
《
批
判
的
方
法
》

カ

ン

ト

の

再

考

「
批
判
」
と
い
う
こ
と
で
カ
ン
ト
は
何
を
理
解
し
て
い
る
の
か
＊

カントの〈批判的方法〉再考

「
批
判

F
E
E
と
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の
代
名
詞
と
も
言
う
べ
き
も

の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
は
立
ち
入
っ
て
論
じ
ら
れ
る

こ
と
の
少
な
い
概
念
で
あ
る
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
（
以
下
『
批
判
』
）

や
そ
れ
以
降
の
著
作
で
カ
ン
ト
は
「
純
粋
理
性
の
批
判
」
（
〉
出
円
）
「
超

越
論
的
批
判
」
（
回
以
）
「
批
判
主
義
」
（
〈

E
N
N
g
と
い
っ
た
語
句
を

用
い
て
自
ら
の
思
想
内
容
を
語
っ
て
い
る
が
、
当
の
批
判
概
念
に
つ
い

て
は
特
に
説
明
を
行
っ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
「
批
判
」
は
、
「
超
越

論
的

E
ロ∞

N
B号
虫
色
」

1
1ー
す
な
わ
ち
、
よ
く
知
ら
れ
た
説
明
に
拠
れ

ば
、
「
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
で
あ
る
限
り
で
の
、
諸
対
象
一
般
に
つ
い

て
の
わ
れ
わ
れ
の
認
識
様
式
に
関
わ
る
認
識
」
面
白
）
｜
｜
等
の
概

念
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、
既
に
そ
れ
自
身
「
ア
プ
リ
オ
リ
」
な
可
能
性
の

制
約
の
探
求
と
い
う
含
意
を
持
つ
も
の
と
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
然
な
が
ら
「
批
判
」
は
「
超
越
論
的
」
と
は
別
の
語
で

あ
り
、
独
自
の
文
脈
・
意
味
連
関
を
持
つ
。
ま
た
、
『
批
判
』
で
カ
ン

ト
は
、
「
超
越
論
的
批
判
」
を
ア
プ
リ
オ
リ
な
諸
原
理
（
・
諸
制
約
）
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渡

遺

浩

の
体
系
へ
の
「
予
備
学
」
と
し
、
体
系
そ
の
も
の
で
あ
る
「
超
越
論
哲

学
」
と
区
別
し
て
お
り
（
〈
柱
・
回
出
？
〉
∞
品
目
同
記
∞
小
中
間
）
、
こ
こ
か

ら
も
、
「
批
判
」
と
「
体
系
」
と
の
対
比
が
「
ア
プ
リ
オ
リ
」
や
「
超

越
論
的
」
と
は
異
な
る
観
点
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

そ
の
射
程
を
見
定
め
る
た
め
に
も
、
「
批
判
」
と
い
う
事
柄
を
当
の
概

念
に
即
し
て
解
明
・
規
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
l

）

O

本
論
文
で
は
以
上
の
よ
う
な
理
解
か
ら
、
カ
ン
ト
自
身
の
用
例
に
密

着
し
て
そ
の
「
批
判
」
理
解
の
跡
づ
け
を
試
み
る
。
先
に
触
れ
た
よ
う

に
、
『
批
判
』
以
降
の
著
作
で
は
、
カ
ン
ト
の
学
説
・
体
系
構
想
の
前

景
化
に
伴
い
「
批
判
」
の
語
義
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
が
、
遡
っ

て
六

0
1七
0
年
代
の
｜
｜
『
批
判
』
に
至
る
思
想
形
成
期
の
｜
｜
講

義
録
に
は
、
こ
の
概
念
の
受
容
と
形
成
の
あ
り
ょ
う
を
伝
え
る
か
な
り

具
体
的
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
を
も
と
に
本
論
で
は
「
批
判
」
の

語
を
、
他
の
概
念
や
特
定
の
学
説
内
容
に
還
元
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の

固
有
の
意
味
連
関
に
沿
っ
て
規
定
し
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。
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論
述
は
具
体
的
に
次
の
三
つ
の
観
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
概
ね
時
系
列

順
に
進
め
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
ド
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
と
懐
疑
論
の
伝

統
的
二
項
対
立
か
ら
カ
ン
ト
特
有
の
《
ド
グ
マ
ー
懐
疑
ー
批
判
》
と
い

う
三
幅
対
へ
と
至
る
過
程
に
着
目
し
、
「
批
判
」
の
語
の
外
的
連
関
を

明
確
化
す
る
（
ご
。
次
い
で
、
そ
の
語
が
導
入
さ
れ
る
歴
史
的
背
景

を
確
認
の
上
、
こ
の
「
批
判
」
が
「
ド
ク
ト
リ
ン
」
、
ひ
い
て
は
《
ド

ク
ト
リ
ン
s

デ
イ
シ
プ
リ
ン
’
学
》
と
い
う
系
列
と
対
比
的
に
捉
え
ら

れ
る
よ
う
な
内
実
を
持
つ
こ
と
を
一
不
す
士
二
。
以
上
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
な
る
「
批
判
（
的
方
法
こ
の
一
般
的
性
格
を
考
慮
し
つ
つ
、
最

後
に
、
特
に
哲
学
・
形
而
上
学
に
つ
い
て
遂
行
さ
れ
る
「
批
判
」
の
基

本
性
格
・
姿
勢
を
、

z
S
2
5
0
と
い
う
語
を
用
い
て
な
さ
れ
る
「
批

判
哲
学
」
の
説
明
に
即
し
て
浮
き
彫
り
に
す
る
（
三
）
。
語
の
調
査
・

規
定
に
当
っ
て
、
当
然
な
が
ら
個
別
に
は
先
だ
っ
諸
研
究
と
重
複
す
る

論
点
も
含
む
こ
と
に
は
な
る
が
、
批
判
概
念
の
諸
側
面
を
取
り
ま
と
め
、

そ
の
意
味
連
関
の
全
体
的
規
定
へ
と
向
か
う
な
か
で
、
従
来
の
記
述
の

不
足
を
補
う
と
と
も
に
一
定
の
新
た
な
ー
ー
と
い
う
よ
り
は
、
と
も
す

る
と
自
明
の
も
の
と
し
て
看
過
さ
れ
が
ち
な
こ
の
概
念
に
改
め
て
注
意

を
喚
起
す
る
よ
う
な
｜
｜
論
点
を
も
一
不
し
う
る
は
ず
で
あ
る
。

〈
ド
グ
マ
E

懐
疑
s

批
判
〉
の
三
幅
対
の
形
成
以
前

l
l
l
「
批
判
」
の
語
の
舞
台
背
景

「
批
判
」
を
カ
ン
ト
は
《
ド
グ
マ
（
1

的
方
法
、
E

テ
イ
ズ
ム
）
》
お

よ
び
《
懐
疑
（
’
的
方
法
、
，
、
玉
義
）
》
と
の
相
互
連
関
に
お
い
て
捉
え

て
い
る
。
両
項
は
「
批
判
」
と
の
関
係
に
応
じ
て
肯
定
的
に
も
否
定
的

に
も
理
解
さ
れ
う
る
が
、
『
批
判
』
で
は
主
に
、
「
ド
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
」
「
懐

疑
論
」
「
批
判
」
と
い
う
形
で
形
而
上
学
の
歴
史
的
進
展
の
諸
段
階
を

そ
れ
ぞ
れ
指
し
示
す
と
と
も
に
（
第
一
版
序
文
な
ど
て
「
ド
グ
マ
的
方

法
」
「
懐
疑
的
方
法
」
「
批
判
的
方
法
」
と
い
う
形
で
学
と
し
て
の
形
而

上
学
に
至
る
た
め
の
一
連
の
方
法
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
（
弁
証
論

