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書評及び紹介
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マ
ル
ク
ス
の
疎

&

の
系
||を
さ
か
の
ぽ
る
と
ハ
私
た
ち
は
へ
ー
ゲ
ル
お
よ 

び
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
疎

^

!
に
た

.ど

り

つ
く
の
で

.あ
る
。
私
た
ち
は
と
こ 

で
マ
ル
ク
ス
の
疎

：
^1

を

理

解

す

る
の
に

必
要
な
範
間
内
で
、
へー

ゲ
ル
の
、
 

と
く
に

『

P
神
現
象
学』

に
お
け
る
疎

；
^g

に
つ
い
て
み
る
と
し
よ
う
。

1R

来
、
疎
外
の
観
念
が
最
初
に
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、——

コ
ル
ニ
ュ
に
よ
れ

c

注
1
>

ば——
一! ポ

教
的
概
念
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
神
は
そ
の
固
有
の
実
体 

を

世
禅
に
投
影
し
客
観
化
す
る
と
い
う

行
為
に
よ
っ
て

1|
|
:界
を

^
造
す
る
と
.説 

か
れ
.た
。
そ
の
説
明
の
仕
方
は
讽
；

と
キ
リ
ス

ト
教
と
で

は
相
異
な
っ
て
い 

る
。
神
と
人
間
と
の
本
源
的
統
一
か
ら
分
離
、
疎
外
が
生
じ
る

が
、
キ
リ
ス
ト 

救
は
こ
れ
を

罪
と
堕
落
と
の
美
で
説
明
す
る
。
こ
う
し
て

人
間
は
神
と
異
な 

っ
た

も
の
と
な
る

が
、
人
間
が
そ
の
下
等
な
性
質
に
気
付
い
て
神
へ
復
帰
す
る 

こ
と
で

疎
外
は
除
去
さ
れ
る
。

つ
ぎ
に
ド
ィ
ッ
観
念
論
哲
学
奢
た
ち
が
こ
の

疎
外
の
観
念
を
ひ
き
つ
い
だ
。

『

精
神
現
象
学

』

の
竦
外
論
 

■

へ
ー
ゲ
ル
の
ほ
か
と
く
に
フ
ィ
ヒ
テ
、
シh

リ
ン
グ
の
名
が
あ
げ
ら
れ
る
。
彼

‘
 

(

注
2 5 

ト

等
は
I

同
じ
く
コ
ル
ニ 

H

に
よ
れ
ば
.

一

ニ
ーR

論
的
合
理
主
義
を
し
り
ぞ
け 

て
世
界
を
巨
大
な
有
機
体
と
し
て
そ
の
全
体
と
そ
の
生
成
と
に
お
い
て
考
察
し 

た
が
、
そ
れ
は
つ
ね
疼
、
存
在
と
_
物
と
.の
全
体
を
活
気
づ
け
る
生
命
の
活
動 

の
も
と
で
の
発
展
と
い
ぅ
見
地
.に
お
い
て
な
さ
れ
た
。
彼
等
は
実
在
の
本
質
を 

精
神
的
活
動
に
還
ー
兀
し
て
、
世
界
の
発
展
を
精
神
の
発
展
に
帰
し
た
。

フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
お
よ
び
へー

ゲ
ル
は
そ
の
政
治
的
社
会
的
傾
向 

の
相
違
を
反
映
し
て
,

の
観
念
を
異
に
し
て
い
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
疎
外
が
実 

在
の
た
え
ざ
る
^
化
.を
決
定
す
る
こ
と
を
考
察
し
て
そ
れ
に
革
命
的
意
義
を
あ

C 
注
3) 

.

た
え
る
が
、
シ
土
リ
ン
ダ
は
世
界
に
お
け
る
精
神
の
客
観
化
が
中
世
に
そ
の
よ 

り
高
い
@
度
に
達
レ
た
と
い
ぅ
原
理
を
主
張
し
て
疎
外
に
反
動
的
意
義
を
あ
た

え
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は
^
ガ
^
罾
#
の
#
ボ
吣
で
^
^;
な
豸
51

が
近
れ
#
#
に
お
い
て 

み
ら
れ
る
：と
し
、
精
神
の
客
観
化(

疎
外)

を
近
代
世
界
に
と
ど
め
、
保
守
的 

意
義
に
こ
れ
.を
解
釈
す
る
。

一
 

C
I
O

 i 

三)



.

「

へ
ー
ゲ
ル
は

1«
:
界
の

_

を
理
性
か
ら
出
発
さ
せ
て
：、彼
は
い
，か
に
絶
対
的

精
卟
が
そ
の
実
体
の
疎
外
に
よ
っ
て
世
界
を
創
造
す
る
か
を
ま
ず
自
然
'

~

そ

\
は
理
性
の
は
.い
り
こ
め
な
い
、
全
体
と
し
て
理
性
•に
と
っ
て
知
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
る
。
i—

に
お
い
て
、
そ
れ
か
ら
人
間~

そ
れ
は
歴
史
の
経
過
中
に
'

神
の
本
質
を
漸
次
的
に
実
現
ず
る
。
1

に
お
い
て
示
し
て
い
る
。」

「

へ
I
ゲ
ル
の

体
系
に
お
い
て
は
、疎
外
は
非
常
に
積
極
的
.な
価
値
を
有
し
て

い
る
。
じ
っ
さ
い
に
す
べ
て
の
実
在
的
な
も
の
が
創
造
さ
れ
る
の
は
疎
外
に
よ

っ
て
で
あ
り
、
す
べ
て
の
実
在
的
な
も
の
が
そ
の
進
行
に
お
い
て
徐
々
に
絶
対

的
精
神
に
相
等
し
い
も
の
と
な
る
の
も
疎
外
に
よ
っ
て
で
あ
る
。」

「

絶
対
杓
靖
神
は
疎
外
、そ
の
本
質
を
な
す
と
こ
ろ
の
も
の
の
対
象
化
に
よ
る

以
外
、S

分
の
売
全
な
知
覚
に
達
し
な
い
と

1̂
じ
く
、

す
べ
て
の
存
在
は
そ
れ

が
潜
^
^
に
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
疎
外
に
よ
る
以
外
は
完
全
に
実
現 

f

〕

さ
れ
な
い
。」

\
「

こ
の
疎
外
は
由
分
自
身
の
不
断
の
超
越
、そ
の
直
接
的
存
在
の
世
界
の
不
断

の
否
{疋
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
へー

ゲ
ル
の
体
系
に
お
t

て
否
定
が
演
じ
る
と
こ
ろ
の

本
源
的
役
割
は
積
極
的
性
質
を
う
け
と
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
存
在
が
自
分
自
身
の
意
識
と
そ
の
本
質
を
な
す
も

の
の
実
現
と
に
到
達
す
る
の
は
、
疎
外
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」

.へ
ー
ゲ
ル
の

^

§

に
つ
い
て
は
節
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
と
し
て
、
こ
こ

で
は
へ
ー
ゲ
ル

左
派
に
つ
い
て
一
言
す
る
と
し
よ
う
。
シ

H

ト
ラ
ゥ
ス
と
ブ
ル

I 
ノ 

.
バ
ウ
エ
ル
と
‘が
コ
ル
ニ
ュ
に

よ
つ

て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ

-

ス
は
神
の
本
質
の
疎
外
が
そ
の
全
体
的
で
完
全
な
表
現
を
人
間
の
全
発
展
の
う

.

，

ニ 

(

—
〇

一
四
：

)

ち
に
見
出
す
と
い
う
.こ
と
を
考
察
し
て
内
在
性
の
理
念
を
锁
調
し
て
か
ら
、
彼 

は
祌
の
観
念
か
ら
来
世
的
性
格
を
と
り
の
ぞ
き
、
世
界
の
観
念
か
ら
先
験
的
性 

格
を
と
り
の
ぞ
い
た
。
こ
れ
ら
の
姓
格
は
へ
1
ゲ
ル
に
お
い
て
は
存
«
し
た
と 

こ
ち
の
も
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ト
ラ

ゥ
ス
に
お
い
て
は
神
の
本
質
が
世
界
史
の
う 

ち
.に
あ
ら

わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
点
で
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
宗
教
#
学
の
幾
存
が 

み
と
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
宗
教
と
哲
学
と
を
等
置
す
る
へ
ー
ゲ
ル
の

考
え
方 

に
は
反
対
し
、
ま
た
へ
ー
ゲ
ル
の
体
系
の
根
本
を
な
し
て
い
る

論
理
的
発
展
と 

歴
史
的
発
展
と
の
統
一
性
.と
い
う
考
え
方
を
批
判
し
た
。
だ
か
ら
シ
ュ
ト
ラ
ゥ 

ス
の
思
想
は「

へ
ー
ゲ
ル
の
反
動
的
な
体
系
の
最
初
の
裂
歷
を
意
味
し
た
の 

で
あ
る
。

.

'

•

バ
ゥ
エ
ル
は
精
神
の
^
展
を
，よ

り

完
全
に
人
間
の
発
展
に
合
.一
さ
せ
た
。
彼 

1
神
の
キ
■リ
ス
ト
教
的
理
念
と
へ
.丨
ゲ
.ル
の
絶
対
理
念
と
を
普
適
的
自
己
意
識 

と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
と
っ
て
か
え
、
判
の
啓
示
を
不
r
の
練
外
の
行
為
に
よ 

っ
て
そ
の
本
質
を
世
思
に
実
現
す
る
と
こ
ろ
の

自
己
意
識
に
よ
づ
て
と
っ
て
か 

え
た
。
彼
は
へ
ー
ゲ
ル
が
キ
リ
ス
ト
教
に
あ
た
え
た
絶
対
的
価
値
を
否
定
し
た 

だ
け
で
は
な
く
福
音
書
の
批
判
に
お
い
て
も
シ
ュ
ト
ラ
ゥ
ス
と

相
異
な
っ
た
。
 

彼
は
福
音
書
を
ギ
リ
シ
ャ
後
期
の
哲
学
学
説
と
同
よ
う
に
普
遍
的
自
己
意
識
の 

特
殊
な
一
段
階
と
み
な
し
、
こ
れ
に
一
定
の
歴
史
的
意
義
と
役
割
と
し
か
あ
た 

え
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
か
っ
て
古
代
世
界
を
変
革
す
る
の
に
寄
与
し
た
キ 

リ
ス
ト
教
も
い
ま
や
普
遍
的
自
己
意
識
の
一
層
の
発
展
に
と
っ
て
障
碍
に
な
っ 

た
と
考
え
、
キ
リ
ス
ト
教
の
批
判
こ
そ
現
在
の
最
高
の
課
題
で
あ
る
と
み
な
し 

た
。
し
か
し
彼
に
お
い
て
最
高
の
課
題
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
普
遍
的
自
己
意

識

の

発

展

は

コ
ル

ニ H

も

指
摘
す
る
よ
う
に

-
へ_

ゲ
■ル
に
お
げ
る
思

惟
と
存
在
と
の
統 
一
•が
破
壊
さ
れ
た
結
果
と
し
.て
、
主
観
的
精
神
の
領
域
に
お 

い
て
な
さ
れ
、
そ
の
か
ぎ
り
結
局
彼
は
観
念
論
に
後
退
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ま
ま
で
の
ベ
た
と
こ
ろ
で
は
：疎
外
は
神
ま
た
は
絶
対
的
精
神
が
そ
.の
実
体 

を
世
界
に
化
す
る
と
こ
ろ
の
創
造
的
^
^
と
し
て
み
ら
れ

て
き
た
が
、
フ 

ォ
イH

ル
バ
ッ
ハ
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
疎
外
の
罾
義
と
性
質
と
が
^
^
さ
せ 

ら
れ
た
。
彼
は
そ
の
疎
：̂

に
よ
っ
て
宗
教
批
判
を
お
こ
な
い
、
ま
た
こ
れ
を 

社
会
的
領
域
に
拡
張
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ

ハ
に
つ
い
て 

は
別
の
機
会
に
の
べ
る
と
し
よ
う
。

こ
こ
で
マ
.ル
ク
ス
に
う
つ
る
前
に
ど
う
し
て
も
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の

は
、
モ
ー
ゼ
ス

..
へ
ス
で
あ
る
。
へ

ス
は

-
コ
ル

.ニ
ュ
に
よ
れ
ば

-

-
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
鼓
吹
さ
れ
、
ま
た
よ
り
精
確
な
仕
方
で
疎
外
の
観
念 

を
资
本
主
義
制
度
の
批
判
的
分
析
に
適
用
し
て
、
宗
教
の
領
域
に
お
い
て
フ
ォ 

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

.に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
た
赚
外
の
現
象
が
経
済
的
、
社
会
的
領
域 

に
お
い
て
そ
の
本
質
的
な
説
明
と
0
用
と
を
見
出
す
こ
と
を
示
し
た
。
资
本
主 

主
義
坐
産
様
式
と
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
利
己
主
義
と
を
特
fc
づ
け
る 

疎
外
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
。
ま
た
彼
に
よ
？
て
集
団 

的
坐
活
を
建
設
す
る
た
.め
に
疎
外
と
利
己
主
義
と
を
除
去
ず
べ
き
必
然
性
が
示 

さ
れ
た
力
.
し
力
し
彼
は
け
.っ
し
て
対
会
理
論
の
！̂
^
を
え
が
き
は
し
な
か
っ 

た
。
し
か
る
に
へ
ス
は
人
間
の
本
質
の
神
に
お
げ
.る
疎
外
、
人
間
の
神
へ
の
従 

厲
が
資
本
主
義
制
度
下
に
生
産
さ
れ
る
'商
品
に
お
け
る
人
間
本
質
の
現
実
的
®! 

外
や
貨
幣
へ
の
人
間
の
従
属
を
観
念
的
に
表
現
す
•る
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
を 

『

精
神
現
象
学』

の
疎
外
論
.

強
調
し
た
。
へ
ス
の
功
鏡
は
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
广
の
社
会
学
説
を
精
確
に
1
、
 

疎
外
の
現
象
に
も
は
や
漠
然
と
し
た
人
間
学
的
説
明
で
は
な
く
て
社
会
的
説
明 

を
あ
た
え
た
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
が
n

^i
'
^ '
に
お
け

る
疎
外
の
批
判
を
お
こ
な
っ
た
と
す
れ
ば
、

へ
ス
はji

砂
歡
齋
に
お
け
る
疎
外 

の
批
判
を
お
こ
な
い
、
前
者
を
後
者
に
基
礎
づ
け
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
い 

ち
じ
る
し
い
前
進
が
う
か
が
え
る
。
へ
ス
は
本
来
な
ら
ぱ
人
路
の
根
本
的
活
動 

で
あ
る
べ
き
労
働
の
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
疎
外
を
み
た
。
こ
の
よ
う
な
疎 

外
が
こ
れ
を
も
た
ら
し
て
い
る
私
有
財
産
の
撤
廃
に
よ
っ
て
^
ぽ
し
、
共
産
主 

翁
社
会
に
お
い
て
ば
じ
め
.て
労
働
は
各
人
の
能
力
と
素
質
と
に
よ
っ
て
自
由
に 

え
ら
ば
れ
、も
は
や
苦
痛
で
は
な
く
喜
び
と
な
る
と
み
な
さ
れ
た
。
し
か
し「

彼 

の
欠
点
は
、
彼
が_

_

_
他
の
ず
べ
て
の
改
革
的
社
会
主
義
者
と
同
じ
よ
う
に 

——

革
命
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
！
ト

の
熱
望
で
は
な
く
半
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

化
し
た
.
 

