
PDF issue: 2025-05-09

カント哲学における文化と自律 : カントに
おける文化批判の理論の可能性

大森, 一三 / OMORI, Ichizo

(出版者 / Publisher)
法政哲学会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
法政哲学 / 法政哲学

(巻 / Volume)
8

(開始ページ / Start Page)
1

(終了ページ / End Page)
12

(発行年 / Year)
2012-06

(URL)
https://doi.org/10.15002/00008214



一
、
問
題
設
定

本
研
究
の
目
的
は
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
文
化

(
K

u
ltu

r)

概

念
が
有
す
る
文
化
へ
の
批
判
的
視
点
を
抽
出
し
、
カ
ン
ト
が
ど
の
よ

う
な
立
場
で
文
化
に
対
し
て
批
判
を
行
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
立
場

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
に
お
け
る

｢

文
化
批
判

の
理
論

(

１)｣

を
析
出
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
文

化
概
念
が
も
っ
て
い
る
批
判
的
視
点
に
注
目
し
た
も
の
と
し
て
は
、

近
年
で
は
美
学
的
観
点
か
ら
Ｓ
・
ケ
マ
ル

(

２)

が
、
ま
た
、
環
境
倫
理
的

学
的
側
面
か
ら
は
Ｙ
・
キ
ム

(

３)

や
Ｓ
・
Ａ
・
ゴ
ー
ル
ド

(

４)

に
よ
っ
て
研
究

が
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
研
究
も
美
学
や
目
的
論
と

い
っ
た
カ
ン
ト
の
文
化
概
念
が
現
れ
る
一
側
面
に
の
み
フ
ォ
ー
カ
ス

し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
総
合
的
な
文
化
批
判
の
視
座
を
得
る
研
究
と

は
い
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト
は
美
学
的
関
心
や
目
的
論
的

関
心
と
い
う
文
脈
に
特
化
し
て
、
文
化
に
つ
い
て
語
る
の
で
は
な
く
、

歴
史
哲
学
、
教
育
論
や
宗
教
論
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
領
域
に

渡
っ
て
こ
の
概
念
を
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
文
化

(
K

u
ltu

r)

と
い
う
言
葉
を
様
々
な
著
作
で
用

い
て
い
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
文
化
と
は

｢

〜
文
化｣

と
言
う

場
合
の
よ
う
に
何
ら
か
の
客
体
化
さ
れ
た
事
象
だ
け
を
指
す
の
で
は

な
く
て
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
素
質
・
能
力
の
開
発
を
意
味
し

て
お
り
、
一
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
に
と
っ
て
文
化
に
つ
い

て
語
る
事
は
ひ
と
つ
の
ト
レ
ン
ド
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う

な
潮
流
の
中
で
、
多
く
の
啓
蒙
思
想
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
文
化
は

人
間
の
自
然
状
態
と
人
間
が
目
指
す
べ
き
完
成
状
態
へ
の
媒
介
装
置

1
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と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
逆
に
ル
ソ
ー
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
人
間
の
道
徳
性
を
疎
外
す
る
要
因
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
ら
れ

て
き
た

(
５)

。
カ
ン
ト
も
ま
た
文
化
を
自
然
状
態
と
道
徳
化
の
間
に
位
置

づ
け
る
と
い
う
点
に
お
い
て
同
時
代
人
と
見
解
を
共
有
し
て
い
る
。

し
か
し
、
文
化
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
立
ち
位
置
は
そ
う
単
純
で
は
な

い
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
文
化
と
は
、
最
高
善
の
実
現
の
た
め
の
準

備
と
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、｢

輝
か
し
き
悲
惨

(
D

a
s

g
l� a

n
z
e
n

d
e

E
le

n
d
)｣

と
語
ら
れ
る
よ
う
に
人
間
の
道
徳
性
そ
の
も
の
を
掘
り

崩
す
危
険
を
も
つ
も
の
と
し
て
批
判
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
本
研
究

が
強
調
し
た
い
事
は
、
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な

｢

文
化｣

の
両
面
性

を
強
く
意
識
し
て
お
り
、
こ
の
事
態
を
用
意
に
解
決
可
能
と
は
考
え

て
い
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
カ
ン
ト
は
こ
の

｢

準
備｣

と

｢

輝
か
し
き
悲
惨｣

と
い
う
文
化
が
有
す
る
両
面
性
を
、
歴
史
哲

学
や
教
育
論
、
宗
教
論
と
い
っ
た
具
体
的
に
文
化
が
現
れ
る
文
脈
の

中
で
繰
り
返
し
取
り
上
げ
、
こ
の
構
図
を
反
復
し
て
い
る
。

文
化
は
歴
史
哲
学
の
文
脈
で
は
最
高
善
の
実
現
の
た
め
の
準
備
と

さ
れ
、
教
育
論
に
お
い
て
は
人
間
性
の
完
成
の
た
め
の
一
プ
ロ
セ
ス

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
宗
教
論
に
お
い
て
は
根
本
悪
か
ら
脱
す
る

た
め
の
要
素
と
し
て
積
極
的
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
だ
が
同
時
に

同
じ
局
面
に
お
い
て
、
様
々
な
悪
徳
と
悲
惨
を
産
み
出
す
も
の

(｢

輝
か
し
き
悲
惨｣)

と
さ
れ
、
教
育
論
で
は
人
間
を

｢

未
成
年
状

態
に
止
め
る
足
枷

(
F

u
s
s
s
c
h

e
lle)｣

(

Ⅷ
、
三
六

(

６))

と
語
り
、
宗

教
論
で
は

｢

教
階
制
の
光
彩

(
G

la
n

z
d

e
r

H
ie

ra
rc

h
ie)｣

と
さ

れ
、
人
間
を

｢

奴
隷
的
信
仰

(
fid

e
s

s
e
rv

ilis)｣

へ
と
追
い
込
む

も
の
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

本
研
究
で
は
批
判
期
以
降
、
カ
ン
ト
が
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
で
繰
り

返
し
て
き
た
文
化
に
対
す
る
両
義
的
視
点
の
反
復
の
中
に

｢

文
化
批

判
の
理
論｣

の
可
能
性
を
見
出
す
事
を
目
指
す
。
そ
の
た
め
に
、
カ

ン
ト
が
文
化
に
つ
い
て
語
る
際
の
、
人
間
の
道
徳
性
と
文
化
と
の

｢

秩
序

(
O

rd
n

u
n

g
)｣

に
つ
い
て
着
目
す
る
。
と
い
う
の
も
、
カ

ン
ト
は
い
ず
れ
の
文
脈
に
お
い
て
も
人
間
の
道
徳
性
と
文
化
が
そ
の

位
置
を

｢

転
倒

(
V

e
rk

e
h

rh
e
it)
｣

さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
対
し

て
批
判
的
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

道
徳
的
自
律
を
促
し
、
準
備
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
文
化
が
本
来
の
位

