
9  　

序
文
　
批
評
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
か
？

こ
の
問
い
に
含
ま
れ
る
多
く
の
意
味
は
、
脇
に
の
け
て
お
こ
う
。
そ
れ
ら
の
ひ
と
つ
は
、
批
評
そ
れ
自
体
に
は

ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
出
て
く
る
も
の
だ
。
文
学
批
評
に
つ
い
て
真
剣
に
問
う
て
み
る
と
き
、

私
た
ち
は
自
分
の
問
い
が
何
ら
真
剣
な
も
の
に
つ
い
て
の
問
い
で
は
な
い
と
い
う
印
象
を
抱
い
て
し
ま
う
。
大
学

と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
、
文
学
批
評
の
現
実
の
す
べ
て
を
形
作
っ
て
い
る
。
批
評
と
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
制
度
形

式
の
妥
協
で
あ
る
。
日
々
更
新
さ
れ
る
、
熱
意
に
あ
ふ
れ
、
好
奇
心
に
富
ん
だ
、
つ
か
の
間
の
知
と
、
学
識
豊
か

で
、
永
続
的
な
、
確
実
な
知
が
、
た
が
い
に
出
会
い
、
ど
う
に
か
こ
う
に
か
混
じ
り
合
う
。
文
学
は
確
か
に
批
評

の
対
象
で
あ
る
が
、
批
評
が
文
学
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
批
評
は
文
学
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
様
式
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の
ひ
と
つ
な
の
で
は
な
く
、
大
学
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
自
ら
を
主
張
す
る
表
現
様
式
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
り
、

そ
の
重
要
性
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
強
大
な
力
―
―
一
方
は
静
的
、
他
方
は
動
的
だ
が
、
い
ず
れ
も
明
確
に
方
向
づ

け
ら
れ
組
織
さ
れ
て
い
る
―
―
の
現
実
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
批
評
の
役
割
は
小

さ
な
も
の
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
文
学
を
、
ま
さ
に
同
じ
く
ら
い
重
要

な
種
々
の
現
実
と
関
係
づ
け
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
役
割
と
は
、
仲
介
の
役
割
で
あ
ろ
う
。
批
評
家
と
は
、

誠
実
な
仲
立
人
で
あ
る
。
ほ
か
の
ケ
ー
ス
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
よ
り
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
政
治
的
・
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
組
織
の
ほ
う
が
重
要
だ
。
だ
か
ら
批
評
は
組
織
の
事
務
所
で
、
そ
れ
が
代
表
す
べ
き
上
位
の
価
値
の
傍

ら
で
生
産
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
媒
介
者
と
し
て
の
役
割
は
最
小
限
に
切
り
詰
め
ら
れ
る
。
批
評
家
は
、
時
に
は

技
巧
を
発
揮
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
あ
る
程
度
自
由
裁
量
の
余
地
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
結
局
は
種
々
の
全

般
的
な
指
示
を
具
体
化
す
る
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
で
あ
る
。
だ
が
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
事
情
は
同
様
な
の
で
は
な
い

か
？
　
私
た
ち
は
西
洋
文
化
の
中
で
批
評
が
果
た
し
て
い
る
仲
介
に
つ
い
て
こ
ん
な
ふ
う
に
言
う
。
そ
れ
は
ど
の

よ
う
に
し
て
実
現
さ
れ
る
の
か
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
何
を
要
求
し
て
い
る
の
か
？
　
あ
る
種
の
能
力
か
、

あ
る
種
の
文
章
作
成
技
術
か
、
人
を
楽
し
ま
せ
た
り
励
ま
し
た
り
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
資
質
か
。
そ
ん
な
も
の
は
何

も
の
で
も
な
い
、
と
ま
で
は
言
わ
な
い
に
し
て
も
、
た
い
し
た
も
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
私
た
ち
は
、
批
評
そ
れ
自
体
に
は
ほ
と
ん
ど
現
実
が
な
い
と
い
う
考
え
に
た
ど
り
着
く
。
こ
れ
ま