お
よ
び
方
法
論
）
、
二
重
の
観
点
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
。
前
者
の
「
ド

グ
マ
テ
イ
ズ
ム
」
と
「
懐
疑
論
」
と
は
と
も
に
克
服
さ
れ
る
べ
き
立
場

に
対
す
る
否
定
的
な
レ
ッ
テ
ル
で
あ
り
、
他
方
、
後
者
の
「
ド
グ
マ
的

方
法
」
と
「
懐
疑
的
方
法
」
は
「
批
判
」
に
対
し
て
一
定
の
積
極
的
な

役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
（
〈
包
・
〉
日
？
〉
お
図
面
白
ω戸
〉
白
雪
国

∞∞
hrg声）。

こ
の
よ
う
に
《
ド
グ
マ
。
懐
疑
ー
批
判
》
の
三
幅
対
は
、
カ
ン
ト
が

自
ら
の
『
批
判
』
を
従
来
の
哲
学
と
の
関
連
に
お
い
て
歴
史
的
・
方
法

論
的
に
位
置
づ
け
る
た
め
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
か
ら
後
年
、
い
わ
ゆ
る
批
判
期
の
著
作
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
他

派
と
の
論
争
や
自
身
の
体
系
の
展
開
と
い
っ
た
問
題
関
心
に
基
づ
い
て
、

『
批
判
』
の
境
位
・
学
説
を
「
批
判
主
義
」
と
し
、
「
ド
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
」

お
よ
び
「
懐
疑
論
」
の
段
階
の
哲
学
・
形
而
上
学
か
ら
の
進
歩
を
語
る

よ
う
に
も
な
る
（
〈
包
・
〈
目
隠
宵
リ
同
凶
N
待
問
）
。
さ
ら
に
後
世
、
こ
の

「
批
判
主
義
」
を
頂
点
と
す
る
三
幅
対
が
哲
学
史
記
述
に
お
い
て
も
少

な
か
ら
ぬ
影
響
力
を
振
る
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で

あ
る
（
2

）

O

「
批
判
」
の
こ
う
し
た
位
置
づ
け
は
、
し
か
し
、
哲
学
史
的
に
は
決

し
て
自
明
の
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
カ
ン
ト
自
身
の
思
想
形
成
の

上
で
も
所
与
の
枠
組
と
し
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
周
知
の
よ
う
に

《
ド
グ
マ
》
と
《
懐
疑
》
と
は
、
古
代
の
懐
疑
派
に
お
い
て
、
何
ら
か
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の
ド
グ
マ
（
教
説
）
に
関
し
て
、
そ
れ
を
主
張
す
る
「
ド
グ
マ
テ
イ
ス

ト
」
と
そ
の
積
極
的
定
立
を
保
留
す
る
「
懐
疑
論
者
」
の
二
項
対
立
と

い
う
形
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
近
世
初
頭
の
懐
疑
派
思
想
の
復
活
・
流

行
に
伴
い
、
こ
の
対
比
は
カ
ン
ト
周
辺
で
も
広
く
用
い
ら
れ
る
が
、
（
知

ら
れ
て
い
る
限
り
）
そ
こ
に
第
三
の
語
と
し
て
「
批
判
」
が
登
場
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
少
な
く
と
も
あ
る
時
期
ま
で
は
、
こ
の
こ

と
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

ま
ず
、
一
七
六

0
年
代
前
半
の
講
義
録
『
ブ
ロ
ン
ベ
ル
ク
論
理
学
』

を
見
ょ
う
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
認
識
の
確
実
性
を
め
ぐ
っ
て
「
疑
い

N
当

2
E」
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
際
し
て
手
引
き
と
し
て
い
る
の
は
、

「
ド
グ
マ
テ
イ
ス
ト
」
と
「
懐
疑
論
者
」
の
聞
の
次
の
よ
う
な
二
項
対

立
で
あ
る
玄
関
］
・
凶
凶
同
〈
N
C
F
N
H
∞）。

そ
れ
に
し
た
が
え
ば
、
ま
ず
「
ド
グ
マ
テ
イ
ス
ト
」
と
は
、
「
一
般

的
な
理
性
の
真
理
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
完
全
な
確
実
性
と
信
頼
性
へ

と
も
た
ら
さ
れ
う
る
と
の
判
断
を
下
す
が
、
た
だ
、
依
然
な
に
が
し
か

の
疑
い
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
、
ま
た
は
さ
ら
さ
れ
う
る
よ
う
な
理
性
の

真
理
の
考
察
に
は
い
さ
さ
か
も
関
与
し
な
い
哲
学
者
」
（
凶
出
〈
包
印
）

を
い
う
。
こ
の
と
き
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
る
の
は
数
学
者
で
、
「
彼
は

命
題
を
ま
さ
し
く
、
そ
の
判
断
が
生
じ
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
ま
っ
た

く
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
決
定
的
に
証
明
す
る
」
（
凶
出
〈

8
5
0
そ

れ
ゆ
え
ド
グ
マ
テ
イ
ス
ト
の
方
法
は
、
数
学
の
よ
う
に
確
実
な
認
識
を

出
発
点
と
し
て
論
証
や
体
系
を
展
開
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
積
極
的
な
意

義
を
持
つ
（
〈
巴
・
何
回
目
〈
N
G
∞）。

問
題
は
し
か
る
に
、
哲
学
の
よ
う
に
、
手
持
ち
の
認
識
の
確
実
性
が

は
っ
き
り
し
な
い
場
合
で
あ
る
。
同
時
期
の
論
文
『
自
然
神
学
と
道
徳
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の
原
則
の
判
明
性
』
（
一
七
六
四
年
）
で
も
詳
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

カ
ン
ト
に
し
た
が
え
ば
、
数
学
と
違
っ
て
哲
学
（
・
形
而
上
学
）
に
お

い
て
は
、
与
え
ら
れ
る
概
念
が
さ
し
あ
た
り
暖
昧
・
非
判
明
で
あ
る
た

め
、
ま
ず
そ
の
概
念
の
分
析
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
玄
関
］
・
口

N
混
同
）
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
場
面
で
分
析
を
抜
き
に
数
学
を
模

し
て
論
証
・
証
明
に
向
か
う
な
ら
ば
、
論
理
的
に
は
正
し
く
て
も
内
容

的
に
は
不
確
か
な
認
識
が
も
た
ら
さ
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
と

き
ド
グ
マ
テ
イ
ス
ト
の
方
法
は
悪
し
き
ド
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
、
い
わ
ゆ
る

独
断
主
義
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
哲
学
的
認
識
の
よ
う
に
、
ま
ず
そ
の
真
理
性
・
確
実
性
が

問
わ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
は
、
む
し
ろ
懐
疑
論
者
の
方
法
こ
そ
が
評
価

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
ブ
ロ
ン
ベ
ル
ク
論
理
学
』
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