中
産
階
級
の
熱
望
.を
表
明
し
て
、
社
会
改
苹
の
企
図
に
お
い
て
無
差
別
な
人
間 

と
い
う
平
面
に
位
置
し
、
か
く
し
て
‘感
傷
的
社
会
主
義
、
愛
と
人
類
と
の
漠
然 

と
し
た
宗
教
に
お
わ
を
こ
と
で
あ( ？

だ
。_|

彼
は
せ
っ
か
く
疎
外
の
下
部
構
造
を
あ
き
ら
か
に
し
た
が
、
そ
の
撤
廃
の
仕 

方
に
つ
い
て
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
同
じ
よ
う
に
空
想
的
な
解
決
に
依
存

し
愛

-
ヒ
ュ
ー
マI

——
ズ
ム
--
と
い
う
観
念
的
な
も
の
に
う
っ
た
え
た
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て

^
/
マ
ル
ク
ス
は

.フ
ォ
イ
エ
ル
バ
'/
ハ
を
批
判
し
克
服
す 

る
と
と
も
に
へ
ス
を
も
そ
う
1
な
け
れ
ば
：な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
私
た
ち
は 

こ
こ
で
コ
ル
_1、
と
と
も
に
若
き
マ
ル
ク
ス
'
 
の
悤
想
的
発
展
の
上
で
へ
ス
が
き 

わ
め
て
大
き
な
^

を
お
よ
ぼ
し
た
こ
と
、に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
^

..

\ 

'
三

(
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注
1)

A.

 C
o
m
u
; 

E
s
s
a
i

pu
-
e
 

critique 

marxiste. 

1951, 

PP. 

36-37.ち
な
み
に

w

&»>
:
u
s
s
e
;
n
m
g
, 

E
a
t
f
r
e
m
d
u
n
g

 

(

最
近
ソ
同
盟
で
訳
刊 

さ
れ
た
マ
ル
ク
ス

.の
『

経
済
学

=

哲
学
手
稿

』
〔E
c
o
n
o
m
i
c

 a
n
d

 P
M
1
0
— 

s
o
p
M
c

 

manuscripts 
of 

1844.
〕

の
訳
語
法
ハ

P
M
‘ 

11112
)

に
よ
れ 

ば
、

e
u
t

psu
s
s
e
m
H

 

ニ to a
l
i
e
n
a
t
e

.-e&frelndeILH

 

:
t
o

 e*

s
t
r
a
n
g
G

”
”と
し
て
区
別
さ
れ
て

.，い

.る
よ
う
で

.あ
る
が
、

.マ
ル
ク
■ス
が
こ
の 

両
用
語
を
つ
ね
に
厳
密
に
区
別
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
本
論
文
で
は
前 

者
を
外
化
、
後
者
を
疎
外
と
訳
す
が
、
意
味
上
に
さ
し
て
区
別
は
み
と
め
ら 

れ
な
い

0)

は
-―

ル
ヵ

I
チ
に
よ
れ
ば

s
. 

L
u
kg'
s; 

D
e
r

 

j

目g
e

H
e
q
e
l

 

u
n
d

 

die 

P
r
o
b
l
e
m
e

 

d
e
r

 

kapitalistisc

ぎu

 

Gesell- 

l
a
f
t
.

 

1954. 

s, 

613
.)——

英
画
の
経
済
学
に
お
い
て
商
品
の
譲
渡
の 

表
示
の
た
め
に
、
ま
た
殆
ん
ど
す
ベ
て
の
自
然
法
的
社
会
契
約
理
論
に
お
い 

て
本
源
的
自

Ft
l
の
喪
失
、
契
約
で
成
立
し
た
社
会
へ
の
本
源
的
自

S

の
委
付 

^
t
r
b
e
r
t
r
a
g

 

目g

o
、
譲

渡

(

、
< 

v
e
r

fus
u
s
s
e
n
m
g
o

の
表
示
の
た 

め
に
用
い
ら
れ
て
い
た

*

<a
l
i
e
n
a
t
i
o
n

^
の
ド
イ
ッ
語
訳
で
し
か
な
い
。
 

ル
ヵ

I
チ
は
後
出
の
よ
う
に
ド
イ
ッ
に
お
け
る
疎
外
論

(

疎
外
観
念

〕

上
の 

へー

ゲ
ル
の
先
行
者
と
し
て
フ
イ
ヒ
テ
、
シ
エ
リ
ン
グ
を
あ
げ
て
い
る
。
イ 

ポ
リ
ッ
ト
は
疎
外

.(alî
Jaa

c+i
o
l
o

の
用
語
が
ホ
ッ
ブ

ス
、

口

^
ク

、.
ル
.ソ 

I
の
よ
う
な
政
治
思
想
家
に
お
い
て
す
で
に
見
出
さ
れ
る
と
の
べ
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
の
人
々
は
さ
ま
ざ
ま
の
対
立
し
た
形
態
の
も
と
に
で
は
あ
る
が
、
自 

货
的
自
己

(soi 

の
棘
外
の
問
題
を
考
察
し
た
と
の
ベ
て
い
る
。

四

(
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y
p
p
o
s
e

 ; 

G
e
n
^
s
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la p
h
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e
g
e
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1946. pp. 

3
7
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-
e

 

(

注 
2) 

A
.

 c
o
s
u
;

 id
em.

 pp. 37-3

9°

(

注

3)

ル
カ

_
チ
.の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
っ
て
す 

で
に

<
<
H
M
c+
p:
^
g
ga>
^
^
g
^
.
.

の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る

。
.そ
の
意
味
す
る 

と
こ
ろ
は
、

㈠
客
体
の
揩
定
が
主
体
の
外
化
で
あ

.る
と
い
ぅ
こ
と
、
な
ら
び 

に
㈡
客
体
が

•「

外
化
さ
れ
た

1-
.理
椏
と
し
て
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
ぅ 

こ
と
で
あ
る

。(

p L
u
k
S
c
s

; 

a. a- 

p
 s. 

613.)

㈠
の
意
義
に
お
い
て
指
示
さ
れ

.て
い
る
個
所
を
左
に
引
用
す
る
と
す
る
。
 

「

自
我
の
こ
の
沽
動
あ
る
い
は
能
動
性
は
、

■

こ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
定
立

.
 

さ
れ
る
交
替

(
w
e
c
h
s
e
l
)

か
ら
は
、
佥
然
独
立
で
あ
る
0
こ
の
活
動
自
身 

が
交
替
の
一
方
の
項

(
d
a
s

a
n
e Gl

i
e
d
)

す
な
わ
ち
絶
対
的
総
体

cab, 

s
o
l
u
t
e
.
T
o
t
a
l
i
t
s
t
)

を
端
的

.に

.定
立
す

.る
、
そ
し
て
こ
れ
を
介
し
て
こ
の 

活
動
は
初
め
て
交
替
の
他
方
の
項
を
、
減
少
さ
れ
た
る
能
動
性
と
し
て
、
総 

本
よ
り
も
よ
り
小
と
し
て
、

.定
立
す
る
。
能
動
性
が
能
動
性
'と

し

て

ど
こ
か 

ら
く
る
か
、

'
そ
れ
は
問
題
で
は
な
い
、
何
と
な
れ
ば
か
か
る
も
の
と
し
て
は 

.
そ
れ
は
交
替
の
項
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
唯
減
少
さ
れ
次
る
能
動
性
と
し 

て
の
み
、
そ
れ
は
項
な
の
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
絶
対
的
総
体
の
定
立
と 

こ
れ
へ
の
関
#
と
に
よ
っ
て
初
め
て
項
と
な
る
の
で
あ
る
。

件
の
独
立
的
能
動
性
は
定
立
か
ら
出
発
す
る
、
し
か
し
な
が
ら
不
定
立
こ 

そ
本
来
の
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
こ
の
能
動
姓
を
そ
の
か
ぎ
り 

ル
卜

(
E
&

f»:
u
s
s
e
m
>

と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
絶
対
的
総
体
の
特
定
の
定

*
が
、
減
少
さ
れ
た
と
し
て
定
立
さ
れ
た
能
動
性
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
で
あ 

る
。
後
者
の
内
に
で
は
な
く
し
て
そ
の
外
に
在
る
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
る 

の
で
あ
る
。
こ
の
外
化
と
い
ま
し
が
た
設
.定
さ
れ
た
於
移

ODTDertxagen) 

と
の
特
質
的
因
別
を
人
は
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
後
者
に
あ
っ
て
も
ま
た 

実
際
あ
る
も
の
が
自
我
か
ら

■廃
棄

.(a
u
f

oqe
h
o
b
e
n
)

さ
れ
る
の
で
あ
る

、
.
 

が
し
か
し
抽
象
せ
ら
れ
る
•
そ
し
て
反
镇
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
本
来
た
だ
、
こ 

の
あ
る
も
の
が
自
我
に
反
立
さ
れ
た
も
の
の
内
へ
定
立
せ
ら
れ
る
、
と
い
う

点
で
あ
る
。

-
こ
こ
で
は
こ
れ
に
反
し
て
た
だ
除
外
が
お
こ
な
わ
れ
る
の

.み
で
あ
る
。
除
外
さ
れ
た
も
の
が
.あ
る
他
の
も
の
へ
足
立
せ
ら
れ
る
か
ど
う 

か
、
ま
た
他
の
も
の
と

■は
何
で
あ
る
か
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
少
な
く
と
も
.こ 

こ
で
は
間
題
外
で
あ
る
。

外
化
の
提
示
さ
れ
た
能
動
性
に
は
所
動
性
が
反
立
さ
れ
て
あ
ら
ね
ば
な
ら 

ぬ
、
そ
し
て
实
際
そ
う
：で
あ
る
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
総
体
の
一
部
分
は
外
化 

さ
れ
る
、
定
立
さ
れ
な
い
と
し
て
定
立
さ
れ
る
の
で
あ

.る
。
こ
の
能
動
性
は 

対
象
を
も
つ
、
総
体
の

.

1

部
分
が
こ
の
対
象
で
あ
る
。
如
何
な
る
実
在
性
の 

蓝

体

(
s
u
b
s
t
r
a
t
e

 

d
e
r

 

R
e
a
l
i
t
s
t
)

に
、
能
動
性
の
こ
の
減
少
が
、
あ 

る
い
は
こ
の
所
動
性
が
赔
屈
す
る
か
、

自

我

(
I
c
h
)

に
で
あ
る
か
或
い
は 

非

我

C
n
i
c
h
t
-
I
c
h
)

に
で
あ
る
か
、
そ

■れ
は
こ
こ
で
は
問
題
で
な
い
。
設
定 

さ
れ
た
命
題
か
.ら
推
辄
さ
れ
る
こ
と
以
上
に
人
は
何
蜜
を
も
推
理
し
か
い
と 

い
う
こ
と
、
交
替
の
全
き
純
粋
性
に
お
い
で
そ
の
形
式
を
捕
捉
す
る
：と
い
う 

こ
と
、
こ
れ
が
き
わ
め
て
大
切
な
の
で
あ
る

O
J
Q
b
, 

F
i
c
h
t
e
;

 

G
r

目d—

l
a
g
e

 

d
e
r

 

g
e
s
a
m
t
s

 

w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
.

 

1794- 

F
i
c
h
t
e
s

 

f

精
神
現
象
学』

の

疎

外

論

.
 

.

W
e
r
k
e
.

 B
d
.
1

s. 

3
6
0
.

木
村
素
銜
訳
、
ニ
ニ
三

—

四
頁

。)

㈡
の
意
義
に
お
い
て
指
示
さ
れ
て
い
る
個
所
を
左
に
引
用
す
る
と
す
る
。

「

も
ち
ろ
ん
通
常
的
、
ま
た
は
哲
学
的
知
識
：は
理
性

(
思
惟

)

法
則
に
し
た 

が
，.っ
.て
■.成
立
す
る
、
そ
う
す
る
よ
う

.に
余
儀
な
く
さ
れ
る
、
と
い
う
の
は
そ 

う
で
も
な
け
れ
ば

.そ
れ
は
全
然
知
識
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
知 

識
は
理
性
を
有
す
る
が
、
そ
れ
は
理
性
を
容
れ
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
哲 

学
者
た
ち

.に
と
マ

.て
そ
の
理
性
は
内
在
的
に

.'対
自
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
は 

な
い
。
理
性
は
彼
等
の
外
部
に
、
彼
等
が
神
と
な
ず
け
る
と
こ
ろ
の
自
然
の 

う
ち
に
、
奇
異
な
自
然
魂
の
う
ち
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
等
の
知
識

(

理 

解)

は
、
豸

^
、
す
な
わ
ち
ま
さ
に
外
化
さ
れ
た
理
性

(
e
&
s
u
s
s
e
r
t
e

 

v
e
m
m
l
f
t
)

を
'措
定
す
る
。
す
べ
て
の
彼
等
の
単
な
る
理
性
的
確
実
は
無 

限
に
他
の
確
実
を
前
提
す
る
、
彼
等
は
無
限
に
背
後
を
こ
え
て
す
す
む
こ
と 

が
で
き
な
い
、
と
い
う
の
は
彼
等
は
不
確
実

〔u
n
g
e
w
l
s
s
h
e
i
t

丨G
e
w
i
s
-

 

sheit 

(？)

丨
編
者
注

〕

の
源
泉
、

絶
対
的
知
識
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ 

る
。
彼
等
の

(

単
匕
理
性
的

)

行
為
は
一
つ
の
目
的
、
ま
た
一
つ
の
他
の
侧 

か
ら
外
化
さ
れ
た

.理
性
を
前
提
し
て
い
る
、
た
し
か
に
理
論
と
粜
跋
と
へ
の 

理
性
の
か
か
る
全
的

分
裂
、
実
践
に
お
け
る
客
体
と
目
扑
と
の
対
立
へ
の
分 

裂

.、が
理
性
の
怠
慢

.か
ら
生
じ
る
の

■で
あ
る
。」
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stell

目

g
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e
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注
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.
シ
エ

.リ
ン
グ
に
つ
，い
'て
ル
ヵ
ー
チ
に
よ
？
て
指
示
さ
れ
て
い
る
個
所 

を
左
に
引
用
す
る
と
し
よ
う
。
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「
制
約
す
る
こ
と

(

w
fl
>,̂go

^
は
：そ
：れ
，に
：よ
っ
て

'何
物
か
が
.物 

に
な
る
と
こ
ろ
の
行
為
で
あ

.石

,0
制
約
さ
れ
た

(bedingt) ：

と
は
、
物
に

.
 

さ
れ
て
い
る
と
い

.う
こ

..と

.で
あ
る
が
、
同
時
に
そ

.の

.結
果
と
し
，て
.修
物
も
自

.

.分
自
身
に

.よ
:マ
て
物
と

..しV

措
定
さ
れ
え

.な
'.い
も

の

'
は

な

.い

..と

.い
う
こ

.と
、
.
 

す
な
わ
ち
制
約
さ
れ
な
い
物
と
は

一
つ
の
矛
盾
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
き 

ら
か
に
な
る
。
無
制
約

cCJ
p
b
e
d
i
n

cw
'
t

)

と
は
す
な
わ

ち
、
全
く
物
た
ら
し
め 

ら
れ
て
い
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
、：全
く
物
.に
な
り
え
な
い
も
の
と
い
う
こ

と
で
あ
る

0」(
F
.
w
.
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e
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S
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 Bd. I.s..166

し

•

ル
ヵ

ー
チ
は
こ
れ
に
つ
い
て
つ
ぎ
の

よ
う
に
の
べ
て
.

い
る

。.

「

恶
き
シ

H

リ
ン
グ
が
こ
こ
で
非
常
に
抽
象
的
な
形
態
で
港
き
へ
ー
ゲ
ル
が

.