た
、
簡
略
化
さ
れ
た
考
え
だ
。
直
ち
に
こ
う
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
批
評
は
こ
う
し
た
過
小
評
価
に
シ

ョ
ッ
ク
を
受
け
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
れ
を
喜
ん
で
受
け
入
れ
る
で
あ
ろ
う
、
何
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
の
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在
り
方
が
、
逆
に
そ
の
最
も
深
い
真
実
を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
と
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
の
詩
を
注
釈
す
る
さ
い
に
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
（
お
よ
そ
の
引
用
だ
が
）
―
―
注
釈
は
、
詩
に
た
い

し
て
何
が
で
き
る
に
せ
よ
、
常
に
自
ら
を
余
計
な
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
あ
り
、
解
釈
の
最
も
困
難
な
最
後
の
一

歩
と
は
、
詩
の
純
粋
な
顕
現
を
前
に
し
て
そ
れ
が
消
え
去
る
よ
う
に
導
く
一
歩
な
の
で
あ
る（
一
）―
―
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
は
ま
た
、
こ
ん
な
比
喩
も
用
い
て
い
る
。
詩
的
で
は
な
い
言
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ユ
語
の
騒
々
し
い
ざ
わ
め
き
の
中
に
あ
っ
て
、
詩
は

戸
外
の
空
間
に
吊
り
下
げ
ら
れ
た
鐘
の
よ
う
な
も
の
で
、
ひ
ら
ひ
ら
と
舞
う
雪
が
降
り
か
か
っ
た
だ
け
で
も
震
え

る
に
は
十
分
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
接
触
だ
が
、
そ
れ
で
も
鐘
を
揺
ら
し
て
調
和
の

あ
る
音
を
鳴
ら
し
、
つ
い
に
は
不
協
和
音
に
ま
で
行
き
着
く
の
だ（
二
）。

注
釈
と
は
お
そ
ら
く
、
鐘
を
震
え
さ
せ
る
少

量
の
雪
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か）

1
（

。

批
評
の
こパ
ロ
ー
ル

と
ば
は
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
、
展
開
さ
れ
、
明
確
に
姿
を
現
す
ほ
ど
、
消
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
独
自
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
砕
け
散
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
れ
は
お
の
れ
の
存
在
を
主
張

せ
ず
、
語
る
対
象
に
取
っ
て
代
わ
ら
ぬ
よ
う
注
意
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
自
ら
が
消
滅
す
る
と
き
に
し
か
完

結
せ
ず
、
達
成
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
消
滅
の
運
動
は
、
自
分
の
役
割
を
果
た
し
て
家
を
き
ち
ん
と

片
付
け
た
後
で
姿
を
消
す
召
使
の
よ
う
な
、
単
な
る
慎
み
深
さ
な
の
で
は
な
い
。
批
評
の
こ
と
ば
が
実
現
さ
れ
る

と
同
時
に
消
滅
す
る
と
い
う
事
態
を
も
た
ら
す
の
は
、
そ
れ
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
批
評
の
こ
と
ば
と
「
創
造
の
」
こ
と
ば
の
対
話
と
は
奇
妙
な
も
の
だ
。
両
者
の
一
体
性
は
ど

こ
に
あ
る
の
か
？
　
そ
れ
は
歴
史
的
一
体
性
な
の
か
？
　
批
評
家
と
は
作
品
に
何
か
を
付
け
加
え
る
た
め
に
い
る
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も
の
な
の
か
？
　
作
品
に
あ
っ
て
潜
在
的
な
も
の
で
し
か
な
い
（
欠
如
と
し
て
現
前
す
る
）
で
あ
ろ
う
意
味
を
付

け
加
え
る
た
め
に
？
　
批
評
家
が
最
後
の
時
に
作
品
が
不
動
の
も
の
と
し
て
確
定
さ
れ
る
よ
う
な
真
実
に
向
け
て

少
し
ず
つ
作
品
を
上
昇
さ
せ
、
歴
史
に
よ
っ
て
そ
の
展
開
を
示
す
こ
と
を
務
め
と
し
て
い
る
、
そ
う
し
た
意
味
を