「
懐
疑
論
者
た
ち
に
は
、
そ
う
は
い
っ
て
も
や
は
り
［
：
：
：
］
騎
れ
る

ド
グ
マ
テ
イ
ス
ト
よ
り
も
哲
学
に
と
っ
て
何
ら
か
は
る
か
に
益
す
る
と

こ
ろ
が
あ
る
」
（
凶
出
〈
包
∞
）
。
こ
こ
で
懐
疑
論
な
い
し
懐
疑
的
方
法

と
は
｜
｜
両
者
を
カ
ン
ト
は
ま
だ
は
っ
き
り
と
は
区
別
し
て
は
い
な
い

ー
ー
ー
次
の
よ
う
な
も
の
を
い
う
。

さ
て
懐
疑
論
、
ま
た
は
懐
疑
的
な
疑
い
の
方
法
と
は
、
自
分
自
身

に
疑
惑
を
抱
き
、
所
持
し
て
い
る
認
識
を
前
も
っ
て
再
度
熟
考
し
、

そ
う
し
て
そ
れ
を
完
全
な
確
実
性
へ
と
至
ら
し
め
よ
う
と
す
る
も

の
で
、
こ
れ
は
理
性
の
カ
タ
ル
ク
テ
イ
コ
ン
穴
巳
F
R
E
－8口
、
す

な
わ
ち
最
高
の
浄
化
手
段
で
あ
る
。
こ
れ
は
で
き
る
限
り
多
く
の

誤
謬
を
防
ぎ
、
人
聞
を
よ
り
い
っ
そ
う
の
探
求
へ
と
導
く
も
の
で
、

事
柄
の
真
理
へ
［
・
・
］
達
す
る
方
途
で
あ
る
。
（
M
M
弓
N
C
∞）
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以
上
の
よ
う
に
、
ド
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
（
ド
グ
マ
的
方
法
）
と
懐
疑
論

（
懐
疑
的
方
法
）
は
、
手
持
ち
の
哲
学
的
認
識
・
命
題
に
関
す
る
相
異

な
る
態
度
と
し
て
理
解
さ
れ
、
確
実
性
・
真
理
の
探
求
と
い
う
観
点
か

ら
し
て
特
に
後
者
が
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
。
こ
れ
が
六

0
年
代
、
『
ブ

ロ
ン
ベ
ル
ク
論
理
学
』
の
時
点
で
の
カ
ン
ト
の
方
法
論
的
立
場
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
伝
統
的
な
一
一
項
対
立
が
踏
襲
さ
れ
て
お
り
、
「
批
判
」
の
語
は
、

記
述
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
概
念
の
内
容
規
定
か
ら
い
っ
て
も
占
め
る

べ
き
位
置
を
持
た
な
い
。

た
だ
し
、
確
実
性
・
真
理
の
探
求
と
い
う
近
世
哲
学
の
共
通
課
題
の

受
け
止
め
方
を
見
れ
ば
、
や
が
て
カ
ン
ト
が
こ
う
し
た
「
懐
疑
」
（
と

い
う
語
）
の
立
場
を
踏
み
越
え
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
理
由
の
一
端
も
、

こ
こ
に
同
時
に
う
か
が
い
知
れ
な
く
も
な
い
。
上
の
『
ブ
ロ
ン
ベ
ル
ク

論
理
学
』
等
の
記
述
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
哲
学
（
・

形
而
上
学
）
に
お
い
て
「
騎
れ
る
ド
グ
マ
テ
イ
ス
ト
」
を
こ
そ
斥
け
る

べ
き
相
手
と
見
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
懐
疑
論
も
、
論
駁
・
否
定
さ

れ
る
べ
き
対
象
と
し
て
よ
り
は
、
真
理
探
究
の
方
法
・
手
段
に
関
わ
る

肯
定
面
に
お
い
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
何
ら
か
の
認

識
を
積
極
的
な
主
張
と
し
て
語
る
「
方
法
」
の
た
め
に
は
、
い
わ
ゆ
る

判
断
保
留
を
基
軸
と
す
る
よ
う
な
「
懐
疑
」
で
は
、
語
の
成
り
立
ち
か

ら
し
て
も
十
分
に
は
意
を
尽
く
し
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

現
に
一
七
七
五
年
の
『
哲
学
的
百
科
事
典
』
で
は
こ
う
し
た
推
定
を

裏
づ
け
る
か
の
よ
う
な
展
開
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、

枠
組
自
体
は
旧
来
の
二
項
対
立
に
拠
り
な
が
ら
も
、
以
下
の
よ
う
に
「
懐

疑
的
方
法
」
の
内
実
を
別
の
語
ー
ー
ー
す
な
わ
ち
「
批
判
」
ー
ー
に
よ
っ

て
説
明
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

ド
グ
マ
的
方
法
と
は
主
張
す
る
方
法
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
当
然

的
に
確
実
で
あ
る
よ
う
な
認
識
の
も
と
で
の
み
与
え
ら
れ
る
。

［：・・・・］

大
い
に
真
理
の
仮
象
［
見
か
け
」
を
持
ち
、
そ
の
た
め
ド
グ
マ
的

で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
諸
認
識
の
一
部
門
が
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
古
人
が
夙
に
洞
察
し
て
い
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
懐

疑
的
方
法
は
批
判

E
O
P
E－
ハ
を
目
的
と
す
る
。
こ
う
し
た
諸
認

識
に
矛
盾
点
を
呈
示
す
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
諸
認
識

に
お
い
て
確
実
性
へ
と
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
凶
凶
ロ
ハ
N
∞）

カ
ン
ト
に
し
た
が
え
ば
「
ド
グ
マ
」
と
は
｜
｜
「
構
成
に
基
づ
く
」

理
性
認
識
と
し
て
の
「
数
学
的
認
識
」
に
対
し
て
｜
｜
｜
「
概
念
に
基
づ
」

く
「
必
当
然
的
に
確
実
で
あ
る
理
性
認
識
」
で
あ
り
（
〈
包
・
凶
u
Q
M
N
3
、

上
述
の
よ
う
に
、
哲
学
（
・
形
而
上
学
）
は
そ
の
「
概
念
」
の
性
質
上
、

当
初
は
こ
れ
を
持
た
な
い
。
そ
の
た
め
、
哲
学
は
こ
う
し
た
「
ド
グ
マ
」

が
確
立
さ
れ
る
ま
で
は
「
ド
グ
マ
的
方
法
」
を
有
効
に
用
い
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
方
法
を
未
だ
ド
グ
マ
な
ら
ぬ
認

識
に
即
し
て
越
権
的
に
用
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
は
「
ド

グ
マ
テ
イ
ズ
ム
」
へ
と
陥
る
こ
と
と
な
る
（
3
3

し
た
が
っ
て
問
題
は
、
い
か
に
ド
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
を
回
避
し
つ
つ
ド

グ
マ
の
確
立
に
至
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
カ
ン
ト
は
、

そ
の
方
法
を
考
え
る
枠
組
に
つ
い
て
は
依
然
《
ド
グ
マ
ー
懐
疑
》
の
一
一

項
対
立
に
拠
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
｜
｜
『
批

判
』
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
l
論
を
想
わ
せ
る
よ
う
な
ー
ー
ー
か
な
り
踏
み
込
ん

だ
理
解
を
示
し
て
い
る
。
引
用
に
あ
る
通
り
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
「
懐



カントの〈批判的方法〉再考

疑
的
方
法
」
の
目
的
を
「
批
判
」
と
し
、
そ
の
た
め
の
具
体
的
手
法
と

し
て
、
ド
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
の
淵
源
た
る
見
せ
か
け
の
諸
認
識
に
そ
の
「
矛

盾
点
を
呈
示
」
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
カ
ン
ト

は
ま
た
、
「
懐
疑
的
方
法
は
そ
れ
ゆ
え
思
弁
的
諸
認
識
に
は
是
非
と
も

欠
か
せ
な
い
。
た
だ
し
そ
れ
は
懐
疑
的
哲
学
と
は
区
別
さ
れ
る
」

（
凶
出
M
N∞
）
と
も
二
一
日
う
。
方
法
意
識
の
強
ま
り
と
併
せ
て
、
「
主
義
（
論
・

哲
学
）
」
と
「
方
法
」
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と

も
注
目
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、
懐
疑
的
方
法
に
よ
っ
て
「
矛
盾
点