置
を
逸
脱
し
、
人
間
の
自
律
を
阻
害
す
る
こ
と
に
カ
ン
ト
の
文
化
批

判
の
理
論
は
存
し
て
い
る
。
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
の

文
化
批
判
の
理
論
と
は
文
化
に
対
し
、
単
に
批
判
的
・
否
定
的
な
立

場
を
と
る
こ
と
で
は
な
く
、
道
徳
的
理
性
の
統
制
の
も
と
に
文
化
の

越
権
を
指
摘
し
、
批
判
哲
学
の
う
ち
で
文
化
に
ふ
さ
わ
し
い
権
利
と

位
置
を
付
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

カ
ン
ト
の
視
点
は
現
代
に
お
い
て
技
術
批
判
を
行
う
重
要
な
論
拠
と

し
て
活
用
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
本
発
表
で
は
、
従
来
あ
ま
り
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
カ
ン
ト
の
教
育
論
と
宗
教
論
に
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お
け
る
文
化
概
念
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
の
文
化
概
念

の
中
か
ら
文
化
批
判
の
理
論
を
取
り
出
す
こ
と
を
目
指
す

(

７)

。

第
一
に
教
育
論
に
お
け
る
文
化
と
道
徳
と
の

｢

秩
序｣

に
つ
い
て

着
目
す
る
。
そ
も
そ
も

｢

教
育｣

と
は
人
類
が
自
ら
の
自
然
素
質
を

開
化
さ
せ
、
そ
の
開
化
さ
せ
た
諸
性
質
を
遺
産
と
し
て
伝
承
し
て
い

く
営
為
で
あ
り
、
キ
ケ
ロ
が｢

農
地
の
耕
作(

a
g

ri
c
u

ltu
ra
)｣

と

の
類
比
に
お
い
て

｢
精
神
の
耕
作

(
a

n
im

i
c
u

ltu
ra
)｣

と
表
現
し

た

｢
c
u

ltu
s｣

即
ち
、
文
化
の
営
み
と
伝
承
に
ほ
か
な
ら
な
い

(

８)

。
従
っ

て
、
教
育
論
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
文
化
へ
の
批
判
的
ま
な
ざ
し
を
考

察
す
る
。
様
々
な
著
作
に
散
見
さ
れ
る
カ
ン
ト
の
教
育
論

(

９)

に
は
主
に

『

教
育
学』

で
見
ら
れ
る
個
人
の
人
間
形
成
に
関
わ
る
教
育
と
、『

宗

教
論』

や
い
く
つ
か
の
歴
史
哲
学
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
人
類
一
般
の

教
育
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
あ
る
の
だ
が
、
と
り
わ
け
人
類
へ
の
教

育
と
い
う
文
脈
に
お
い
て

｢

文
化｣

が
問
題
と
な
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ

て
教
育
の
場
面
に
お
け
る
文
化
と
は

｢

自
ら
考
え
る

(
S

e
lb

s
td

e
n

-

k
e
n
)｣

こ
と
を
促
し
、
自
律
と
し
て
の
自
由
に
目
覚
め
さ
せ
て
い

く
営
み
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
カ
ン
ト
は
往
々
に
し

て

｢

秩
序｣

を
失
っ
た

｢

教
育｣

が
人
間
の
自
律
的
思
考
を
損
な
う

｢

足
枷｣

と
な
る
危
険
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト

の
教
育
論
に
お
け
る

｢

文
化｣

の
両
義
性
を
確
認
し
た
上
で
、
こ
の

転
倒
を
起
こ
さ
な
い
た
め
に
、
カ
ン
ト
が
、
教
育
論
の
中
で
の
教
育

プ
ロ
セ
ス
の
秩
序
に
文
化
へ
の
批
判
的
視
点
を
腹
蔵
さ
せ
て
い
た
こ

と
を
指
摘
す
る
。

第
二
に
、
文
化
と
道
徳
と
の
転
倒
と
は
カ
ン
ト
が

『

宗
教
論』

で

｢

根
本
悪｣

と
呼
ぶ
事
態
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
事
を
指
摘
す
る
。

後
述
す
る
よ
う
に

｢

根
本
悪｣

と
は
人
倫
性
の
秩
序
の
転
倒
と
さ
れ
、

個
人
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
道
徳
法
則
よ
り
も
特
定
の
目
的
を
目

指
す
仮
言
命
法
を
選
択
し
う
る

｢

人
間
の
選
択
意
志
の
性
癖｣

と
さ

れ
る
が
、
人
類
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
適
法
的
行
為
の
集
積
で
あ
る

文
化
・
文
明
の
中
に

｢

文
化
の
悪
徳

(
D

ie
L

a
s
te

r
d

e
r

K
u

ltu
r)｣

と
し
て
現
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
宗
教
と
い
う
文
脈
に
お

い
て
、
カ
ン
ト
は
文
化
に
対
し
て
も
っ
と
も
強
い
批
判
的
な
立
場
を

保
持
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
と
い
う
の
も
、
文
化
は
人

間
の
根
本
悪
に
対
抗
す
る
た
め
の
倫
理
的
公
共
体
の
準
備
と
し
て
、

い
わ
ば

｢

見
え
ざ
る
教
会

(
U

n
s
ic

h
tb

a
re

K
irc

h
e)｣

の
象
徴
と

し
て
必
要
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
他
方
で
も
っ
と
も
悪
質
な

｢

輝
か
し

き
悲
惨｣

と
し
て
道
徳
的
秩
序
を
転
倒
さ
せ
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
カ
ン
ト
の
文
化
概
念
に
込
め
ら
れ
た
文
化
批
判
の

理
論
が
道
徳
と
の
秩
序
を
軸
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、

様
々
な
形
で
の
歴
史
的
―
社
会
的
実
践
の
場
に
お
け
る
技
術
批
判
と

し
て
解
釈
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

3
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二
、
教
育
論
に
お
け
る

｢

文
化｣

へ
の
批
判

教
育
論
に
お
い
て
カ
ン
ト
は

｢

個
人
の
教
育｣

と

｢

人
類
の
教
育｣

と
い
う
二
つ
の
局
面
に
関
し
て
、
文
化
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

｢

個
人
の
教
育｣
に
お
け
る
文
化
と
は
、
狭
義
に
は
カ
ン
ト
が
立
て

た
実
践
的
教
育
の
中
で
の

｢

開
化

(
K

u
ltu

r)｣
｢

文
明
化｣
｢

道
徳

化｣

と
い
う
教
育
の
段
階
的
プ
ロ
セ
ス
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
が
、
広

義
に
は
個
人
と
し
て
心
的
能
力
を
開
化
し
、｢

熟
練
の
技
能
を
獲
得

す
る
事｣

(

Ⅸ
、
四
四
九)

で
あ
る

｢
開
化｣

と
、
世
間
的
怜
悧
を

身
に
つ
け
、
市
民
と
し
て
公
共
的
価
値
を
獲
得
し
て
い
く

｢

文
明
化｣

の
両
方
を
指
す
。
こ
の
よ
う
な
文
化
・
開
化
の
段
階
は
人
間
の
粗
暴

さ
を
抑
制
し
、
市
民
社
会
の
構
築
を
進
め
る
と
言
う
か
た
ち
で
、
教

育
の
最
終
目
的
で
あ
り
、｢

あ
ら
ゆ
る
人
に
も
是
認
さ
れ
、
同
時
に

あ
ら
ゆ
る
人
の
目
的｣

(

Ⅸ
、
四
六
九)

