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三
田
學
會
雑

誌

第

四
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號 
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三

六

(

六
八
山
こ

現
代
ド
ィ
ツ
社
會
學
の
思
.考
狀
況
I:

關
す
る
ノ

ー

ト

.——

そ
の
人
間
中
心
主
義
的
志
向
を
め
ぐ
っ
て

——

r
.M
方
社
舍
學
の
自
然
主
義
的
、
心
理
主
義
的
で
あ
る
に
對 

し
、
ド
イ
ツ
社
會
學
の
本
質
は

#
紳
論
的
で
あ
り
、

そ
の
方 

法
は
理
解
で
あ
る

0」
Sombart, 

Soziolog'ie 1
9
2
3
>

to
i
l
4
.

一
、

「

人
間
學
的
社
會
學
會
議」

ニ
、
ウH

丨
バ
ー
と
デ
イ
ル
タ
イ

三
、
認
識
批
判
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー 

.

四
、
近
代
經
濟
理
論
と
知
識
社
會
學 

.

五
、
社
#
學
的
人
格
槪
念 

•

•
本
稿
は〗

兀
來
、第
ニ
次
大
戰
の「

恐
る
べ
き
崩
壤」

9
.
 

V
.

 

W
i
e
s
e
〕

後
の
ド 

イ
ツ
社
會
學
界
を
糈
カ
的
に
主
導
し
つ
つ
あ
る
雜
誌r

s
l
n
e
r

 Zeitschrift 

.fiir/soziolcgie 」

を
入
手
し
得
な
か
つ
た
が
故
に
ひ
と
ま
ず
斷
念
さ
れ
た 

.「

ド
イ
ツ
社
會
學
の
糈
祌
史
的
狀
况」

の
硏
究
の
た
め
に
讃
み
集
め
ら
れ
た
い 

V

つ
か
の
論
文
に
ょ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
ド
イ

ッ
社
會
學
の
戰
狻
の

苒
建
、
新
發
足
、
展
開
の
步
み
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
社
會
學
史 

に
お
け
る
現
代
の
そ
れ
の
位
©
、
意
義
を
考
察
す
る
意
圖
に
代
っ
て
、
方
法
、

對
象
、
課
題
に
對
す
る
彼
ら
の
態
度
の
特
徴
を
窺
い
且
っ
そ
の
り
ん
か
く
を
描 

く
こ
と
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
m
m
日
本
に
お
け
る
社
會
學
的
視
向
の
ア
メ
リ 

力
的
傾
^

、

そ

し

て
ド
イ
ツ

社
會
學
紹
介
の
殆
ど
皆
無
な
る
こ
と
を
思
え
ば
か 

か
る
ノ
ー
ト
の
提
供
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

尙
こ
こ
に
い
う
ド
イ
ツ
社
會
學
と
は
い
わ
ゆ
る
西
獨
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
、
 

参
考
論
文
の
本
文
中
で
の
引
用
を
二
々
指
示
す
る

こ

と

は

煩
雜
に
耐
え
ぬ
こ
と 

と
、
紙
面
の
節
約
の
た
め
末
尾
に
一
括
列
記
す
る
こ
と
に
よ
り
代
え
ら
れ
て
い 

る
こ
と
を
^
:
記

して
お
く
。

一‘
、

「

人
間
學
的
社
會
學
會
議」

人
間
こ
そ
こ
の
世
の
意
味
で
あ
る

p
, 
く
，
匀
忒
多
閉
會
の
言
葉)

現
代
ド
イ
ツ
社
會
學
の
問
題
狀
况
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
一
九
四
九
年
九 

月
二
十
七
、
八
日M

a
i
n
z

大
學
に
お
い
て

r

V. 

¥
/
i
e
5
o

議
長
の
下
に 

こ
の
學
會
は
關
か
れ
た
。「

人
谓
_に
つ
い
て
の
调
浈
諸
科
擧
促
進
の
た
め
の
脅

動」

と
い
う
長
た
ら
し
い
副
题
を
も
ク
た
こ
办
貧
敝
の
席
上
に
は
人
種
學
者
が 

衍
學
者
と
、
社
會
學
者
と
祌
學
若
と
が
肩
を
並
べ
法
學
者
の
隣
に
心
理
學
者
が 

腰
を
下
ろ
し
た
。
と
り
わ
け
經
濟
學
者
と
社
會
學
蒋
が
多
か
っ
た
と
は
い
え
、
 

あ

る

一
部
門
の
學
者
が
絕
對
多
數
を
占
め
た
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
出
席
者
の 

こ
の
多
^
な
顏
ぶ
れ
に
も
ま
七
て
會
議
の
テ
ー
マ
⑴「

人
格
と
集
團」(

p
e
s§ 

u
n
d

 Kollektlvium)
、

⑵

「

十
九
世
紀
の
瓦
大
な
人
口
增
加
の
社
會
的
、文 

化

的

歸

結」(
d
i
e

TO
o
z
ifo
l
e
n

 u
n
d

 Ikulturellen J^olgen 

dcp
r gro
S
e
n

 

w
e
v

o:l
k
e
r
u
n
g
s
v
e
r
m
e
h
r
u
n
g

o.
o>
g 

W9. Jahrhunderts
.
)

は
彼
ら
の 

問
題
意
識
の
具
象
化
で
あ
っ
た
。
今
こ
の
テ

I
マ
を
め
ぐ
っ
て
社
會
學
、哲
學
、
 

心
理
學
、
精
神
病
理
學
、
經
濟
學
、
法
律
學
、
人
稱
學
、
敎
育
學
、
祌
學
の
九 

專
門
學
問
の
代
表
者
に
よ
り
行
わ
れ
た
報
街
を
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
が
、
 

第
一
に
人
間
人
格
の
集
隅
的
實
存
と
し
て
の
社
會
形
成
體
と
の
關
連
に
お
い
て 

人
間
の
硏
究
を
各
專
門
視
角
か
ら
と
り
あ
げ
る
こ
と
、
第
二
に
同
機
に
各
專
門 

視
角
か
ら
の
人
ロ
增
犬
の
人
間=

そ
の
能
力
、
資
質
、
知
性=

へ
の
影
響
の
檢 

討
、
卽
ち
卜

，
5 

の
開
會
の
言
葉
で
い
え
ば「

人
間
な
る
も
の
の
認 

識」

と
い
う
：；

i

合
的
課
題
に
仕
え
る
べ
き
こ
と
が
、
と
り
わ
け
ド
ィ
ッ
社
會
諸 

科
學
に
向
け
て
布
街
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
成
果
は
と
も
あ
れ
會
議
が
社
會
學
者L. 

V
.

 

W
i
e
s
e
,

に
よ
り
提
唱
さ 

れ

且

っ

リ

ー

ド

さ

れ

た

と

い

う

事

-®
は
右
の
布
告
と
共
に
ド
ィ
ッ
社
會
學
の
稻 

極
的
な
意
慾
と
關
心
の
所
在
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。、
こ
の
よ
う
な
意
慾
が
又 

歡
會
學
內
部
に
お
い
て
理
論
的
な
主
張
と
し
て
形
を
と
る
こ
と
も
自
W
で
あ
ろ 

う
。H

a
n
s

 

は
、L. 

V
.

 

W
i
e
s
e

 
.生
誕
七
十
五
年
紀
念
論
文 

集
中
でHarriet H

o
S
m

 a
i
m

が
社
會
科
學
的
研
绝
方
法
と
し
て
の
^
く
. 

W
i
e
s
e

の
關
係
理
論
の
基
礎
附
け
を
行
っ
た
の
に
呼
應
し
て
、同
論
文
集
中
に

現
代
ド
イ
ッ
.社
-#
學

の

思

考

狀

況

に

關

ず

る

ノ

ー

ト

お
い
て
體
系
的
社
會
學(

關
係
理
論
を
揿
す)

が
抱
身
の
問
題
領
域
を
確
定
し 

且
つ
全
體
的
觀
照
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り

社
會
生
活
の
理
論
に
方
法
的
基
礎 

を
提
供
し
た
こ
と
を
そ
の
功
績
と
し
て
稱
ぇ
、
他
の
社
會
諸
科
學
が
之
に
よ
り 

彼
ら
宙
身
の
思
惟
遂
行
の
廣
汎
な
深
化
に
新
な
衝
擊
を
受
け
、
新
し
い
認
識
の 

た
め
の
路
を
知
つ
た
と
い
ぅ
限
り
で
大
き
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
主
張
し
、
 

經
濟
學
、
教
育
學
、
社
會
政
策
、
社
會
倫
理
學
、
別
し
て
社
會
心
理
學
、
經
營 

社
會
學
、
經
營
社
會
政
策
へ
及
ぼ
し
た
關
係
理
論
の
基
本
範
畴
た
るr

社
會
週 

程」

"
態
度
と
狀
況
の
產
物=

概
念
の
影
響
、
意
義
を
夫
々
の
分
野
に
.亙
っ
て 

跡
づ
け
た
。L. 