を
呈
示
」
す
る
こ
と
が
、
な
ぜ
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
ド
グ
マ
の
確
立

に
繋
が
る
の
か
に
つ
い
て
は
依
然
不
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
『
哲
学
的
百

科
事
典
』
の
記
述
の
う
ち
、
一
連
の
《
ド
グ
マ
》
理
解
は
、
『
批
判
』

以
降
に
も
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
な
ま
と
ま
り
を

示
し
て
い
る
が
吉
区
・
〉
お
雪
国
、
S
F
凶凶円ぐ

jug－
）
、
《
ド
グ
マ
ー
懐
疑

ー
批
判
》
と
い
う
三
幅
対
は
依
然
萌
芽
的
な
も
の
で
あ
り
、
「
批
判
的

方
法
」
が
旧
来
の
二
項
に
対
し
て
｜
｜
「
批
判
」
固
有
の
意
味
を
伴
っ

て
｜
｜
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

い
っ
た
い
カ
ン
ト
は
「
批
判
」
と
い
う
語
を
ど
こ
か
ら
汲
み
取
り
、

ど
の
よ
う
な
理
解
か
ら
こ
れ
を
「
ド
グ
マ
」
と
「
懐
疑
」
の
両
項
に
対

す
る
第
三
一
の
項
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
と
な
る
の
か
。
そ
れ
が
（
ア

ン
チ
ノ
ミ
l
等
の
）
思
想
内
容
の
熟
成
と
歩
み
を
共
に
し
て
い
る
こ
と

は
引
用
の
記
述
な
ど
か
ら
も
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、
し
ば
し
ば
言
わ
れ

て
き
た
よ
う
に
、
対
立
す
る
こ
者
を
第
三
の
立
場
か
ら
調
停
す
る
と
い

う
発
想
は
処
女
作
以
来
の
カ
ン
ト
の
思
索
の
性
向
で
も
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
「
批
判
」
を
単
な
る
レ
ッ
テ
ル
と
し
て
理
解
す
る
の
で
な
い
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限
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
当
の
｜
｜
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
、
六
0

年
代
か
ら
七
0
年
代
に
か
け
て
の
少
な
か
ら
ぬ
変
動
・
試
行
錯
誤
の
末

に
形
成
さ
れ
た
は
ず
の
｜
｜
言
葉
に
即
し
た
概
念
的
把
握
・
規
定
は
不

可
欠
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
次
節
で
は
、
改
め
て
「
批
判
」
の
語
に

焦
点
を
絞
り
、
そ
の
受
容
の
文
脈
と
固
有
の
意
味
連
関
に
迫
る
こ
と
と

す
る
。

「
ド
ク
卜
リ
ン
と
批
判
と
は
互
い
に
区
別
さ
れ
る
」

｜
｜
｜
「
批
判
」
の
語
の
出
自
と
位
置
づ
け

「
批
判
」
の
語
が
一
八
世
紀
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
一
種
の

流
行
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
今
日
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
危
機

F
．
広
。
」
や
「
基
準
穴
司

∞0
℃

ω同
ω丹
。
、
引
き
離
す
吉

5
2
E
R、
区
別
す
る
全
住
口
問
呂
田
町
」
な
ど
の

意
を
持
つ
ギ
リ
シ
ア
語
の
動
詞
吾
ぞ

ε
に
遡
り
（
4
）
、
古
く
か
ら
医
学
、

法
学
、
文
献
学
、
哲
学
な
ど
多
く
の
分
野
に
跨
っ
て
用
い
ら
れ
て
き
た

語
で
あ
る
が
、
下
っ
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
古
典
文
献
・
教
典
批
判
が

他
分
野
に
も
転
用
さ
れ
る
な
か
で
一
般
化
し
、
啓
蒙
期
に
至
っ
て
そ
の

時
代
精
神
を
体
現
す
る
言
葉
の
一
つ
と
し
て
特
に
頻
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
（
5
）
。
そ
の
意
味
で
『
批
判
」
序
文
に
見
ら
れ
る
「
わ
れ
わ
れ
の

時
代
は
批
判
の
本
来
の
時
代
で
あ
る
」
（
〉
出
〉
D
E－L
m
－M
〈
自
民
月
ゆ

凶
同
〈
呂
町
中
0
・
）
と
い
う
言
葉
は
、
こ
う
し
た
同
時
代
的
な
了
解
に
連

な
り
つ
つ
そ
れ
を
さ
ら
に
先
鋭
化
す
る
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
一
八
世

紀
後
半
の
カ
ン
ト
の
歴
史
的
位
置
を
的
確
に
一
不
す
も
の
と
言
え
る
。

も
っ
と
も
、
そ
こ
か
ら
当
の
カ
ン
ト
の
「
批
判
」
の
出
所
へ
と
視
線

を
転
じ
る
と
に
わ
か
に
見
通
し
が
き
き
に
く
く
な
る
。
上
の
よ
う
な
当
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時
の
共
通
了
解
に
拠
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
、
『
批
判
』
に
も
公
刊

著
作
に
も
具
体
的
な
記
述
は
見
ら
れ
ず
、
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
従
来
、

断
片
的
な
記
述
を
も
と
に
し
ば
し
ば
言
わ
れ
て
き
た
の
は
、
文
献
学
的

批
評
や
当
時
新
た
に
興
っ
た
美
学
的
批
評
と
の
関
連
で
あ
る
（
6

）

O

し
か
し
、
こ
れ
は
い
さ
さ
か
ミ
ス
リ
l
デ
イ
ン
グ
な
説
明
か
と
思
わ

れ
る
。
前
節
と
同
様
六

0
1七
0
年
代
の
講
義
録
に
見
ら
れ
る
多
少
な

り
と
も
ま
と
ま
っ
た
記
述
を
見
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
広
義
の
｜
｜
修
辞

学
も
含
む
よ
う
な
意
味
で
の
｜
｜
論
理
学
を
背
景
と
す
る
も
の
と
考
え

る
方
が
実
状
に
適
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
ブ
ロ
ン
ベ
ル
ク
論
理
学
』

年
代
前
半
）
の
次
の
用
例
で
あ
る
。

（六
O

オ
ル
ガ
ノ
ン
た
る
論
理
学
は
、
既
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
学
識
に

規
則
を
指
し
示
す
岡
山
om巳
ロ
〈
2
2宵
2
σ
g
こ
と
が
で
き
る
か

［
：
：
：
］
、
ま
た
は
、
学
識
へ
と
達
し
う
る
規
則
を
指
し
示
す
こ
と

が
で
き
る
か
［
：
：
：
］
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
論
理
学
は
す
べ
て

ド
グ
マ
的
で
は
な
く
批
判
的
内
号
宮
町
で
あ
る
。
（
凶
出
〈
N
Cゆ
〈

m

－

凶
リ
ロ
〈
N
A
Y

ロ
ω
H
C岨

gdそ・）

「
批
判
的
」
と
い
う
語
は
こ
こ
で
、
「
ド
グ
マ
的
」
と
の
対
比
に
お
い

て
、
「
論
理
学
」
の
説
明
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
問
題
は
そ
の

際
の
「
批
判
的
」
と
い
う
事
柄
の
内
実
、
お
よ
び
「
ド
グ
マ
的
」
と
の

対
比
の
ポ
イ
ン
ト
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
「
規
則
を
指
し

示
す
」
と
い
う
記
述
が
目
を
引
く
と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
と
「
批
判
（
的
こ

の
語
と
の
関
連
は
は
っ
き
り
と
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
る
に
こ
の
点
は
、
一
七
七
二
年
の
『
フ
ィ
リ
ッ
ピ
論
理
学
』
に