茜
關
し
た
の
と
同
じ
問
題
に
蛏
く
ふ
れ
て
い
る

こ
と
に
は

う
た
が
い
な
い

。

-
 

し
か
し
彼
は
容
易
に

■一
 

つ
の
優
雜
な
才
智
あ
る
解
決
を
見
出
し
て

い
る
が
、

そ
れ
に
は

『

た
だ

』

小
さ
.な

あ
や
ま
り
-
-
-
-

す
な
わ
ち
、
そ
の

..解
決
が
実
跋

と
対
象
と
の
間
に
架
橋
し
が
た
い
深
淵
を
え
が
き
、
ま
さ
に
そ
れ
に
よ

っ
て 

彼
自
ら

設
宛
し
た
問
題
を
彼
に
と

っ
て

解
決
不
可
能
に

し
て
い
る
こ
と
で

あ 

る
。——

が
あ
る

0
だ
が
こ

の
よ
う

な
術
語
上
の
実
験
は

フ
ィ
ヒ
テ
に

お
い 

て
も
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
も
彼
等
の
哲
学
体
系
の
极
本
的
問
題
に
な

ん
ら 

決
定
的
影
響
を
お
よ
ぼ
さ
な
い
と
こ
ろ
の
禅
話
で
し
か
な
い

か
ら
、
私
た
ち 

は
す
べ
て
の

.か
か
る
先
跳
者
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『

現
象
学

』

の
概
念
体
系
を 

へ
ー
ゲ
ル
自
身
に

よ
る

金
く
独
創
的
な
仕
事
と
み
な
す
こ

と
が
で

き

る
。」
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コ
ル
ニ
ュ
は
ヘ
ス
の
論
文
、

「

貨
幣
の
本
質
に
つ
い
て

」
(

5

玲

das 

G
e
l

货
 
I

P
 ,,Hheinisc}ie 

J
a
h
r
b

g:h
e
r

 

z
u
r

oqesell-

schaftlichen R
e
f
o
r
m
.

 
ニ
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pu
,
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»
♦
S
4
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)

に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
ぅ
に 

の
べ
て
い
る
。

「

こ
の
論
文
は
マ
ル
ク
ス
に
彼
の
共
產
主
義
観
に
欠
け
て
い 

.た
経
済
的

.
社
会
的
根
柢
を
あ
た
え
、
ま
た
彼
に
そ
の
世
界
観
の
決
定
的
変 

化——

こ
れ
は
彼
を

H

ン
ゲ
ル
ス
に
い
よ
い
よ
ち
か
づ
け
た
。

-
へ
の
出

発
点
と
し
て
役
立
っ
た

。

」
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o
o
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参
照

。)

マ
ル
ク
ス
自
身
、
ベ
ス
の
影
響
を

『

経
済
学

==

哲
学
手
稿

』

の
序
文
に
お

い
て
み
と
め
て
い
る
。

「

私
が
、
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
主
義
者
の
ほ 

か
に
ド
イ
ツ
の
社
会
主
義
者
の
蓊
作
を
も
利
用
し
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も 

な
い
。
こ
の
科
学
に
た
い
す
る
ド
イ
ツ
人
の
手
に
な
る
内
容
ゆ
た
か
’
独
創

的
な
諮
著
作
は
、
お
し
っ
め
る
と

-
ヮ
イ
ト
リ
ン
グ
の
諸
普
を
べ
っ
と
す

れ
ば_

_

な
ん
と
い
？
て
も

『

二
十
一
ボ

I
ゲ
ン

』

誌
に
の
っ
た
へ
ス
の
論

文

〔
a) 

p
^
2
©
g
c
p
h
i
e

 

d
e
r

 

Tat
,

 

b) 

S
o
z
i
a
lismus

 u
n
d

 K
o
m
-

 

m
u

e.s
m
u
s
,

 

c
)

u
®-
H
i
ya>
§
P4g

a
s
e

 

Frelheit. 

,
w
i
a
u
n
d
-

 

z
w
a
n
z
i
g

 B
o
g
e
n

 a
u
s

 d
e
r

 

w
ctr
*
w
eK*
J 1

8
4
s
.

丨
引
用
者

〕

と
、『

独

仏
年
誌

』

に
の
っ
た

H

ソ
ゲ
ル
ス
の

『

国
民
経
済
学
批
判
大
綱

』

と
に
帰
着

.
す
る
。」

(K. 

M
a
r
x
;

 o
k
o
n
o
m
i
s
c
h
-
P
M
I
O
S
O
P
h
i
s
c
i
l
e

 

M
a
n
u
s
k
r
i
p
t
e
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『

マ
ル=

エ
ン
選
集』

辅
卷
4
、
ニ 
二
八
頁
o)

私
た
ち
は
ベ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
や
や
く

.わ
し
く
そ
の

1 !
外

論

を

み
る
と
す 

る
。す

で
に
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る

疎
外
論
に
つ
い
て
ば
®
^
し
た
が
、
こ
こ
で
は 

と
く
に『

精
神
現
象
学』

に
つ
い
て
み
る
と
し
ょ
う
？
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の

書 

物

を「

へ
丨
ゲ
ル
«
学
の
ほ
ん
と
う
の
誕
生
地
で
あ
り
そ
の
秘
密
で
^
&」

と 

ょ
ん
で
い
る
が
、
私
た
ち
が
こ
こ
で
こ
れ
を
と
り
あ
げ
る

の
は
そ
の
た
め
.で
は 

な
い
。
で
は
、
な
ぜ『

精
神
現
象
学』

を
え
ら
ん
だ
か
と

.い
う
と
、
㈠
.へ
ー
ゲ 

ル
の
さ

ま
ざ
：ま
の
'著
作
の
な
か
で『

精
神
現
象
学』

が
も

っ
と

外
の
問
®'

『

猾
神
現
象
学』

の

竦

外

論
.

,

を
あ
つ
か
マ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、*
ま
た
㈡
マ
ル
ク
ス

の
疎
外 

論
、
ひ
い
て
は
こ
れ
を
基
礎
と
す
る
彼
の
方
法
論
と
も
っ
と
も

密
接
な
関
連
を 

有
す
る
も
の
は
、『

精
神
現
象
学』

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

尨
大
な 

著
作
に
つ
い
て
解
説
的
叙
述
を
加
え
る
の

は
私
の
課
題
で
は
な
い
。
そ

こ

に

お
 

け
る
疎
外
論
中
、
私
に
と
' っ
て
も
っ
と
も

興
味
の
あ
る
点
を
の
べ
る
に
と
ど
め 

る
。'
し
か
し
一
格
内
容
的
な
言
及
な
く
し
て
こ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、『
精 

祌
現
象
学』

の
編
別
を——

ル
力

ー
チ
が
し
た
よ
う
に

『

エ
ン
チ
ク
卩
ぺ
デ
ィ 

I』

に
し
た
が
っ
て
I

左
に
が
か
げ

る
と

し
よ
う
。

〔

a〕
『

主
観
的
精
神」

r
g
&
j
e
l
c
t
i
v
e
r

 G
e
i
s
t
o
——

第 
一
I
五
窜
。
 

A 

意

識Q
e
w
u
s
s

sreilo 

一
感
覚
的
確
信

"
ま
た
は「

こ
の
も
の」

と

「

私
念」

一
一
真
理
捕
捉
ヾ
ま
た
は
物
と
錯
覚 

三
力
と
悟
性
、
現
象
と
超
感
覚
的
世
界 

B 

自
己
意
識(selbstbewusstseilo 

四
自
分

SI

身
だ
と
い
う
確
信
の
真
理
性 

、

a

自
己
意
識
の
自
立
性
と
非
自
立
性「

主」

.と

「

奴」

b

自
己
意
識
の
自
由

X
ト
ァ
主
義
と
ス
ヶ
プ
シ
ス

主
義
と
不
幸
な
る 

意
識 

■

0

A

A

.理
性(

v
e
m
u
a
f
t
)
.

五
ー
金
性
め
確
信
と
真
理
\

:

‘ 

a

；

観
察
的
理
性
.

■

.

b

珊
他
的
掛
己
意
識
の
曲
己
自
身
に
よ
る
実
現
.

七

(

ー
。

ー
九)



L

c

即
自
且
対
自
的
に
実
在
的
で
あ
る
こ
と
を
由
覚
せ
る
個
人 

〔

b〕
「

客
観
的
精
神」

G
o
b
j
e
k
t
i
v
e
r

 G
e
i
s
t

vi——

第

六
章

.

B
B 
精

神

oeist)

六
.
精
祌

.
a
真
実
な
る
精
利
、
人
倫

(

A)

人
倫
的
世

#
、
人
間
の
お
き
て
と
神
々
の
お
き
て
、
男
性
と
女

作

■

S)

人
倫
的
行
為
、
入
知
と
祌
知
。
罪
責
と
運
命 

(

S

法
的
状
態
，' 

•
 

b

自
己
疎
外
的
精
神
、
教
養 

T
:
自
己
疎
外
的
精
神
の
批
界 

(

A〕

教
養
と
そ
の
現
実
の
国 

§

信
仰
と
純
雜
透
見
;.
.

'
兀

啓

蒙 

'

(

A
> m

i

と
迷
信
と
の
戦
い 

S)

啓
蒙
の
真
理 

I

絶
対
自
由
と
恐
怖 

C 

_己
自
身
を
確
信
せ
る
精
神
、
道
徳
性 

C 

e

〕

■「

絶
対
的
精
神」

rAbsoluter G
e
i
s
t
J

I

第
七
、
，八
章 

0

0

宗
教
ハ
^
&
n
c
e

七

ふ

裂 

a 

,
le
l
然
宗
教

八

(

一
 

0
ニ 

9

b

術

宗

教

•
 

e

啓
示
宗
教

D

D
絶
対
知(absolutes w

i
s
s
e
n
)

A

絶
対
知
一

い
う
ま
で
も
な
く
、

右
の
表
示
に
お
い
て
、〔

a〕〔

b
K
C

〕

の
精
神
の
三
段 

階
が
ル
ヵ
ー
チ
に
よ
る
編
別
を
示
す
。
他
は『

精
神
現
象
学』

(

以
下
、『

瑰
象 

学
.

』

と
略
記
す
る
。)

のE

次
の
大
綱
で
あ
る
。(

も

ち

ろ

ん

細
！：：

を

略

し

て

あ
 

り
、

ま
た

本
文
の
説
明
と
の
関
連
を
考
慮
し
た
の
で
、
精
粗
が
.あ
る
。)

私
は『

現
象
学』

に
お
い

.て
私
の
立
場
か
ら
し
て
つ
ぎ
の
ニ
つ
の
問
題
を
見 

出
す
。

.

I
『

現
象
学』

全
体
が
疎
赴I

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
を
疎
^i

と 

し
て
よ
む
必
要
が
あ
る
。
肩
知
の
よ
う
に
，『

現
象
学』

•は
一
つ
の
認
識
論
で
.あ 

?
て
、
主
体
と
客
体
と
の
対
立
が
主
体
の
側
か
.ら
客
体
に
は
た
ら
き
か
け
る
活 

動

(

精
神
的
労
働
}
に
よ
っ
て
，次
第
に
克
服
さ
れ
、
つ
い
に
思
惟
と
存
在
と
の 

ハ

f
1

に
い
た
る
過
程
を
追
求
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
主
体 

と
客
体
と
の
本
源
的
絲
一
に
^

す̂
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
へ
I
ゲ
ル 

特
有
の
前
進
即
^
^
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と 

は
.い
.う
ま
で
も
な
く
主
体
と
客
体
と
の
本
源
的
^
一
、
の

分

裂

を
.11
?
*提
.と
し
て
.
^
> 

る
。
こ
の
前
提
は
か
か
る
絲
一
体
I

そ
れ
が
絶
対
的
精
神
で
あ
る
こ
と
は
す 

で
に
の
べ
た
。——
の
疎
外i

よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
る
。『

現
象
学』

の
展
開 

の
表
面
に
は
前
提
と
し
て
の
疎
外
の
過
程
は
し
る
ぎ
れ
て
い
な
い
が
、
前
進
即

f

と
い
う
意
味
で
、
じ
つ
は
そ
の
展
開
の
一
歩
一
歩
は
そ
れ
に
先
行
し
た
疎 

外
の
苋
服
過
程
を
意
味
す
る
。
こ
の
克
服
は
^
^
で
あ
る
思
惟
が
存
在
を
冶
己 

の
外
化
と
し
て
認
識
し
て
い
く
こ
と

を
意
味
す
る
。
こ
こ
に

前
述
の
如
ぐ『

現 

象
学』

の
全
i

を
疎
■

と
し
て
ょ
む
根
拠
が
あ
る
。

『

現
象
学』

の
序
文「

学
的
認
識
に
つ
い
て」

に
つ
ぎ
の
ょ
う
に
し
る
さ
れ
て 

ぃ
る
。

「

精
神
の
直
接
的
定
在
た
る
意i

は
知C

W
i
s
s
e
w
.
)

と
知
で
は
な
い
対
象
と 

い
う
一
一
つ
の
契
機
を
も
マ
て
い
る
が
、
こ
の
意
識
と
い
う
境
地
の
う
ち
に
お
い 

て
、精
神
が
己
れ
を
展
開
し
己
れ
の
諸
契
機
を
開
示
す
る
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
に 

は
右
の
知
2
対
象
と
い
う
対
立
が
帰
属
す
る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
す
べ 

て

『

罾
胄
の
^

^』

と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
道
程
の
学
は
意
識
が
つ
む『

経 

験』
C
E
r
f
a
h
r
u
n
g
)

の
学
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
学
で
は
、
実
体
と
そ
の
蓮 

動
と
が
加
何
ょ
う
に
意
識
の
対
象
で
あ
る
か
と
い
う
立
場
か
ら
、
実
体
は
観
察 

せ
ら
れ
る
。
意
識
は
由
分
の
経
験
の
中
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
ょ
り
以
外
の
も 

の
を
知
り
且
つ
摑
え
る
の
で
は
な
い
‘。
ま
こ
と
に
こ
の
経
験
の
中
に
あ
る
と
こ 

ろ
の
も
の
は
精
神
的
実
体
で
あ
り
、
し
か
も
経
験
す
る『{2

己』

の
外
象
と
し 

て
の
P
神
的
実
体
た
る
に
す
ぎ
な
い
。

が
し
か
し
精
神
は
対
象
と
な
る
も
の
で 

あ
る
0.
何
と
な
れ
ば
、

と
は4

分
の
他
者
す
な
わ
.ち
自
分6

『

自
己』

の 

対
象
と
な
り
、
し
ヵ
も
こ
の
他
«
を
止
揚
す
る
と
こ
.ろ
の
蓮
動
だ
.か
ら
で
あ 

る
。

そ
う
し
て
直
接
的
な
る
も
の
又
は
ま
だ
経
験
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、
す
な 

わ
ち
抽
象
的
な
る
も
の
ハ
こ
の
^
象
的
な
る
も
の
が
感
^g

な
る
存
在
で
あ
る 

か
、
そ
れ
と
も
単
に
思
惟
さ
れ
た
に
す
ぎ
ぬ
単
純
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
問
う

『

糈
神
現
象
学』

の
疎
ル
論

と
こ
ろ
で
は
な
い)

が
自
己
か
ら
撖
外
し
た
の
ち
、
こ
の
疎
外
か
ら
庙
己
に
遗 

帰
し
、
か
く
て
は
じ
め
て
妯
象
的
な
る
も
の
が
現
実
に
且
つ
真
実
に
表
明
さ
れ 

る
と
と
も
に
、

意
識
に
と

っ
て『

自
分
の
も
の』

と
も
な
る
と
い
う

蓮
動
こ
そ 

は

『

経
驗』

と
よ
ば
る
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

,
意
識
み
、中
_
お
い
て
自
我
と
そ
の
対
象
で
あ
る
実
体
と
の
間
に
生
ず
る
不
同 

は
両
者
の
区
別
で
あ
り
、
否
定
的
な
る
も
の
一
般
で
あ
ん
。
こ
の
否
定
的
な
る 

も
の
は
両
者
の
欠
陥
と
も
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
：も
、
し
か
し
両 

者
の
霊
魂
ま
た
は
両
者
の
蓮
動
因
で
も
あ
る
。…

…

さ
て
こ
の
否
定
的
な
る
も 

の
は
一
見
す
る
と
、自
我
の
対
象
と
の
不
同
に
す
ぎ
ぬ
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
 

し
か
し
同
時
に
実
体
の
自
分
商
身
と
の
不
同
で
も
あ
る
。
実
体
の
外
に
行
な
わ 

れ
る
如
く
見
え
る
も
の
、
.実
体
.に
向
う
働
き
で
あ
る
か
の
如
く
見
え
る
も
の
は 

実
は
実
体
自
身
の
働
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
実
体
が
本
質
的
に
は
主
体(sub- 

j
e
k
t
)

で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
所
以
が
あ
る
。
実
体
が
主
体
で
あ
る
こ
と
を 

完
全
に
示
す
よ
う
に
な
る
と
、
精
神
は
自
分
の
定
在(

D
a
s
e
i
n
)

を
自
分
の
実 

在

o
v
e
s
e
n
)

に
等
し
か
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
精
神
は
あ
■る
が
ま 

ま
に
自
分
の
対
象
で
あ
っ
て
、
直
接
態
と
い
う
、H

レ
メ
ン
ト
ま
た
は
知
と
真

. 