V
.

 

W
i
e
s
e

自
身
ド
ィ
ッ
社
會
學
會
の
稗
建
に
際
し
、M

a
x

 

W
e
b
e
r

時
代
の
古
い
プ
ロ
グ
ラ
ム(

價
値
判
斷
排
除
の
耍
來
、
客
觀
的
認
識 

へ
の
限
定)

が
秘
敎
的
に
把
握
さ
れ
た
科
學
性
の
あ
ま
り
の
强
調
の
故
に
純
理 

論
の
獨
立
化
を
阢
害
し
た
こ
と
裰
ぇ
ば
第
一
、第
一
ー
冏
社
會
學
大
會(

一
九
一 

〇
年
、
一
ニ
年)

で
は
議
論
は
論
考
が
現
實
上
、
推
定
上
抱
く
規
範
へ
の
追
求
に 

か
り
立
て
ら
れ
、
個
人
的
關
心
か
ら
そ
の
內
容
が
い
か
ほ
ど
に
自
m
で
あ
る
か 

そ
の
程
度
の
測
定
に
終
始
し
內
容
の
問
題
が
齔
き
夹
ら
れ
た
こ
と)

、又
現
代
ド 

ィ
ッ
民
族
の
も
つ
大
き
な
窮
迆
に
較
べ
れ
ば
よ
り
宰
福
な
時
代
に
お
け
る
產
物 

で
あ
る
こ
と
か
ら
最
早
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
はf

古
く
さ
く」

み
え
雜
持
し
が
た 

い
と
し
、
新
た
な
ド
ィ
ッ
社
會
學
會
の
規
約
第
一
章
に「

學
會
は
理
論
社
#

 ̂

並
び
に
社
會
政
策
を
含
め
て
の
應
用
社
會
學
の
諸
問
題
に
專
心
す
る」

ベ
き
規 

定
の
明
示
を
耍
來
し
之
を
決
定
せ
し
め
た
。

坟
上
や
や
外
面
的
な
諸
事
情
のj

醫
に
よ
り
現
代
ド
ィ
ッ
社
會
學
の
1
.
恥 

心
主
_
阶
志
向
と
積
極
的
な
意
慾
を
示
し
た
が
、
で
は
か
か
る「

ま
な
ざ
し」

、
 

「

意
欲
心

」

が
彼
ら
宙
身
營
む

社

會

學

の

學

問

的

活

動

に

お

い

て

い

か

に

^

_

さ 

れ
て
い
る
か
、
若
干
の
論
點
に
つ
い
て
以
下
こ
の
こ
と
.を
考
察
し
て
み
た
い
。

■三

七

(

六
八
ゼ)



三
田
學
會
雜
誌
第
叹
十
八
卷
第
九
號

.

ー.

|
、
ウ
:T
: 

—
バー

と
デ
ィ
ル
タ
イ

.

「

抽
象
的
、
赞
體
的
本
質
の
あ
の
灰
色
の
亡
集
が
逍
拂
わ
れ
た
跡
に 

，人
間
が

残
る」

…
…

s

l

y

 

r'

行
爲
の
背
後
に
人
間
が
立
っ」

…
…

M
.
.

 

W
e

b
e

r

恐
る
べ
き
崩
壊
か
ら
ほ
ぼ
十
年
經
た
一
九
五
四
年
十
月
か
っ
て
の
マ
ッ
ク
ス 

•
ゥ
ヱ
ー
バ—

の
町

w

n

^

H

o q

に
開
か
れ
た
第
十
一
ー
囘
ド
イ
ツ
社
會
學
大 

會
並
ぴ
に
第
三
囘
人
間
學
的
社
會
學
會
議
の
席
上
の
べ
ら
れ
た
r
く
，

の
開
會
の
挨
拶
は
こ
ぅ
で
あ
っ
た
。

.一一
十
年
前
に
は
超
經
驗
的
：思

辨

的

支

•配
の 

故
に
摩
狻
の
苋
集
が
强
調
さ
れ
た
が
、
現
在
で
は
ア
メ
リ
カ
の
や
り
方
に
ょ
っ

て 

T
OJ
n
n
i
o
s
,

 JVL 

w
e
t
>
e
r
”
A. 

w
®
b(£
>
r
,

 

som"bar

rt-, S
i
m
m
e
l
,
L
.

 v. 

Stein, A. 

s
c
ho:
!=
f
t
e
l
に
ょ
る
苗
己
の
傳
統
を
忘
る
べ
き
で
な
い
こ
と
、
そ 

し
て
茴
立
的
理
念
の
價
値
を
高
く
保
持
し
槪
念
阶
な
る
も
の
を
無
視
す
る
こ
と 

な
き
硏
究
巷
と
し
て
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
り
、
集
團
的
活
動
に
脅
や
か
さ
れ
る 

こ
と
な
く
㈣
八
的
硏
究
活
動
を
押
し
進
め
る
こ
と
を
强
調
し
、
何
ょ
り
も
何
が 

傅
統
で
'あ
る
か
を
顧
み
る
こ
と
を
要
來
し
た
の
.で
あ
る
。
然
し
彼
が「

ア
メ
リ 

力
的
や
り
方」

の
前
で
の
祖
國
の
社
會
學
的
傳
統
の
忘
却
を
懸
念
す
る
か
な
り 

以
前
に

^
0>
tJ
g
(̂I
)
^
YJa
tJ
gc+
t-
ifa
cf
が
そ
の
論
文 

r
D
i
o

^
c)
H
B(o
ti
(l
>
u
t
i
s
c
h
e 

^etllode in d

のr 

soziologischen 

F
o
r
s
c
h
u
n

CRJ(l

co4:9 )

に
お
い
て 

そ

の「

傅
統J

を
現
代
社
會
學
的
思
考
の
蕋
礎
と
し
て
確
認
し
っ
づ
あ
っ
た
.。 

W
a
n
s
t
r
a
t

 
.が
確
認
し
た
そ
の
輝
統
と
は「

社
會
の
外
面
的
組
織
や
計
®

で 

は
な
く
社
會
的
態
度
と
行
動
の
ぅ
ち
に
瑰
わ
さ
れ
る
も
の
す
ベ
て
の
發
展
と
展 

開」

と
を
そ
の
對
象
と
し
て
も
ち
、「

同
時
に
だ
が
又
人
間
の
生
活
遂
行
を
規
定 

し
杓
侧
h
ら
作
用
す
る
精
神
的
諸
動
機
を
、
‘そ
の
結
果
と
の
關
連
に
お
い
て
理

三

八

(

六
八
八〕

解
し
解
釋
す
る」

と
い
う
視
角
を
も
っr

文
化
?

[f
t
會
學j

と

之
に
罔
有
且
っ
適 

合
的
な
方
法
と
し
て
の「

理
解=

解
釋
的」

方
法
で
あ
り
、「

齊
々
は
ル
#
を
眼
の 

前
に
お
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
晋
々
自
身
又
人
剛
で
あ
る
こ
と
を
常
に 

_
覺
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ」

と
い
う「

態
度」

で
あ
つ
た
。
そ
し
て
こ
の 

.隙
統
が
と
り
わ
け
デ
ィ
ル
タ
イ(

解
釋
學)

と
マ
ッ
ク
ス

.
ゥH

!

パ
ー

(

理 

解
社
會
學)

に
根
差
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
ギ
リ
シ
ャ
語

ff
i
®§
®
wに
ft 

來

す

る

w

®§

§<o
g

^

.