お
い
て
、
「
美
学
」
と
「
論
理
学
」
の
異
同
を
説
明
す
る
次
の
よ
う
な

記
述
の
な
か
で
改
め
て
明
確
に
一
不
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

感
性
的
な
も
の
の
評
定
の
規
則
を
講
述
す
る
任
。
慰
問
。
吉
号
円

∞g『

F
o
－－g
m
骨
三
E
B
－R
F
g
g号。
m
g
批
判
が
美
学
で
あ
る
。

悟
性
の
評
定
の
規
則
を
講
述
す
る
批
判
が
論
理
学
で
あ
る
（
同
出
〈

ω品
kp
〈

m－
凶
凶
円
ぐ

ωH
吋・）

こ
こ
か
ら
「
批
判
」
は
、
ひ
と
ま
ず
、
「
評
定
の
規
則
を
講
述
す
る
」

こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
批
判
」
と
は
、
扱
う
認
識
の
種

類
に
応
じ
て
（
狭
義
の
）
論
理
学
な
り
美
学
（
的
批
評
）
と
同
一
視
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
を
間
わ
ず
そ
の
認
識
に
対
し
て
上
の
よ

う
な
態
度
を
と
る
こ
と
に
お
い
て
そ
う
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
（
語
の

出
所
が
「
広
義
の
」
論
理
学
と
推
定
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
）
（
7

）

O

以
上
を
踏
ま
え
て
先
の
『
ブ
ロ
ン
ベ
ル
ク
論
理
学
』
の
記
述
に
戻
れ

ば
、
「
既
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
学
識
に
規
則
を
指
し
示
す
」
と
は
、

ま
さ
し
く
「
批
判
（
的
）
」
の
特
色
で
あ
り
、
こ
の
語
は
ま
ず
こ
う
し

た
態
度
・
姿
勢
に
関
し
て
「
ド
グ
マ
（
的
こ
と
対
照
を
な
す
も
の
と

言
え
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
前
節
に
見
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に

お
い
て
「
ド
グ
マ
」
と
は
《
概
念
に
基
づ
く
必
当
然
的
に
確
実
な
認
識
》

を
い
い
、
「
ド
グ
マ
的
」
と
は
そ
う
し
た
認
識
（
と
場
合
に
よ
っ
て
は

取
り
違
え
ら
れ
て
い
る
も
の
）
を
出
発
点
に
し
て
、
い
わ
ば
前
進
的
に

論
証
を
進
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
「
批
判
（
的
）
」

と
は
所
与
の
認
識
か
ら
い
わ
ば
遡
行
的
に
そ
の
規
則
へ
と
向
か
う
も
の



と
捉
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

実
際
、
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
自
身
、
『
フ
ィ
リ
ッ
ピ
論
理
学
』
の
序

論
で
「
論
理
学
」
を
規
定
す
る
際
に
、
「
批
判
」
と
「
ド
ク
ト
リ
ン
」

と
い
う
語
の
対
比
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
な
形
で
言
っ
て
い
る
。

普
通
の
健
全
な
理
性
の
論
理
学
は
、
［
・
・
］
学
的
理
性
の
論
理

学
と
は
区
別
さ
れ
る
。
前
者
は
そ
の
規
則
を
具
体
的
な
諸
命
題
か

ら
、
経
験
か
ら
講
述
し
、
後
者
は
そ
れ
を
普
遍
的
諸
根
拠
か
ら
一
不

す
。
前
者
は
批
判
（
リ
号
尽
に
他
な
ら
ず
、
後
者
は
ド
ク
ト
リ
ン
で

あ
る
。
（
M
U〈同〈
ω
同点）

カントの〈批判的方法〉再考

規
則
へ
と
「
具
体
的
な
諸
命
題
か
ら
、
経
験
か
ら
」
向
か
う
「
批
判
」

と
、
「
普
遍
的
諸
根
拠
か
ら
」
向
か
う
「
ド
ク
ト
リ
ン
」
の
対
比
が
、

先
の
「
批
判
的
」
と
「
ド
グ
マ
的
」
の
対
比
と
重
な
る
と
い
う
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
こ
と
も
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
「
批
判
」

と
は
、
所
与
の
認
識
ー
ー
ー
感
性
的
で
あ
れ
悟
性
的
で
あ
れ
ー
ー
ー
か
ら
直

ち
に
新
た
な
認
識
へ
と
向
か
う
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
一
旦
立
ち
止

ま
っ
て
そ
の
規
則
・
基
準
を
問
う
こ
と
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

は
同
時
期
の
一
七
七
二
／
七
三
年
冬
学
期
の
人
間
学
講
義
に
基
づ
く

『
コ
リ
ン
ズ
人
間
学
』
に
お
い
て
、
「
趣
味
の
批
判
」
と
い
う
こ
と
に
即

し
て
語
ら
れ
て
い
る
次
の
よ
う
な
言
葉
か
ら
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き

る。
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批
判
（
リ
岳
貯
と
は
所
与
の
対
象
に
お
け
る
価
値
の
研
究

巴
E
R
E各
自
問
で
あ
る
。
ド
ク
ト
リ
ン
と
は
、
何
か
美
し
い
も
の

を
産
み
出
す
仕
方
の
教
示
巴

E
2
5
5口
問
で
あ
る
。
（
凶
凶
〈

5
P

〈mF
凶
凶
〈
ω∞印・）

「
批
判
」
の
こ
う
し
た
基
準
探
求
の
態
度
が
、
真
理
・
確
実
性
の
探

究
と
い
う
課
題
に
と
っ
て
、
「
懐
疑
」
よ
り
な
お
一
歩
進
ん
だ
方
法
理

解
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
い
ま
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
に
よ
り
真
理
の
探
求
方
法
は
『
批
判
』
以
降
ー
ー
だ

l
リ
ッ
ツ
論

理
学
』
（
一
七
八
九
年
）
を
一
例
と
し
て
引
け
ば
ー
ー
ー
次
の
よ
う
に
《
ド

グ
マ
B

懐
疑
ー
批
判
》
の
三
幅
対
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ド
グ
マ
的
思
考
様
式
の
格
率
、
懐
疑
的
思
考
様
式
の
格
率
が
存
す

る
。
中
間
的
な
も
の
が
批
判
的
思
考
様
式
で
あ
り
、
つ
ま
り
あ
る

も
の
を
し
ば
ら
く
疑
い
の
余
地
あ
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
お
い

て
、
そ
の
後
完
全
な
確
実
性
に
至
る
。
第
一
の
手
続
き
は
、
若
干

の
仮
象
し
か
手
に
し
て
い
な
い
場
合
に
は
あ
ら
ゆ
る
誤
謬
を
野
放

し
に
す
る
も
の
な
の
で
、
学
に
と
っ
て
非
常
に
有
害
で
あ
る
。

［
：
：
：
］
懐
疑
的
方
法
は
批
判
的
方
法
に
非
常
に
役
立
つ
、
す
な

わ
ち
、
何
ら
か
の
真
理
が
想
定
さ
れ
る
場
合
、
反
対
者
の
立
場
に

自
ら
を
置
き
、
そ
こ
で
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
根
拠
を
探
究
し
、
そ
の

命
題
を
覆
し
、
そ
う
し
て
真
理
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。
（
凶
一
円
円
〈
印
印
吋
唱
〈
m
－－
u
ハM
H〈∞∞日・）

与
え
ら
れ
た
認
識
か
ら
直
ち
に
論
証
を
進
め
る
の
で
は
な
く
、
確
実

な
認
識
・
真
理
に
至
る
た
め
に
、
一
旦
そ
の
真
理
妥
当
を
中
断
し
て
お

き
、
そ
の
上
で
妥
当
性
の
基
準
を
解
明
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
の
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周
知
の
｜
｜
あ
る
意
味
当
た
り
前
と
も
思
わ
れ
る
｜
｜
方
法
理
解
で
は

