒙
の
営
み
な
の
で
あ
る
。

(泣
)

ω
-
m戸

O

印

ω
N・

(お

)ω
・
ω
o
m
-
h円。
・
な
お
ス
ゼ
ノ
ザ
か
ら
の
こ
の
引
用
は
『
エ
テ
ィ
カ
』
第
四
部
、
定
理
二
-
一
、
系
で
あ
る
。
訳
出
に
際
し
て
は
、
『
出
界
の
名
著
お
、
ス
ピ
ノ
ザ

・
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
』
、
工

藤
喜
作

・
斎
藤
博
訳
、
中
央
公
論
社
、
二
八
六
一良
を
用
い
た
。

(剖
)
ω
・
ω

0
・

ω
O
「

(
お
)
先
に
註
(
引
)
に
お
い
て
示
唆
し
て
お
い
た
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
述

べ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
ホ

ル
ク
ハ
イ
マ

i

/
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
神
話
は
既
に
啓
蒙
な
の

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
ま
た
、
「
冒
険
物
語
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
名
前
を
与
え
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
空
間
に
対
す
る
合
限
的
展
望
が
関
か
れ
る
」
む
・

ω

0
・
ω
宏
)
と
い
う
よ
う
に
、
コ
ス
モ
ス
の



拡
大
と
し
て
の
叙
事
詩
が
神
話
的
出
界
へ
の
「
名
付
け
」
と
い
う
形
で
成
立
す
る
の
だ
と
も
述
、
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
。
高
橋
順
一

の
弁
証
法
』
、
弘
文
堂
、
一
九
八
九
年
。

(お
)

m

ザ

ω
・
0
・
ω唱。

h
F

・

(幻
)

m

m
「

O

印
。。

(
お
)
山
-
m
M

・

o・

(
m
U
)
m

戸山
・
0
・
印
。
。

な
お
、
自
然
支
配
を
実
現
す
る
た
め
の
暴
力
的
な
行
為
と
し
て
の
犠
牲
に
つ
い
て
は
、

R
・
ジ
ラ
1
ル
の
『
暴
力
と
聖
な
る
も
の
』
(
ト

G
5ミ
S
R
丘
守
的
。
ミ
の
)
『
世

の
は
じ
め
か
ら
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
』
(
b
s
♀

2
2
2♀
な
号
、
ど
な
古
¥
S
Aミ
吉
誌
に
Nこ
き
お
た
と
な
ど
に
お
け
る
「
供
犠
」
論
が
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

(
却
)
m
r
m
「
0
・
ω・吋
0
・

(
出
)
」
E
・m
g
F
-
σ
め「ヨ

2
・
口
実
ミ
NN
E
E-u主
民
営
b
N
.
M
b
雪
印
氏
。
ー
ミ
。
た
ぬ
き
ぬ

{φ

∞
p
m
c
一戸「一
片山口
戸℃

、2
2
7
2
σ
に
の

7

-mw
∞∞-∞・

5ω

(泣
)

b

a

h

日

〉

ω・
ωω
・

(お
)
次
の
よ
う
な
指
摘
は
こ
う
し
た
感
蒙
の
在
り
万
を
端
的
に一
一一一口
い
表
わ
し
て

い
る。

「
啓
蒙
の
木
一演
は
-
一
者
択

一
で
あ
り
、
そ
の
不
可
避
性
こ
そ
が
支
配
の
不
可
避
性
な
の
で
あ
る
。
人
間

は
こ
れ
ま
で
い
つ
も
、
自
然
の
ド
に
従
属
す
る
か
、
自
然
を
自
分
の
下
へ
従
属
さ
せ
る
か
、
そ
の
聞
で
選
択
を
迫
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
」
(ω
・
ω

0
・

ω-S)。

(

剖

)

山

-
m
W
・

O
・

ω
吋

-

(お
)
山-
h

戸

O

ω
吋

N
・

(お
)
ω
ω
・
0
・
ω・吋∞一

(幻
)

m

戸内凶
・
0
・∞
-

H

ム

(お
)