付
け
加
え
る
た
め
に
？
　
だ
が
、
な
ぜ
批
評
家
が
必
要
な
の
か
？
　
な
ぜ
作
品
だ
け
で
は
語
る
の
に
十
分
で
は
な

い
の
か
？
　
な
ぜ
読
者
と
作
品
の
あ
い
だ
、
歴
史
と
作
品
の
あ
い
だ
に
、
こ
う
し
た
読レ
ク
チ
ユ
ー
ル

む
こ
と
と
書エ
ク
リ
チ
ユ
ー
ル

く
こ
と
の
厄

介
な
混
合
物
が
介
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
　
奇
妙
に
も
読
む
こ
と
の
専
門
家
で
あ
り
な
が
ら
、
書
く
こ

と
で
し
か
読
む
こ
と
が
で
き
ず
、
自
分
が
読
む
も
の
に
つ
い
て
し
か
書
か
ず
、
し
か
も
同
時
に
、
書
く
と
き
も

読
む
と
き
も
自
分
は
何
も
し
て
い
な
い
の
だ
、
た
だ
作
品
の
深
層
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
作
品
の
中
に
あ
っ
て
、

そ
こ
で
常
に
よ
り
明
快
に
な
っ
た
り
難
解
に
な
っ
た
り
す
る
も
の
を
語
ら
せ
る
こ
と
し
か
し
て
い
な
い
の
だ
、
と

い
う
印
象
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
の
よ
う
な
人
物
が
？

歴
史
的
現
実
の
側
か
ら
見
て
も
、
文
学
的
現
実
の
側
か
ら
見
て
も
、
批
評
家
と
批
評
は
消
滅
へ
と
向
か
う
ひ
と

つ
の
傾
向
、
い
つ
で
も
消
え
去
る
用
意
の
あ
る
ひ
と
つ
の
現
前
と
し
て
し
か
、
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
歴

史
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
が
よ
り
厳
密
で
よ
り
野
心
的
な
い
く
つ
か
の
学
問
分
野
の
形
を
と
り
、
ひ
と
つ
の
完

結
し
た
生
成
過
程
と
し
て
で
は
な
く
、
開
か
れ
た
動
き
つ
つ
あ
る
全
体
と
し
て
そ
こ
に
現
前
す
る
限
り
に
お
い
て
、

批
評
は
自
ら
が
歴
史
の
名
に
お
い
て
真
剣
に
語
る
い
か
な
る
資
格
も
も
っ
て
い
な
い
こ
と
を
痛
感
し
、
さ
っ
さ
と

自
分
自
身
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
歴
史
諸
科
学
、
そ
し
て
も
し
そ
う
し
た
も
の
が
存
在
す
る
な
ら
ば

歴
史
の
戯ジ

ユ

ー

れ
゠
作
用
の
科
学
だ
け
が
、
歴
史
に
お
け
る
作
品
の
位
置
づ
け
や
、
作
品
自
体
の
歴
史
に
お
け
る
発
生
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過
程
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
だ
け
で
な

く
、
全
般
的
な
運
動
（
自
然
科
学
が
私
た
ち
に
開
示
し
て
く
れ
る
運
動
も
含
め
て
）
の
最
も
広
大
な
全
体
の
中
で
、

作
品
が
い
か
に
し
て
定
か
な
ら
ぬ
形
で
到
来
す
る
の
か
を
追
求
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
批
評

は
痛
感
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
批
評
の
仲
介
機
能
は
目
の
前
の
現
在
に
限
定
さ
れ
、
批
評
は
過
ぎ
ゆ
く
一
日

に
属
す
る
も
の
と
な
り
、
匿
名
の
非
人
称
的
な
風
評
、
日
常
生
活
、
巷
に
流
通
す
る
了
解
―
―
そ
れ
は
誰
も
ま
だ

個
人
的
に
は
何
も
知
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誰
も
が
常
に
あ
ら
か
じ
め
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
事
態

を
も
た
ら
す
―
―
を
相
手
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

な
ん
と
も
つ
ら
い
通
俗
化
の
任
務
だ
、
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
ぶ
ん
そ
の
通
り
だ
ろ
う
。
だ
が
、
今