と
の
^

_
と
い
う
^
象
的
な
境
地
は
克
服
せ
ら
れ
て
い
る
。
存
在
は
i

に
媒 

介
せ
ら
れ
て
い
て
、実
体
的
内
容
で
あ
る
と
と
も
に
自
我
に
と
っ
て
直
ち
に『S

 

分
の
も
の』

a
i
g
e
n
t
u

日)

で
も
あ
り
、
自
己
的
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
概
念 

で
あ
る
。
こ
れ
を
以
て
精
神
現
象
^ .
は
完
結
す
る
。」 

.

こ
う
し
て
M

#
双
象
ぎ
の
到
達
点
が
I

右
の
引
用
文
に
つ
づ
く
夂
罾
で
暗 

.示
さ
.れ
て
い
る
よ
う
に
理
学
の
出
発
点
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

. 

九

(

一
〇
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は
言
及
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
'

i
。

な
お
私
た
ち
は『

現
象
学』

の
最
終
部
分
で
お
る
0
0絶
対
知
に
：お
い
て 

『

現
象
学』

' 
の
全
体
の
展
開
の
綜
括
と
体
系
上
の
位
置
づ
け
と
を
知
る
こ
と
が 

で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
最
終
部
分
で
精
娜
の
運
動
に
お
け
る
歴
史
的
側
面
. 

が
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
.

『

こ
れ
に
対
し
て
精
神
生
成
の
い
ま
ひ
と
つ
の
側
面
は
歴
处
で
あ
？
て
、知
的 

か
泡
己
彫
か
生
成
で
あ
り
、
時
間
に
外
化
せ
ら
れ
た
精
神
で
あ
る
。
が
し 

か
し
こ
の
外
化
も
己
れ
^j

ら
を
外
化
す
る
。
否
定
的
な
る
は
己
れ
自
ら
の
否
定 

的
な
も
の
な
.の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
歴
史
と
し
て
の
生
成
は
諸
精
神
の
緩
慢
な 

進
行
と
継
起
と
を
提
供
す
る
。
各
精
神
は
ギ
ャ
ラ
リ
I
の
絵
の
よ
う
な
も
の
で 

各
自
精
神
の
も
つ
璺
か
さ
の
す
べ
て
を
以
て
装
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
自
己
は 

'そ
の
喪
体
の
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
豊
か
さ
の
す
べ
て
に
滲
透
し
、
こ
れ
を
消
化 

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
故
に
、
歴
史
は
極
め
て
緩
慢
な
足
ど
り
で
進
行
す 

る
。
完
成
は
何
で
&
十
か
か
か
か
を
、
，そ
の
実
体
を
完
全
に
知
る
こ
と
で
あ
る 

か
ら
、
こ
の
知
は
精
神
が
己
れ
の
う
ち
に
到
る
こ
と(

I
n
s
i
c
h
g
e
h
e
n
)

を
意 

味
し
、
か
く
て
精
利
は
己
れ
の
^
在
を
見
捨
て
己
れ
の
形
態
を
产
面
化
し
て
記 

憶

a
r
i
l
m
e
r
l
m
g
o

に
委
ね
る
。
己
れ
の
う
ち
に
到
る
と
き
、
精
祁
は
自
己 

意
識
の
暗
闇
の
う
ち
に
沈
み
、
定
在
は
消
え
失
せ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し 

過
去
は
な
お
保
存
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
^

^
は

『

止
揚』

せ
ら 

れ
る
が
、
こ
れ
が
知
の
胎
内
か
ら
新
生
し
た
と
き
に
は
、
定
在
の
新
た
な
る
段 

階
、
新
た
な
る
il
l：
界
、
新
た
な
る
精
神
的
形
態
が
形
づ
く
ら
れ
る
。
新
段
階
で 

は
精
神
は
無
邪
気
に
最
初
の
直
接
態
か
ら
始
め
、
こ
れ
か
ら
己
れ
を
再
び
養
育

二 

0 (

一
 

0
.ニ
ニ)

し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
こ
の
か
ぎ
り
、
精
神
に
と
っ
て
は
先
行
の
も
の
は
す
べ 

て
喪
失
せ
ら
れ
、
.精
神
は
先
立
.つ
'時
代
の
諸
精
神
の
経
験
か
ら
何
ひ
と
つ
学
ば 

な
か
っ
た
か
の
よ
う
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

し
か
し
記
憶a

r
-
x
n
n
e
r
u
n
g
、 

内
面
化)

は
や
は
り
先
立
.つ
時
代
の
精
神
を
保
存
し
て
い
て
、
内
な
る
も
.の
を
、
 

事
実
に
お
い
て
は
美
体
の
よ
り
高
次
の
形
式
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ 

の
新
た
な
る
精
神
が
は
無
関
係
に

〕

ただ自分からのみ出
 

立
し
て
、
己
れ
の
形
成
活
動
を
再
び
新
た
に
始
め
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
こ
れ 

と
同
時
に
始
め
ら
れ
る
の
は
、
よ
り
高
次
の
段
階
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
 

.こ
の
よ
う
に
し
て
定
有
の
う
ち
に
形
成
せ
ら
れ
る
諸
精
神
の
国
は
、

一
つ
が
他 

を
解
体
し
各
々
が
先
行
の
も
の
か
ら
精
神
的
世
界
の
国
を
受
け
継
ぐ
と
い
う
継 

起
を
形
づ
く
る
。
そ
し
て
こ
れ
の
目
標
は
深
底
の
啓
示
で
あ
る
が
、
こ
.の
深
底 

こ
そ
は
紙
外
胁
念
9
げ
§
1
&
6
3
:
3
0

货

3

に
外
な
ら
ぬ
。
だ
か
ら
こ
の
啓 

示
は
精
神
の
.深
さ
の
止
揚
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
精
神
を
し
て
拡
が
り
を
得 

さ
せ
、
自
己
内
に
存
在
す
る
自
我
を
否
定
し
て
外
化
し
実
体
と
ず
る
こ
と
で
あ 

る
と
と
も
に
、
ま
た
こ
の
外
化
.そ
の
も
の
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
己
れ
を
外
化 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
が
り
を
得
て
も
深
み
の
う
ち
に
、『

自
己』

の
う
ち
に 

止
ま
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
時
間
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
因
標
た
る
絶
対
知
乃 

至
は
己
れ
を
精
神
と
し
て
知
る
精
祌
は
そ
の
道
程
と
し
て
、
諸
々
の
精
神
が
各 

自
そ
れ
自
身
と
し
て
如
何
様
に
あ
り
、
又
そ
れ
ら
の
国
の
組
織
を
如
何
様
に
成 

就
し
た
か
と
い
う
記
憶
を
具
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
保 

存
は
、
こ
れ
を
偶
然
性
の
形
式
に
お
い
て
自
由
に
現
象
す
る
定
在
と
い 

か
ら
み
れ
ば
、
.歴
史
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
概
念
的
に
杷
掲
せ
ら
れ
た
組
織
と
い

う
侧
面
か
ら
み
れ
ば
、
現
象
知
の
学
で
あ
る
が
、
両
者
を
合
し
た
.も
の
で
あ
る 

概
念
的
に
把
掘
せ
ら
れ
た
歴
史
が
絶
対
的
精
神
追
憶
の
磔
刑
場(

ゴ
ル
ゴ
タ) 

を
、
そ
の
玉
座
の
現
実
性
と
真
実
性
と
確
実
性
と
を
形
づ
く
る
の
で
あ
っ
て
、
 

か
く
臾
証
せ
ら
れ
た
王
権
な
く
し
て
は
、
絶
対
的
精
神
は
生
命
な
く
友
な
く
孤 

独

で

あ

る

。

」

，
，
 

.

さ
き
の
引
用
文
に
つ
づ
く
部
分(

但
し
そ
の
引
用
を
省
略
し
-た
。o

で

『

現
象 

.
'学』

と

『

，論

理

学

』

：
と

の

関

連

が

し

る

.さ

れ

て

い

る

こ

と
に

つ
い
て
は
一
一
一
目
し 

た

が

、

右

の

引

用

文

に

お

い

て

は

『

現

象

学』

と

『

歴

史

哲

学

』

と

の

^

^

が 

明
示
さ
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
概
念
的
に
把
握
せ
ら
れ
た
歴
史
、
絶
対 

的
精
神
の
歴
史
は『

歴
史
哲
学』

の
課
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。(

な
お
、
こ
こ 

で
へ
ー

ゲ
ル
は

彼
の
方
法
と
し
て
の
論
理
的
殳
㈣
力
法
に
つ
い
て
も
の
：ベ 

て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
に
論
及
す
る
。)

以
上
の
引
用
文
は『

現
象
^』

の
内
容
的
説
明
に
よ
っ
て
さ
ら
に
補
足
さ
れ 

る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
の
べ
る
前
に
、『

現
象
学』

に
お
け
る 

疎
^

!
の
注
用
す
べ
き
第
二
の
点
を
あ
げ
.る
と
し
よ
う
。

ニ

『

双
_
申』

に
お
.い
て
は
.一
般
に
主
体
の
客
体
の
認
識
に
よ
る
主
客
の 

合一

を
通
じ
て
疎
外
が
解
消
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
実
は
そ
れ
に
先
行
し
前 

提
と
さ
れ
た
疎
外
過
程
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
奮
味
で
、：

抽
象
的
な
姿
で
の 

踝
外
の
把
握
と
は
相
異
な
り
、.
よ
り
現
実
的
な
姿
で
の
疎
外
の
把
握
が
お
と
な 

.わ
れ
て
い
る
。
こ
の
第
一
一
の
意
味
で
の
^

^
は
マ
ル
ク
ス
の

の
べ
て
い
る
疏
外 

と
も
^
通
し
た
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
i

と
も
相
異
な
る
面
も
あ
る 

の
で
あ
る
が
、
■ '.
マ
ル

ク
ス
が
.鍊
外
を
私
有
財
産
の
結
果
と
み
な
し

.た
の
.に
あ
た

『

精
神
現
象
学』

の
疎
外
論'

か
も
応
じ
る
か
の
よ
う
に
、
0
5
3精
神
中
の
六
0
3ゎ
に
お
い
て
人
倫
の
批
界 

(sittliche 

m
l
t
)

か

ら

法

的

人

格

の

生

成

を

通

し

て

.お

こ

な

わ

れ

る

個

的 

自
己
へ
の
覚
醒
に
よ
‘る
精
神
の
自
己
疎
外
を
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的 

に
は
人
倫
の
世
界
は
古
代
ギ
リ
シ
ァ
が
罾

^
さ
れ
て
お
り
、

「
法
的
状
態
一 

(Kecll

c+szus-tan

'e
は
ロ 

I
マ
帝
政
期
が
意
味
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
後
中
. 

批
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
前
の
ア
ン
シ
ァ
ン

.
レ
ジ

ム
ま
で
自
己
赚
外
が 

継
続
ず
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
へ
ー
ゲ
.ル
に
お
い
て
は
、
こ
の
ニ
つ 

の
疎
外
、
い
わ
ば
哲
学
的
、
抽
象
的
意
味
で
の
疎
外
と
歴
史
的
、
現
実
的
意
味 

で
の
疎
外
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
^'
陳
さ
れ
て
い
る
4
が 

問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
私
た
ち
は
ま
ず一

一
つ
の
^

:
の
各
々
.
に
つ
い
て 

簡
単
に
考
察
し
、K

ル
ク
ス
と
の
比
較
を
お
こ
な
い
た
い
と
思
う
。

.
へ
ー
ゲ
ル
の
展
開
に
お
い
て
私
た
ち
の
気
付
く
こ
と
ば
、
H
は
じ
め
に
ル
カ 

丨
チ
に
し
た
が
'っ
て
分
類
し
た
三
部
門
、
主
観
的
精
神
、
客
観
的
精
神
、
絶
対 

的
精
利
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
荀
で
い
わ
ゆ
る
否
定
の
.否
矩
の
展
開
が
く
り
か
え
さ 

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
私
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
主
観
的
、
客
観
的
精
神
に
お
い 

て
は
、
三
た
び
i

が
お
こ
な
わ
れ
る
。
ま
た
、
台
•こ
の
展
開
に
お
い
て
論
理 

的
展
開
、力
同
時
.に

歴

史

的

と

照

^

.し
て
い
.る
こ
と
が
注

0
さ
れ
る
。
す
な 

わ
ち
人
間
の一

個
体
の
認
識
史
が
同
時
に
古
代
.か
ら
ぺ
へ
ー
ゲ
ル
の
肖
吣
の) 

現
代
ま
で
の
人
類
の
認
識
史
と
照
^
的
に
叙
述
さ
れ
て
：い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ 

と
い
う
の
も
思
惟
.と

存

在

と

の

対

、立

.を
カ
ン
ト
の
よ
う
に
絶
対
化
せ
ず
、
認
識
. 

活
動
：に
よ
マ
て
こ
：の
対
立
の
無
限
に
克
服
さ
れ
る
.と
.み
な
す
へ
ー
ゲ
ル
の
根
本 

的
立
場
に
由
来
す
る
.。
す
な
わ
ち
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
^
然
認
i

.