で
あ
る
よ
う
な
目
的
だ
け

を
選
択
す
る
心
術
の
獲
得
と
さ
れ
て
い
る

｢

道
徳
化｣

を
準
備
す
る
。

こ
の
際
に
重
要
な
こ
と
は
教
育
に
お
い
て
は

｢

自
ら
考
え
る
こ
と｣

と
い
う
働
き
が
鍵
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
個
人
の
教
育
に

お
い
て

｢

道
徳
化｣

は
何
ら
か
の
既
存
の

(

道
徳
的
と
思
わ
れ
る)

行
為
や
習
慣
を
記
憶
に
よ
っ
て
強
制
す
る
の
で
は
な
く
て
、
自
ら
考

え
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
い
う
点
に
最
大
の
特
徴
が
あ
る
。｢[

み
ず

か
ら]

考
え
る
こ
と
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
由
来
す
る
原
理
を
志

向
し
て
い
る｣
(

Ⅸ
、
四
五
〇)

と
カ
ン
ト
が
語
る
よ
う
に
、
道
徳

化
に
関
す
る
教
育
の
場
合
に
は
自
ら
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

最

大
の
驚
嘆
を
も
っ
て｣

自
ら
の
内
な
る
人
倫
的
諸
法
則
に
出
会
い
、

観
察
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
に

｢

自
ら

考
え
る｣

こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
内
な
る
人
倫
的
諸
法
則
の

発
見
と
人
間
形
成
を

｢

理
性
の
開
化

(
K

u
ltu

r
d

e
r

V
e
rn

u
n

ft)｣

(

Ⅵ
、
四
八
四)

と
呼
ん
で
い
る
。｢

理
性
の
開
化｣

と
は
い
わ
ば
、

理
性
自
身
に
よ
る
自
己
認
識
へ
と
理
性
を
促
す
こ
と
を
意
味
す
る
。

他
方
で
、
教
育
に
お
け
る
文
化
の
概
念
を
正
確
に
捉
え
る
な
ら
ば
、

こ
の
よ
う
な

｢

個
人
の
教
育｣

に
留
ま
ら
な
い
、｢

人
類
の
教
育｣

に
お
け
る
含
意
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ

て
、｢

人
類
の
教
育｣

と
は

｢

啓
蒙｣

に
他
な
ら
な
い
。『

啓
蒙
と
は

何
か』

の
中
で
の
有
名
な
定
義
で
は
、
啓
蒙
と
は
人
間
が

｢

他
人
の

指
導
な
し
に
、
自
分
の
悟
性
を
用
い
る
能
力
が
な
い
こ
と｣

で
あ
る

未
成
年
状
態
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
啓
蒙

の
標
語
は

｢

自
分
自
身
の
悟
性
を
用
い
る
勇
気
を
持
て
！｣

で
あ
り
、

つ
ま
り
教
育
論
に
お
い
て
鍵
と
な
る

｢

自
ら
考
え
る
こ
と｣

と
同
一

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
の
啓
蒙
に
つ
い
て
の
議
論
に
は
い
わ

ば
人
類
の
教
育
で
あ
る

｢

啓
蒙｣

に
関
す
る
視
点
と
、
一
人
の
人
間

形
成
に
関
す
る
教
育
学
的
視
点
と
が
混
在
し
て
い
る
点
に
注
意
せ
ね

ば
な
ら
な
い

(
�)

。

そ
し
て
こ
の
中
で
と
り
わ
け
着
目
す
べ
き
事
は

｢

人
類
の
教
育｣

4
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｢
啓
蒙｣

と
い
う
局
面
に
お
い
て
こ
そ
、
文
化
へ
の
批
判
的
視
点
が

鮮
明
に
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

｢
自
ら
考
え
る
こ
と｣

を
適
切
に
促
す
教
育
に
よ
っ
て
、
自
律
的

存
在
者
の
育
成
の
可
能
性
は
ひ
ら
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

教
育
が

｢

道
徳
化｣

へ
と
連
な
る
と
い
う
自
ら
の

｢

秩
序｣

を
転
倒

し
、
開
化
や
文
明
化
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
て
し
ま
う
場
合
に
は

｢

自
分
の
才
能
を
誤
用
さ
せ
る
習
慣
化
し
た
道
具｣

と
な
る
の
で
あ

り
、
人
間
の

｢

未
成
年
状
態
を
存
続
さ
せ
る
足
枷｣

(

Ⅷ
、
三
六)

と
な
る
の
で
あ
る
。
教
育
が

｢
自
ら
考
え
る
こ
と｣

を
促
す
と
い
う

本
分
か
ら
離
れ
、
何
ら
か
の

｢

習
慣
化
し
た
道
具｣

や

｢

制
度｣

に

な
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
理
性
は

｢

自
ら
考
え
る
こ
と｣

を
放
棄
し
、

他
人
が
課
す
る
法
則
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
結
果
と
し
て
他

律
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
教
育
そ
の
も
の
が
他
律
的
な
強
制

力
と
し
て
働
く
こ
と
に
な
り
、
理
性
の
自
律
と
し
て
の
自
由
を
失
調

さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

カ
ン
ト
は
個
人
の
教
育
よ
り
も
啓
蒙
、
す
な
わ
ち
人
類
の
教
育
に

は
よ
り
大
き
な
困
難
が
付
随
す
る
と
考
え
て
い
る

(

�)

。
こ
の
困
難
は
教

育
が
そ
の
目
的
で
あ
る

｢

人
間
性
の
完
成｣

と
い
う
理
念
を
何
ら
か

の
形
で
基
準
化
し
、
教
育
の
方
法
が
規
定
的
な
言
説
と
し
て
示
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
育
そ
の
も
の
が
他
律
的
な
も
の
と
な
っ
た
と

き
に
現
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
の
教
育
論
に
は
文
化
に
よ
っ
て
、

市
民
と
し
て
の
価
値
を
獲
得
し
、
道
徳
化
へ
と
つ
な
げ
て
い
く

｢

文

化
道
徳
主
義

(
K

u
ltu

rm
o

ra
lis

m
u

s)｣

的
な
系
譜
と
、｢

他
人
の

指
導｣

で
あ
る
教
会
権
力
や
国
家
教
育
制
度
に
対
し
て
批
判
的
に
距

離
を
取
る

｢

文
化
の
批
判
者｣

と
し
て
近
代
的
主
体
を
確
立
し
て
い

く
と
い
う
二
つ
の
系
譜
が
織
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
教
育
に
お
い
て
鍵
と
な
る

｢

自
ら
考
え
る
こ
と｣

に
も

二
つ
の
様
相
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
教
育
に
よ
っ

て
個
人
が
獲
得
す
る
と
こ
ろ
の

｢

自
ら
考
え
る
こ
と｣

と
、
人
類
の

教
育
と
し
て
、
一
人
の
市
民
が
道
徳
的
存
在
者
と
し
て
自
由
に
振
舞

い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
既
存
の
諸
制
度
や
文
化
を
批
判
し
て
い
く

