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o
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①
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粧
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q
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＄
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o
。
b
や

パ
ー
バ
r
ト
・
ア
プ
シ
ー
カ
｝
編

吋
マ
ル
ク
ス
主
義
と
疎
外
論
』

白
富
鵠
冒
畦
ぱ
鋒
・
冒
審
震
暮
Φ
O
剛
討
導
乱
警
、
幹
琶
一
霊
に
よ
つ
て
一
九
六
五

年
夏
に
行
な
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
0
．
テ
ト
マ
0
ひ
ど
つ
は
、
，
疎
外
問
題
の
検

討
に
あ
て
ら
れ
た
、
ご
ご
に
収
録
鳶
溝
た
・
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
、
そ
の
前
年
に
ニ
ュ
ー

ボ
ハ
ン
プ
シ
ァ
ー
州
の
画
ー
ソ
ウ
ェ
イ
で
開
催
さ
れ
だ
暑
＆
側
国
亀
o
謬
窪
犠

O
聾
b
に
提
出
さ
れ
た
も
分
よ
ウ
成
る
・
貧
疑
3
。
愚
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剛
台
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曾
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葺
，
一
F
博
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簿
捧
ざ
国
巻
－

釜
。
・
一
。
臥
驚
㌻
雛
霞
鋒
β
ξ
爆
身
昌
田
臭
①
一
。
α
琶
三
署
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臣
α
層
ぎ
α
q
。
蔓
。
噛

＞
一
帥
①
壼
菖
β
ξ
昌
象
讐
山
げ
℃
ζ
β
笥
融
魚
‘
自
邑
警
晋
爵
ぎ
琴
善
α
鵠
霞
邑
馨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
　
登
二
せ
三
）
、

ぎ
臣
a
凝
q
9
冨
国
o
才
鴛
儀
ず
勺
9
議
o
覆
）
。
こ
れ
ら
に
竃
ー
β
ッ
パ
分
二
人
の
学

老
の
寄
稿
（
＜
同
●
2
一
睾
畿
9
導
含
ω
8
巨
一
昏
）
厚
置
置
8
》
富
琶
“
嵩
一

ヒ
ぱ
壼
寓
曾
拶
呂
導
。
國
呂
貯
帥
倉
箪
冨
弓
」
●
9
器
り
彗
導
）
が
加
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
は
い
ず
れ
も
、
疎
外
論
が
つ
ね
に
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
人
間
の
疎
外
と
い
う
現
代
的
状
況
を
ど
う
克
服
す
る
か
と
い
う
問
題
に

答
え
る
と
い
う
よ
り
、
そ
の
困
難
性
を
あ
ば
い
て
い
る
。
　
（
い
か
に
贔
屓
目
に

．
み
て
も
、
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
理
論
水
準
に
較
べ
て
そ
れ
程
の
新
鮮
さ
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
。
）
　
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
非
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と

を
問
わ
ず
、
わ
れ
わ
れ
を
と
り
ま
く
か
ず
か
ず
の
疎
外
、
ま
さ
に
生
活
の
な
か

に
た
ぎ
り
落
ち
る
疎
外
の
影
を
見
す
ご
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
そ
し
て
、

A
・
1
・
M
・
S
・
は
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
非
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
の
あ
い

だ
に
有
意
味
な
対
話
を
う
み
出
す
た
め
の
理
性
的
討
論
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
も

た
ら
す
こ
と
を
目
的
，
と
す
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
幾
つ
か
の
論

文
を
こ
こ
に
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
右
の
論
者
た
ち
に
し
て
も
、
疎
外
概
念
に
ひ
と
つ
の
明
確
な
思
想
的
規
定
を

も
つ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
に
、
こ
の
概
念
ほ
ど
！
社
会
学
か
ら
文

明
批
判
に
ま
で
わ
た
つ
て
1
今
日
安
易
に
使
用
さ
れ
、
混
乱
を
招
い
て
い
る

も
の
は
な
い
。
ル
官
ワ
の
論
文
は
、
オ
イ
ゼ
ル
マ
ン
の
そ
れ
も
同
様
に
、
マ
ル

ク
ス
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
定
義
、
す
な
わ
ち
『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』
の
な
か
の

労
働
過
程
と
私
有
財
産
制
に
疎
外
の
根
源
を
求
め
る
べ
ぎ
こ
と
を
強
調
す
る
。

む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
定
義
へ
の
試
み
自
体
は
今
で
は
常
識
化
し
て
い
る
こ
と
だ