(

解
釋
學)

が
祌
ts
學
的
源
泉
に
發
し
キ
リ
ス
ト 

敎
、
.ス
ト
ア
锊
學
へ
流
入
し
そ
し
て
ル
ネ
サ
ン
ス
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
敎
會
か 

ら
彼
緣
を
護
る「

黄
金
の
鍵」

と
し
て
迎
え
ら
れ
、

っ
い
.で
啓
蒙
の
自
然
科
學
的 

思
考
に
支
配
さ
れ
た
後S

c
h
l
e
i
e
n
n
a
c
h
e
r
,
d
r
o
y
s
e
n

に
至
っ
て
初
め
て 

ド
イ
ツ
的
傅
統
と
し
て
の
姿
を
現
わ
し
て
き
た
そ
の(

解
釋
的
方
法
の) 

を
顧
み
つ
っ
位
證
づ
け
た
。
彼
は
更
に「

d
㈢Co 

V
e
r
s
t
e
h
e
n

 b
e
i

o

.Max v
/
e
b
e
r
」(195s 

な
る
論
文
に

杯
い
て
右
の
デ
ィ
ル
タ
イ
と
マ
ッ
ク
ス
•ゥK

1

パ
|
相

77
.の
親
近
性
を
、彼
等 

に
對
す
る
自
身
の
世
代
の
親
近
感
に
ょ
り
彩
り
っ
っ
詳
細
に
跡
づ
け
た
。
從
來 

マ
ッ
ク
ス
.
ゥ4

丨
バ
I
を
新
ヵ
ン
ト
學
派
と
同
一
地
平
に
蹬
く
の
が
通
念
で 

あ
っ
た
が
近
^
の
ド
イ
ツ
學
界
で
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
近
づ
け
る
意
見
が
有
力
に 

な
り
っ
っ
あ
る〈

例
え
ば
マ
ッ
ク
ス
•ゥ

K

丨
バ
ー
學
問
論
論
文
集
第
一
一
版
の 

編
者
で
あ
るJ

o
h
k
n
n
e
s

名i
n
c
k
e
l
m
a
n
n

も
又
同
一
見
解
を
.示
し
て
い 

る)

。
で
は
齊
學
若
デ
ィ
ル
タ
イ
に
反
し
将
學
者
で
は
な
く
又
た
ろ
う
と
も
せ 

ず

法

輩

者

、II

濟
學
者
、
社
會
學
者
と
し
て
、特
殊
硏
究
若
と
し
て
、只

5

門
彩
.學」

に
の
み
仕
え
ん
と
し
た
マ
ツ
ク
ス
•

ゥ
工
ー
バ
！
と
デ
ィ
ル
タ
イ
と 

の
っ
な
が
り
、
親
近
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
深
い
現
實
感
覺
、
社
會
形
成
を 

支
え
る
i

的
な
る
も
の
へ
の
姿
勢
、人
間
が
过
れ
の
內
部
に
も
っ
暗
ぃ
樹
動
、

膪
史
を
規
定
す
る
非
合
理
的
契
椴
の
洞
察
、
豐
か
な
歷
史
的
思
考
は
い
ず
れ
も 

泌
#
の
共
有
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
何
も
の
に
も
ま
し
て
、
彼
ら
を
結
び
っ 

け
る
の
は
、r

A'i
4
4
3

あ
泰
阶
祿
向
で
ぁ
り
恒
に
ん
跸
の
人
格
を
硏
究
の
中
心
- 

勘
に
お
い
た」

こ
と
で
あ
り
、•
そ
の
結
び
つ
.き

方

は

「

デ
ィ
ル
タ
イ
が

個
々
の 

社
會
科
學
部
門
に
い
わ
ば
遠
く
か
ら
示
し
た
課
題
と
目
標
を
ゥ
'

パ

I
が
引 

っ
ぎ
、
南
己
の
特
殊
領
域
に
っ
い
て
徹
底
的
に
考
え
ぬ
い
た」

-

と
い
.う
も
の
で 

あ
る
。
，問

題

點

に

卽

し

て

い

え

ば

「

デ
ィ
ル
タ
イ

以
前
に
は
文
献
學
的
考
察
.の 

領
域
に
の
み
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る『

理
解
の
技
術』

を
.ゥ
ヱ
ー
バ
I
が
社
會 

學
の
領
域
に
移
し
、
.こ
の
領
域
に
新
た
な
逍
異
を
創
造
し
爾
來
社
會
的
現
實
の 

探
求
に
ぎ
な
可
能
钱
と
路
を
開
い
た」

と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。

•

そ
の
始
ま
り
に
お
い
て
數
學
的
自
然
科
學
的
觀
察
樣
式
並
ぴ
に
P-
マ
ン
主
義 

的
思
辨
的
思
考
へ
の
闘
い
を
起
點
と
し
、
民
族
精
神
、
民
族
心
' 
有

機

體

等

.の 

概
念
を
神
秘
的
と
し
て
そ
の
實
體
化
を
拒
冱
し
、
人
間
的
な
る
も
の
、
經
驗
的 

な
る
も
の
の
尊
重
を
主
眼
と
し
更
に
！

i

史
學
派
が
現
實
の
深
い
感
情
に
ひ
た

っ 

て
柚
象
化
の
世
界
か
ら
逃
避
し
た
こ
と
を
責
め
、
他
方
抽
象
化
し
た
部
分
內
容

.
 

を
坐
き
た
全
體
に
關
係
づ
け
る
こ
と
を
無
視
し
た
點
に
抽
象
派
の
极
本
誤
■
を 

認
め
っ
っ
、
歴
史
的
現
實
を
そ
の
も
の
か
ら
み
る
こ
と
を
主
張
し
續
け
た
デ
ィ 

ル
タ
イ
の
課
題
は「

か
か
る
所
與
の
も
の
の
地
盤
の
上
で
歴
史
的
世
界
の
.一
殷 

的
妥
當
知
識
は
い
.か
に
し
て
可
齡
か」

と
い
う
問
題
解
決

.c
>
爲
の
方
法
と
武
器 

を
發
見
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
發
見
は
あ
ま
り
に
幅
廣
い
關
心
の
故
に
果

，

 

さ
れ
得
な
か
っ
た
が
個
別
的
多
樣
性
を
槪
念
的
に
整
序
す
る

た

め

の

比
較
的
處 

理
方
式
は

.

「

理
解J

の
自
己
0
的
‘で
は
あ
る
が
、
多
櫬
性
を
理
解
し
っ
っ
且
っ

• 

比
較
す
る
に
，よ
り
翻
々
め
作
用
が

M

さ
れ
、.
こ
の
作
用
連
關
の
考
察
に
よ
り 

規
則
性
が
明
由
に
な
り
そ
こ
に
豫
測
的
知
識
の
成
立
が
可
能
と
な
る
點
に「

理

现
代
ド
イ
.

ッ
.
社
#

學
の
.

思
考
狀
況
.
に
.

關
す
る
ノー

ト
.

解」

の
論
理
的
機
能
を
認
め
、
更
に
そ
こ
に
行
わ
れ
る
概
念
構
成
は
共
通
な
る 

も
の
を
個
々
の
事
例
か
ら
と
り
出
す
眾
な
る
一
殺
化
で
は
な
く
し
て
そ
の
槪
念 

的
產
物
は「

型」

を
現
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て「
現
象
の
多
樣
性
は 

…
…

そ
こ
で
そ
の
社
事
が
究
全
に
現
實
化
さ
れ
る
と
い
う
理
想
的
な
嚴
合
を
形 

成
す
る
中
心
點
を
め
ぐ
つ
て
ま
と
め
ら
れ
る」

こ
と
を
^
^
し
て

V

る
。
認
識 

論
、
論
理
學
、
方
法
論
の
關
述
の
下
に
と
り
灰
げ
ロ
マ
ン
主
籠
恣
意
と
不
诃 

知
論
的
主
觀
性
の
絕
え
ざ
る
崩
壊
に
對
し
歷
史
の
確
實
性
を
っ
く
り
出
す
と
い 

う
こ
の
解
釋
學
の
原
理
的
課
題
が
、
マ
ッ
ク
ス

•

ゥ
ュ
ー
バ
ー
に
ょ
り
、
理
想 

型
的
概
念
構
成
、
評
價
と
價
値
關
係
の
又
：許
債
と
價
値
解
釋
の
峻
別
、
M

に
赝 

値
解
釋
は
意
味
あ
る
態
度
決
定
の
準
備
的
作
業
と
い
う
意
味
で
憤
値
に
關
係
づ 

け
ら
れ
、
M

に
そ
こ
か
ら
可
能
な
未
來
の
狀
況
従
っ
て
態
度
決
定
の
測
定
が
成 

立
し
得
る
こ
と

1

こ
の
ょ
う
に
し
ズ
理
想
里
概
念
稱
成
が
客
觀
的
对
能
性
と
嚴 

合
的
因
果
と
い
う
論
理
裝
置
々
伴
い
っ
っ
ん
默
静
度
齡(

社
會
的
行
爲)

 

o '
爱
當
な
意
味
把
福
解
釋
に
近
づ
く

手
段
と
さ
れ
っ
っ
解
決
の
步
を
進
め
た
こ 

と
は
あ
ま
り
に
も
周
知
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
理
想
趣
的
概
念
構
成
の 

槪
念
產
物
は
認
識「

手
段」

で
あ
り
歷
史
の
生
成
と
共
に
う
っ
ろ
う
と
い
う
動. 

態
的
性
格
の
故
に
、「

あ
の
抽
象
的
實
體
的
本
質
者
の
灰
色
の
織
物
は
ひ
き
裂
か 

れ
て

A '

鄙」
0

ァ
ィ
ル
タ
ィ)

が
晋
々
の
認
識̂

力
の
正
面
舞
■
に
登
堤
し
、
且 

っ
又
觀
察
素
た
る
晋
々
自
身

㈣

び
そ
の
舞
鐄
で
の
演
技
者
で
も
あ
る
と
い
う̂

 

に
ム
づ
て
理
解

=

解
釋
的
方
法
は
固
有
且
っ
適
合
的
考
察
櫟
式
な
の
で
あ
る
。
 

デ
ィ
ル
タ.