あ
る
が
、
と
は
い
え
、
そ
の
こ
と
を
「
批
判
」
の
語
に
よ
っ
て
捉
え
る

た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
背
景
と
意
味
連
関
を
持
つ
語
を
ま
と

め
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
カ
ン
ト
の
そ
う
し
た
概
念
規
定
の
歩
み
は
以

上
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

実
際
、
そ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
ド
グ
マ
確
立
の
方
法
と
し
て
の
「
批

判
」
理
解
は
、
「
批
判
」
と
「
ド
ク
ト
リ
ン
」
と
い
う
ー
ー
ー
上
の
『
フ
イ

リ
ッ
ピ
論
理
学
』
お
よ
び
『
コ
リ
ン
ズ
人
間
学
』
に
見
ら
れ
た
ー
ー
も

う
ひ
と
つ
の
対
比
と
相
侠
っ
て
、
理
論
・
体
系
構
成
を
も
そ
の
射
程
内

に
収
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ド
ク
ト
リ
ン
」
と
は
、

『
フ
ィ
リ
ッ
ピ
論
理
学
』
の
「
方
法
論
」
で
の
説
明
に
し
た
が
え
ば
、
「
ド

グ
マ
的
な
諸
真
理
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
学
」
へ
と
向
か
う
次
の
よ
う

な
系
列
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

a
・
ド
ク
ト
リ
ン
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
認
識
と
学
説
の
連
関
。

b
・
デ
イ
シ
プ
リ
ン
と
は
こ
の
連
関
が
あ
る
方
法
へ
と
も
た
ら
さ

れ
る
場
合
。

c
・
学
と
は
そ
う
し
た
方
法
に
し
た
が
っ
て
認
識
が
完
全
に
仕
上

げ
ら
れ
る
場
合
。

（

M
Uハ
口
、
仏
∞
ωリ
〈

mu－
vハ
凶
円
〈
Nmw
一
戸
凶
凶
同
〈
岱
（
）
C

リ
V
ハ
凶
同
〈
、
吋
h
H
w
u
g
g・）

以
上
か
ら
し
て
「
学
と
は
完
全
な
デ
イ
シ
プ
リ
ン
で
あ
り
」
、
そ
し

て
こ
の
意
味
で
「
ド
ク
ト
リ
ン
と
批
判
と
は
互
い
に
区
別
さ
れ
る
」

（
E
E。
つ
ま
り
、
「
批
判
的
」
と
「
ド
グ
マ
的
」
の
対
に
お
い
て
は
、

あ
る
ひ
と
つ
の
認
識
・
命
題
に
関
す
る
態
度
が
対
立
軸
と
な
っ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
「
批
判
」
と
「
ド
ク
ト
リ
ン
」
と
い
う
こ
と
で
は
、
あ

る
認
識
を
ド
グ
マ
と
し
て
打
ち
立
て
る
た
め
の
一
連
の
方
法
と
、
ド
グ

マ
と
し
て
確
立
さ
れ
た
認
識
の
体
系
的
連
関
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
ひ
と
た
び
「
批
判
」
を
経
て
確
立
さ
れ
た
ド
グ
マ
は
、
そ

こ
で
改
め
て
「
ド
グ
マ
的
方
法
」
に
よ
る
体
系
化
の
途
に
つ
く
。
そ
し

て
そ
れ
が
「
完
全
に
仕
上
げ
ら
れ
」
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
「
学
」
を

持
つ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
8

）

O

ま
さ
に
こ
う
し
た
論
理
学
的
な
方
法
・
学
問
理
解
は
、
体
系
構
成
上

の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
そ
の
形
式
の

一
般
性
に
よ
っ
て
、
『
批
判
』
の
方
法
・
学
問
構
想
と
も
対
応
・
通
底

す
る
も
の
で
あ
る
。
《
ド
グ
マ
’
懐
疑
ー
批
判
》
と
い
う
「
方
法
」
に

つ
い
て
の
三
幅
対
は
、
『
批
判
』
で
は
特
に
そ
の
超
越
論
的
弁
証
論
に

お
い
て
、
旧
来
の
特
殊
形
而
上
学
、
す
な
わ
ち
合
理
的
心
理
学
・
合
理

的
宇
宙
論
・
合
理
的
神
学
そ
れ
ぞ
れ
の
独
断
的
主
張
を
吟
味
す
る
た
め

の
手
順
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
超
越
論
的
方
法
論
で
は
、

そ
う
し
た
「
批
判
」
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
を
「
超

越
論
哲
学
」
へ
と
展
開
さ
せ
る
た
め
の
枠
組
と
し
て
、
や
は
り
こ
の
三

幅
対
、
ひ
い
て
は
《
ド
ク
ト
リ
ン
’
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
。
学
》
の
系
列
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
独
断
的
形
而
上
学
を
斥
け
定
説
的
形
而

上
学
の
建
設
へ
向
か
う
「
純
粋
理
性
の
批
判
」
か
ら
「
超
越
論
哲
学
」

へ
の
カ
ン
ト
歩
み
は
、
一
般
的
に
は
、
ド
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
を
回
避
し
つ

つ
（
懐
疑
を
経
て
）
「
批
判
的
方
法
」
に
よ
り
ド
グ
マ
を
確
立
し
、
そ

の
上
で
改
め
て
｜
｜
《
ド
ク
ト
リ
ン
E

デ
ィ
シ
プ
リ
ン
’
学
》
の
系
列

に
即
し
て
i
｜
「
ド
グ
マ
的
方
法
」
に
よ
っ
て
学
の
体
系
の
展
開
へ
と

向
か
う
い
と
な
み
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。



さ
て
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
「
批
判
」
の
哲
学
・
形
而
上

学
に
お
け
る
意
義
で
あ
る
。
以
上
の
限
り
で
は
、
「
批
判
」
と
は
認
識

一
般
に
つ
い
て
言
わ
れ
う
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
カ
ン
ト
が
特

に
そ
の
必
要
を
い
う
の
は
、
哲
学
、
そ
れ
も
何
よ
り
形
而
上
学
に
関
し

て
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
と
き
そ
の
ド
グ
マ
の
規
則
・
基
準
は
ど
こ
に

求
め
ら
れ
る
の
か
。
何
を
以
っ
て
「
批
判
哲
学
」
は
そ
う
呼
ば
れ
う
る

の
か
。
最
後
に
こ
の
こ
と
を
、
や
は
り
カ
ン
ト
自
身
に
よ
る
こ
の
語
の

説
明
に
即
し
て
見
る
と
し
よ
う
。

「
主
体
に
即
し
て

g
u
－oozco
哲
学
す
る
」

｜
｜
「
批
判
哲
学
」
の
基
本
性
格

カントの〈批判的方法〉再考

カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
形
成
は
通
例
一
七
七

O
年
の
『
可
感
界
と
可

想
界
の
形
式
と
原
理
』
か
ら
一
七
八
一
年
の
『
批
判
』
第
一
版
ま
で
の

期
間
｜
｜
主
に
「
超
越
論
的
観
念
論
」
と
い
う
思
想
の
熟
成
期
ー
ー
に

求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
既
述
の
通
り
、
こ
こ
で
の
関
心
は
「
批
判
哲

学
」
の
名
を
冠
し
て
語
ら
れ
る
思
想
内
容
の
発
展
史
的
叙
述
で
は
な
く
、

「
批
判
」
お
よ
び
「
批
判
哲
学
」
の
語
そ
の
も
の
の
受
容
・
形
成
過
程

の
探
索
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
と
き
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の