｢

自
ら
考
え
る｣

営
み
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
の

『

教
育
論』

で
語
ら
れ
て

い
た

｢

文
化｣

｢

文
明
化｣

｢

道
徳
化｣

と
い
う
教
育
の
プ
ロ
セ
ス
は

｢

人
類
へ
の
教
育｣

が
抱
え
る
文
化
の
問
題
に
対
す
る
批
判
的
思
考

を
可
能
に
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ

ま
り
、｢

文
化｣

と

｢

文
明
化｣

と
は
人
間
を
市
民
社
会
の
一
員
と

し
て
育
て
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
が
、｢

道
徳
化｣

の
段
階
で
最

も
重
視
さ
れ
る
の
は
そ
の
市
民
社
会
の
枠
組
み
を
越
え
て
既
存
の
文

化
を
批
判
す
る
視
点
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
教
育
に
お
け
る

｢

文
化｣

｢
文
明
化｣

が

｢

道
徳
化｣

の
下
に
位
置
す
る
順
序
を
転
倒
し
、
教

育
の
目
的
そ
の
も
の
と
な
る
と
き
に
自
律
と
し
て
の
自
由
を
失
わ
せ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
教
育
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
文
化
批
判
の

視
座
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

5
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三
、
宗
教
論
に
お
け
る

｢

文
化｣

へ
の
批
判

そ
も
そ
も
教
育
の
場
面
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
従
来
の
宗
教
教
育

と
密
接
に
結
び
つ
い
た
教
育
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

教
育
に
お
け
る
文
化
批
判
の
視
座
を
確
立
し
て
い
っ
た

(

�)

。
即
ち
教
育

に
お
け
る
文
化
批
判
は
、
こ
の
時
代
、
同
時
に
宗
教
に
お
け
る
文
化

批
判
を
意
味
し
て
い
た
。

宗
教
の
次
元
で

｢

文
化｣

が
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
く
る
の
か
を
ま

ず
確
認
し
て
み
た
い
。『

純
粋
理
性
批
判』

の
中
で
の
有
名
な
三
つ

の
問
い
と
い
え
ば
、｢

私
は
何
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
か｣

｢

私
は

何
を
行
う
べ
き
か｣

｢

私
は
何
を
望
み
う
る
の
か｣

で
あ
る
が
、
こ

の
う
ち
の
第
三
の
問
い
は
前
者
二
つ
を
含
ん
だ
、｢
知
を
獲
得
し
、

な
す
べ
き
こ
と
を
な
し
た
上
で
何
を
望
み
う
る
の
か｣
と
い
う
総
合

的
な
問
い
と
さ
れ
、
こ
の
問
題
に
答
え
る
の
が
宗
教
で
あ
る
と
さ
れ

て
き
た
。
カ
ン
ト
の

『

宗
教
論』

に
は
外
的
な
自
由
に
関
す
る
法
秩

序
の
完
成
と
し
て
の
倫
理
的
公
共
体
の
確
立
を
目
指
す
側
面
と
、
内

的
自
由
と
関
連
す
る
徳
福
一
致
に
関
わ
る
側
面
が
あ
る
の
だ
が
、
と

り
わ
け
、
宗
教
に
お
け
る
文
化
の
問
題
は
前
者
に
関
連
し
て
登
場
す

る
こ
と
に
な
る
。

カ
ン
ト
は

『

宗
教
論』

第
三
編
に
お
い
て
人
間
の
共
同
性
、
つ
ま

り
人
間
が
社
会
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
必
然
的
に
敵
対
的
な

傾
向
性
に
陥
り
、
互
い
に
道
徳
的
素
質
を
腐
敗
さ
せ
ざ
る
を
得
な
い

｢

文
化
の
悪
徳｣

を
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
に
対
し
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。

｢

人
間
の
内
な
る
善
を
目
指
す
統
合
は
、
道
徳
性
の
維
持
だ
け

を
意
図
し
て
、
永
続
的
で
常
に
広
が
っ
て
い
く
よ
う
な
社
会
、
力

を
一
つ
に
し
て
悪
に
抵
抗
す
る
よ
う
な
社
会
、
そ
の
よ
う
な
統
合

を
創
立
す
る
手
段
が
も
し
見
つ
か
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
個
々
人
は
…

(

中
略)

…
悪
の
支
配
に
逆
戻
り
す
る
危
険
に
た
え
ず
さ
ら
さ
れ
続

け
る｣

(

Ⅵ
、
九
四)

。

カ
ン
ト
は
明
ら
か
に
人
間
の
統
合
、
つ
ま
り
人
間
社
会
と
文
化
に

対
し
て
両
義
的
な
立
場
を
示
し
て
い
る
。
一
方
で
は

｢

人
間
達
が
そ

こ
に
複
数
い
る
だ
け
で
互
い
に
腐
敗
さ
せ
る｣

と
語
り
、
他
方
で
は

人
間
が
善
の
原
理
に
生
き
る
た
め
に
は

｢

徳
の
法
則
に
従
う
社
会
を

起
し
広
め
る｣

ほ
か
な
い
、
と
語
る
。
こ
の
よ
う
な
共
同
体
的
な
善
、

倫
理
的
公
共
体
の
設
立
の
た
め
に
は
、
純
粋
理
性
宗
教
を
基
と
し
た

｢
教
会｣

の
設
立
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
ま
ず
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て

｢

宗

教｣
と

｢
教
会
・
信
仰｣

と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ

て
宗
教
と
は

｢

単
な
る
理
性
の
限
界
内｣

に
お
け
る
宗
教
で
あ
り
、

｢

最
も
素
朴
な
人

(
E

in
fa

e
ltig

s
te)

に
と
っ
て
も
、
最
も
学
識
の

6
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あ
る
人

(
g

e
le

h
rte

s
te)

に
と
っ
て
も
、
劣
ら
ず
明
白｣

(

�
、
八

九
八)

な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
純
粋
宗
教
、
も
し
く
は
純
粋
理
性

宗
教
等
と
呼
ば
れ
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
宗
教
の
名
に
値
す
る
も
の

は

｢

人
間
の
す
べ
て
の
義
務
を
神
の
意
志
と
し
て
受
け
止
め
る｣

こ

と
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
あ
り
方
な
ど
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、｢
信
仰
に
は
い
ろ
い
ろ
な
様
式
が
あ
り
う
る｣

(

Ⅵ
、

一
〇
七)

と
語
ら
れ
る
。｢

イ
ス
ラ
ー
ム｣

｢

カ
ト
リ
ッ
ク｣
｢

プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト｣

等
は
信
仰
の
区
別
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
歴
史
的
経

緯
と
教
会
法
規
を
持
つ
が
、
い
ず
れ
も
純
粋
宗
教
信
仰
の
た
め
の

｢

乗
物

(
V

e
h

ik
e
l)｣
(

Ⅵ
、
一
一
八)

と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
カ

ン
ト
に
倣
っ
て
言
う
な
ら
ば

｢

宗
教
紛
争｣
な
る
も
の
は
存
在
し
得

な
い
。
こ
れ
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
紛
争
は
す
べ
て
教
会
信
仰
を
め

ぐ
る
闘
争
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

カ
ン
ト
に
と
っ
て
宗
教
と
は
純
粋
理
性
宗
教
が
ひ
と
つ
あ
る
の
み

で
あ
っ
て
、｢

乗
物｣

で
あ
る
信
仰
の
あ
り
方
は
歴
史
的
、
地
理
的

に
制
約
さ
れ
た
文
化
的
形
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
こ
で

｢

乗
物｣

と
さ
れ
て
い
る
信
仰
な
い
し
宗
教
共
同
体
こ
そ
が
、

宗
教
論
に
お
け
る
文
化
と
し
て
名
指
し
さ
れ
て
い
る
事
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。