が
、
そ
の
意
図
は
、
疎
外
を
も
つ
ば
ら
工
業
主
義
と
テ
ク
ノ
・
ジ
ー
に
よ
る
現

代
的
人
間
の
，
心
理
学
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
受
け
と
め
た
り
、
あ
る
い
は
知
識
人
固
有



の
情
緒
的
挫
折
感
だ
と
す
る
よ
う
な
誘
惑
的
な
課
題
を
拒
否
す
る
こ
と
に
あ

る
。
ル
冒
ワ
は
東
独
の
諸
経
験
を
例
証
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
体
制
に
お
け

る
新
し
い
人
間
関
係
の
弁
証
法
的
止
揚
に
完
全
な
人
間
回
復
を
期
待
し
て
い

る
。
し
か
し
、
ア
ル
マ
シ
の
場
合
は
そ
れ
程
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
は
な

い
。
個
人
脆
拝
に
よ
る
歪
み
、
国
家
権
力
と
官
僚
制
の
巨
大
化
．
労
働
の
分
業

な
ど
、
社
会
主
義
自
体
に
も
克
服
さ
る
べ
き
疎
外
問
題
が
現
に
存
在
す
る
こ
と

に
、
彼
は
憂
い
の
眼
差
し
を
か
く
し
て
い
な
い
。

　
ア
プ
シ
ー
カ
ー
は
多
彩
な
人
び
と
の
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
、
現
代
ア
メ
リ
カ

社
会
の
陰
画
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
見
事
に
構
成
す
る
．
疎
外
と
は
抑
圧
な
の
で
は

な
く
苦
悩
だ
、
ア
メ
リ
カ
と
は
．
「
反
人
間
的
体
制
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
激

し
く
断
ず
る
。
同
じ
よ
う
な
調
子
は
ラ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
に
も
漂
つ
て
い
る
。
「
さ

あ
、
よ
く
御
覧
な
さ
い
、
こ
の
絵
姿
を
、
そ
れ
か
ら
あ
の
姿
を
．
…
…
眼
が
あ

る
の
で
す
か
、
あ
な
た
に
は
」
（
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
第
三
幕
第
四
場
）
と
い
う
科

白
が
引
か
れ
て
い
る
．
『
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
』
誌
の
ア
メ
リ
カ
は
欺
購
で
あ
り
、
醜

悪
な
の
だ
。
ア
メ
リ
カ
の
多
数
の
人
び
と
が
実
際
に
体
験
し
、
欲
求
し
て
い
る

も
の
は
何
で
あ
る
か
。
疎
外
に
ど
う
対
処
し
た
ら
よ
い
か
．
堕
落
し
た
支
配
者

と
殉
難
者
の
群
れ
1
若
者
と
ニ
グ
巨
、
〈
眼
に
み
え
ぬ
貧
者
た
ち
〉
．
わ
れ
わ
れ

の
眼
は
真
実
を
見
極
め
ず
に
、
中
産
階
級
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
心
に
描
く
。
そ
し

て
善
意
と
良
心
を
口
に
し
が
ち
で
あ
る
．
ラ
ン
グ
フ
オ
ー
ド
が
冒
頭
に
述
べ
て

い
る
乞
暮
ザ
き
器
一
譲
Φ
警
の
短
篇
小
説
§
。
。
。
。
b
§
戚
答
。
ミ
肺
は
象
徴
的
だ
。

主
人
公
の
新
聞
記
者
が
救
助
嘆
願
の
広
告
欄
に
よ
つ
て
不
幸
な
人
た
ち
と
の
通

信
を
は
じ
め
て
、
彼
ら
に
援
け
を
差
し
の
べ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

彼
は
か
え
つ
て
彼
ら
を
不
幸
に
陥
ら
せ
て
し
ま
い
、
つ
い
に
ひ
と
り
の
不
具
者

　
　
　
紹
介
と
批
評

に
鮒
殺
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
話
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
や
　
　
ヤ

「
疎
外
の
芸
術
的
表
毘
」
ー
ー
こ
の
論
文
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
芸
術
家
に
と
つ
て
は

大
い
に
異
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
フ
ィ
ン
ケ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
芸
術