イ
流
に
言
え
ば
生
を
生
そ.

の
k
も
の
か
ら
把
え
る
の
で
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ

=

マ
ッ
ク
ス
.
.
ウ
ニ 
I

バ
ー
を

つ
な
ぐ

こ
の
よ
ぅ
な
ド
イ
ツ
^

‘

「

傳
統
一
を

 ̂V
/
a
n
s
t
r
a
t

は
確
認
し
つ
つ
歷
史
的
、
社

會

的

本

質

と

し

.
 

て
人
間
は
そ
の
全
き
人
格
性
に
お
い
て
社
省
科
學
的
研
究
の
す
べ
て
の
努
カ
の

一

一

一

九

(

六

八

九

)



三
田
學
會
雜
誌
第
四
十
八
卷
第
九
號

交
點
に
あ
る
こ
と
、
そ
の
相
亙
.に
對
す
る
態
度
、
絕
ぇ
ず
變
轉
す
る
諸
制
度
、
 

形
成
體
、
そ
の
生
4

成
立
に
共
同
す
る
彼
の
行
爲
が
自
ら
の
認
識
對
象
で
あ 

る
こ
と
を
改
め
て
確
立
し
た
。

三
、
認
識
批
判
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

t

-D
e
r

 llomo 

Vitalis 

と 

D
©
r

 IlomoIntouec-bualis

(Theodor G
e
i
g
e
r
〕

す
ぐ
れ
て
知
識
社
會
學
的
槪
念
で
あ
る」
價
値
か
ら
の
自
由」

(

名
辑

C+
-
52.
I 

h
e
i
t
)

は
.マ
ッ
ク
X
.

ゥ
工
ー
、、ハ.丨
苗
身
に
お
い
て
理
解
社
#
學
に
結
實
す
石 

に
至
っ
た
が
、
他
方
又「

イ
デ
オ

P
ギ
ー」

槪
念
ベ
高
め
ら
れ
知
識
社
會
學
の 

某
本
概
念
と
し
て
ニ
十
年
代
^-
半
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
ド
イ
ツ
社
會
學
思 

を
根
底
か
ら
描
り
動
か
す
こ
と
に
な
つ
た
。
そ
こ
で
は
人
々
は
罾
¥
夫
々
の
論 

者
が
抱
く
で
あ
ろ
う
理
念
追
求
の「

狩
人」

た
る
を
止
め
、「
敵
か
味
方
か」 

を
き
め
っ
け
あ
う
戰
士
と
な
つ
て
對
峙
し
た
。
こ

の

「

異
常
な
鬪
举
狀
況」 

(E
.
H
u
e
h
t
f
e
l
d
t
)

こ
そ
現
代
ド
イ
ツ
社
會
學
の
直
接
的
傳
統
で
あ
る
こ
と 

は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。
こ
の
異
常
な
傳
統
は
Y
先
に
あ
げ
た
戰
前
の
ド
イ
ツ 

)i
r
[鲁
學
鲁
翻
成
#
を
支
^
し
た
マ
ッ
ク
ス

.

.ウ
ユ
丨
'

バ
ー
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
よ

り
.幸
福
な
時
代
の
產
物
と
し
て
今
や「

古
く
さ
く
み
え
る」

-L. 

v.

W
i
e
s
e
——

と
い
う
現
代
ド
イ
ツ
社
#:
學
界
の
精
神
的
雰
圃
氣
下
で
は「

y/
i
イ 

デ
オ
口
ギ

I
主
義」(pan-ideologismus

)

.の
一
商
性
へ
の
警
戒
と
し
て
理 

論
的
に
自
卷
さ
れ
っ
つ
あ
る
。f

思
惟
が
存
在
に
抱
朿
さ
れ
て
い
る」

と
い
う
マ 

ン
ハ
イ
ム
の
讽
イ
デ
オ
口
ギ
ー
的
命
題
は
彼
の
意
圖
せ
ざ
る
結
泶
と
し
て
非
合
.
 

理
主
義
に
路
を
あ
け——

丁

度P
a
l
o

の

「

殘
某」

(
R
e
s
i
d
u
e
n
)
「

派
生」 

(Derivati

0n
§)

と
い
う
知
識
社
會
學
的
理
論
が
イ
タ
リ
ヤ
，
フ
ァ
シ
ズ

'

时
0 

C

六
九0

)

ム
に
利
用
さ
れ
た
よ
う
に——

「

異
常
な
闘
爭
狀
況」

が
顶
點
に
達
し
た
ナ
チ 

ス
支
'配
の
一
九
三
三
年
、
從
來
の
幹
部S

o
m
b
a
r
t
,

rV. 

W
i
e
s
e

等
に
代 

っ
て
社
會
學
會
の
指
導
的
地
位
に
っ
い
た
K

F
l-
i
e
y
e
r

に
お
い
て「

ま 

さ
に
認
識
樣
式
の
社
會
被
抱
朿
性
は
一
定
の
荏
在
局
面
を
特
に
純
粹
に
又
特
に

深
く
認
識
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
意
味
す
る

.
社
會
的
に
何
も
の
か
た
ろ
う
と
す

る
も
の
の
み
が
社
會
學
的
に
何
も
の
か
を
み
る」(H. F

r
e
y
e
r
: Soziolcgie 

als w
i
r
k
l
l
e
i
t
,

 

I
 S

.
113 u. 

S. 305…

：.T. 

Geiger 
論
文
よ 

り
引
用〕

と
し
て「

主
觀
性
の
國
民
社
會
主
義
的
祟
拜」

(Geiger
)

を
出
現 

せ
し
め
た
が
、
こ

のF
r
e
y
e
r

で
さ
え
、
今

で

は「

M
値

か

ら

の

^

^

」

、 

「

理
想
趣
的
槪
念
構
成」

の
熱
心
众
主
張
者
に
轉
じ
て
い
る(

後
記
論
文
參
照)

。

さ
て
右
の
理
論
的
反
省
は
先
ず
第
一
に
敵
對
す
る
攻
擊
の
武
器
と
1
て
手
あ 

か
に
ま
み
れ
色
褪
せ
て
し
ま
っ
た「

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー」

概
念
の
M
Et
!
的
、
論
理 

的
反
省
の
う
ち
に
概
念
内
容
の
妥
當
領
域
確
定
へ
と
向
っ
た
。

,̂

 

WQrkhei- 

m
e
r

 

の「Ideolo

ofqie u
n
d
^
’e
r
t
g
e
b
u
n

oq」(1951
)

や E
g
o
n

 T
u
c
h
t
— 

feldt 

の「z
u
r

 heutigen F
r
〇.blemstellung: de-r 

"wissensozio- 

10gle
」a

9
5
1
)

は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
抆
佛
大
革
命
期
の
啓
蒙 

派

のi
d
e
o
l
o
g
e
n

に
始
ま
り
ド
イ
ッ
の
マ
ル
ク
ス
.
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
哺
物
論 

を
經
て
ド
イ
ッ
社
會
學
の
.「

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー」

槪
念
に
至
る
そ
の
歷
史
を
_
み 

っ
っ
そ
れ
の
も
っ
相
對
主
義
的
性
格
、
精
神
の
感
覺
、
本
能
、
社
會
經
濟
條
件 

へ
の
從
屬
化
か
ら
、
做
界
は
世
界
以
外
に
標
識
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
ス
ピ 

ノ
ザ
的
命
題
即
ち
明
確
な
理
念
の
把
揾
と
黎
透
す
る
現
®

■
識
の
i

に
脱
し 

よ
う
と
す
る
主
意
主
議
的
性
格
と
そ
の
故
の
論
理
的
分
析
の
未
熟
さ
の
爲
に
、
 

後
者
は
同
じ
よ
う
に
こ
の
.槪
念
の
歷
史
的
起
源
を
考
察
し
て
は
い
る
が
今
す
ぐ 

あ
と
に
ふ
れ
るG

e
i
g
e
r

論
文
に
菡
木
的
に
立
脚
す
る
と
み
ら
れ
る
が
故
に

こ
こ
に
立
ち
い
る
事
-^
避
け
た
い
と
思
う
。

一
見
自
明
に
み
え
る
が
故
に
立
ち
い
っ
た
分
析
な
し
に
使
用
さ
れ
る
傾
き
の 

あ

る「

儕
値
判
斷」

槪
念
の
論
理
講
造
を
ス
ゥ
ュ
ー
デ
ン
の
㈣

r

w
r 

gerstr

o:m
(
1
9
3
9

歿)