さ
て
、
教
育
に
お
い
て
は
人
間
の
道
徳
性
の
次
元
と
文
化
・
開
化

の
次
元
の

｢

秩
序｣

を
転
倒
さ
せ
る
こ
と
に
カ
ン
ト
の
文
化
批
判
の

眼
目
が
あ
る
こ
と
を
前
節
で
確
認
し
た
。
こ
の

｢

転
倒｣

と
い
う
事

態
は

｢

宗
教
論｣

で
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の

｢

根
本
悪｣

に
他
な
ら
な

い
。

｢

根
本
悪｣

は

｢

人
間
の
心
の
邪
悪
さ｣

と
も
言
い
か
え
ら
れ
て

お
り
、
道
徳
法
則
に
基
づ
く
動
機
よ
り
も
、
そ
う
で
な
い
動
機
を
重

視
し
、
選
択
す
る
こ
と
と
さ
れ
、｢

自
由
な
選
択
意
志
な
る
も
の
の

動
機
に
関
し
て
、
道
徳
的
秩
序
を
転
倒
さ
せ
る｣

も
の
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
道
徳
的
秩
序
が
転
倒
し
た
事
態
を
カ
ン
ト
は
多
く

の
適
法
的
行
為
の
う
ち
に
見
出
し
て
い
る

(

�)

。
こ
こ
で
適
法
的
行
為
の

集
積
で
あ
る
文
化
・
文
明
と
道
徳
と
の
背
理
的
関
係
に
注
意
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
我
々
が
文
明
化
さ
れ
た
社
会
の
中
で
生
き
る
と
い
う
こ

と
は
適
法
的
行
為
に
よ
っ
て
秩
序
付
け
ら
れ
た
社
会
で
生
活
す
る
こ

と
で
あ
る
。
我
々
は
そ
こ
で
道
徳
的
＝
適
法
的
行
為
を
行
お
う
と
す

る
。
し
か
し
そ
れ
は
自
ら
の
社
会
生
活
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
り
、

自
己
の
幸
福
を
満
た
す
範
囲
で
行
う
の
だ
。
そ
の
中
で
、
道
徳
的
行

為
は
い
つ
し
か
単
な
る
適
法
的
行
為
と
化
し
て
し
ま
い
、
そ
の
源
に

あ
っ
た
道
徳
法
則
の
声
は
も
は
や
聞
こ
え
て
こ
な
い
。
そ
し
て
そ
の

適
法
的
行
為
に
お
い
て
は

｢

内
な
る
道
徳
法
則｣

の
声
は
積
極
的
に

無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
が
根
本
悪
と
さ
れ
る
事
態
な
の

で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
根
本
悪
は
宗
教
に
お
け
る

｢

文
化｣

の
場
面

で
も
っ
と
も
最
悪
な
形
で
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
に
よ
る
教

会
批
判
は
、
一
言
で
言
う
な
ら
ば

｢

教
会
と
い
う
文
化
の
悪
徳｣

へ

7
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の
批
判
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

(

�)

。
カ
ン
ト
の
教
会
批
判
の
す
べ
て
は

｢
乗
物｣

で
あ
り
、｢

文
化｣

た
る
に
過
ぎ
な
い
教
会
信
仰
が
、
そ
の

本
質
で
あ
る
道
徳
信
仰
と
の
位
置
を
転
倒
さ
せ
て
い
る
と
い
う
点
に

集
約
で
き
る
。
カ
ン
ト
は
宗
教
の
名
の
も
と
に
行
わ
れ
た
あ
ら
ゆ
る

紛
争
や
抑
圧
を
す
べ
て
こ
れ
ら
の
転
倒
に
よ
る
も
の
と
し
、
彼
の
教

会
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
一
枚
の
絵
画
に
す
る
な
ら
ば

｢｢

宗
教
は
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
災
い
の
き
っ
か
け
と
な
り
え
た
の
か
！｣

と
い
う
叫
び
声
を
正
当
化
し
か
ね
な
い｣

(

Ⅵ
、
一
三
一)

ほ
ど
の

も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

｢

文
化
の
悪
徳｣

と
は
適
法
的
行
為
に
お
け
る
人
倫
性
の
秩
序
の

転
倒
で
あ
る
。
可
視
的
教
会
が
本
来
、
純
粋
宗
教
の
た
め
の
啓
発
的
、

教
育
的
装
置
で
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
制
度
や
啓
示
的
教
義
を
自
ら

の
本
質
と
転
倒
さ
せ
る
な
ら
ば
、
上
述
の
叫
び
を
正
当
化
し
か
ね
な

い
も
の
と
な
る
。｢

輝
か
し
き
悲
惨｣

は
教
会
に
お
い
て
は

｢

教
階

制
の
光
彩

(
G

la
n

z
d

e
r

H
ie

ra
rc

h
ie)｣

(

Ⅵ
、
一
六
五)
と
し
て

登
場
す
る
。｢

輝
か
し
き
教
階
制
の
光
彩｣

の
下
で
は

｢

文
化｣
た

る
に
す
ぎ
な
い
啓
示
信
仰
あ
る
い
は
歴
史
信
仰
を
純
粋
宗
教
信
仰
に

先
行
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
道
徳
的
秩
序
が
転
倒
さ
れ
る
。
本
来
、

一
人
ひ
と
り
の
理
性
か
ら
発
せ
ら
れ
た
自
律
的
な
義
務
は
他
律
的
な

戒
律
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で
は

｢

道
徳
的
規
定
根
拠

な
し
で
も
浄
福
に
な
れ
る
信
仰｣

(

Ⅵ
、
一
六
五)

と
な
っ
て
し
ま

う
。
道
徳
的
な
理
性
信
仰
に
基
づ
い
て
様
々
に
行
わ
れ
る

｢

教
会
の

奉
仕｣

は

｢

教
会
の
支
配｣

へ
と
転
じ
、
一
人
ひ
と
り
の
義
務
へ
の

｢

自
由
な
信
仰

(
fid

e
s

e
lic

ita
)
｣

は
命
題
へ
の

｢

奴
隷
的
信
仰

(
fid

e
s

s
e
rv

ilis)｣

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
カ
ン
ト
は
一
切
の
戒
律
や
制
度
と
い
っ
た
教
会
文
化
の

装
置
を
無
用
な
も
の
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
教
会
が
持
つ
戒
律
、

制
度
は
道
徳
信
仰
の
た
め
に
有
用
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点

に
カ
ン
ト
の
宗
教
に
お
け
る
文
化
批
判
の
視
座
を
認
め
る
こ
と
が
出

来
る
。
啓
示
は
教
会
の
基
礎
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
解
釈
・
伝
承
に
は

十
分
な

｢

歴
史
的
知
識｣

と

｢

批
判
力｣

を
持
っ
た

｢

学
者｣

が
必

要
と
さ
れ
る
。
彼
ら
の
批
判
に
よ
っ
て
、
啓
示
論
は
素
朴
な
人
に
と
っ

て
も

｢

普
遍
的
人
間
理
性
を
わ
か
り
や
す
く
し
、
そ
れ
を
広
め
、
恒

常
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
単
な
る
手
段
と
し
て
、
と
は
い
え
、
こ