度
は
小
説
で
あ
れ
詩
で
あ
れ
、
文
学
の
側
か
ら
見
て
み
よ
う
で
は
な
い
か
。
さ
き
ほ
ど
喚
起
し
た
繊
細
な
イ
メ
ー

ジ
を
と
り
あ
え
ず
受
け
入
れ
て
お
こ
う
。
鐘
を
震
わ
せ
る
あ
の
雪
、
手
で
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
い
さ
さ
か
冷

た
く
、
自
ら
が
引
き
起
こ
す
熱
い
振
動
の
中
で
消
え
て
し
ま
う
、
あ
の
白
い
動
き
を
。
こ
こ
で
は
批
評
の
こ
と
ば

が
、
持
続
性
も
も
た
ず
、
現
実
性
も
帯
び
ず
、
創
造
的
主
張
を
前
に
し
て
消
え
去
り
た
い
と
願
う
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
が
語
る
と
き
も
、
語
っ
て
い
る
の
は
決
し
て
そ
れ
で
は
な
い
。
批
評
の
こ
と
ば
は
何
も
の
で
も
な
い
の
だ
。
み

ご
と
な
ま
で
の
謙
虚
さ
で
あ
る
。
し
か
し
お
そ
ら
く
、
そ
れ
ほ
ど
謙
虚
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
は
何
も
の

で
も
な
い
の
だ
が
、
こ
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
ま
さ
し
く
、
そ
こ
に
お
い
て
作
品
が
、
あ
の
物
言
わ
ぬ
も
の
、

目
に
も
見
え
ぬ
も
の
が
、
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
で
あ
り
う
る
場
所
だ
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
と
は
す

な
わ
ち
、
き
ら
め
き
に
し
て
こ
と
ば
で
あ
り
、
主
張
に
し
て
現
前
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
批
評
の
介
入
が
果
た
す
べ



14

き
使
命
と
し
て
生
み
だ
し
た
良
質
な
空
虚
の
中
で
、
ひ
と
り
で
の
よ
う
に
し
て
、
変
化
す
る
こ
と
な
く
語
る
。
批

評
の
こ
と
ば
と
は
、
作
品
の
、
そ
れ
自
体
は
語
る
こ
と
の
な
い
不
定
形
の
現
実
が
、
あ
る
瞬
間
に
こ
と
ば
へ
と
変

貌
し
、
輪
郭
が
描
か
れ
る
共
鳴
空
間
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
批
評
の
こ
と
ば
は
謙
虚
に
、
か
つ
執
拗
に
、
何
も

の
で
も
な
い
こ
と
を
望
む
結
果
、
創
造
的
な
こ
と
ば
と
区
別
が
つ
か
な
く
な
り
、
自
ら
創
造
的
な
こ
と
ば
で
あ
る

か
の
よ
う
に
振
舞
う
の
だ
。
こ
の
と
き
批
評
の
こ
と
ば
は
、
創
造
的
な
こ
と
ば
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
現

実
化
、
あ
る
い
は
比
喩
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
主エ
ピ
フ
ア
ニ
ー

の
公
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
う
も
の
の
、
雪
の
イ
メ
ー
ジ
が
し
ょ
せ
ん
イ
メ
ー
ジ
で
し
か
な
い
こ
と
、
も
っ
と
先
ま
で
行
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
私
た
ち
は
痛
感
し
て
い
る
。
批
評
が
詩
の
伝
達
さ
れ
る
あ
の
開
か
れ
た
空
間
で
あ
り
、
詩

が
立
ち
現
れ
る
た
め
に
詩
を
前
に
し
て
消
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
は
、
こ
の
空
間
と
こ
の
消
滅
運
動
（
こ

れ
は
こ
の
空
間
の
在
り
方
の
ひ
と
つ
で
あ
る
）
が
す
で
に
文
学
作
品
の
現
実
に
属
し
て
お
り
、
作
品
が
形
成
さ
れ

る
あ
い
だ
に
作
品
の
中
で
活
動
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
作
品
が
完
成
さ
れ
る
と
き
に
し
か
、
そ
し