の

「

價
#:
趴
_
發
生」

に
關
す
る
理
論
に
依
り
っ
っ 

分
析
し
た

H
.
Q
e
i
ff
q
(p
r 
の
諭
文「

宂
l-iitisclle w

e
m
e
r
k
u
n
g

 

N
a
m
fc
d
e
- 

griffe 

seologle
」a

9
4
9
)

は
そ
の
明
晰
性
、
問
題
性
に
お
い
て
恐
ら 

く
戰
後
に
お
け
る
こ
の
方
面
の
論
文
中
出
色
の
も
の
の
一
っ
で
あ
ろ
う
。
彼
の 

根
本
主
張
は
イ
デ
ォ
口
ギ
ー
槪
念
の
を
^
領
域
を
理
論
批
判
に
の
み
限
定
し
理 

論
中
に
混
入
さ
れ
る
理
論
外
の
契
機
を
批
判
.
摘
發
す
る
概
念
と
し
て
の
機
能 

を
與
え
る
事
に
よ
り
沉
イ
デ
ォ
ロ
ギ
I
主
義
の
危
險
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
點 

に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
主
張
を
推
進
せ
し
め
る
論
理
的
軸
心
は「

M
ft
判
斷
が 

あ
ら
ゆ
る
眞
の
理
論
的
內
容
な
き
純
粹
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー」

で
あ
る
こ
と
、
及 

び

「

す
べ
て
精
神
活
動
な
る
も
の
は
諸
々
の
個
人
の
そ
れ
で
'あ
る
が
故
に
そ
れ 

を
超
個
人
的
主
體
に
歸
屬
さ
せ
ん
と
す
る
事
は
無
意
味
で
あ
り
神
話
で
あ
る」 

と
の
二
っ
の
テ
I
ゼ
に
よ
り
組
立
て
ら
れ
て
い
る
。
本
來
思
考
の
正

•不
正
、
 

眞

.僞
、
正

.慼
を
判
別
す
る
客
觀
的
法
延
の
存
在
す
る
の
は
、
規
實
認
識
の
局 

面
に
の
み
存
す
る
の
で
、
そ
の
形
成
が
各
自
の
生
活
體
驗
の
如
何
に
依
存
す
る 

よ
う
な
主
觀
的
、
實
存
的
な
思
考
面
に
は
存
し
な
い
。
も
し
後
者
に
あ
る
と
す 

れ
ば
そ
こ
で
は「

正
し
き
階
級
意
識
か
ら
ナ
チ
ス
の
正
し
き
種
族
.
民
族
意 

識」

に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
の
游
判
者
が
登
場
す
る
で
あ
ろ
う
。
從
つ
て
そ
こ 

に
お
い
て「

勞
働
者
が
惡
し
き
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
っ
て
い
る」

が
如
き
言
い 

方
は
ナ
ン
セ
ソ
ス
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
そ
こ
で
.は
す
べ
て
は
正
し
い
イ
デ 

オ
ロ
ギ
|
で
あ
り
恧
し
き
そ
れ
で
あ
り
得
よ
う
か
ら
。
然
る
に「

企
業
者
利
潤 

は
經
濟
的
_
涉
の
必
須
條
件
で
あ
る」

と
い
う
主

張
を
企
^

#

イ

デ

ォ

口

ギ

! •

現
伏
ド
.

イ

ッ
社
-#
學
の
思
考
狀
況
に
關
す
る
ノ
ー
ト

と
呼
ぶ
な
ら
客
觀
的
現
實
に
つ
い
て
の
こ
の
認
識
の
現
實
と
の1

致

.不
一
致
、
 

眞

♦
偽
に
つ
い
て
そ
の
虛
僞
性
を
爭
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
客
觀
的
現
實 

の
認
識
上
の
立
言
を
彼
は
理
論
的
命
題
と
呼
び
虛
僞
的
思
考
と
し
て
の
イ
デ
ォ 

ロ
ギ
ー
概
念
を
そ
こ
に
限
定
し
、
上
記
の
理
由
か
ら
汎
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
生
義
の 

誤
り
を
認
識
領
域
を
越
え
た
す
べ
て
の
精
^
活
動
に
ま
で
そ
の
範
圓
を
擴
大
し 

た
點
に
認
め
、
こ
こ
に
一
切
の
混
亂
の
原
因
を
み
た
。
し
か
し
て
理
論
局
面
に 

の
み
虛
僞
の
思
考
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
成
立
し
得
る
、が
故
に
こ
の
概
念 

は
認
識
批
判
の
概
念
と
し
て
機
能
し
得
る
。
し
た
が
つ
て
イ
デ
ォ
ロ
ギ
！
の
本 

質

は「

理
論
外
の
契
機」

が
思
考
中
に
し
の
び
こ
ん
で
い
る
點
に
あ
る
と
さ
れ 

る
。
然
る
に
す
ベ
て
の
思
考
は
個
々
，の
人
間
の
そ
れ
で
あ
る
以
上
そ
の
よ
う
な 

勢
勝
と
し
て
の
社
會
構
造
の
思
考
中
へ
の
突
出
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ず
む
し 

ろ
心
的
態
度(Jyxe.ntalit

fsJ
:t)

の
問
題
で
あ
る
。
さ

て

H

(g
:

e
r
s
t
r

o:
m
に 

よ
れ
ば
價
値
表
象
は
客
體
へ
の
評
價
す
る
者
の
感
情
關
係
が
空
間
的
時
間
的
に
. 

與
え
ら
れ
た
客
體
の
特
性
中
へ
解
釋
し
直
さ
れ
客
觀
化
さ
れ
る
事
に
よ
り
生
ず 

る
。
然
る
に
空
間
的
•
時
間
的
現
實
體
と
し
て
價
値
な
る
も
の
は
存
し
な
い
が 

故
に
、
そ
れ
は
客
體
へ
の
諸
々
の
個
人
の
感
情
迎
關
に
■す
ぎ
な
い
が
故
に
、
惯 

植
主
張
は
理
論
的
立
言
で
は
あ
り
得
な
い
。
對
象
に
對
し
て
は
そ
れ
は
眞
，僞
、
 

正

.不正の
らち
外に
あり

「

無」

であ
る。
以
上
の
の
憤 

値
判
斷
發
生
理
論
か
ら
最
後
の
點
に
反
對
し
っ
っ
自
身
の
價
値
㈣
_
構

^

_

が 

展
開
さ
れ
る
。
例
え
ば
動
物
虐
待
に
っ
い
て
某
氏
が

.
1、
嫌
惡
感
を
覺
え
る

-
第

一

次

的

評

價

行

爲

2

、

r

ぺ

J
あ
の
虐
待
者
め」

と
は
き
出
し
た
場
合…

…

吐
露
的
M

の
表 

明 

■

3

、

.

「

私
は
動
物
虐
待
を
嫌
惡
す
る」

と
言
っ
た
場
合…

…

反
€
的
評
锻

,

 

四

一  

■

(

六

九一
)



兰
田
學
會
雜
誌
第
四
十
八
卷
笫
九
锶

4

、
■「
動
物
處
待
は
嫌
悪
さ
る
も
の
で
あ
る」

.
價
値
判
斷

⑴——

⑶
が
虐
待
に
對
す
る
彼
の
感
情
關
係
に
つ
い
て
卽
ち
自
#
に
つ
い
て
言 

わ
れ
て
い
る
の
に
反
し
⑷
は
虐
待
自
體
に
つ
い
て「

嫌
惡」

と
い
う
特
性
が
內
在 

す

る

も

の

と

し

て®'
か

れ
て
い
る
の
で
あ
り
理
論
的
敍
述
を
志
向
し
て
い
る
の 

で
あ
る
。
か
か
る
感
情
關
係
の
客
觀
化
，
價
値
判
斷
は
理
論
外
契
機
の
思
考
へ
の 

俊
入=

イ
デ
オ
.ロ
ギ
ー
.と
し
て
批
判
を
免
れ
な
い
。
か
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
第 

一
次
的
感
情
關
係
の
客
觀
化
•逾
論
化
に
依
る
眞
な
ら
ざ
る
、
み
せ
か
け
の
.理
論 

と
し
て
反
理
論
的
現
象
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
感
情
現
象
に
感
染
さ
れ
た
理
論 

で
あ
る
點
に
こ
の
言
葉
が
も
つ
一
種
の
蔑
視
感
が
生
ず
る
。
最
後
に
か
か
る
イ 

デ
ォ
ロ
ギ
ー
化
の
危
險
を
、
感
情
禁
愁
と
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
自
身
.の
潜
勢 

的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ

I
源
衆
の
_
翁
に
よ
り
免
か
れ
ん
と
し
て
い
る
。
こ
の
點
で 

は
ゥ
二
ー
パ
ー•

マ
ソ
ハ
イ
ム
的
媒
統
を
う
け
つ
い
で
い
る
が
こ
の
危
險
は
、
 

政
治
家
、學
若
と
し
て
の
マ
ヅ
ク
ス
•
ゥ
ニ 

Iバ
ー
の
苦
闘
に
象
徵
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、D

e
r

 h
o
m
o

 

Vitalis (

生
活
港)

、De
r

 h
o
m
o

 

Intellectualis

(

知
識
渚)

と
い
う
二
軍
雜
貌
を
も
つ
蒂
々
ん
間
に
一
切
を
ひ
き
つ
け
そ
こ
か 

ら
思
考
を
始
め
る
時
、
の
つ
ぴ
き
な
ら
ぬ
課
題
と
し
て
照
ら
し
出
さ
れ
る
も
の 

で
あ
る
。. 