の
上
な
く
尊
い
手
段
と
し
て
愛
さ
れ
洗
練
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い｣

(

Ⅵ
、
一
六
五)

も
の
と
さ
れ
る
。
宗
教
共
同
体
が
有
す
る
教
義
や

制
度
を
道
徳
的
心
術
の
た
め
の
手
段
と
す
る
に
留
め
、
人
倫
性
の
秩

序
を
守
る
こ
の
よ
う
な
区
別
を

｢

真
の
啓
蒙｣

(

Ⅵ
、
一
七
九)

と

呼
ぶ
の
で
あ
る
。

四
、
カ
ン
ト
に
よ
る

｢

文
化
批
判
の
理
論｣

の

可
能
性

さ
て
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
カ
ン
ト
に
お
い
て
文
化
は
教

8
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育
の
場
面
に
あ
っ
て
も
宗
教
の
場
面
に
お
い
て
も
、
人
間
の
道
徳
化
、

あ
る
い
は
倫
理
的
公
共
体
と
い
っ
た
人
倫
性
の
次
元
へ
の
媒
介
あ
る

い
は
感
性
的
図
式
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
人
倫
的
秩
序
が

転
倒
さ
れ
た
と
き
に
批
判
の
対
象
と
し
て
現
れ
て
き
た
。
カ
ン
ト
に

よ
る
文
化
批
判
の
理
論
は

｢

文
化｣

と

｢

道
徳
性｣

と
の
秩
序
を
軸

に
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
構
図
の
萌
芽
は

『

判
断
力
批
判』

の
第
八
三
節

｢

目

的
論
的
体
系
と
し
て
の
自
然
の
最
終
目
的
に
つ
い
て｣

で
示
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は

｢
究
極
目
的
で
あ
る
た
め
に
人
間
自
身

が
為
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
対
し
て
人
間
を
準
備
す
る
た
め
に
、

自
然
が
果
た
し
う
る
こ
と｣

は
何
で
あ
る
か
？
と
い
う
問
い
の
下
に
、

｢

自
然
を
人
間
の
自
由
な
諸
目
的
一
般
の
格
率
に
適
合
し
て
手
段
と

し
て
使
用
す
る
有
能
性｣

(

Ⅴ
、
四
三
一)

が
そ
の
答
え
と
し
て
挙

げ
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
有
能
性
と
熟
練
の
産
出
こ
そ
が
文
化
で
あ
る
、

と
語
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
文
化
と
は
人
間
が
自
然
の
外
に
あ
る

究
極
目
的
の
た
め
に
、
自
然
を
調
整
す
る
働
き
を
担
う
も
の
と
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
文
化
は
ま
さ
し
く
自
然
の
最

終
目
的
で
あ
る
が
故
に
人
間
の
自
由
の
側
に
は
位
置
づ
け
ら
れ
ず
、

自
然
の
側
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
カ
ン
ト
の
文
化

批
判
に
込
め
ら
れ
た
技
術
批
判
の
含
意
を
汲
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

『

判
断
力
批
判
へ
の
第
一
序
論』

の
中
で

｢

技
術｣

は
彼
の
哲
学

体
系
の
内
に
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
哲
学
に
お
い

て
は
自
然
の
領
域
と
自
由
の
領
域
は
原
理
的
に
は
っ
き
り
と
峻
別
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
理
論
哲
学
と
実
践
哲
学
も
区
別
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
は

｢

実
践｣

の
意
味
を
非
常
に
狭
い
範
囲
に

限
定
し
て
お
り
、｢

諸
法
則
の
も
と
で
自
由
を
考
察
す
る
諸
命
題
だ

け
が
、
実
践
的
な
の
で
あ
る｣

(

�
、
一
九
六)

と
語
り
、
そ
れ
以

外
の
実
行
に
関
す
る
ほ
か
の
全
て
の
命
題
は

｢

技
術
的
命
題｣

と
さ

れ

｢

存
在
す
べ
き
で
あ
る
と
欲
す
る
も
の
を
実
現
す
る
技
術
に
属
す

る｣
(

�
、
二
〇
〇)

と
さ
れ
る

(

�)

。
従
っ
て
、
こ
れ
ま
で
我
々
が
見

て
き
た

｢

文
化｣

も
や
は
り

｢

存
在
す
べ
き
で
あ
る
と
欲
す
る
も
の

を
実
現
す
る
技
術
に
属
す
る｣

こ
と
に
な
ろ
う
。
と
い
う
の
も
文
化

と
は

｢

有
能
性
と
熟
練｣

(

Ⅴ
、
四
三
〇)

の
産
出
と
さ
れ
て
い
る

の
だ
が
、
熟
練
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
指
令
も
ま
た

｢

技
術
に
属
す
る｣

(

�
、
二
〇
〇)

と
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
文
化
と
技
術
は
ど
こ
ま
で
も
理
論
哲
学
の
内
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、｢

究
極
目
的
の
た
め
に｣

自
然
的
諸
条

件
を
調
整
す
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
限
り
で
自
然
と
自
由
と
の
間
に

働
き
の
場
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
、

道
徳
的
実
践
理
性
に
よ
る
技
術
批
判
の
視
点
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
。ま

た
、
文
化
の
進
歩
は
直
ち
に
究
極
目
的
の
準
備
と
な
る
わ
け
で

は
な
く
、
文
化
が
道
徳
性
と
の

｢

秩
序｣

を
転
倒
さ
せ
る
な
ら
ば
、

人
間
の
不
和
と
不
平
等
を
も
た
ら
す

｢

輝
か
し
き
悲
惨｣

と
し
て
現

9
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れ
る
。『

判
断
力
批
判』

で
展
開
さ
れ
た
文
化
に
対
す
る
こ
の
よ
う

な
両
義
的
視
点
を
カ
ン
ト
は
教
育
論
や
宗
教
論
と
い
っ
た
具
体
的
な

歴
史
的
・
社
会
的
次
元
に
お
い
て
展
開
し

(

�)

、｢

悲
惨｣

と

｢

準
備｣

の
転
回
点
を

｢

秩
序
の
転
倒｣

と
い
う
点
に
見
出
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
技
術
批
判
と
は
異
な
る
側
面
で
の

｢

文
化
批

判
の
理
論｣

の
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

｢

文
化
批

判
の
理
論｣

は
人
間
の
内
的
な
陶
冶
・
自
己
形
成

(

開
化)

に
関
し

て
も
、
外
的
開
発

(

文
化)
に
関
し
て
も

｢

道
徳
性
と
の
秩
序｣

の

転
倒
を
厳
し
く
戒
め
る
。
文
化
と
は
ど
こ
ま
で
も
有
用
性
の
観
点
の

も
と
で
捉
え
ら
れ
る
限
り
、
仮
言
命
法
の
次
元
に
属
す
る
事
柄
で
あ

る
。
し
か
し
、｢

文
化｣

に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
視
点
に
示
唆
さ
れ

て
い
る
の
は
道
徳
性
の
実
現
と
い
う
定
言
命
法
の
も
と
で
、
さ
ま
ざ

ま
な
歴
史
的
、
社
会
的
現
実
の
中
で
仮
言
命
法
を
ど
の
よ
う
に
と
ら

え
、
実
行
し
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
実
践
的
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
こ
の
問
題
を
詳
細
に
追
及
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
少