て
作
品
が
完
成
さ
れ
る
た
め
に
し
か
、
い
わ
ば
外
に
現
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

伝
達
す
る
必
要
性
が
書
物
に
た
い
し
て
後
か
ら
余
分
に
付
け
加
わ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
伝
達
と
は
創

造
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
け
る
そ
う
し
た
必
要
性
の
現
前
な
の
だ
が
、
そ
れ
と
同
様
に
、
で
き
あ
が
っ
た
作
品
が

そ
の
中
で
自
ら
を
映
し
出
し
、
批
評
家
が
作
品
の
重
要
度
を
示
す
よ
う
要
請
さ
れ
る
こ
の
種
の
唐
突
な
隔
た
り
は
、

発
生
過
程
に
あ
る
作
品
と
い
う
、
こ
の
開
か
れ
た
も
の
が
変
容
を
遂
げ
た
末
に
と
る
最
終
的
な
姿
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
作
品
の
そ
れ
自
身
に
た
い
す
る
本
質
的
な
不
一
致
と
で
も
呼
べ
る
も
の
で
あ
り
、
作
品
を
絶
え
ず
可
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能
‐
不
可
能
に
す
る
も
の
の
す
べ
て
で
あ
る
。
批
評
は
そ
れ
ゆ
え
、
内
部
か
ら
、
引
き
裂
か
れ
た
主
張
と
し
て
、

果
て
し
の
な
い
不
安
と
し
て
、
葛
藤
と
し
て
（
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
）、
空
虚
、
空
間
、

錯
誤
な
ど
の
生
き
た
貯
蔵
庫
の
よ
う
に
絶
え
ず
現
前
し
続
け
て
き
た
も
の
、
あ
る
い
は
こ
う
言
っ
た
ほ
う
が
よ
け

れ
ば
、
常
に
欠
如
と
し
て
あ
り
続
け
る
こ
と
で
自
ら
を
形
作
る
文
学
固
有
の
力
と
し
て
絶
え
ず
現
前
し
続
け
て
き

た
も
の
を
、
外
部
に
お
い
て
ひ
た
す
ら
表
象
し
追
求
す
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

＊

批
評
の
現
前
の
意
味
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
こ
の
消
滅
し
よ
う
と
す
る
運
動
の
最
終
的
な
帰
結
（
そ
し
て
特
異

な
現
れ
方
）
は
、
だ
い
た
い
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
作
品
を
前
に
消
え
よ
う
と
す
る
結
果
、
批
評
は
作
品
の
中

で
、
作
品
の
本
質
的
な
段
階
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
自
ら
を
取
り
戻
す
の
だ
。
こ
こ
で
私
た
ち
は
、
現
代
に
お
い
て

発
展
し
て
き
た
ひ
と
つ
の
意
図
を
、
多
様
な
形
で
ふ
た
た
び
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
批
評
は
も
は
や
、
文
学
作
品

を
評
価
し
、
そ
の
価
値
に
つ
い
て
後
か
ら
見
解
を
述
べ
る
外
部
か
ら
の
判
断
で
は
な
い
。
そ
れ
は
作
品
の
内
密
性

と
不
可
分
に
な
り
、
作
品
が
そ
れ
自
身
に
回
帰
す
る
運
動
の
一
部
を
な
し
、
作
品
そ
れ
自
身
の
探
求
、
作
品
の
可

能
性
の
経
験
と
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
（
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
い
え
ば
）
批
評
は
こ
の
と
き
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー

が
与
え
て
い
る
よ
う
な
限
定
的
な
意
味
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
批
評
と
い
う
行
為
に
は
知
力
が
必
要
で
あ

り
、
思
慮
深
い
精
神
の
明
晰
さ
を
も
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
価
値
を
も
た
な
い
よ
う
な
創
造
行
為
が
ど
う
し
て
も
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要
請
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
う
す
る
と
、
私
た
ち
が
了
解
し
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
「
批
評
」
は
、
す