. 

.

四
、
近
代
經
濟
理
論
と
知
識
社
會
學

「

數
學
的
編
細
工
で
な
く
人
間
の
行
爲
、
行
動
が
問
題
-な
の
だ」

——

 

G. 

wiserrnann

以
上
に
み
た
よ
う
な
幅
廣
い
關
心
、
活
潑
な
意
慾
は
常
然
思
考
の
分
酹
を
擴 

犬
す
る
に
至
る
。
例
ぇ
ば
か
っ
て
第
六
冏
社
會
學
會
大
會(

1
9
200)

に
荷
學
者

四
ニ 

-(

六
九
5

と
し
て
出
席
し
.たR

o

chh
a
c
k
e
r

は
、
そ
の
大
會
で
のS

o
m
b
a
r
t

の
社
會 

料
學
の
方
法
と
し
て
の「

理
解」

.に
っ
い
て
の
報
街
に
對
し
道
德
的
諸
現
象
に 

の
み
，「

理
解
的」

方
法
は
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
し
て
只
一
人
こ
の
方
法
の 

普
遍
化
に
反
對
し
た
が(

v
e
r
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n

 des sechs

cf-en D
e
u
t
s
c
h
e
n

 

so
z
i
o
l
o
g
e

-sages, 

1929. S
.

to
3
5丨
2CO
00
W、
こ
の
彼
が
今「

w
§
g
c+
a
J2<p 

s
r K.ultursoziologie

」(
1
9
4
9
y

に
よ
つ
て
こ
の「

理
解」

を
方
法
と
し 

て
も
づ
文
化
社
會
學
の
礎
石
と
し
て
利
用
さ
る
ベ
き
社
會
科
學
、美
術
、傅
學
、• 

文
學
上
の
豐
富
な
文
献
を
里
示
し
て
い
る
の
を
み
る
と
ド

ィ

ッ

生
活
史
の 

屈
折
に
手
ざ
わ
り
す
る
思
い
に
.う
た
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
社
會
學
に
最
も
^

 ̂

に
關
連
す
る
經
濟
學
と
の
關
係
に
ふ
れ
て
み
た
.い
。

現
在
旺
盛
な
學
問
的
生
產
力
を
社
會
學
、
社
會
雜
學
の
分
野
で
示
し
っ
っ
あ 

る 

zie

crq
e

n
fu

B

 

は

「
w

ir
-

t
w

c
h

a
f
-

t

lQr
o

o
z

io
lo

g
r
ie

 

c
yo.w

i
r

t
s

c
h

a
f

t
s

-

 

t
h

e
o

r
i

<J>
」

(
1

9
5

0
)

に
よ
っ
て
、「

經
濟
の
理
論
は
そ
の
對
象
を
诌
然
科
學
の
メ 

力
ニ
ズ
ム
の
よ
う
に
自
M

的
、
自
立
的
機
能
連
關
と
し
て
因
果
的
に
構
成
し
う 

る」

と
い
う
、
か
の
宿
命
的
誤
り
か
ら
，經
濟
理
論
を
護
る
こ
と
は
社
會
學
の
證
明 

を
要
ら
ざ
る
課
題
と
な
し
て
い
る
。
こ
の「

.

宿
命
的
誤
り」

か
ら
の
經
濟
理
論
の 

解
放
に 

K
.
 

s
a

t
a

n

 

は「
G

e
s

e
l
!
s

c
..h

a
f

t
lic

!
l

<J>
&

t
r

u
ld

:u
r

w
a

n
d

lu
n

g
.e

n

 

u
n
d

 
N

a
t

i§
a

l

o :k
o

'po
m

is
c

h
e

 

T
l
l
e

o
r

i
e
」

(
1

9
5

3
)

な
る
論
文
に
お
い
て 

手
を
そ
め
た
。
續
い
て
之
に
刺
戟
を
受
けG

.  

E
i
s

e
r

m
a

i
m

は

「
w

e
m

e
r

-

 

I
c

u
n

g

 

d
o

c!
>
-
r 

d
a

s

 

V
e

r
l
i
S

I
t

n
i
s

 

z
w

i
s

c
l
l
e

n

o :
宂 o

n
o

m
i
s

c
l
i
e

r「 r
h

.e
o

r
iQ 

u
p

d

 

s
o

z
i
c

l
O Ik

o
n

o
m

is
c

h
e

T

 

s
t

r
u

k
t

u
r」

(
1

9
5

4
)

を
發
表
し
た
。
今
こ 

の
兩
論
文
に
お
け
る
問
題
點
を
ま
と
め
れ
ば
こ
う
で
あ
る
。

先
ずS

u
l
t
a
n

が
C
の「

解
放」

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
公
布
し
、E

i
s
e
r
m
a
n
n

 

が
そ
の
モ
/
ダ
ラ
フ
へ
の
路
を
開
け
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
⑴
經
濟
理
論
に「

君

が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
何
故
で
あ
る
か」

卽
ち
經
濟
理
論
の
活
動
樣
式 

(Art. u. 

w
e
i
s
e
)
、

把
拇
■
式
を
、從
っ
て
そ
の
内
實
で
は
な
く「

理
論
の 

營
み
方」

を
設
問
す
る
こ
と
、
⑵
そ
れ
と
社
會
構
造
、
そ
の
_
換
と
の
關
係
を 

み
る
こ
と
、
⑶
そ
の
た
め
にM

a
n
n
h
e
i
m

で
あ
れ

^
.

w
o
h
e
l
e
r

の
で
あ 

れ
知
識
社
會
學
の
諸
概
念
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
プ
ロ 

ダ
ラ
ム
は
す
で
に
無
^ :

識
的
に
適
用
さ
れ
て
い
た
、
且
つ

X

決
し
て
#
^
ド
ィ 

ッ
的
な
ら
ざ
る
右
の
設
問
樣
式
を_

_
wQnl

げart, 

E
u
c
k
e
n
,
w
&
y
l
l
®
®

,
 

M
y
r
d
a
l

や
ア
メ
リ
ヵ
の
制
度
學
者
達
に
す
で
に
み
ら
れ
た
I

_

よ

り

，
肖

覺

的
 

に
と
り
あ
げ
、
よ
り
銳
い
武
器(

知
識
社
會
學)

を
そ
れ
に
添
え
た
も
の
な
の 

で
あ
る
。
こ
の
綱
領
の
實
踐
は
何
よ
り
現
代
に
支
配
的
な「

砠
代
理
論」

に
向 

け
ら
れ
そ
の
結
果

'

「

近
代
理
論」

の
活
動
樣
式
の
よ
っ
て
立
っ
地
盤
は
そ
れ
以 

前
の
社
會
P
造
に
依
據
し
、
そ
の
思
考

if
^:(Depkstil

)

は
內
容
的
に
は 

旣
に
過
丧
の
も
の
と
な
っ
た
思
考
立
場9

0
3
1

ズstandorb
)

に
愿
す
る
こ
と 

が
摘
發
さ
れ
た
.の
で
あ
.る
。
知
識
社
會
學
的
分
析i

よ
れ
ば「

近
代
理
論」

の 

營
み
方
は

⑴

.

「

模
型
に
お
い
て
の
思
考」

.

⑵

「

理
論
の
道
具
的
性
格」

,
⑶

「

均
衡
定
理
と
彈
力
性
骶
念」

に
示
さ
れ
て
い
る
。
.
こ

の
う
ち
⑴

の

「

模
1

」

は
古
典
派
の
よ
っ
た
標
語 

「Lalssez faire, laissez -passer,le 
日 
o
n
d<J
>
ィ
fi
s
0 .
9 lul-m

<l»>Iil© 

の
後
文「

世
界
は
自
ず
と
動
く」

と
い
う
豫
定
調
和
信
仰
に
基
づ
く
も 

の
で
あ
り
か
の
理
祌
論
の「

見
え
ざ
る
手」

を
も
っ
、M

.

 S
c
h
e
l
e
r

的
に
言 

え
ば > Ingexdeur-

目d

^

A

八
技
師
|
機
«
^ 1〉

の
祌
の
代
り 

に
經
濟
理
論
家
が
神
の

§

に
位
匮
し
人
間
の
經
濟
と
社
會
と
を
含
め
て
世

現
代
ド
イ
+ッ
社
會
學
の
思
考
狀
況
に
關
す
る
ノ 

I
ト

.