ニ 

(
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=

認
識
史
と
な
る
.ひ
こ
の
論
理
と
歴
史
と
が
統
ー
は
マ
ル
ク
ス
の
論
理
と
歴
史

と
.の
統
一
と
い
う
方
法
に
た
.い
し
て
無
緣
で
あ
？
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

エ

シ
ゲ
ル
ス
は
い
う
。
,;

「
『

精
神
現
象
学』

は
精
神
的
方
面
で
の
、
胎
生
学
と
か
古
生
物
学
と
か
に
対

宓
す
る
学
と
も
.い
え
ば
い
え
る
も
の
で
、
い
ろ
い
ろ
の
階
段
を
経
過
し
て
い
く

個
人
意
識
の
発
展
を
、
人
類
の
.意
識
が
歴
史
的
に
ベ
て
き
た
諸
階
段
の
縮
図
的

i

)

再
現
と
し
て
把
掘
し
た
も
の
で
.あ
る
。」

第
一
に『

現
象
^』

に
お
け
る
外
化
一
般
と
し
て
の
疎
外
で
あ
る
.が
、
と
れ 

は
い
わ
ば『

現
象
学』

全
体
の
展
開
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ
.で
内 

容
的
な
解
説
を
お
こ
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
で
に
の
ベ
た
ょ
う
に
へ
ー
ゲ 

ル
に
お
い
て
は
思
惟
と
存
在
と
は
本
源
的
に
合
一
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
体
は 

思
惟
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
存
在
は
思
惟
の
外
化
に
ほ
か
.な
ら
な
い
。
こ
の
外 

化
さ
れ
た
存
在
を
思
惟
が
.自
己
の
外
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
く
過 

程
が
個
体
的=

な
ら
び
に
類
的
な
認
識
史
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
た 

が
っ
て
認
識
の
各
段
階
ご
と
に
主
客
の
合
一
、が
み
ら
：れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ 

が
す
で
に
み
た
ル
ヵ
.
Iチ
の
分
類
に
ょ
れ
ば
三
つ
の
段
階
に
区
^
さ
れ
、
ま
た
. 

そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
が
三
つ
に
区
分
さ
れ
る
。(

た
だ
：し
絶
対
：

神
の
段
階
は 

前
述
の
如
く
明
確
で
な
い
。)

す
な
わ
ち
、

主
観
的
精
神
の
段
階
に
お
い
て
は
、
 

A
意
識
、

己
意
識
、
0
理
性
の
三
区
分
、
客
観
的
精
祌
の
段
階
に
お
い
て 

は
、

a
人
倫
、
b
教
養
、

C
道
徳
性
の
三
区
分
が
み
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
ぞ 

れ
の
段
階
に
お
い
て
そ
こ
で
の
認
識
の
不
宠
分
さ
が
せ
ら
れ
、
お
の
ず
か 

k
つ
ぎ
の
段
階
へ
の
移
行
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
移
行
の
説
明
は

ニ一
(

一
 

0
ニ 
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.

ぎ
わ
め
.て
#
証
法
的
に
明
快
で
あ
る
。
私
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
こ
で
後
論
と
の 

関
係
で
き
わ
め
て
興
味
が
あ
る
の

.は
、
へ
ー
ゲ
ル

"
に
お
い
て
精
神
^

働̂

(

思 

.惟)

と
肉
体
的
労
働(

生
産)

と
め
明
確
な
区
別
の
：な
い
た
め
に
、
人
類
の
認 

識
史
が
の
ベ
ら
れ
る
過
程
で
し
ば
し
ば
本
来
の
資
本
主
義
的
疎
外
の
問
題
が
展 

開
さ
れ
.て
い
る
こ
と
で
，あ
る

。
"そ
こ
で
^
た
ち
は
第
一
一

の
疎
外
論
の
問
題
に
ぅ 

■つ
..る
こ
と
と
な
る
。

.も
っ
と
も
へ
-丨
、ゲ
ル
自
身
、
資
本
主
義
に
.つ
い
て
明
確
な
理
解
を
も
っ
て
い 

た
.わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
.っ
て
彼
に
よ
っ
て
^
実
上
、
資
本
主
義
的
疎
外
と 

■し
て
把
握
さ
れ
た
も
の
も
商
品
生
産
に
.お
け
る
物
象
化
と
区
別
さ
れ
た
も
の
で 

は
な
い
。
私
た
ち
は
ま
ず
主
観
的
精
神
に
お
げ
る
資
本
主
義
的
疎
外
と
回
さ
れ 

.る
も
の
が
多
分
に
商
品
生
産
に
お
け
る
物
^

^
の
問
題
で
あ
る
こ
と
に
1
矶
す 

る
必
要
が
あ
る
。
つ
ぎ
に
客
観
的
精
神
に
お
，け
る
よ
り
一
層
資
本
主
義
的
疎
外 

..と
考
え
ら
れ
る
も
め
に
^
い
て
み
る
と
し
よ
ぅ
。
.(

.へー

ゲ
.ル
の
.展
開
に
■お
い 

て
は
、
主
観
的
精
神
よ
り
§

的
精
神
へ
と
主
体
と
客
体
と
の
合
一
が
抽
象
よ 

り
具
体
へ
と
す
す
む
。
し
た
が
っ
て
外
化
の
展
開
自
体
が
こ
れ
に
照
応
し
て
同 

じ
く
柚
象
よ
り
具
体
へ
と
、
商
品
生
産
的
な
も
の
か
ら
罾
ポ
、3£
義
生
産
的
な
も 

の
へ
と
.す
す
む
こ
と
と
な
っ
た

か
ど
.ぅ
か
は
、
確
言
し
え
な
い
。)

主
観
的
精
神
中
に
疎
外
が
と
く
に
資
本
主
義
的
意
義
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
の 

は
、
0
理
性
中
の「

理
性
的
自
己
意
識
の
自
己
自
身
に
よ
る
実
現J

に
お
け
る 

人
倫
の
国(

R
e
i
c
h

 d
e
r

 

s
i
t
t
l
i
c
h
k
e
i
e

に
こ
れ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

商
品
生
産
に
お
い
て
は
個
々
の
生
産
者
の
労
働
は
私
的
で
あ
る
と
同
時
に
社
会 

的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
個
々
の
生
産
者
は
自
ら
生
産
手
段
を
所
有
し
自
分
自
身

の
創
意
と
打
算
と
責
任
と
に
も
と
づ
い
て
生
産
を
お
こ
な
う
。
彼
の
労
働
は
そ 

の
意
味
で
は
私
的
性
質
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
生
産
す
る
生
産
物
は
；
 ̂

会
的
使
用
価
値
を
有
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
労
働
は
せ
#
⑽
で
も
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
ヰ
を
㈤
ハ
ヵ
業
と
§

財
産
と
の
結
合
に
よ
っ
て
胄
畠
ま
0 

と
い
う
^

#
の
生
産
体
制
が
う
ま
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
。
し
か
も
こ
の
生 

産

体

制

は

人

間

，：

S

身
が
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
に

も

か
か
わ
ら
ず
、
人
間
の
外 

部
に
独
立
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
か
え
っ
て
人
間
は
か
か
る
体 

制
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
。
た
だ
の
^
働
生
産
物
で
し
か
な
い
も
の
が
ひ
と
た 

び
商
品
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
や
い
な
や
発
揮
す
る
と
こ
ろ
の
物
神
性
の
神
秘
も 

こ
こ
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
へ~

ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
^
#
:
性
の
洞
察
に
す
で 

に
ィH

1
ナ
吣
れ
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

時
代
の
第
二
の
二
分
の
.一
.期

に

お

い

て 

.達
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、『

現
象
学』

中
に
お
け
る
展
開
は
ベ
つ
に
目
新
し
い 

も
の
で
は
な
い
、——

こ
れ
が
ル
ヵ
ー
チ
の
解
釈
で
あ
る
。
私
た
ち
も
.ル
ヵ
：

(

注
21)

チ
の
解
釈
に
大
体
賛
成
て
あ
.る
。
つ
き
に
へ
.丨
ゲ
ル
か
ら

一
文
を
弓
く
と
し

よ 

う
。
く
わ
し
く
は
、

当
該
個
所
全
体
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。.

1
3

個
人
の
純
然
た
る
個
別
；̂

:為
は
彼
が
.自
然
物
と
し
て
、
す
な
わ
ち

#> 

在
す
る
個
划
性
と
し
て
も
つ
諸
要
求
に
関
係
し
て
い
る
。
が
個
人
の
か
か
る
最 

も
^

I
な
る
諸
活
動
で
さ
え
も
、
そ
れ
ら
が
無
に
帰
す
る
こ
と
な
く
現
実
性
を 

得
て
い
る
の
は
支
持
す
る
一
般
的
媒
体
に
よ
っ
て
民
族
全
体
の
斷
か
に
4
っ.て 

生
ず
る
こ
と
で

t

。_
_
_

だ
が
個
人
は
.一
0

^

0

の
う
ち
に
自
分
の
行
為 

一
般
の
か
か
る
存
続
と
い
う
形
式
を
得
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
：⑵
同
時
に 

個
人
は
こ
の
実
体
の
う
ち
にs

分
の
内
容
を
も
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
個
人
の

『

精
神
現
象
学』

の
竦
外
論

為
す
と
と
ろ
の
も
の
は
、
す
べ
て
の
人
々
の
§

せ
る
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て 

の
人
々
の
従
え
る
習
俗
で
あ
る
。
完
全
に
個
別
化
せ
ら
れ
た
る
か
ぎ
り
の
こ
の 

.内
容
も
、
そ
の
現
実
態
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
人
々
の
行
為
と
組
み
合
い
、
 

か
ら
ま
さ
れ
て
い
る
。
個
人
が
自
分
の
諸
要
求
の
た
め
に
す
る
労
働
は
自
分
自 

身
'の
要
求
を
.と
同
じ
く
他
人
の
要
求
を
も
満
足
す
る
所
以
の
も
の
で
あ
り
、
そ 

し
て
街
分
の
要
求
の
满
足
に
個
人
は
他
人
の
労
働
に
よ
っ
て
の
み
達
す
る
の
で 

あ
る
。
,
—
⑶
個
別
者
は
そ
の
個
別
的
労
働(etozelne A

r
b
e
i
t
)

に
お
い 

て
す
で
に
一
般
的
労
働(

a
u
g
e
m
e
i
s

>
さ
0>
§

を
無
意
_
的
に
成
就
せ
る 

と
同
じ
よ
う
に
、
個
別
者
は
ま
た
一
㈣
^

、̂
■

を

自

分

の

意

識

的

目

的

と

し

て 

も
成
就
す
る
。
全
体
は
全
体
>1
'
し
。
個
別
者
が
そ
の
た
め
に
自
己
を
犠
牲
に
供 

す
る
と
こ
ろ
の
自
分
の
事
業
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
自
己
犠
牲
に
よ
っ 

て
個
別
者
は
全
体
か
ら
自
己
自
身
を
受
け
戻
す
の
で
あ
る
。
I

か
く
て
交
互 

的
で
な
い
よ
う
な
何
も
の
も
こ
こ
に
存
在
し
な
い
。
自
立
的
な
る
個
人
が
そ
の 

自
分
だ
け
で
の
存
在
を
解
消
し
自
分
自
身
を
否
定
す
る
と
と
に
お
い
て
、
却
っ 

て
自
分
だ
け
で
存
在
す
る
と
い
う

肯
定
的
意
義
を
か
ち
う
る
の
で
な
い
よ
う
な 

如
何
な
る
点
も
こ
こ
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。…

…

す
べ
て
の
人
々
が
丁 

度
私
と
同
じ
よ
う
に
自
ら
自
覚
的
に
か
か
る
自
立
的
存
在
者
に
す
ぎ
な
い
の 

を
、
私
は
彼
等
に
お
い
て
み
て
と
る
。
他
人
と
の
自
由
な
る
統一

が
私
に
よ
っ 

て
と
同
じ
よ
う
に
、
..他
人
自
身
に
よ
.っ

て
.%
#

在

す

る

と

い

う

意

味

に

お

い
 

て
、
こ
の
統
一
を
私
は
他
入
の
ヾ
ち
に
見
る
ヽ
私
は
他
入
を
私
と
し
て
、
私
を 

他
人
と
し
て
見
る
の
で
あ
るo'(ich 

sc
h
a
u
e

 

sie 

&
 

M
i
o
h
, 

M
i
c
h

 als
(

I) 

•

S
S
J

 
'ス

. 

I 
三 

a

oニ 
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.こ
れ
は
ま
さ
に
商
品
生
産
に
お
け
る
値
々
の
生
産
者
の
労
働
が
.私
的
.で
あ
っ 

て
同
時
に
社
会
的
で
あ
る

こ
と
の
認
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
社
会
的
分
業
に
よ 

っ
て
^
^
さ
れ
た
類
的
存
在(

G
a
t
t
u
n
g
s
w
e
s
e
n
)

と
し
て
の
人
間
が
か
か 

る
も
の
と
し
て
把

掘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も

商
品
生
産
で
あ
る
が
，
た
め
の
生
産 

物
の
外
化
の
必
然
性
も
ま
た
つ
ぎ
の
よ
ぅ
に
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。

.
「

か
く
て
意
識
に
泡
分
の

真
実
態
を
告
ぐ
べ
き
は

ず
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の

経 

験
に
よ
っ
て

意
識
は
向
分
に
と
っ
て
却
っ
て
謎
と

な

っ
た
の
で
あ
る
。
意
識
に 

と
っ
て
は
自
ハ

/J
の
i

の
結
果
は
自
殳
の
^

^

そ
の
も
の
で
は

な
く
、
自
殳
の 

遭
遇
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
岛
分
が
即

^

iu

的
に
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の 

の
^i

砂
経
験
で
は
な
い
の
で
あ
る
。…

…

し

た

が

っ
て

^
#
㈤
あ
然

性
は
個 

人が维？て
打
ち
砰
れ
る
と
こ
ろ
の
威
力
、ただ

否
宠
的
で
不
可
解

(

注
23)

な
る
か
か
る
威
力
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。」

「

全
#'
は
個
人
と
一
般
者
と
の
自
働
的
な
る
相
互
^
透
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
 

し
か
し
こ
の
全
体
は
こ
の
意
識
に
と
っ
て
は
た
だ
単
純
な
る
本
質
と
し
て
の 

み
、
し
た
が
ク
て
3|
?
そ
の
も
の
と
い
ぅ
抽
象
と
し
て
の
み
現
存
す
る
の
で
あ
る
• 

か
ら
し
て
、
こ
の
全
体
の
諸
契
機
は
分
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
事
そ
の
も
の
の 

.外
に
又
相
互
の
外
に
落
ち
、
そ
こ
で
全
体
と
し
て
の
全
体
は
提
出
と
保
蔵
と
の 

分
離
さ
れ
た
交
替
に
よ
っ
て
の
み
初
め
て
余
す
と
こ
ろ
な
く
表
現
せ
ら
れ
る
の 

で
あ
る
。
こ
の
交
替
に
お
い
て
意
識
は
そ
の
還
帰〔

反
省—

訳
者〕

：

に
よ
っ
て 

た
だ
一
つ
の
契
機
だ
け
を
南
分
に
対
し
て
本
質
的
な
る
も
の
と
し
て
も
ち

、
他 

の
一
つ
の
契
機
は
反
之
商
分
に
お
け
る
た
だ
外
面
的
な
る
も
の
又
は
他
人
に
対 

す
る
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
し
て
も
つ
が
故
に
、
そ
こ
に
は
個
人
相
互
の
あ
い
だ
に

一
四 

1
0

一
一
六)

ひ
と
つ
：の
活
劇
が
登
場
す
る
、
自
分
自
身
も
対
手
も
欺
瞞
さ
れ
て
い
る
の
が
見

* 

, 

r 

S)

出
さ
れ
る
活
劇
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。1-

ル
ヵ
I
チ
は

い
う
。「

個
人
的
意
識
のAuf-sich-GesteltseiEL

の
、
主 

観
性
の
狹
隘
な
世
界
に
お
け
る
個
人
の
押
し
こ
め
ら
れ
た
存
在
の
哲
学
的
止
揚 

は
、
現
代
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
社
会
に
お
け
る
人
間
の
i経
済

的

活

動

.の
認

識
に
よ
っ
て 

お
き
る
。
ま
.た
、

へ
I
ゲ
ル
が
ス
ミ
ス
の
経
済
学
か
ら
彼
に
と
っ
て
可
能
で
あ 

る
す
べ
て
の
結
論
を
哲
学
的
■に
ひ
き
だ
す
と
い
う

こ
と
に
よ
っ
て
お
き
る
。
個 

人
的
意
識
が
そ
れ
に
も
た
ら
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
の
は
、

豸
㈱
的 

.意
義
に
お
い
て
も
主
観
的
意
義
に
お
い
て
も
、
個
人
的
な
も
の
と
社
会
的
な
も 

の
と
の
統
一
で
あ
る
。
か
か
る

㈱
一
は
人
間
の
1

の
罾
罾
^
胄
_
に
、
彼
が 

日
々
な
す
と
こ
ろ
の
も
の
に
含
め
ら
れ
て
い
る
。
か
か
る
彼
の
特
有
の
日
々
の 

活
動
の
客
観
的
規
定
が
彼
に
明
瞭
且
つ
明
白
に
意
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け 

が
重
要
で
あ
る
。

.