で
に
カ
ン
ト
的
な
意
味
に
よ
り
近
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
も
っ
と
も
こ
の
近
接
性
は
見
か
け
だ
け
の
も
の
だ

が
）。
カ
ン
ト
の
批
判
的
理
性
が
学
問
的
経
験
の
可
能
性
の
諸
条
件
を
問
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
と
同
様
、
批
評
は

文
学
的
経
験
の
可
能
性
の
探
求
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
探
求
は
単
に
理
論
的
な
探
求
で
あ
る
だ
け
で

は
な
く
、
文
学
的
経
験
が
構
成
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
の
―
―
創
造
行
為
を
通
し
て
、
自
ら
の
可
能
性
を
試
し
た
り

疑
義
に
さ
ら
し
た
り
し
な
が
ら
構
成
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
の
―
―
根
拠
と
な
る
意
味
な
の
で
あ
る
。
探
求
と
い
う

言モ葉
は
、
そ
の
知
的
な
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
創
造
的
空
間
の
只
中
で
、
創
造
的
空
間
を
目
指
し
て
な
さ
れ

る
ひ
と
つ
の
行
為
と
し
て
了
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
う
一
度
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
も
ち
だ
す
な
ら
ば
、
彼

は
聖
な
る
夜
に
彷
徨
す
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
司
祭
た
ち
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る（
三
）。

創
造
的
批
評
の
探
求
は
、
こ

の
彷
徨
す
る
運
動
で
あ
り
歩
行
の
営
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
暗
黒
を
開
い
て
進
む
漸
進
的
な
仲
介
の
力
と
な
る
の

だ
が
、
他
方
、
こ
の
運
動
は
い
っ
さ
い
の
弁
証
法
を
破
産
さ
せ
る
終
わ
り
な
き
再
開
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
も
あ

っ
て
、
そ
の
場
合
は
挫
折
し
か
も
た
ら
さ
ず
、
そ
こ
に
自
ら
の
節
度
や
鎮
静
さ
え
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
分
析
を
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
私
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
と
思
え
る
以
下

の
点
だ
け
指
摘
し
て
お
こ
う
。
も
は
や
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
批
評
に
た
い
し
て
は
、
不
満
が
表
明
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
？
　
批
評
が
怠
惰
ゆ
え
に
価
値
判
断
を
拒
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

小
説
や
詩
の
ほ
う
が
、
い
か
な
る
価
値
か
ら
も
離
れ
た
と
こ
ろ
で
自
ら
を
主
張
す
る
た
め
に
批
評
か
ら
逃
れ
て
い
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る
の
に
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
批
評
が
よ
り
内
密
な
も
の
と
し
て
作
品
の
生
に
属
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
価

値
判
断
で
き
な
い
も
の
と
し
て
作
品
を
経
験
す
る
の
だ
。
い
か
な
る
価
値
体
系
か
ら
も
逃
れ
、
価
値
あ
る
も
の
の

手
前
に
あ
っ
て
、
作
品
を
価
値
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
作
品
を
把
捉
し
よ
う
と
す
る
い
か
な
る
主
張
も
あ
ら
か

じ
め
忌
避
す
る
深
さ
と
し
て
、
ま
た
深
さ
の
不
在
と
し
て
、
批
評
は
作
品
を
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、

批
評
は
―
―
文
学
は
―
―
現
代
に
お
け
る
最
も
困
難
な
、
し
か
し
最
も
重
要
な
任
務
の
ひ
と
つ
、
必
然
的
に
不
明

確
な
運
動
の
中
で
遂
行
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
任
務
に
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
価
値
と

い
う
観
念
か
ら
思
考
を
守
り
解
放
す
る
と
い
う
任
務
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
ま
た
、
歴
史
の
中
に
あ
っ
て

す
で
に
あ
ら
ゆ
る
価
値
形
式
か
ら
自
由
に
な
り
、
ま
っ
た
く
別
種
の
―
―
ま
だ
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
―
―

主
張
へ
の
準
備
を
し
て
い
る
も
の
に
向
け
て
、
歴
史
を
開
く
と
い
う
任
務
で
も
あ
る
。