は
、
早
く
も
一
七
六

0
年
代
前
半
の
『
ブ
ロ
ン
ベ
ル
ク
論
理
学
』
に
見

ら
れ
る
次
の
よ
う
な
叙
述
で
あ
る
。

そ
の
序
論
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
哲
学
史
に
触
れ
、
特
に
当
時
の
哲
学

動
向
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
わ
れ
わ
れ

の
哲
学
の
努
力
は
す
べ
て
」
、
「
ド
グ
マ
的
」
で
あ
る
か
「
批
判
的
」
で

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
「
こ
の
批
判
的
哲
学
者
円

5
5
5
3
ξ
g
B
g

の
う
ち
で
は
ロ
ッ
ク
が
特
に
賞
賛
に
値
す
る
。
し
か
る
に
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
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ま
た
一
般
に
ド
イ
ツ
人
は
、
方
法
的
哲
学

2
5
Z
2
Z任
E
F
O

B
戸。由。

B
5
を
有
す
る
」
。
そ
し
て
、
「
い
ま
や
つ
い
に
大
勢
と
し
て
批

判
哲
学

E
0
2
5♀
0
3口
。
由
。
吾
弓
が
活
発
化
し
て
お
り
、
そ
の
点
で

の
最
大
の
功
積
は
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
に
あ
」
り
、
「
お
お
よ
そ
ド
グ
マ

的
方
法
は
、
い
か
な
る
学
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
ひ
と
し
な
み
に
廃
れ

て
い
る
。
道
徳
で
す
ら
も
は
や
ド
グ
マ
的
に
で
は
な
く
、
ま
す
ま
す
批

判
的
内
昌
広
島
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
」
（
同
凶
円
〈

ω吋）。

従
来
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
カ

ン
ト
に
お
け
る
「
批
判
哲
学
」
の
語
の
最
初
期
の
用
法
で
あ
る
。
真
理
・

確
実
性
探
究
の
方
法
に
関
わ
る
《
ド
グ
マ
懐
疑
》
の
二
項
対
立
と
は

独
立
に
、
「
哲
学
」
の
方
法
に
関
し
て
《
ド
グ
マ
ー
批
判
》
と
い
う
対

比
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
こ
で
「
批
判
哲
学
」
が
ー
ー

カ
ン
ト
独
自
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
ー
ー
さ
し
あ
た
り
ロ
ッ
ク
を
代
表

と
す
る
イ
ギ
リ
ス
哲
学
の
立
場
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
特
に

目
を
引
く
。

で
は
、
こ
の
場
合
、
カ
ン
ト
は
何
を
も
っ
て
哲
学
を
「
批
判
的
」
と

言
う
の
か
。
下
っ
て
一
七
七
二
年
の
『
フ
ィ
リ
ッ
ピ
論
理
学
』
の
序
論

で
は
、
同
じ
両
項
が
次
の
よ
う
に
対
比
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

彼
［
ヴ
ォ
ル
フ
］
は
す
べ
て
を
ド
グ
マ
的
に
決
定
し
、
す
べ
て
を

定
義
し
す
べ
て
を
不
可
疑
の
も
の
と
み
な
し
た
こ
と
で
、
理
性
に

大
い
に
不
利
益
を
も
た
ら
し
た
。
彼
は
哲
学
が
数
学
的
方
法
で
で

き
る
と
信
じ
、
実
際
に
ま
た
そ
れ
を
採
り
入
れ
た
の
だ
っ
た
。

ロ
ッ
ク
は
と
り
わ
け
、
人
間
の
全
認
識
の
起
源
と
そ
の
制
限
を
発

生
的

m
g呂
田
与
に
見
つ
け
だ
す
こ
と
に
つ
と
め
た
人
で
あ
る
。
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彼
は
主
体
［
基
体
］
に
即
し
て

E
S
R
C
5
哲
学
し
た
。
（
凶
出
〈

ωω
印
）

ヴ
ォ
ル
フ
と
ロ
ッ
ク
を
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
代
表
と
し
て
、
こ
こ
で

は
、
定
義
か
ら
出
発
し
て
論
証
に
向
か
う
数
学
的
方
法
と
、
認
識
を
そ

の
起
源
に
遡
っ
て
限
界
づ
け
る
発
生
的
手
法
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。

数
学
的
・
ド
グ
マ
的
方
法
の
無
批
判
な
使
用
か
ら
生
じ
る
ド
グ
マ
テ
イ

ズ
ム
を
斥
け
る
こ
と
が
カ
ン
ト
の
哲
学
的
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
見

て
も
、
こ
れ
ら
の
記
述
に
際
し
て
カ
ン
ト
が
「
認
識
の
起
源
と
そ
の
制

限
」
を
問
題
す
る
ロ
ッ
ク
の
側
に
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず

言
っ
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
そ
う
す
る
と
問
題
と
な
る
の
は
、
ロ
ッ
ク
に
よ
る
「
批
判
」

の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
例
え
ば
上
の
『
フ
ィ
リ
ッ
ピ
論
理
学
』
の
「
発

生
的

m
g注
目
巴
と
い
う
｜
｜
「
経
験
論
」
の
立
場
を
指
す
か
の
よ
う

な
｜
｜
一
一
一
一
口
葉
は
、
『
批
判
』
第
一
版
序
文
の
官
頭
部
で
カ
ン
ト
が
ロ
ッ

ク
の
「
自
然
学
呂
志
5
Z担
。
」
を
「
系
譜
学

oggzmFO」
（
〉
同
）

と
呼
び
、
ド
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
を
斥
け
る
の
に
不
十
分
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
『
批
判
』
以
前
の
未
成
熟
な
思
想
の
表
現
と
も
取
れ
る
。

し
か
し
、
他
方
で
、
こ
う
し
た
「
純
粋
悟
性
概
念
」
の
出
自
を
め
ぐ
る

（
ロ
ッ
ク
と
は
異
な
る
）
カ
ン
ト
独
自
の
理
解
が
、
既
に
こ
の
時
期
に

認
め
ら
れ
る
こ
と
も
書
簡
等
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
吉
区
－

M
Z
C）
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
の
対
比
軸
が
《
ド
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
と
経
験
論
》
と
は

別
の
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
い
る
と
の
理
解
も
成
り
立
ち
う
る
。

こ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
先
の
引
用
末
尾
の
「
彼
は
主
体
に
即

し
て
∞
己
主
25HO
哲
学
し
た
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
カ

ン
ト
は
、
ロ
ッ
ク
の
方
法
を
も
う
一
方
で
、
「
田
口

ε
2
5
0」
と
い
う
ラ

テ
ン
語
の
副
詞
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
の
論
理

学
・
形
而
上
学
に
発
す
る
こ
の
術
語
が
ー
ー
ー
デ
カ
ル
ト
的
な
物
心
の
区

別
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
｜
｜
「
主
観
的
」
と
い
う
意
味
で
「
客
観
的
」

の
語
と
二
元
論
的
に
対
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
八
世
紀
後
半
の