の
創
造
を
現
実
世
界
（
自
然
と
社
会
を
含
め
て
）
を
人
問
化
す
る
こ
と
だ
、
と
把

え
て
い
る
。
社
会
の
あ
る
発
展
段
階
で
、
人
間
は
自
己
の
内
面
世
界
を
外
界
に

か
か
わ
ら
せ
、
、
生
活
の
意
味
を
問
い
、
芸
術
的
感
覚
を
高
め
て
ゆ
く
も
の
で
あ

る
。
自
然
の
人
間
化
は
同
時
に
、
人
間
関
係
の
人
間
化
を
と
も
な
い
な
が
ら
発

展
す
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
芸
術
は
つ
ね
に
人
問
性
で
あ
つ
て
、
か
つ
美
と
い
う

も
の
を
所
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
．
こ
う
し
た
交
流
関
係
は
、
資
本
主
義
の
出

現
と
と
も
に
失
わ
れ
、
嘗
然
そ
の
も
の
も
、
芸
術
家
の
想
像
力
さ
え
も
商
品
化
さ

れ
で
し
ま
つ
た
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
、
ア
メ
リ
カ
で
は
例
え
ぽ
ド
ラ

イ
ザ
ー
の
如
き
、
芸
術
家
た
ち
の
果
敢
な
プ
β
テ
ス
ト
は
、
こ
の
非
人
間
化
さ

れ
た
疎
外
に
対
す
る
闘
い
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
二
十
世
紀
に
な

つ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
新
し
い
体
験
を
も
つ
に
い
た
つ
た
。
芸
術
家
は
自
然
と
人

間
関
係
を
人
間
化
す
る
と
い
う
歴
史
的
役
割
を
放
棄
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
は

何
か
。
自
己
の
内
面
性
、
意
識
の
時
間
的
流
れ
、
象
徴
主
義
、
印
象
派
ー
ま
－

さ
に
主
観
主
義
的
芸
術
の
思
寂
し
い
姿
で
あ
る
．
言
葉
、
韻
律
、
彩
色
、
空
間
、

音
程
…
…
こ
れ
ら
の
素
材
は
人
間
の
触
れ
る
温
か
な
現
実
で
は
も
は
や
な
く
、

そ
れ
自
体
が
神
秘
性
を
帯
び
た
も
の
と
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
T
・
S
・
エ
リ
オ
ッ

ト
の
詩
、
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
音
楽
、
キ
ュ
；
ビ
ズ
ム
、
ド
ス
・
パ
ソ
ス

の
文
体
、
－
…
芸
術
の
く
革
命
V
運
動
と
か
く
新
し
い
現
実
V
の
発
見
と
は
何
の

こ
と
か
。
「
構
築
さ
れ
た
監
獄
の
な
か
の
生
の
閃
き
」
、
そ
れ
は
芸
術
家
の
己
れ

の
疎
外
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
つ
て
、
「
彼
は
非
人
問
性
に
よ
つ
て
辛
じ
て
人
間
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
コ
ニ
　
　
（
『
二
七
三
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

た
り
得
る
の
だ
ご
フ
ィ
ソ
ケ
ル
シ
ュ
タ
イ
ソ
は
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
に
関

し
で
は
触
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
、
い
わ
ゆ
る
モ
ダ
ン
・
ア
ー

ト
に
芸
術
家
の
自
己
放
棄
の
露
呈
を
深
く
認
識
さ
せ
ら
れ
よ
う
。
，

　
最
後
に
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
論
文
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
シ
。
こ
れ
は
」
・
P
。
サ

ル
ト
ル
の
『
方
法
の
問
題
』
を
解
説
批
判
し
た
も
の
で
、
実
存
主
義
と
マ
ル
ク

ス
主
義
と
の
ポ
レ
ミ
！
ク
な
接
点
を
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
反
論
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
反
論
は
、
今
日
非
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
側
か
ら
も
サ
ル
ト
ル
批

判
と
し
て
多
く
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
．
こ
こ
で
こ
の
問
題
を
充
分
論
ず

る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
パ
喜
ソ
ン
ズ
の
論
点
を
サ
ル
ト
ル
の
言
葉
を
引
用
し

て
要
約
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
〔
以
下
の
引
用
は
、
サ
ル
下
ル
全
集
第
二
十
五
巻