.

へ
ー
ゲ
ル
の

思
考
の
せ̂

的
、
哲
学
的
由
来
お
よ
び『

現
象
学』

の
M

ホ
的 

傾
向
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
、
決
定
的
転
回
が
そ
こ
で
又
そ
れ
に
よ
っ
て
成
就 

さ
れ
る
、
か
の

f

意
識
の
姿
態』

は

『

私
欲』

(
E
i
g
e
n
n
u
t
z
)

.
で
あ
る
と
い 

う
こ
と

で
あ
る
。
こ
こ
で
へ
ー
ゲ
ル

は
ホ

ッ
ブ
ス
よ
りH.

ル
ヴ

ユ
シ
ゥ
ス
ま
で 

の
啓
蒙
の
歴
史
哲
学
と
、
な
か
'ん
ず
く
ス
ミ
ス
の
経
済
学
の
肩
に
立
っ
て
い 

る
。

へ
ー
ゲ
ル
が
そ
.こ
で
古
代
に
対
立
す
る
現
代
社
会
の
本
質
的
な
よ
り
高
い 

原
理
を
み
と
め
る
個
人
の
自
律
性
と
特
有
の
力
と
は
次
の
点
に
ま
さ
に
示
さ
れ 

て
い
'る
。
す
な
わ
ち
、
か
か
.る
參

が

.一
面
.で
.は
個
入
的
意
識
の
i

的
現
実 

性
と
主
観
的
権
利
づ
け
と
を
な
し
、
他
面
で
は
そ
れ
は
知
ら
れ
も
し
欲
せ
ら
れ

も
す
る
こ
と
な
し
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
社
会
の
最
も
重
要
な
社
会
的
推
進
力
で
あ

I

)

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」

♦「

総
じ
て
労
働
の
、
人
間
活
動
の
、
社
会
的
_
践
の
弁
証
法
は
、
商
品
関
係
の 

弁
証
法
に
組
み
た
て
ら
れ
て
お
り
：
ま
た
そ
れ
に
従
厲
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
と 

い
う
の
は
、
へ
I
ゲ
ル
は
単
な
る
労
働
の
活
動
に
よ
っ
て
^:
#
心

^

象

性

の

複 

雑
な
性
格
の
得
ら
れ
な
い
こ
と
を
金
く
明
自
忆
み
る
か
ら
で
あ
る
。
単
な
る
労 

働
の
活
動
に
含
め
ら
れ
て
い
る
単
な
る『

外
化』

は
、
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
&

♦ 

に
お
け
る
社
会
的
対
象
性
の
基
礎
と
し
て
の
人
間
的
関
連
を
表
示
し
う
る
た
め 

に
は
、
複
雑
な
資
本
主
義
的
な
^

#
化
さ
れ
た
形
態
を
と
ら
ね
ば
な
ら(

n
>。」 

だがへーゲルが単なるによる対

^

と̂

資
本
主
義
的
疎
外
と
を
明 

確
に
区
別
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
；あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
み
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
が
、
な
お
、
客
観
的
精
神
の
段
階
に
お
け
る
資
本
主
義
的
疎
外
に
つ 

い
て
の
説
明
を
追
う
と
し
よ
う
。
：

■

的
精
神
の
諸
段
階
は
す
で
に
表
示
し
た
よ
う
に
、

a
真
実
な
る
精
神
、
 

人

倫(
s
i
c
h
k
e
i
t
)
、

b
自
己
疎
外
的
精
神
、
_

 (Bild

目
的)

、

C
自 

己
串
身
を
確
信
せ
る
精
神
、
道

徳

性(Moralitat
)

の
順
序
で
展
開
さ
れ
て 

ぃ
，る

。

こ
こ
で
は
論
理
的
展
開(

P
神
の
諸
形
態)

と
歴
史
的
展
開(

世
#
の 

態)

と
//
も

，っ

と

も

い

ち

じ

る

し

く

照

応

し

て

.い
る
点
が
注e

さ
れ
る
。
 

疎
外
の
歴
史
的
形
態
が
生
じ
る
の
は
人
倫
の
最
終
部
分
、

(

0
>
法
的
状
態 

に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
人
倫
に
つ
.い
て
み
る
と
、
そ
れ
は
精
祌
の
直
接
的 

に
し
て
自
然
的
な
る
真
実
態
で
あ
り
、「

第
ニ
の
自
然
，

」

と
考
え
ら
れ
る
が
、
 

ま
た
と
の
向
然
性
こ
そ
人
倫
を
し
て
解
体
せ
し
め
る
要
因
で
あ
る
。
歴
史
的
に

『

精
神
現
象
学

』

‘の
疎
外
論

•

は
人
倫
は
ギ
リ
シ
ァ
の
ポ
リ

ー

ス
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

「
〔

人
倫
的
世
界
に
お 

け
る〕

個
人
と
実
体
と
の
生
け
る
直
接
的
な
統
一
は
普
適
的
な
包
括
的
な
統

一
 

に
還
帰
し
て
行
く
が
、
こ
の
統
一
は
没
精
神
的
な
共
同
体
で
あ
っ
て
、
も
は
や 

個
々
人
の
そ
れ
自
#
と
し

て

は
意
識
を
欠
け
る
実
体
で
は
な
く
、
そ
う
し
て
今 

ソ
や
こ
の
共
同
体
.に
お
い
'て
は
個
々
人
は
各
自
の
個
別
的
な
孤
立
存
在
に
お
い
て 

諸
々
の
自
立
存
在
と
：し
て
の
、
諸
々
.の
実
体
と
^
て
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
。
 

全
く
多
数
の
個
々
人
と
い
う
ア
ト
ム

に
分
散
し
た
と
こ
ろ
の
普
適
者
、
こ
の
死 

せ
る
精
神
は
す
べ
て
の
人
々
に
各
人
と
し
て
の
、
•す
な
わ
ち
諸
A '
格
と
し
て
の 

妥
当
を
許
す
と
こ
ろ
の
平
等
性
で
あ
る
。一

-
『

人
倫
の
世
界』

に
お
い
て
は 

隠
れ
た
神
々
の
お
き
て
と
呼
ば
.れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
実
行
に
ょ
っ
て
そ
の
潜 

伏
の
1

か
ら
現
実
の
明
る
み
の
う
ち
に
出
現
し
た
。
靜
ル
は
人
倫
の
世
界
に 

.
お
い
て
は
、
実
際
に
は
、
家
族
の
血
縁
と
し
て
の
み
、
そ
の
一
員
と
し
て
の 

,

み
、
意
義
を
も
ち
、
ま
た
存
在
し
て
い
て
、『

こ
の』

個
入
と
し
て
は
死
趴
し
’

.

自
己
な
き
亡
霊
で
あ
っ
た
が
、
し
か
る
に
今
や
個
人
が
そ
の
.か
か
る
非
現
実
の 

状
態
か
ら
顕
現
し
来
っ
た
の
で
あ
る
。
人
倫
的
実
体
は
た
だ
：『

象
！k 』

の
精
神 

I
た
る
に
す
ぎ
な
い
が
故
に
、
個
人
は
自
己
確
信
に
還
帰
す
る
0
個
人
は
肯
定
；

§

 

普
適
者
と
し
て
は
か
の

人
倫
的
実
体
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
の
現
実
性
は
於
免 

的
な
普
遍
的
な『

自
己』

た
る
釔
と
に
存
す
る
の
で
純
^

」

し
か
：し
も
.っ
ば
ら
If
, 

の
支
配
す
る
人
倫
に
お
い
て
人
格
が
発
展 

し
個
的
自
己
べ
の
覚
醒
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
と
も
に
ロ 
I
マ
帝
政
期
に
該
当
す 

る
法
的
状
態
を
通
じ
て
精
祌
の
固
己
疎
外一

^
1
:

の
個(

家
族)

と
普

S
 

家)

と
の
.、
主
と
客
と
の
絶
対
的
対
立
へ
の
分
裂
^

―

が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と

一

五(

一
〇
ニ
七)



と
な
る
°
こ
：の
よ
ぅ
な
：̂

を
も
た
ち
し
.た
も
の
は
人
倫
の
*
接
性
、
自
然
性 

で
あ
る
。
し
た
'が
っ
て
法
的
状
態
や
そ
れ
に
つ
づ
く
教
養
な
'ど
は
精
神
に
お
け 

る
こ
の
直
接
性
、
自
然
性
の
■除
去
の
た
め
に
必
然
的
に
通
過
す
べ
き
段
階
で
あ 

る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
法
的
状
態
を
通
じ
.て
個
的
自
己
の
覚
醒
が
お
：こ 

な
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
こ
で
は
い
ま
だ
に
人
格
の
I

性
が
み
と
め
ら
れ
る 

の
で
あ
V
て
そ
れ
は
恣
意
と
暴
力
と
の
支
配
す
る
劫
掠
の
世
界
で
あ
る
に
'と
ど 

ま
る
。
こ
れ
を
陶
冶
、
形
成
、
.教
養
に
よ
っ
て
脱
却
す
る
た
め
に
_

の
世
界 

が
現
出
す
る
。*

た
が
_

自
体
も
_
然
的
存
茌
か
ら
の
自
己
疎
外
に
ほ
か
な
ら 

な
い
。
す
な
：わ
ち
法
的
状
態
に
お
い
て
は
人
々
は
権
力
と
財
力
と
を
獲
得
し
よ 

ぅ
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
た
め
に
直
を
普
適
性
0
形
式
に
し
た
が
っ
て 

形
%
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
、

が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
：。
し
か
し
自 

E
疎
外
的
精
神
に
は
教
養
の
ほ
か
に
、
信

仰

o
l
a
u
b
e
)

(
そ
れ
は
現
実
的
世 

晁
と
の
：内
面
的
絲
ー
を
得
て
い
な
い
点
で
、
す
な
わ
ち
即
自
性
、
直
接
性
を
ま 

ぬ
か
れ
て
い
な
い
点
で
、本
来
の
豸
双
と
区
別
さ
れ
る
。)

と
純
^
透
見
E

S
 

Etosicht
)

(

菅
遍
的
自
己
の
純
雜
意
識
に
よ
る
綜
合
と
集
成)

と
が
ふ
く
め 

ら
れ
て
い
る
。
.

囟
己
疎
外
の
党
服
は
こ
の
最
後
の
純
粋
透
見
の
大
衆
へ
の
普
及
で
あ
る
啓
蒙 

(
A
u
f
k
l
s
r
u
n
g
〕

を
通
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
ず
な
わ
ち
信
仰
と
■啓
蒙
と
の
は 

げ
し
い
戦
い
に
後
者
が
勝
利
を
お
さ
め
る
こ
と
で
、
有
用
性OSBtzlichkeit) 

の
此
晁
が
現
出
す
る
が
、

こ
こ
で

確
立
し
た
主
体
の
絶
対
自
由(absolute

Freiheit
)

は
か
え
っ
て
死
の
恐
怖

-
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
結
果
す
る
。
こ
の
テ

ロ
リ
ズ
ム
は

教
養
の
極
致
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
教
養
は
も

1

六

(

.一
〇
1一
八)

，

と
も
と
人
間
に
.お
け
る
自
然
性
の
苋
服
、自
^

の
疎
外
に
ほ
か
な
ら
■な
い
が
、
 

テ

，ロ

リ

ズ

ム

ば

外

在

し

定

在

.す

る

直

接

態

の

全

茴

的

否

定

に

よ

る

、

個

別

意

志 

か
ら
普
適
意
志
へ
の
剷
達
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
；そ
れ
.は
教
養
の
自
己
否
笫
に 

よ
.る
完
成
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
?
そ
.こ
で
史
た
、
こ
こ
に
.お
い
て
自
己
疎
外
も 

終
焉
す
る
と
と
と
な
る
。.
こ
れ
以
後
、
i

の
.段
階

か

らi
己

確

信

的

！
^

と 

し
て
の
道
徳
性
の
段
階
へ
の
移
行
が
み
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。(

さ
ら
に
道
徳 

.性一
一

そ

れ
こ
：そ
前
出
の
，
人

儉

、

'古
代
め
人
偷
に
比
し
て
近
代
の
.人
倫
'〔『

法
 

哲
学』

の
人
倫〕

に
ほ
か
な
ら
な
い
。——

の
：立

場

の

抽

象

性

、
主

観

性

、

個
 

人
性
が
克
服
さ
れ
て
宗
教
の
段
階
へ
の
移
行
が
み
ら
れ
る
。)

以

上

の

人

倫

よ 

り

0
自
3
自
身
を
確
信
せ
る
精
神
、
道
徳
性
に
い
た
る
ま
で
.の
発
展
は
歴
史
的

(

注
28) 

•

に
は
.つ
ぎ
の
よ
ぅ
に
示
さ
れ
る
。

'
 

,

A人
倫

-7

古
代
ギ
リ
‘ゾ

ァ

バ

‘

法

的

状

態I

 
ロ
丨
マ
帝
政
期
ハ
ロ
丨

i

)

:

B

教
養—

'

信
仰

丨

中

世

(

フ
ラ
ン
ス

)

純粋透見

1
 

啓

蒙

1
 

有
用
性
の
世
#
-

(

カ
ン
ト
の
純
粋
統
覚

) 

近
世 
ベ
アX

.

シ
.

ク
.

ロ
.？
••へ
デ

イ
!

絶
対
自
由
と
恐
怖
一

■

フ
ラ
ン
ス
革
命 

0

道
徳
性一

-(.

へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
の)

現
代=

ド
イ
ツ 

私
た
ち
は
こ
こ
で
六

b 

s
己

疎
外
的
精
祌
、
美

」

の
冒
頭
で
の
ベ
ら
れ 

て
い
る
疎
外
の
過
程
と
そ
の
克
服
と
に
関
す
る
概
括
を
引
用
し
て
お
く
と
し
よ

「

人
倫
的

実
体(

s
i
t
s
c
h
e

 

は
そ
の
単
純
な
る
意
識
の
う
ち

に 

义

立
者
を

^

^
し
て
放
た
ず
、
そ
し
て
こ
の
意
識
は
そ
の
実
在
と
無

媒

介
的
統 

一
を
保

っ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
の
実

^
は
意
識
に
対
し
て

#'
掛
t-
»
か
%>
か 

(
s
e
i
u
)

と
い
う
簡
単
な
限
宠
を
も
ち
、
意
識
は
無

媒

介
的
に
実
在
に
向
い
、 

習
俗
を
以
て
実
在
と
し
て
こ

£

し

た

が

っ

て

ぃ

た

。

勝

が# '
^
,
繁

ヤ

か
 

『

こ
.の』

己
た
る
こ
と

を
自
任
し
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
実
体
が
意 

識
に
対
し
て
こ
れ
か
ら
拒
斥
せ
ら
れ
て
定
在
-

—

す
な
わ
ち
意
識
が
た

だ
そ
の 

昀
己
疎
外
を
逋
じ
て
の
み
合
ー
し
う
べ
き
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
ま
た
同
竽
に
自

己
疎
外
を
生
み
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
の
定
在

-
■の
意
義
を
も
つ
の
で

も
な
い
、
.
し

か

る

に〔『

法
的
状
態』

に
お
け
る
ご
と
く

I
訳

者〕
『

自

己』

，
が 

絶
対
に
非
連
梳
で
あ
る

場
合
の
精
神
は
、
そ
の

内
容
を
同
様
に
冷
酷
な
る
現
実 

と
し
て
己
れ
に
対
置
し
て
お
り
、
世
界
は
こ
こ
で
は
外
在
的
な
も
の
で
あ
る
と 

い
う
、

自
己
意
識
の

否
定
で
あ
る
と
い
う

規
定
を
具
え
て
い
る
。
が
こ
の
世
界 

と
雖

も
！

r

精
神
的
実
在』

で
あ
り
、
.そ
れ
は

即
自
的
に
は
存
在
と
個
人
と
の
互
徹 

互
入
で
あ
る
。

か
く
世
界
の
矩
祐
は
自
己
意
識
の}

^
%
c
w
e
r
k
)

で
あ
る
が
、 

L
か
し
こ
れ
と

同
時
に
自
己
意
識
に
は
ょ
そ
ょ
そ
し
い
直
接
的
に
出
来
す
る
現 

実
と
し
て
、
，独
_
の
存
在
を
も

I
、
そ
し
て
自
己
意
識
は
こ
の
現
実
の
う
ち
に 

己
れ
を
み
と
め
な
い

.。
：
こ
の
此
界
は
外
面
的
な
実
莅
で
あ
り
'
法
の
自
由
な
る 

容
な
の
て
方
る

.
し
.力
し
な
力
ら
法
的
世
界
の

■主
人
が
包
今

Mし
.て
.い
：る
こ
：の

.
 

外
15
*
的
な
現
実
は
た
だ
か
く
自
已
に

'と
っ
，て
偶
然
的

に

，現

存

す

る

と

こ

ろ

の
原 

始
的
存
冻
た
る

に

は
止
ら
ず
し

て

、泡
3
意

識

の
.
€
^

(

>
2
:
1
>
备

)

.で
も

あ

る
0

『

精

神

现

象

学

』

の

疎

外

論

た
だ
肯
定
的
な
作
業
で
は
な
く
、
否
定
的
な
作
業
で
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
す
な 

わ
ち
こ
の
世
界
が
そ
の
定
在
を
う
げ
と
る
の
は
、
自
己
意
識
が
a'
^'
M
レ
を
外 

化

(

E

&
fu
r
u
s
s
e
r

目g
)

し
、
己
れ
の
本
質
を
喪
失
す
る
こ
と(

E
n
t
w
e
s

目g) 

に
よ
っ
て
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
解
き
放
た
れ
た
放
埒
な
諸
要
素
が
法
の
ji
t 

界
を
支
配
す
る
劫
掠(

v
e
x
w

a:s
t
u
n
g
)

に
お
い
て
自
己
意
識
に
外
か
ら
暴
力 

を
加
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
要
素
は
そ
れ 

自
身
と
し
て
は
、
た
だ
全
く
の
劫
掠
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
己
れ
自
ら
の
解
体
を 

も
た
ら
す
が
、

こ
の
解
#:
と
い
う
彼
等
の
否
定
的
本
質
こ
そ
は
ま
さ
に

『

自 

B』

の
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
彼
等
の
主
体(

s
u
b
j
e
k
t
)

で
あ
り
、
 

活
動(

T
u
n
)

で
あ
り
、
生

成(

与e
H
d
e
n
)

で
あ
る
所
以
で
あ
る
。
が
実
体
を 

現
実
的
た
ら
し
め
る
と
こ
'ろ
.の
こ
.の
よ
う
な
活
動
と
生
成
と
は
、.人
格
の
鍊
外 

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、'
即
且
対
苗
的
に
疎
外
な
い
r'
そ
の
ま
ま
で
妥
当
す
る
と 

こ
ろ
の
.自
己
は
実
体
を
欠
い
て
お
り
、
あ
の
よ
う
に
荒
れ
狂
う
諸
要
素
の
玩
弄 

物
だ
か
ら
で
あ
る
。
.だ
か
ら『

自
己』

に
と
.
0て
4
分

6
実
体
と
は
自
己
外
化 

そ

；の
も
の
で
あ
り
、
外
化
が
実
体
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
世
界
に 

ま
で
己
れ
を
秩
序
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ.
て
持
続
を
得
る
と

こ
ろ
の
精
神
的
勢
力 

な
の
..で
あ
る
。

»

 
.
*

 

:

か
く
し
て
実
体
は
精
神
で
あ
り
、
'自
己
と
実
夜
と
の
泡
己
意
識
的
な
る
統
一

で
あ
る
？
し
か
し
な
が
ら
両
者
は
^
互
に
.他
に
対
し
て
疎
外
の
意
味
を
も
も
っ 

て
い
：.る
。
そ
と
で
精
神
は〔

ー
方
で
.は〕

そ
れ
自
身
で
存
在
す
る
自
曲
な
対
象 

的
な
現
実
の
意
識
で
あ
る
が
、：

し
か
し
'〔

他
方
で
は〕

こ
の
意
識
に
は
自
己
と 

実

在

と

の

か

の

：統
'1
が
対
立
す
る
。:す
な
わ
ち
31

'
#
意
識
に
鄭
歡
識
が
対
立

一

七

(

一
 

o i 
一
九)



す
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
は
現
粜
的
な
向
己
意
識
が
そ
の
外
化
を
通
じ
て
現
臾 

9
IL
I
-界
に
移
り
行
き
、そ
し
て
ま
た
こ
の
世
界
が
自
己
意
識
に
還
帰
す
る
が
、
し. 

か

し

.1
1
4方
で
は
ま
さ
に
こ
の
現
^
が
、
す
な
わ
ち
人
格
も
対
象
性
も
止
揚
せ
ら 

'
て
お
り
、
両
者
は
純
絆
に
相
通
ず
る
も
の(

a
u
g
e
m
e
i
g
)

な
の

.

で
あ
る
。

' 

規
実
向
身
が
_ま
た
こ
り
ょ
う
に
3
れ
か
ら
疏
外
す
る
と
い
う

こ
.と
が

純

^

意

識
 

あ
る
い
は
真
実
夜
の
成
立
す
る
所
以
で
あ
る
。
そ
こ
で
現
存
す
る
も
の
は
そ
の 

思
惟
で
あ
り
思
惟
せ
ら
れ
た
状
態
で
あ
る
と
こ
ろ
の
彼
岸
に
お
い
て
直
ち
.に
そ 

.の
対
立
者
を
も
ち
、
そ
し
て
彼
捧
も
ま
た
そ
れ
の
疎
外
せ
ら
れ
た
現
実
で
あ
る 

と
こ
ろ
の
此
岸
に
.お
い
て
対
立
者
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
こ
の
^
#
は
た
だ
か
い
ひ
か
世
界
の
み
を
形
成
す
る
の
で
は
な
く
し 

て
、
一
一
重
の
世
界
を
、
相
互
に
分
離
せ
ら
れ
対
置
せ
ら
れ
た
世
界
を
形
成
す
る
。
 

——

人
倫
的
精
神
の
世
界
は
こ
の
精
神
向
身
の
現
在Q

e
g
e
n
w
a
r
t
)

で
あ 

る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
こ
の
世
界
の
い
ず
れ
の
勢
力(

M
a
c
h
t
)

も
こ
の
統
一 

に
お
•い
て
あ
り
、
そ
し
て
両
勢
力
が
区
別
せ
ら
れ
る
に
し
て
も
、
い
ず
れ
の
勢
力 

も
全
体
と
の
均
衡
に
.お
い
て
あ
る
。
何
も
の
も
商
已
意
識
に
対
し
て
否
定
的
な 

る
も
の
と
い
う
意
義
を
も
た
ず
、；

死
者
の
霊
で
さ
え
も
、
親
族
の
血
縁
の
う
ち 

に
、
家
族
の『4

£
1
』

の
う
ち
に
現
在
し
て
お
り
、
ま
た
統
治
の
普
遍
的
勢
力 

も
奮
發
で
あ
り
、
民
族
の
自
己
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
こ
.〔

教
黎
の
世
界
丨
引 

用
者〕

で

は
現
在
す
る
も
の
と
は
た
だ
対
象
的
た
る
に
す
ぎ
ぬ
規
実
の
こ
と
で 

あ
っ
て
、
こ
れ
は
そ
の
意
識
を
彼
岸
に
も
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
個
別
的
契
機 

も
私
賢
と
し
て
は
、
こ
れ
を
、
し
た
が
っ
て
ま
.た
真
の
現
実
性
を
他
方
の
契
機 

か
ら

受
取
り
、
そ
し
て
現
実
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、
い
ず
れ
の
契
機
に
と
っ
て
も

, 

.一
八

(

一
〇
三
〇

)

そ
の
本
質
ば
そ
'M

実
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
何
も
の
も
自
足
的
な
且
つ
己 

れ
に
内
在
す
る
精
神
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
自
己
の
外
に
出
て 

他
者
の
う
ち
に
あ
る
。
全
体
の
均
衡
は〔

人
倫
的
世
界
に
お
け
る
ご
と
く〕

自 

己
止
住
的
統f

で
も
、
ま
た
こ
の
統
一
の
®
己
内
還
帰
的
- ^

静
で
も
な
く

、

対 

立
者
が
相
互
，に
疎
外
す
る
と
と
に
基
づ
い
て
.い
る
。

だ
か
ら
各
々
の
.個
別
的
契 

機
と
同
じ
く
全
体
も
@
己
疎
外
的
実
在
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
全
体
は
自
己
意
識 

が
勒
努
阶
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、

自
己
意
識
自
身
も
ま
た
そ
の
対
象
も
現
実
的
で 

あ
る
と
こ
ろ
の
国
と
、
こ
の
第
一
の
国
の
彼
岸
に
あ
っ
て
現
実
的
現
在
を
も
た 

ず
！5

伽

(
G
l
a
u
b
e
}

に
お
い
て
あ
る
と
こ
ろ
の
純
1
思
識
の
国
と
に
分
裂
す 

る
。
と
こ
ろ
で
人
倫
的
世
界
は
..

『

神
々
の
お
き
て』

と『

人
間
の
お
き
て』

と 

へ
、
且
つ
そ
の
諸
形
態
へ
■.
度
分
裂
し
た
の
ち
、
こ
れ
を
克
服
し
て
、
ま
た
知 

と
無
知
と
へ
の
分
裂
か
ら
も
離
脱
し
て
、
蓮
命
の
う
ち
に
、
す
な
^
ち
か
か
る 

対
立
の
を
赴
.
阶
か
た
る
か
ふ
の
う
ち
に
還
帰
し
た
が
、
丁
度
こ
れ
と
同
じ
ょ 

う
に
、
自
己
疎
外
的
精
神
の
右
の
ニ
つ
の
国
も
ま
た
自
己
の
う
■ち
に
遛
帰
し
て 

い
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
運
命
と
し
て
.の
前
者
が
直
接
的
に
妥
当
す
る 

最
初
の
-iB'
、
す
な
わ
ち
個
的
A>
格
で
あ
っ
た
め
に
対
し
て
、
外
化
か
ら
還
帰 

し
た
こ
の
第
二
の
自
己
は
|日
適
.的
自
己
で
あ
り
、，概
念
を
把
搌
す
る
と
こ
ろ
の 

意
識
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
こ
れ
ら
二
つ
の
精
神
的
世
#

(

す
べ
て
の
契 

機
に
己
れ
に
つ
い
て
固
定
的
な
現
実
性
と
非
精
神
的
な
る
存
立
と
を
主
張
さ
せ 

'る
と
こ
ろ
の
一
一
つ
の
世
界
V
は
術i

發
办
の
う
ち
に
解
消
し
て
い
く
で
あ
ろ 

う
。
こ
の
透
見
が
己
れ
_
身
を
把
握
す
る
と
こ
ろ
の
自
己
と
し
て『

_

』

を 

完
成
ず
る
。
そ
れ
は
自
己
以
外
の
何
も
の
を
も
杷
握
せ
ず
、1

切
を
向
己
と
し

て
把
损
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ

れ

は

一

切

を

挪

念

一
 
切
の 

対
象
性
を
抹
殺
し
、
あ
ら
ゆ
る
即
庙
存
在
を
対
自
存
荏
に
転
化
す
る
も
の
で
あ 

る
。
と
こ
ろ
で
信
仰
に
向
け
ら
れ
る
と
き
、
^
1̂

の
外
在
的
な
彼
岸
的
な
国 

に
向
け
ら
れ
る
と
き
、
こ
の
透
見
は
啓
蒙
と
い
う
形
を
と

る

。
こ
の
啓
蒙
が
ま 

た
信
仰
の
国
、
庙
己
疎
外
的
精
神
が
向
己
同
一
的
安
静
の
意
識
を
求
め
て
の
が 

れ
て
い
く
こ
の
国
に
関
し
て
そ
の
疎
外
を
完
成
さ
せ
る
。
，す
な
わ
ち
啓
蒙
は
、
 

此
岸
の
世
界
の
家
具
を
、
こ
の
国
に
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
精
神 

が
営
ん
で
い
た
家
計
を
混
乱
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
精
神
と
雖
も
、
 

そ
の
意
識
的
坐
活
に
関
し
て
は
、
こ
の
世
に
所
属
し
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
家
具 

の
庙
分
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
わ
け
に
は
，い
が
な
.い
か
ら
で
あ
る
。
 

——

が
か
か

る
消
極
的
作
業
に
お
い
て
、
純
^
透
見
は
同
時
に
i

⑽
に
己
れ 

庙
身
を
実
現
し
、
不
可
知
的
な
絶
対
実
在(absolutes w
e
s
e
n
)

と
有
用
な 

る
も
の
.(das 

N
i
i
t
z
l
i
c
h
e
)

と
い
う
己
れ
に
固
有
の
対
象
を
作
り
出
す
。
以 

.上
の
よ
う
に
し
て
現
実
が
全
く
実
体
性
を
喪
失
し
、
現
実
に
お
い
て
如
何
な
る 

も
の
も
そ
れ£11

身
に
お
い
て
存
在
す
る
の
で
^.
く
な
.つ
た
と
き
.に
は
、

.H
仰
の 

国
は
も
と
よ
り
、
現
実
的
肚
界
の
国

も
ま
た
期
疲

す
る
。
そ
こ
で
こ
の

革

命

が
 

絶
対
自
由
を
実
現
す
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
^

#
は
従
来
の
矹
^
か
ら
豸
^:
に 

街
己
の
う
ち
に
還
帰
し
、
こ
の
i

の
土
地
を
見

棄
.て
て
、
他
，の
土
地
に
、
 

す
な
わ
ち
道

徳

的
意

識(moralisches 

B
e
w
u
s
s

c+s
e
i
n
)

の
土
地
に
移
っ

て
ぃ
く
。」 

.