な
く
と
も
、
開
化
と
文
化
は
道
徳
性
と
い
う
制
約
の
も
と
に
調
和
的

な
あ
り
方
を
と
る
必
要
性
を
カ
ン
ト
は
文
化
概
念
に
腹
蔵
さ
せ
て
い

た
と
は
い
え
る
。
カ
ン
ト
の
文
化
概
念
に
込
め
ら
れ
た

｢

文
化
批
判

の
理
論｣

の
中
に
は
、
人
間
の
内
的
自
然
と
外
的
自
然
の
調
和
と
い

う
古
代
以
来
の
モ
チ
ー
フ
を
看
取
し
う
る
の
で
あ
る
。

(

1)

こ
の
言
葉
は
Ｇ
・
ク
レ
ム
リ
ン
グ
の
以
下
の
論
文
か
ら
引
用
し
た
。

G
e
rh

a
rd

K
ra

e
m

lin
g

,
D

ie
s
y
s
te

m
b

ild
e
n

d
e

R
o
lle

v
o
n

A
e
s
t-

h
e
tik

u
n

d
K

u
ltu

rp
h

ilo
s
o
p

h
ie

b
e
i

K
a

n
t
(
R

e
ih

e
p

ra
k

tis
c
h

e

P
h

ilo
s
o

p
h

ie
B

d
.23)

,
F

re
ib

u
rg

/
M

u
e
n

c
h

e
n

,
1985

.

ク
レ
ム

リ
ン
グ
は
カ
ン
ト
の

『

判
断
力
批
判』

に
お
け
る
目
的
論
を
歴
史
的
―

実
践
的
理
性
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
美
的
な
も
の
の

社
会
的
な
重
要
性
を
あ
ぶ
り
出
し
、
美
学
と
目
的
論
は
実
践
哲
学
と

結
び
つ
い
て
相
互
に
連
関
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
際
、
ク
レ

ム
リ
ン
グ
は

｢

目
的
論｣

で
扱
わ
れ
た
カ
ン
ト
の
文
化
概
念
の
中
に

｢

文
化
批
判
の
理
論｣

を
導
出
し
よ
う
と
試
み
る
。
目
的
論
に
お
い

て
、
最
終
目
的
で
あ
る
文
化
は

｢

自
由
に
基
づ
く
究
極
目
的
の
実
現｣

を
条
件
と
し
て
求
め
ら
れ
る
。
自
由
に
基
づ
く
究
極
目
的
の
実
現
を

基
準
と
し
て
、
批
判
的
な
文
化
解
釈
の
論
理
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ク
レ
ム
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
美

学
の
分
野
こ
そ
が
批
判
的
文
化
解
釈
の
現
場
と
さ
れ
、
美
学
的
関
心

の
み
が
先
行
さ
れ
、
本
発
表
が
取
り
扱
う
よ
う
な
文
化
概
念
の
歴
史

的
、
教
育
学
的
、
宗
教
的
な
意
義
に
触
れ
て
は
い
な
い
。

(

2)
S

a
lim

K
e
m

a
l,

K
a

n
t

a
n

d
F

in
e

A
rt

:
A

n
E

s
s
a

y
o

n
K

a
n

t

a
n

d
th

e
P

h
ilo

s
o
p

h
y

o
f

F
in

e
A

rt
a

n
d

C
u

ltu
re

,
O

x
fo

rd
,1986

.

(

3)
K

im
,

Y
a

n
g

-H
y

u
n

,
K

a
n

tis
c
h

e
r

A
n

th
ro

p
o
z
e
n

tris
m

u
s

u
n

d

� o
k

o
lo

g
is

c
h

e
E

th
ik

,
M
� u

n
s
te

r,
1998

.

(
4)

S
h

a
ro

n
A

n
d

e
rso

n
-G

o
ld

,
T

h
e

P
u

rp
o

siv
e

n
e
ss

o
f

N
a

tu
re

:

K
a

n
t

a
n

d
E

n
v

iro
n

m
e

n
ta

l
E

th
ic

s,
in

:
R

ech
t

u
n

d
F

ried
en

in

d
er

P
h

ilo
so

p
h

ie
K

a
n

ts.
A

k
ten

d
es

X
.

In
tern

a
tio

n
a

len
K

a
n

t-

K
o

n
g

resses,
B

e
rlin

/
N

e
w

Y
o

rk
,
2008

,
S

.3

�13
.
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(

5)
A

n
a

M
a

rta
G

o
n

z
a

le
z
,

K
a

n
t’s

c
o

n
trib

u
tio

n
to

s
o

c
ia

l

th
e
o

ry
,

in
:

K
a

n
t-S

tu
d

ie
n

,
B

d
.100

,
2009

,
S

.85
.

(
6)

以
下
、
本
文
中
で
の
カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
は
、
原
則
と
し
て
ア
カ

デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
を
漢
数
字

で
表
し
、
本
文
中
に
出
典
を
記
す
。

(

7)

こ
こ
で

｢
教
育｣

と

｢

宗
教｣

と
い
う
領
域
に
関
し
て
文
化
に
つ

い
て
触
れ
よ
う
と
す
る
事
は
恣
意
的
な
選
択
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

『

人
間
学
遺
稿』
で
は
悪
徳
か
ら
の
改
善
の
手
段
は

｢

教
育
、
立
法
、

そ
し
て
宗
教
で
あ
る｣

(

�
、
八
九
八)

と
語
ら
れ
、
こ
れ
ら
三
つ

は
悪
徳
の
状
態
か
ら
道
徳
化
へ
到
る
た
め
の
重
要
な
手
段
で
あ
る
と

考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
興
味
深
い
こ
と
に
カ
ン
ト
が
改
善
の
諸
手

段
と
し
て
提
示
し
た
こ
れ
ら
三
つ
が
、
同
時
に
人
間
性
の
諸
素
質
の

調
和
的
発
展
に
対
し
て
、
反
対
に
働
く
危
険
性
に
つ
い
て
警
鐘
を
鳴

ら
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

『
判
断
力
批
判』

で
語
ら
れ
て

い
た

｢

輝
か
し
き
悲
惨｣

と
同
じ
指
摘
で
あ
る
。

(

8)
G

e
o

rg
P

ic
h

t,
H

IE
R

U
N

D
JE

T
Z

T
:

P
h

ilo
s
o
p

h
ic

h
e
n

n
a

c
h

A
u

s
c
h

w
itz

u
n

d
H

iro
s
h

im
a

,
B

a
n

d
Ⅱ

.
S

tu
ttg

a
rt.