マ
ル
キ
・

ド

・
サ
ド

『
ジ
ー
リ

エ
ッ
卜
物
語
あ
る
い
は
悪
徳
の
栄
え
』
、
渋
搾
龍
彦
訳
、
現
代
思
潮
社
、

一
九
七
六
年
、
二

O
九

1
一
二

O
一良。

(
拘
)

U

R
・

h
・

ω

O

N

(
刊
)
ユ
ベ

i
ル

・
ジ
ュ
ア
ン
「
血
性
の
放
蕩
l
サ
ド
と
卜
八
世
紀
」
、
植
田
祐
次
訳
、
『
現
代
思
想
特
集
サ
ド
』
、
青
土
社
、
一

九
七
八
年
、
一

O
八

l
T
一
五
頁
参
照
。

(
引
)
口

氏'
K
一
∞
-
H
0
・

(
位
)
叶
一
口
う
ま
で
も
な
く
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
こ
う
し
た
内
な
る
自
然
と
は
、
感
性
的
動
機
、
欲
求
の
傾
向
性
の
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン

ト
の
自
由
論
は
、
こ
の
よ
う
な
要
素
を
善
意
志
の
規
定
恨

拠
か
ら
排
除
し
て
行
く
と
い
う
明
雌
な
方
向
性
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
必
)
印
-
m
戸・
0
・
ω・円。
ω・

(
M
M
)

州戸'
h

戸
0
・
ω・
5
⑦
こ
う
し
た
議
論
が
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
!
の
「
道
具
的
理
性
批
判
」
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
論
を
侠
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
刊

)
ω
-
m戸

O
-
戸
{

(

)
φ

'

(
刊
)
戸
山

O
ω
・
5
印
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
|
/
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
批
判
書
も
ニ

l
チ

ェ
の
『
道
徳
の
系
譜
学
』

(
N
実

C
S
S
E
h
n
ξ
ー
ミ

o
s
c
も
、
違
っ
た
在
り
方
に
よ

っ
て

で
は
あ
れ
、
共
に
こ
う
し
た
事
態
を
描
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
立
ち
入
っ
て
徹
底
的
に
追
求
し
た
唯
一
の
人
物
で
あ
る
サ
ド
の
著
作
は
、
こ
の
事
態
を
正
面
か
ら
見
据
え

る
こ
と
に
よ
っ
て

「
他
人
に
よ

っ
て
指
導
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
陪
性
」
を
示
し
得
て
い
る
と
宣
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l

/
ア
ド
ル
/
の
言
及
は
明
ら
か
に
、
カ
ン
ト
の

『
市
民
社
会

哲
学

・
思
想
論
集
第
十
七
号

一
五



啓
蒙
の
パ
ラ
ド
y

ク
ス
と
道
徳

---'-
/¥ 

『
啓
蒙
と
は
何
か
』
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
、
サ
ド
を
カ
ン
ト
の
転
倒
し
た
位
相
と
し
て
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
打

)ω-mW・

O
・
ω・門戸()・

〈
特
)
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

i

/
ア
ド
ル
ノ
の
カ
ン
ト
批
判
の
要
点
は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
論
が
形
式
性
に
国
執
す
る
あ
ま
り
、
人
間
の
生
の
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
感
性
的
内
容
を
ま
っ
た
く
排
除
し

て
し
ま
っ
た
と
い
う
所
に
あ
る
が
、
こ
う
し
た
議
論
は
カ
ン
ト
批
判
と
し
て
さ
ほ
ど
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
カ
ン
ト
岳
身
が
「
わ
た
し
を
意
欲
へ
と
駆
り
立
て
る
自
然
摂
拠
が
ど

れ
ほ
ど
あ
る
と
し
て
も
、
ま
た
感
性
的
刺
激
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
当
為
を
生
、
せ
し
め
な
い
」
(
円
三
円
寺
弘
ミ
司
令
3
G
誌
で
ミ
5
5
b
・
〉
印
怠
一
¥
回
印
ぷ
一
)
と
考
え
た
上
で
、