こ
の
時
期
の
こ
と
で
あ
り
（
9
）
、
と
り
わ
け
『
批
判
」
で
の
カ
ン
ト
の

用
法
は
後
世
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
が
、
こ
こ
で
の
そ

れ
は
さ
し
あ
た
り
、
領
域
を
二
元
的
に
分
か
つ
そ
う
し
た
近
代
的
な
用

法
よ
り
は
、
考
察
の
観
点
に
関
わ
る
旧
来
の
用
法
に
よ
り
近
し
い
（
そ

れ
ゆ
え
ひ
と
ま
ず
「
主
体
に
即
し
て
」
と
訳
し
た
）
。

こ
の
語
を
用
い
た
説
明
は
、
同
じ
『
フ
ィ
リ
ッ
ピ
論
理
学
』
で
次
の

よ
う
に
よ
り
詳
し
く
展
開
さ
れ
る
。

ロ
ッ
ク
は
悟
性
に
道
を
拓
く
の
に
、
何
に
も
ま
し
て
重
要
な
歩
み

を
踏
み
出
し
た
。
彼
は
ま
っ
た
く
新
し
い
基
準
を
告
知
し
た
。
彼

は
主
体
に
即
し
て
∞
ロ

εσ
の

彼
以
前
の
人
は
み
な
対
象
に
関
し
て
。
σ」0
。

の
、
だ
つ
た

O

ロ
ッ
ク
は
概
念
の
由
来
、
素
性
お
よ
び
起
源
を
た
ず

ね
る
。
彼
の
論
理
学
は
ド
グ
マ
的
で
は
な
く
批
判
的
で
あ
る
。
ヴ
オ

ル
フ
が
問
、
っ
た
の
は
「
霊
魂
と
は
何
か
？
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

ロ
ッ
ク
は
問
う
。
「
ど
こ
か
ら
霊
魂
に
つ
い
て
の
観
念
は
私
の
心

へ
と
や
っ
て
く
る
の
か
？
［
・
］
」
（
凶
凶
宮
山
ω
∞リ
M
M〈
E

H
誌
山
内
）

ヴ
ォ
ル
フ
と
ロ
ッ
ク
の
方
法
の
内
実
は
こ
の
よ
う
に
、
「
ド
グ
マ
的
」
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と
「
批
判
的
」
の
対
比
の
も
と
、
そ
れ
ぞ
れ

F
S
0
2
5
0」
と
「
E
S
R
c
g」

と
い
う
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
前
者
が
単
純
に
「
1
と
は
何
か
」

と
問
う
こ
と
で
直
接
に
対
象
に
向
か
う
の
に
対
し
て
、
後
者
は
問
わ
れ

て
い
る
当
の
対
象
に
つ
い
て
、
そ
の
概
念
の
来
歴
を
「
ど
こ
か
ら
」
と

い
う
よ
う
に
問
い
の
主
体
に
折
り
返
す
形
で
問
う
。
こ
の
と
き

「∞ロ
£
2
5
0」
の
語
は
、
、
玉
観
か
客
観
か
と
い
う
二
者
択
一
に
よ
っ
て

主
観
の
側
に
つ
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
概
念
・

認
識
の
担
い
手
を
主
題
化
す
る
と
い
う
態
度
・
姿
勢
を
指
す
も
の
と
し

て
理
解
さ
れ
る
。
よ
り
端
的
に
は
、
所
与
の
認
識
に
即
し
た
自
己
認
識

と
い
う
事
態
を
こ
の
語
は
指
し
示
す
。

そ
し
て
少
な
く
と
も
こ
う
し
た
理
解
に
関
し
て
は
、
カ
ン
ト
は
『
フ
イ

リ
ッ
ピ
論
理
学
』
か
ら
一
七
八
一
年
の
『
批
判
』
を
経
て
そ
れ
以
降
ま

で
一
貫
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
例
え
ば
一
七
八
三
年
の
も
の
と
さ
れ

る
『
ム
ロ
ン
ゴ
ウ
イ
ウ
ス
形
而
上
学
』
の
記
述
｜
｜
「
批
判
的
方
法
は

命
題
を
対
象
に
関
し
て

$
5
2
5、
な
い
し
内
容
に
関
し
て
検
討
す
る

の
で
は
な
く
、
主
体
に
即
し
て
目

5
5
2
5
検
討
す
る
」
（
凶
凶
日
コ
S

I
l
lに
よ
っ
て
も
確
か
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
意
味
で
の
「
批
判
」

な
い
し
「
批
判
哲
学
」
と
は
、
カ
ン
ト
特
有
の
思
想
的
立
場
と
い
う
よ

り
は
、
カ
ン
ト
が
先
立
つ
ロ
ッ
ク
等
か
ら
ー
ー
そ
の
伝
達
経
路
は
こ
こ

で
は
ひ
と
ま
ず
措
く
が
｜
｜
学
び
（
目
、
そ
し
て
概
念
的
に
規
定
す
る

こ
と
と
な
っ
た
あ
る
姿
勢
で
あ
り
、
思
想
的
立
場
の
違
い
を
越
え
て
広

く
共
有
さ
れ
う
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
『
批
判
』
以
降
、
カ
ン
ト
が
「
純
粋
理
性
の
批
判
」
「
超

越
論
的
批
判
」
「
批
判
主
義
」
と
い
う
よ
う
に
、
自
ら
の
「
批
判
」
の
《
ア

プ
リ
オ
リ
性
》
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
も
一
方
で
確
か
で
あ
る
。
カ
ン

69 

ト
の
そ
う
し
た
「
純
粋
理
性
の
」
批
判
、
「
超
越
論
的
」
批
判
と
い
う

立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
ロ
ッ
ク
の
「
経
験
的
」
な
そ
れ
は
「
事
実
問

題
」
に
関
わ
る
「
自
然
学
」
で
あ
り
（
〈
札
・
〉
只
i
v
ハ
凶
〈
冨
句
。
色
、
「
批

判
」
以
前
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
「
批
判
」
と
は

や
は
り
「
超
越
論
的
批
判
」
た
る
べ
き
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
。

あ
る
意
味
で
は
そ
う
で
あ
る
し
、
別
の
意
味
で
は
必
ず
し
も
そ
う
と

は
限
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
本
論
の
答
え
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
見
て
き

た
よ
う
に
、
「
批
判
」
と
は
、
ド
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
に
陥
る
こ
と
を
回
避

し
つ
つ
定
説
・
学
へ
と
向
か
う
べ
く
、
所
与
の
認
識
の
基
準
を
認
識
者

自
身
に
即
し
て
探
求
す
る
態
度
・
姿
勢
を
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

と
き
カ
ン
ト
は
、
目
指
さ
れ
る
べ
き
哲
学
の
「
ド
グ
マ
」
を
必
当
然
的

に
確
実
な
も
の
、
す
な
わ
ち
「
ア
プ
リ
オ
リ
」
な
も
の
と
捉
え
、
そ
れ

に
応
じ
た
認
識
主
体
（
「
理
性
」
）
理
解
に
し
た
が
っ
て
探
求
を
進
め
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
構
成
に
し
た
が
う
限
り
で
は
、
確
か
に
「
批
判
」
は

「
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
で
あ
る
限
り
で
」
（
国
自
［
強
調
論
者
］
）
わ
れ

わ
れ
の
認
識
様
式
に
関
わ
る
「
超
越
論
的
」
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
上
記
の
よ
う
な
「
ド
グ
マ
」
理
解
、

お
よ
び
そ
れ
に
応
じ
た
「
主
体
」
理
解
に
し
た
が
っ
て
の
こ
と
で
、
そ

の
問
題
構
成
自
体
は
必
ず
し
も
「
批
判
」
の
語
の
本
質
的
契
機
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
｜
｜
『
批
判
』
が
現
に
そ
の
た
め

に
あ
る
よ
う
な
｜
｜
課
題
と
言
う
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
想
定
さ
れ
た
認

識
観
・
主
体
観
の
採
否
は
、
各
人
の
置
か
れ
て
い
る
学
問
状
況
に
即
し

た
「
批
判
」
を
通
じ
て
初
め
て
決
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
「
批
判
」
に
と
っ

て
「
超
越
論
的
批
判
」
は
自
明
の
前
提
で
は
な
い
。
本
論
は
、
カ
ン
ト
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