（
人
文
書
院
）
に
よ
る
〕

「
観
念
の
肉
化
と
し
て
、
観
念
の
媒
介
の
具
と
し
て
の
プ
β
レ
タ
リ
7
ー
ト
」
、

「
わ
た
し
の
心
の
地
平
へ
の
労
働
者
大
衆
の
重
苦
し
い
現
前
」
（
二
六
頁
）
と
し

て
た
ち
現
わ
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
も
の
を
、
翌
ル
ト
ル
は
ど
う
受
け
と

め
よ
う
と
し
て
い
る
か
。
彼
の
い
う
「
マ
ル
ク
ス
自
身
の
マ
ル
ク
ス
主
義
」

（
一
八
六
頁
）
と
は
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
内
部
に
人
間
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
」

（
九
一
頁
）
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
怠
惰
な
マ
ル
ク
ス
主
義
」
が

実
存
的
人
間
の
自
由
と
歴
史
の
創
造
行
為
ど
を
無
視
し
、
「
す
べ
七
の
な
か
に

す
べ
て
を
入
れ
こ
め
、
現
実
の
人
間
を
己
れ
の
神
話
の
象
徴
に
し
て
し
ま
う
』

（
六
五
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
停
滞
し
で
し
ま
つ
た
。
だ
が
サ
ル

ト
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
硬
化
症
は
「
澗
渇
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
、
マ
ル
ク
ス
主
義

は
な
お
ご
く
年
若
い
」
（
三
七
頁
）
の
で
あ
る
。
彼
は
今
日
そ
れ
が
、
歴
史
的
で

あ
る
と
同
時
に
構
成
的
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
も
つ
た
人
間
学
と
し
て
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
　
λ
コ
一
七
四
）

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
。
そ
し
て
、
「
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
社
会
を
記
述
す

る
た
め
に
マ
ル
ク
ス
主
義
的
探
究
が
活
用
」
て
い
る
諸
観
念
自
体
1
す
な
わ

ち
、
搾
取
、
疎
外
、
物
神
化
、
物
化
、
等
が
、
ま
さ
に
最
も
直
接
的
な
実
存
的

構
造
の
方
へ
と
〔
意
識
〕
を
送
り
か
え
す
観
念
な
の
で
あ
る
」
（
一
八
四
頂
）
と

強
調
ず
る
。
唯
物
論
的
弁
証
法
を
歴
史
の
内
在
法
則
と
同
一
化
す
る
こ
老
は
誤

り
で
あ
り
、
「
欺
朧
」
で
あ
る
。
「
個
人
お
よ
び
個
人
が
自
己
の
生
活
を
生
み
だ

し
、
自
己
を
客
観
化
す
る
企
て
し
の
な
か
に
こ
そ
根
源
的
な
弁
証
法
的
運
動
が

あ
る
（
一
六
五
頁
）
．
サ
ル
ト
ル
が
弁
証
法
的
全
体
化
と
か
実
践
に
つ
い
て
難
解

な
言
辞
を
弄
す
る
の
も
、
実
存
的
個
人
と
人
問
相
互
の
関
係
、
歴
史
の
客
観
的

現
実
と
を
ど
う
結
び
つ
け
る
か
に
か
か
つ
て
い
る
．
そ
の
解
決
は
、
「
㎜
…
…
主

観
的
な
も
の
は
自
己
の
う
ち
に
客
観
的
な
も
の
を
保
有
し
、
そ
れ
を
否
定
し
、

あ
た
ら
し
い
客
観
性
に
む
か
つ
て
そ
れ
を
の
り
こ
え
る
。
…
…
行
動
の
投
企
と

し
て
の
意
味
が
世
界
の
現
実
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
て
全
体
化
の
過
程
の
な
か
で

自
己
の
真
理
を
見
出
す
。
…
・
－
投
企
だ
け
が
歴
史
、
す
な
わ
ち
人
間
の
創
造
性

を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
や
え
ら
ば
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
一
〇
五
頁
）
．

か
く
し
て
、
人
間
の
行
動
と
責
任
、
自
由
の
問
題
、
要
す
る
に
『
方
法
の
問
題
』

と
は
人
間
な
の
で
あ
る
。
、

　
以
上
簡
単
に
記
し
た
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
の
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
接
近
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
者
自
身
に
と
つ
て
何
を
意
味
す
る
か
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ち

一
枚
岩
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
が
マ
ル
ク
ス
主
義
を
一
般
化
し
で
し
ま
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
セ
　
　
　
ヤ