.

界
と
い
う
機
械
が「

自
ず
と
廻
轉
す
る」

よ
う
設
計
し
.た
も
の
で
、
ま
さ
に
初 

期
自
由
主
義
の

S
祌
學
的
思
考
立
場」

.な
の
で
あ
る
。
古
典
派
の「

自
然
法 

則」
：

概

念

は

現

代

の

「

摸

趣」

概

念

と

し

て

そ

のSI
I
祌
學
的
立
場
を
薄
め
た
の
で 

あ
り
あ
の
見
え
ざ
る
手
の
豫
定
調
和
の
理
神
論
は
自
由
貿
易
論
、
政
治
的
自
由 

主
義
、連
帶
心
理
、對
外
政
策
上
のbalance of p

o
w
e
r

等
に
廣
汎
な
思
考 

立
場
の
禪
造
的
同
一
性
を
示
し
た
が
現
代
で
は
こ
の
同
一
性
を「

均
衡
定
理」

に 

出
現
せ
し
め
、
こ
の
定
理
の
動
態
的
純
化
た
る「

彈
カ
性」

概
念
を
も
つ
に
苗 

づ
た
。
道
具
的
性
格
の
哲
學
的
地
盤
は
新
力
ン
ト

派
や
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に 

あ
る
が
と
も
あ
れ
右
の
よ
う
に
そ
の
思
考
立
場
、
思
考
機
式
の
十
八
世
紀
中
葉 

型
で
あ
る
の
に
、
あ
の
理
神
論
の
規
實
地
盤
た
る
社
會
構
造
の
そ
の
後
の
員
㈣ 

變
化
は
言
う
ま
で
も
な
い
..と
し
て
近
代
理
論
に
そ
の
活
動
樣
式
の
知
識
社
會
學 

的
不
適
合
性
を
刻
印
し
、
誰

が(

質
的

.

…

：
社

會

的

勢

力

)

、
ど
れ
ほ
ど
の
多
數 

の

人(

量
的)

が
あ
る 
一
^
の
理
論
を
擔
い
代
表
す
る
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
重 

要
で
あ
る
と
主
張
し
て
理
論
の
も
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
挫
の
問
題
を
指
摘
し
た
。

か
か
る
近
代
理
論
の
知
識
社
會
學
的
不
適
合
性
を
鹽
富
な
文
献
を
示
し
つ
つ 

よ
り
ラ
デ
ィ
ヵ
ル
に
示
し
た
の
がE

l
s
e
r
B
a
l
m

で
例
え
ば「

完
金
均
衡」 

「

完
全
競
爭」

と
い
う
均
衡
定
理
は
社
會
の
調
和——

所
與
の
社
會
經
濟
の

#
 

內
に
さ

.
ま

ざ

ま

な
狀
態
に
あ
る
社
#

^

集

國

の
㈣

罾
の
調
和
を
前
提
と
し
、
か 

く
て
そ
の
理
論
體
罙
は
、
社
會
的
調
和
の
現
存
す
る
こ
と
の
置
言
に
關
し
て
一 

定
の
社
會
學
的
集
園
の
も
つ
利
益
狀
況
に
顯
著
に
對
應
す
る
も
の
で
實
踐
的
耍 

求
と
合
致

4
て
い
る
.も
の
だ
と
^
い
含
づ
て
い
る
。
こ
の「

現
實
不
適
ム
ロ^

y

 

は
可
能
な
限
り
の
全
體
的
數
學
化
に
よ
つ
て
は
調
整
さ
れ
ず
し
て
む
し
ろ
人
間 

の
行
爲
、
行
動

.が
問
題
な
の
だ
と
い
う
事
實
を
忘
る
べ
き
で
な
い
こ
と
、
そ
し 

て
特
に
人
間
行
動
に
密
接
に
結
び
つ
い
た
局
面
を
對
象
と
す
る
景
氣
變
動
論
、

四

三

■

(

六
九
三)
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财
政
學
、
货
幣
論
、
金
融
論
は
も
し
右
の
事
實
を
忘
却
し
、
各
種
の
人
間
行 

動
を
與
件
A
と
し
て
一
括
し
て
し
ま
う
な
らr

眞
空
中
の
理
論」

に

墮

.L
て 

し
ま
う
こ
.と
、

こ
の
よ
う
な
點
で
は
、
近
代
理
論
の
父
達M

e
n
g
e
r
,

 M
a
r


shall 
や
、
そ
の
追
隨
者
に
反
し
て
.w

e
y
n
e
s

は
右
の
問
題
點
を
は
っ
き
り 

看
取
し
て
い
た
こ
と
を
跡
づ
け
法
意
し
て
い
る
。
I

例
え
ばK

e
y
g
s

 
.の 

企
業
若
の
期
待
、
流
励
性
選
好
、
i

性
向
等
の
心
理
的
概
念
は
も
と
も
と
人 

間
行
動=

社
會
學
的
局
面
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
。

經
濟
理
論
の
理
論
的
堕
落
、獨
斷
的
ユ
I

ト
ビ
ャ
か
ら
の
㈣
双
の
前
提
は「

現 

實
へ
の
姿
勢
探
式
や
現
實
か
ら
の
そ
の
構
成
部
分
の
遝
擇」

が
す
で
に
觀
察
す 

る
硏
究
者
のF

i
o
n
a

 

(

彼
の
知
識
社
會
學
的
立
.場
を
含
め
て)

の
う
ち
に 

あ
る
を
承
認
す
る
事
だ
と
知
識
社
會
學
は
敎
え
る
。.
何
故
な
ら「

齊
々
は
理
論 

に
對
し
て
い
る
の
で
は
な
く
狀
況
に
立
ち
向
っ
て
い
る」

(
sul

tan).

の
で
あ 

る
が
故
に
。

五
、
社
會
學
的
人
格
槪
念

「

產
業
的
社
#
の
瓦
大
組
織
は
人
間
を
機
能
に
還
元
し
人
間
の
生
命
性 

を
卽
物
的
敫
架
に
代
え
る」

一
-
H
a
n
s

 F
rey

er

法
意
深
い
讀
者
は
旣
に
、
ド
ィ
ッ
社
會
學
の
現
代
的
關
心
の
幅
廣
さ
と
活
潑 

さ
の
軸
心
と
し
て「

人
間——

そ
の
人
格」

概
念
が
人
間
行
動
、
態
度
分
析
へ 

の
要
來
を
伴
い
っ
っ
中
央
に
位
厫
し
.て
い
る
こ
と
に
員
づ
か
れ
た
で
あ
ろ
う
。
 

多
方
面
な
關
心
は
祉
會
構
成
體
の
基
礎
眾
位
い
し
て
の
人
間
內
面
へ
の
深
々
と 

し
た
意
識
と
對
應
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
點
に
こ
そ
先
に
あ
げ
た
第
一
囘 

人
間
學
的
社
會
學
會
議
の
第
一
テ—

マ「P

肖

u
n
d
w
o
l
l
e
k
t
i
v
i
u
m
」 

の
知
識
社
會
學
的
意
義
が
存
す
る
。
從
っ
て
こ
こ
に
人
^
概
念
の
社
I

的
意

0

^ 

(

六
九

!5

味
と
意
義
と
に
少
し
ぐ
觸
れ
て
お
く
義
務
が
あ
る
。
’こ
の
點
で
私
達
は
社
會
學 

者
、
社
會
莉
學
卷

2
1
©的
&
1
^
&に
罾
も
適
切
な
規
定
#
を
み
出
す
。

彼
を 

し
て
語
ら
し
め
れ
ば
そ
れ
は
次
の
三
條
件
ょ
り
成
る
。

⑴

私
達
が
そ
の
中
に
あ
る
を
義
務
づ
け
る
社
會
的
坐
活
連
關
內
で

に
積
極
的
だ
と
い
う
意
味
で
宙
發
的
に
活
潑
に
在
る
と
い
う
態
度…

…

本 

質
的
槪
念

⑵
；
そ
れ
故
超
僩
人
的
目
：̂
が
欺
認
さ
れ
て
い
る
こ
と 

.⑶

こ
の
目
的
の
實
現
化
に
手
肋
け
に
な
る
と
き
に
.の
み
個
人
の
行
爲
は
社 

#
的
意
味
を
.も
ち
之
に
ょ
っ
て
業
績(

L
e
i
s
t
u
n
g
)

と
い
う
性
格
が
形 

成
さ
れ
る
こ
と 

•

.