「
自
由
な
意
志
と
道
徳
法
則
の
下
に
あ
る
意
志
と
は
同
一
で
あ
る
」
(
む
芸
誌
是
認
s
h
g
ア
ミ
ミ
お
も
と
包
b
h
円
買
'
凶
H
E
P
-
戸
∞
・
ム
ム
吋
)
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
道
徳
論
を
展
開
し
て
い
る

以
上
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

1

/
ア
ド
ル
ノ
の
議
論
は
や
は
り
カ
ン
ト
の
意
図
を
ま
っ
た
く
超
え
た
地
平
に
立
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

(
刊
)
観
点
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば

p
・
ゲ
イ
は
カ
ッ
シ
!
ラ
!
の
『
ル
ソ
l
、
カ
ン
ト
、
ゲ
|
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に
よ
れ
ば
、
啓
蒙
に
対
す
る
ニ

i
チ
ェ
の
態
度
は
分
裂
し
て
お
り
、
「
啓
蒙
の
精
神
の
内
に
崇
高
な
普
遍
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運
動
を
一
見
て
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完

成
者
で
あ
る
こ
と
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認
す
る
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す
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(
p
。
・
0
・
)
の
で
あ
る
。
し
か
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蒙
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対
す
る
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l
チ
ェ
の
両
義
的
態
度
は
、
実
は
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l

/
ア
ド
ル

ノ
自
身
の
も
の
で
も
あ
っ
て
、
彼
ら
の
啓
蒙
理
解
に
と
っ
て
ニ

l
チ
ェ
は
極
め
て
重
要
な
意
義
を
担
っ
て
い
る
。
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Paradox der A ufkl註rungund Moral 

一-ZumDiskurs uber Kant in Horkheimers und 

Adornos "Diαlektik der A ufklaru昭“一一

Katsuhiko KIMURA 

Der allgemeinen Meinung nach ist die von M.日orkheimerund T. W. Adorno 

gemeinsam verfaste "Diαlektik der A uj;たlarung“dieWichtigste unter den verschie-

denen Schriften， die zu diesem Thema in 20. ]ahrhundert veroffentlicht worden sind. 1n 

dieser Schrift halten Horkheimer und Adorno die Aufklarung fur den Prozes der 

..rastlose Selbstzerstorung“der Vernunft und fragen， warum die Menschheit， anstatt in 

einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten， in eine neue Art von Barbarei 

versinkt. Schlieslich suchen sie die Antwort auf diese Frage in dem eigentlichen 

Programm der Aufklarung， die Welt durch Naturherrschaft zu entzaubern， und blicken 

die abendlandische Geschichte seit die antiken Mythen von Homeros als die 

"Urgeschichte der Subjektivit邑t“zuruck，durch die die menschliche Vernunft sich 

selbst als das Ich gesetzt hat. Und nach ihrer Ansicht ist Kant ..der unerbittliche 

Vollender“solcher Aufklarung， weil bei ihm die Unterwerfung alles Naturlichen unter 

das selbstherrliche Subjekt zuletzt gipfelt. Dabei ist es auch noch Horkheimers und 

Adornos Originalidee， das Kants Morallehre das Paradox der Aufkl邑rungoffen 

ausdruckt， und das seine moralische Strenge von derjenigen absoluten Amoralitat， die 

Sade oder Nietzsche radikal erkl品rt，nicht unterschieden werden kann. 

Zu solchem Diskurs in ，.Dialeたがた der A ufklaruηg“besch註ftigtsich diese Abhand-

lung mit dem Problem der Aufklarung bei Kant. Ich mochte hinweisen， das Kant， sich 

des Paradox der A ufkl品rungwohl bewust seiend， einen neuen Weg， dieselbe zu 

uberwinden， d. h. die Aufklarung aufzuklaren， als Selbstkritik der Vernunft nimmt. 

啓
蒙
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
道
徳

J¥ 