た
と
す
れ
ば
、
サ
ル
ト
ル
は
そ
れ
を
個
別
化
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
『
方
法

の
間
題
』
は
、
人
間
と
自
由
に
関
す
る
実
存
的
解
釈
に
修
正
を
加
え
て
い
る
か

に
み
え
て
、
『
存
在
と
無
』
に
お
け
る
反
社
会
性
を
依
然
と
し
て
ひ
き
ず
つ
て



い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
と
最
後
ま
で
相
交
わ
ら
な
い
の
は
こ
の
と
こ
ろ
で
あ
つ

て
、
人
間
の
社
会
的
性
質
に
つ
い
て
の
不
透
明
な
曖
昧
さ
が
い
つ
も
露
出
さ
れ

る
。
サ
ル
ト
ル
の
致
命
的
欠
陥
は
、
自
由
を
絶
対
的
な
非
決
定
性
と
考
え
て
い

る
こ
と
に
あ
り
、
人
間
の
階
級
社
会
的
構
造
を
忘
却
し
て
い
る
、
と
反
駁
さ
れ

る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
サ
ル
ト
ル
が
、
「
か
く
て
了
解
と
は
、
わ
た
し
の
現
実
生
活
、
す
な
わ
ち
わ
、

た
し
の
隣
人
、
わ
た
し
自
身
お
よ
び
周
囲
の
環
境
を
、
進
行
中
の
客
観
化
の

綜
合
的
統
一
の
な
か
に
集
約
す
る
全
体
化
の
運
動
以
外
の
も
の
で
は
な
い
」

（
一
五
九
頁
）
と
い
う
と
き
、
個
人
と
社
会
、
自
我
と
他
者
と
の
実
存
的
二
元
論

は
乗
り
越
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
そ
の
選
択
的
自
由
が
恣
意
的

な
も
の
で
な
い
と
、
な
ぜ
断
言
で
き
る
の
か
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
が
、
サ
ル
ト
ル
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
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ヤ
　
　
　
ヤ

社
会
主
義
と
は
芸
術
的
社
会
主
義
、
も
し
く
は
無
か
ら
の
社
会
主
義
と
呼
ん
で

も
よ
い
、
と
述
べ
て
い
る
の
は
も
つ
と
も
で
あ
る
。
「
－
…
も
し
も
主
体
と
客

体
と
に
根
源
的
に
分
離
さ
れ
た
世
界
か
ら
は
じ
め
る
な
ら
、
こ
の
分
離
を
閉
ざ

そ
う
と
す
る
一
切
の
努
力
は
不
確
定
性
に
終
る
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

個
人
主
義
的
前
提
か
ら
出
発
し
て
、
社
会
主
義
的
結
論
に
到
達
す
る
こ
と
は
不

可
能
だ
．
」
し
た
が
つ
て
、
『
方
法
の
間
題
』
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
接

近
は
成
功
し
た
と
は
信
じ
が
た
い
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
言
わ
せ
れ
ば
．
サ
ル
ト
ル

の
個
人
お
よ
び
自
由
へ
の
偏
向
こ
そ
、
デ
カ
ル
ト
以
来
の
個
人
主
義
的
哲
学
を

い
ま
な
お
捨
て
切
れ
ず
に
い
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
思
惟
の
残
痕
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

サ
ル
ト
ル
の
貢
献
は
、
現
代
的
人
間
に
つ
い
て
の
深
奥
な
、
し
ば
し
ば
苦
痛
に
み

ち
た
病
理
を
わ
れ
わ
れ
に
あ
た
え
た
こ
と
で
あ
る
、
と
結
論
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
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む

結
論
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
サ
ル
ト
ル
化
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い

　
　
　
　
紹
介
と
批
評
、
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や

う
も
の
は
、
大
衆
社
会
的
状
況
の
も
と
で
の
非
人
間
化
さ
れ
た
個
人
の
、
個
人
的

な
プ
ロ
テ
ス
ト
と
し
て
は
ま
さ
し
く
わ
れ
わ
れ
自
身
の
ヴ
ァ
イ
タ
ル
な
問
題
に

触
れ
、
そ
し
て
欺
隔
者
に
な
ら
ず
に
な
お
生
き
て
ゆ
け
る
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
に

希
望
を
あ
た
え
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
　
　
（
奈
良
和
重
）
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