こ
の
三
つ
の
モ
メ
ン
ト
に
ょ
り
構
成
さ
れ
る
社
會
學
的
人
路
概
念
は
そ
れ
故
切 

り
離
さ
れ
孤
立
化
さ
れ
た「

個
人」

(

J
nei
ys:
目

S

の
概
念
と
區
別
さ
れ
る 

も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
私
達
は
間
頭
に
あ
げ
た
學
會
で
社
會
學
部
門
を
代
表
し 

だ
報
半
M苕
矣

.E, M

clr
h
l
m
a
n
n

が

「

個
人
と
個
人
の
集
ま
り」(surnme) 

に
代
っ
て「

人
格
と
社
會
形
成
體」

と
い
う
概
念
裝
蹬
に
ょ
る
硏
究
對
象
の
構 

成
を
主
張
し
た
所
以
を
十
分
理
解
出
来
る
。

で
は
こ
の
ょ
う
に
社
#
的
生
活
迎
關
內
部
に
お
け
る
罾
罾
的
態
度
と
し
て
の 

人
格
概
念
が
か
ほ
ど
に
ま
で
强
調
さ
れ
、
重
耍
な
位
骽
を
有
し
て
い
る
意
義
を 

足
早
に
考
察
し
て
こ
の
.

「

ノ 
—

-̂

」

を
閉
じ
た
い
。

近
代
資
本
主
義
社
會
が
產
ん
だ
現
代
社
會
經
濟
機
構
の
メ
ヵ
一
一
ズ
ム
は
そ
の 

瓦
大
裝
置
の
な
か
に
人
間
を
否
應
な
く 

(

ま
さ
に
義
務
づ
け
る)

卷
き
込
ん
で 

機
能
化
し
、
反
射
と
循
環
の
流
れ
の
な
か
に
人
間
の
ま
己
葸
識
、
诌
已
惯
値
感 

情
を
喪
失
せ
し
め
、
企
業
、
エ
場
、官
廳
等
總
じ
て
社
會
形
成
體
構
成
の
0
的
、
 

仕
方
に
つ
いV

の
エ
ト
ス
.を
剝
寤
す
る
。
か
か
る
特
質
の
最
も
端
的
な
時
代
的

表
現
は
東
西
世
界
の
對
立
で
も
あ
ろ
う
が
、
右
の
狀
況
の
も
っ
悲
劇
性
は
そ
の 

: K

大
裝
置
宙
體
が

そ

の

內
部
に
新
し
い
社
會
形
成
の
生
命
力
を
創
出
す
る
力
を 

有
し
な
い—

現
れ
11
_

社

會

の

も

っ

こ

の
問
題
性
を
W

, 

は

「

ニ 

次

的

(
s

e
k

u
n

d

W Jr
)

組
織」

の
そ

れ

と

し
て
規
定
し
て
い

る

——

と

い

う

事 

情
に
ょ
り
倍
加
さ
れ
る
。
社
會
舉
的「

人
格」

概
念
の
强
い
主
張
は
、
か
っ
て 

マ
ッ
ク
ス

•

ゥ
ュ
ー
バー

が
洞
察
カ
あ
る
ま
な
ざ
し
で
み
づ
め
て
い
^
ょ
う
な 

——

す
ぐ
さ
ま
脫
ぎ
す
て
ら
る
べ
き
こ
の
仳
の
假
の
薄
衣
が
鐡
の
衣
と
し
て
重 

々
し
く
罾
々
に
蔽
い
か
ぶ
さ
つ
て
い
る—

問
題
狀
況
に
直
面
し
て
の
人
間
の 

生
命
性
へ
の
、
社
會
形
成
力
た
るH

ト
ス
へ
の
吾
々
人
間
の「

内
な
る
叫
び」 

で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
こ
に
晋
々
は
現
代
ド
ィ
ツ
社
會
學
の
思
考
狀
況
を
總
括
し
第1

に

「

人
間 

中
心
主
義
的
志
向」

、第
一
一
に「

新
理
想
主
義
的
ほ
自」

と
い
う
二
っ
の
言
葉
を 

裏
扉
に
彫
り
つ
け
て
こ
の「

ノ
ー
ト」

を
閉
じ
る
。，

.

附

記

(

こ
の
ノ
I
ト
の
作
成
に
は
慶
應
義
塾
學
事
振
興
資
金
の
援
助
を
受 

け
た

。)
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荷
戰
後
の
し
ぱ
ら
く
の
時
期
の
社
會
科
學
關
係
文
献
0
錄
と
し
て
は
左
記
の 

も
の
が
便
利
で
あ
る

。
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改
帳
ょ
り
壬
申
戶
籍
へ

(4

I
維
新
期
の
人
口
調
査
と
そ
の
一
例
，

速

融

一、
維
新
期
に
お
け
る
人
口
調
査
：

ニ
、
和
歌
山
藩
に
お
け
る
人
ロ
調
査

(

以
上
闽
十
七
浥
十
ニ
號)

三
、
籾
伊
國
牟
旗
郡
馬
鷲
組
槪
觀

四
、
蓀
末
維
漸
期
尾
鷲
組
人
口
統
計
資
料
の
考
察 

五(

結

言

.

:

三
、
紀
伊
國
牟
奥

郡
尾
驚
組
槪
觀

 

•

:

紀
伊
國
牟
婁
郡
_
麗
組
は
，
現
在
の
三
重
縣
尾
騰
市
內
に
含
ま
れ
る
管
下
ナ 

四
力
村
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
巾
心
と
な
る
庳
餾
は
、
德
川
時
代
に
は
巾
井
、

南
、
称
、
堀
北
の
四
力
浦
、
及
び
野
地
村
の
五
力
村
か
ら
成
り
、
こ
の
他
早
田
、
 

九
木
、
行
鮮
、
大
曾
根
、
天
滿
、
水
地
、.
須
贺
利
の
七
力
浦
と
、
向
井
、
矢

^. 

ニ
力
村
が
あ
る
。
浦
方
と
村
方
の
.匦
別
は
旣
に
述
べ
た
如(

く
、
激
業
を
許
さ
れ 

る
.か
否
か
に
ょ
っ
て
居
り
、
從
っ
て
實
際
に
漁
村
で
あ
る
か
農
村
で
あ
る
か
の 

戚
別
と
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
尾
驚
組
十
四
力
村
の
內
十
一
力
村
が
浦
方
で 

あ
っ
た
事
は
、
こ
.の
地
の
位
骰
す
る
と
こ
ろ
を
物
語
っ
て
い
る
。

(

骷

)

拙

稿

「

近
世
に
お
け
る
漁
村
の
移
住
と
漁
場
の
利
用
、
支
配
の
關
係

宗
門
改
帳
よ
り
壬
申
戶
籍
へ

㈡
' 

、

.

に
つ
い
て」

(

三
田
學
會
雜
誌
四
十
六
卷
七
號
所
收)

參
照
。

さ
て
末
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ
ん
と
す
る
の
は
、
以
上
の
_
耀
組
す
べ
て
で 

は
な
い
。
中
心
と
な
る
尾
髖
五
力
村
は
、
.第
一
表
に
示
す
如
く
相
當
大
な
る
人 

ロ
を
有
し
て
居
り
、
そ
の
資
料
は
鹿
犬
で
あ
り
、
且
つ
缺
損
が
甚
し
い
か
ら
で 

あ
る
。
こ
れ
ら
は
前
後
の
關
係
か
ら
、
綿
密
に
行
え
ば
復
原
も
可
能
で
あ
る
が 

こ
れ
ら
は
後
日
に
讓
る
こ
と
と
し
、
本
稿
で
は
そ
の
周
邊
の
、
早
闺
、
行
野
、
 

大
曾
根
の
三
力
浦
と
、
.向
井
村
の
四
力
村
の
資
料
に
つ
き
考
察
を
行
い
た
い
。
 

し
か
し
、
こ
こ
で
ー
應
全
村
の
戶
ロ
數
を
表
示
し
て
置
こ
ぅ
。
明
治

H
年
の
數 

字
は
、
同
年
四
月
に
行
わ
れ
た
宗
門
改
帳
系
統
に
馬
す
る
最
後
の
戸
口
調
^
に 

よ
る
も
の
で
あ
り
、
五
年
の
數
字
は
同
年
の
壬
申
戶
籍
に
よ
る
。
前
者
は
各
村 

の
宗
門
帳
来
尾
の
記
載
か
ら
、
後
者
は
戶
長
に
、お
け
る
總
計「

度
會
縣
管
轄
第 

七
區
小
三
筲
戶
籍
總
計」

か
ら
求
め
.た
。

さ
て
こ
の
四
.力
村
.の
樣
子
を
最
も
手
近
か
に
知
り
得
る
の
は
、
明
治
ニ
年
の 

尾
！
！

組

村

々

明I
變
に
よ
る
の
が
簡
便
で
あ
ろ
ぅ
。
適
览
拔
書
き
を
し
て
み
れ 

ば
次
の
如
く
で
.あ
る
。

m
七

(

六
九
七)
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