1981
./

Ｇ
・
ピ
ヒ
ト
、『

続
・
い
ま
・
こ
こ
で』

、
斉
藤
義
一
他
訳
、
法
政
大

学
出
版
局
、
一
九
九
二
年
、
五
〇
〇
―
五
一
一
頁
。

(

9)

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
教
育
論
に
つ
い
て
の

体
系
的
著
作
を
残
し
て
は
お
ら
ず
、
教
育
論
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ

た
著
作
で
あ
る

『

教
育
学』

も
編
纂
に
ま
つ
わ
る
問
題
や
、
教
育
学

の
講
義
時
期
が
カ
ン
ト
の
思
想
上
の
転
換
期
に
位
置
す
る
と
い
う
事

実
に
よ
っ
て
そ
の
不
鮮
明
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方

で
カ
ン
ト
は
教
育
に
対
し
て
明
ら
か
に
体
系
性
、
あ
る
い
は
学
問
性

を
要
求
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
以
下

の
拙
論
を
参
照

｢

カ
ン
ト
教
育
論
に
お
け
る
自
由
と
開
化
の
ア
ン
チ

ノ
ミ
ー｣

、『

日
本
カ
ン
ト
研
究
12』

所
収
、
理
想
社
、
二
〇
一
一
年
。

(

10)

鈴
木
晶
子
氏
は
カ
ン
ト
の
同
時
代
人
達
の

｢

啓
蒙｣

と
、
カ
ン
ト

の

｢

啓
蒙｣

観
を
比
較
し
、
カ
ン
ト
の
啓
蒙
の
中
に
、
近
代
的
市
民

の
育
成
と
彼
ら
に
よ
る
近
代
国
家
の
設
立
と
い
う

｢

啓
蒙
の
物
語｣

に
は
回
収
し
き
れ
な
い
個
人
の
形
成
と
変
容
を
問
う

｢

教
育
の
物
語｣

が
含
ま
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
鈴
木
晶
子
、『

イ
マ
ヌ
エ
ル
・

カ
ン
ト
の
葬
列』

、
二
〇
〇
六
年
、
春
秋
社
。

(

11)
｢

そ
れ
故
、
教
育
に
よ
っ
て
啓
蒙
を
個
々
の
主
体
の
う
ち
に
根
付

か
せ
る
事
は
非
常
に
容
易
で
あ
る
。
…(

中
略)

…
と
こ
ろ
が
、
あ
る

時
代
を
啓
蒙
す
る
に
は
非
常
に
時
間
が
か
か
る
。
何
故
な
ら
ば
、
そ

の
よ
う
な
教
育
方
法
を
あ
る
時
は
禁
じ
た
り
、
困
難
に
す
る
多
く
の

外
的
な
障
害
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る｣

(

Ⅷ
、
一
四
七)

。

(

12)
M

.
G

.
F

e
lic

ita
s

M
u

n
z
e
l,

M
e
n

s
c
h

e
n

fre
u

n
d

s
c
h

a
ft

:

F
rie

n
d

s
h

ip
a

n
d

P
e
d

a
g

o
g

y
in

K
a

n
t,

in
:

E
ig

h
te

e
n

th
-

C
e
n

tu
ry

S
tu

d
ie

s
32

,
p

p
.247

�259
.

(

13)

Ｒ
・
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
も
根
本
悪
を

｢

義
務
に
か
な
っ
て
は
い
る

が
、
義
務
そ
の
も
の
の
た
め
に
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
行
為｣

す
な

わ
ち
、
人
間
の
適
法
的
行
為
の
う
ち
に
見
出
し
て
い
る
。R

.
J
.

B
e
rn

s
te

in
,

R
a

d
ic

a
l

E
v
il.

A
P

h
ilo

s
o
p

h
ic

a
l

In
te

rro
g

a
tio

n
,

C
a

m
b

rid
g

e
,
2002

.

(

14)
『

宗
教
論』

に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は

｢
K

u
ltu

r
(

文
化)

｣

と
い

う
言
葉
よ
り
も

｢
K

u
lt｣

あ
る
い
は
そ
の
由
来
と
な
る
ラ
テ
ン
語

の

｢
c
u

ltu
s｣

と
い
う
言
葉
を
多
用
す
る
。｢

K
u

ltu
r｣

は
ラ
テ
ン

語
の

｢
c
u

ltu
ra
｣

の
訳
語
と
さ
れ
て
い
る
が
、｢c

u
ltu

s｣

も｢
c
u

l-

tu
ra
｣

も
元
々
は
同
じ

｢

耕
す｣

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、｢

c
u

ltu
ra

＝K
u

ltu
r｣

が
そ
の
意
味
を
先
の

｢
c
u

ltu
ra

a
n

im
i｣

に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
間
の
心
の
開
発
や
諸
能
力
の

11
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開
化
と
い
っ
た
用
法
に
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
の
に
対
し
、｢

c
u

ltu
s

＝

K
u

lt｣

は

｢

礼
拝｣

や

｢

祭
祀｣

と
い
っ
た
宗
教
的
文
脈
に
そ
の

意
味
を
限
定
し
て
ゆ
く
。

W
.
W

u
n

d
t,

V
� o

lk
e
rp

s
y

c
h

o
lo

g
ie

:
e
in

e
U

n
te

rs
u

c
h

u
n

g

d
e
r

E
n

tw
ic

k
lu

n
g

s
g

e
s
e
tz

e
v

o
n

S
p

ra
c
h

e
,

M
y

th
u

s
u

n
d

S
itte

.
B

d
.10

,
L

e
ip

z
ig

,
1920

.
J
.
R

itte
r,

“K
u

lt”,
“K

u
ltu

r”,

H
is

to
ris

c
h

e
s

W
o
rte

rb
u

c
h

D
e
r

P
h

ilo
s
o
p

h
ie

,
B

a
s
e
l,

1976
.

そ

し
て
、
カ
ン
ト
は

『
宗
教
論』

の
中
で
、
特
に
純
粋
宗
教
に
対
す
る

文
化
の
悪
徳
を
指
摘
す
る
文
脈
に
お
い
て
は

｢
c
u

ltu
s｣

と
い
う
ラ

テ
ン
語
表
記
の
ま
ま
で
用
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、｢

c
u

ltu
s｣

が

用
い
ら
れ
る
箇
所

(

一
〇
六
、
一
一
五
、
一
五
三)

は
全
て
純
粋
宗

教
に
対
す
る

｢

教
会
信
仰｣

を
批
判
す
る
時
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、｢

K
u

lt(
u

s)｣

と
ド
イ
ツ
語
表
記
さ
れ
る
場
合
に
は
必
ず
し

も
批
判
的
な
文
脈
で
の
使
用
に
限
ら
な
い
。

(

15)

実
際
に
カ
ン
ト
は

｢

国
家
戦
略｣

や

｢
力
学
に
お
け
る
実
験
の
技

術｣

な
ど
を
例
に
挙
げ
、
こ
れ
ら
は

｢

自
然
が
含
み
う
る
も
の
を
原

因
と
し
て
選
択
意
志
か
ら
導
き
出
す
実
践
的
命
題｣
と
さ
れ
、
実
践

的
命
題
と
は
厳
し
く
峻
別
さ
れ

｢

自
然
の
哲
学
の
実
践
的
部
門
だ
け

を
形
成
す
る｣

(

�
、
一
九
七)

と
語
ら
れ
て
い
る
。

(

16)

教
育
論
、
宗
教
論
だ
け
で
は
な
く
、『

永
遠
平
和
の
た
め
に』
を

は
じ
め
と
す
る
後
期
の
歴
史
哲
学
的
著
作
の
中
に
も
文
化
批
判
の
理

論
の
展
開
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
が
紙

幅
の
関
係
上
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
回
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。
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