へ
I
ゲ
ル
の
の
べ
る
と

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
口
ー
マ
帝
政
下
の
法
的
状
態
に
お 

い
て
■

疎
外
が
み
ら
れ
务
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は

ル
ヵ

I

チ
に
よ
れ
ば「『

矹

『

精
神
現
象
学

』

の
疎
外
論

外』

の
最
も
簡
举
で
最
も
故
象
的
な
滕i

」

.で
あ
る
。
そ
れ
が

完
全
な
形
態
を 

と
る

の
は
、
資
本
主
_
社
会
で
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

私
た
.ち
は

(

庙

己) 

疎
外
を
私
有
財
産
制
度
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
と

考
え
る
0'
し
た
が

っ
て

-*

 ̂

ギ
、リ
シ

.ァ
の
当
時
に
ま
で
と
れ
を
さ
か
の
ぼ
り
う
る
と
思

5
が
、
へ

_

ゲ
レ
太 

(

自
己〉

疎
外
を
む
し
ろ

上
部
構
造
の
な
か
で

考
えv

い
る

.の
で
あ
る
。
マ
ル
ク 

ス

(

や
へ

ス)

は
、
練

外
を
物
質
的
生

活

(

下
部
構
造)

の
な
か
で
っ
か
み
、

I、

っ
ぎ
に
そ
の
反
映
と
し
て
上
部
構
造
の
な
か
で
の
疎
外
を
み
て
い
る
の
で
あ
る 

が
、
へ
I
ゲ
ル
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
把
握
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
全
然
、
 

疎
外
が
観
念
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
'は
な
.い
。
彼
も
ま
た
.と
き
と

し 

て
、
疎
外
を
私
有
財
産
と
関
連
づ
け
て
の
ベ
て
い
る
。
そ
れ
は『

現
象
学』

が 

単
に
論
理
的
展
開
の
み
を
追
求
し
な
い
で
、
歴
史
的
展
開
を
も
追
求
す
る
と
>」 

ろ
か
ら
、
彼
の
す
る
ど
い
歴
史
的
観
察
に
よ
っ
て
お
の
ず
か
ら
洞
察
さ
れ
た
も 

の
で
あ
ろ
う
。(

と
く
に
ゎ
、
教
赛
、
1

、(

<
|

)

、

2 r

教
赛
の
内
容

」

、

参 

照
。)

し
か
し
そ
れ
は
彼
の
：全
体
と
し
て
の
疎
外
の
把
搌
が
観
念
的
で
あ
る
こ 

と
を
さ
ま
.た
げ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

.そ
こ
で
ま
た
、
疏
外
の
.克
服
は
観
念
的
に
—

さ
し
あ
た
り
啓
蒙
に
よ
っ
て 

—

■お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
も
そ
の
歴
史
的
境
位
を
か
え
り
み
る 

と
、
疎
外
は
か
え
っ
て
近
代
社
会——

資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
解
消
す
る
こ 

と
-と
な
る
。
こ
う
し
て
現
実
の
社
会
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
.は
絶 

対
的
精
神
観
に
示
さ
れ
る
へ
丨
ゲ
.ル
の
弁
証
法
の
限
界
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ 

に
i

し
て
、
さ
ら
に
へ
I
ゲ
ル
の
疎
^i

の
欠
陥
と
し
て
注e

さ
れ
る
も
の 

は
、
は
じ
.め
.に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
単
な
る
対
象
化
と
資
本
主
義
的
疎
外(

外

一

九
ハー
.
0三
ー)



I

化)

と
の
混
同
で
あ
る

。
' こ
れ
ら
の
点
は
の
，ち
に
.マ

ル
ク

ス
の

疎にお：

い

. 

て
批
判
さ
れ
る
こ
と
と
な
搞
が
、

こ
れ
に

.つ
1>
;
て
；の
ベ
る
前
に
故
た
ち
は
フ
.ォ 

ィ
.エ
ル
バ
ッ
ハ
に
つ
い
て
同
じ
く

鍊
外
論
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

注
14)

W

へga
r
x
; 
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s.. 153.

訳
、

三
九
八
頁
。

(

注

15) 

p 

D
e
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目 g
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H
eoq
e
l un
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die 

P
r
o
b
l
e
m
e
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，

(

注
16)

へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
も
他
の
い
っ
さ
い
の
哲
学
者
に
と
っ
て
と
同
よ

ぅ
、

「

思
惟
と
存
在
と
の
関
係
い
か
ん
の
問
題

」
-:(
5
\葛

黃

L. 

F
e
u
e
r
b
a
c
l
i

 u
u
d

 d
e
r

 A
u
s
g
a
n
g
.

 

d
e
r

 

k
l
i
i
s
c
h
e
n

 
d
e
u
t
s
c
h
e
n

 

F
M
l
o
s
o
p
M
e
.

 Marx
i
s
t
i
s
c

tr'e..Bibliothek. Bd. m
.
.
1927. S...27..

マ
ル
：=

エ
ン
選
集
、
第
一
五
巻
、
四
四
五
頁
。

)

が「

大
き
な
根
本
問
題

」

で 

あ
り
、
そ
し
て
彼
の
立
場
は

「

思
惟
と
存
在
と
の
同
一
性

」
(SS, 

28
丨29. 

訳
、
四
四
七

I
八
頁

0)

と
い
ぅ
こ
と
で
あ
る

.0

な
お
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
へ

I
ゲ
ル
の

逆
*
ち
し
た
弁
証
法
に
つ

レ
て
-
つ
き 

の
よ
ぅ
に

.の
べ
て
い
る
の
は
、

『

現
象
学

』

の
极
本
思
想
と
方
法
と
を
理
解
す 

る
上
で
参
考
に
な
る
。

「

へ
！
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
弁
証
法
は
概
念
の
自
己
発
展
な

の
で
あ 

る
0
そ
の
絶
対
概
念

は
、永
遠
よ
り
こ
の
か
た

_
_

ど
こ
に
？

そ
れ
は
わ
か 

ら
な

い
が——

存
在
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
現
存
し
て 

ぃ
る
全
世
界
の
本
来
の
生
き
た
霊
魂
な
の
で
ぁ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ

ン
ー

0 

(

一
o
三
ニ)

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

:

.

.
/ 

. 

.

,

る
と
、

こ
の

■絶
対
概
今

I

は
、
Iそ
の
お
ら
ゆ
る
前
段
階

I

彼
の

『

論
理
学

』

の

な
か
で

'詳
細
に
論
述
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
そ
し

て
絶
対
概
念
そ
れ
み
ず

..か
ら

.'.の
う
ち

hに
ふ

.ぐ
ま
れ
て
.い

る
と
.
こ
：ろ
0

.
、，そ

.の

.あ

ら

ゆ

る前
段
階

-

、
を
：
つ.
.う
.じ
て
、
自
己
自
身
に
ま
セ
発
展
ず
る

o 

,
.
し
か
る

<0
ち
こ

'の
絶
対
概
念

.

は
自
己
を

f

外
化

』

し
て
自
己
を

.『

自

然』

に

転

化

す？)
-
。

そ

し

て

こ
の
自

.
然

で
は
、
絶
対
概
念
は
、.自
己
を
意
識
す
る
こ
と
な
く

自

然

必
然
性
の
す
が

た
を
と
っ
て
い
る
が
、
や
；が
、

て
.
あ
，ら
.た
な
自
己
発
展
を
し

て

、

つい
に
人
間

に
お
い
て
ふ

'^
た
び
自
己
意
識
に
た
っ
す
る
。
こ
の
自
己
意
識
は
い
ま
や
歴

史
み
な
か
に
ふ

.た
た
び
素
材
が
ら
自
分
を
つ
く
り
だ
し
て
、
つ
い
に
完
全
な

絶
対
溉
念
は
ふ
た
た
び
へ

I

V
ル
哲
学
に
お
い
て
自
己
自
身
に
た
ち
か
え
る

の
で
あ
る

0:
た
か
ら
へ

t

ゲ

■ル
に
あ
っ
て
は
、
自
然
お
よ
び
歴
史
の
な
.か
に

あ
ら
わ
れ
る
弁
証
街
的
発
辰
、
す
•な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
ジ
グ
ザ
グ
な
運
動
や

一

時
妁
な
後
退
な
ど
を
つ
う
じ
て
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
ひ
く
い
も
の
か
ら
た

か
い

%
の
へ

.と
す
す
ん
で
い
く
因
果
的
速
関
は
、
永
遠
よ
り
こ
の
か
た
ど
こ

か
わ
か
ら
な

,1
'
が
、
し
か
し
と
に
か
く
思
惟
す
る
人
間
の
頭
脑
の
す
ベ
て
か

ら
も
独
立
に
お
こ
な
.わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
概
念
の
自
己
運
動
の
模
写
版
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

5

な
^
念
学
的
な
転
倒
は
と
り
の
ぞ
か
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
我
々
は
、
現
実
の
事
物
を
あ
の
よ
う
に
絶

対
概
念
の
あ
る
い
ず
れ
か
の
段
階
の
模
像
と
解
す
る
か
わ
り
に
、
逆
に
我
々

の
碩
脳
の
な
か
の
概
念
を
、
ふ
た
た
び
唯
物
論
的
に
、
現
実
の
事
物
の
模
像

と
し
て
把
握
し
た
。

…
…

し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
概
念
弁
証
法
そ
の
も
の

は
、
現
実
的
世
界
の
弁
証
法
的
蓮
動
の
意
識
さ
れ
た
反
映
に
す
ぎ
な
い
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
と
と
も
に
、

へ
！
ゲ
ル
の

弁
証
法
は
さ
か
だ
ぢ
さ 

せ
ら
れ
た
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
頭
で
た
っ
て
い
た
の
が
ふ
た
た
び
足
で
た 

つ
ょ
ぅ
に
さ
れ
た

O
J (S

S
,
50-51.

訳
、
四
八
ニ
ー
三
頁

。)

.

な
お

『

神
聖
家
族

』

中
の
つ
ぎ
の
章
句
が
参
照
さ
れ
る
べ
き

.で
あ
る

0

.
 

「

へ
ー

.ゲ
ル
の
ぅ
ち
に
は
三
つ
の

.契
機
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
主
義 

.
的
実
体
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
己
意
識
、
へ
ー
ゲ
ル
に
ょ
る
こ
れ
ら
両
者
の
必
然
的 

に
矛
盾
に
み
ち
た
統
一

、す
な
わ
ち
絶
対
的

精
神
で
あ
る
。
第
一
の
契
機
は
、
 

人
間
か
ら
き
り
は
な
さ
れ
て
形
而
上
学
的
に
改
作
さ
れ
た
自
然
で

あ
り
、
第 

ニ
の
そ
れ
は
、
自
然
办
ら
は
な
さ
れ
て
形
而
上
学
的
に
改
作
さ
れ
た
精
神
で 

.あ
り
、
第

—*
一
の
そ
れ
は
、こ
れ
ら
両
者
の
形
而
上
学
的
に
改
作
さ
れ
た
統
一
、
 

す
な
：わ
ち
現
実
的
な
人
間
と
現
実
的
な
人
類
と
で
あ
る

.0(K. 3W：a
r
x

 u
n
d

F
,

 E
n
g
e
l
s
.
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i
e

 ileili

oqe. Familie. 

M
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。
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注
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務

合

瑰

作
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へ
ー
ゲ•

ル
研
究』

、

一
九
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一
五
年
、
参
照
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(

法

21)

ル
ヵ
ー
チ
の
へ
ー
ゲ
ル
経
済
学
研
究
に
関
，す
る
論
争
文
献
は
、
藤
野 

『

精
神
現
象
学』

の

疎

外

論

■ 

.

渉

「

へ
ー
ゲ
ル
.哲
学
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
関
係

—

東
ド
ィ
ッ
に
お 

.け
る
討
論
に
つ
ぃ
て

I

」
「

名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集」

X
V
T
E
I
、 

哲
学
6

、

一
九
五
七
年
参
照
。

(
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な
お

「

事
そ
の
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の」

に
つ
い
て
、

M
s
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S

丨30
0
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訳
、
中
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六

0
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丨
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頁

、

p
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55s. 

....

私
た
ち
は
こ
こ
で
ル
：力
丨
チ
が
，

『

精
神
琪
象

^』

に
つ
い
て

「

外
化

」
(Ent- 

s
u
s
s
e
r
u
w
g
)

概
念
の
三
段
階
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
批
評
し
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。

第
一

.
の
段
階
。

「

笫
一
に
は
人
間
の

一

切
の
労
働
、

一
切
の
経
済
的
社
会
的 

活
爾
に
結
び
つ
ぃ
た
複
雑
な
主
体
丨
客
体
の
関
係

(subjekt-objekt-Be

丨
 

a.e
h
l
m
g
)

で
あ
る
。
こ

^

に
は
人
間
が
そ
.の
歴
史
自
体
を
つ
く
る
と
い
ぅ
思 

想
の
完
全
な
保
持
の
，も
と
で
の
、
社
会
の
客
観
性
、
社
会
の
発
員
、
か
か
る
発 

展
の
法
則

.の
問
題
が

〗

存
す
る
。

..し
た
が

.っ
て
雁
史
は
社
会
^
さ
れ
た
人
間
個
人 

の
実
践
を
通
し
て
の
人
間
の
類
の

’
証
法
的
な

.磁
雑
な
，
相
互
作
用
や
矛
盾 

.に

..富
む

.:'
;
*発
展

.と
し
て

.理
解
さ

^-
る
.0.
こ
こ
で
：へ
■丨
ゲ

■.ル
は

.主

体

と

客

体

と

の
 

関
連
の
弁
証
法
的
把
握
，に
お
ぃ
て
非
常
な
前
進
を
し
た
。」

.

.

(

G
.
L
U
k
g'
s
;.

ニ

ニ

一
 
〇
三
三)

.



a
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a
b
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 s, 6
1
0

古
い
唯
物
.論
は
機
械
的
唯
物
論
で
ぁ
マ
'て
、
自
然
と
人
間 

と
の

対
立
を
-絶
対
化
し

こ
れ
を
.克
服
し
え
な
か

'っ
たC 

.ま-た
へ

ー

ゲ
ル
は
ヵ
ン 

ト
、
フ
ィ
ヒ
.テ——
彼
等
の
い
う
必
然
性
や
客
観
性
は
自
出
や
実
践
に
対
立
す

る
異
質
的
な
、
'疎
遠
な
.、
排
他
的
な
他
の
世
界
を
形
成
す
る
。
-

-
に
た
い
し
_
.

て
逃
，歩
を
示
し
、

ま
た
シ
エ
リ
ソ

グ
I

彼
は
そ
の
客
観
的
観
念
論
の
.時
代
に 

ジ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
予
感
し
た
。

——
に
た
い
し
て
も
そ
う
で
あ
っ
た

0
 

第
二
の
段
階
。

「

第
一I

に

『

外
化』

の
独
特
の
資
本
主
義
的
形
態
が
、
マ
：
ル
.ク 

ス
が
の
ち
に
物
祌
崔
拝

(
F
e
t
l
s
c
M
s
m
u
s
)

と
な
づ
け
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
 

存
す
る
。
へ

-
ゲ
ル
は

こ

こ
で
自
明
な
こ
と
で
は
あ
る
が
明
瞭
な
見
解
を
も
た 

な
か
っ
た
：

0
と
い
う
の
は
、
彼
が
珙
実
の
認
識
か
ら
理
論
的
に
取
定
的
な
、
基 

■礎
的
推
論
を
ひ
き
だ
し
え
な
い
で
、
階
級
対
立
め
経
済
的
基
礎
を
単
に
社
会
的 

辦
実(

窮
乏
と
富

^)

と
し
て
？み
と
め
う
る
か
ら
で
は
全
く
な
い
の
で
あ

'る
0
資

.
 

本
主
義
に
お
け
る
社
会
的
対
立

0-
物
神
化

Q
cp
c+
i
g
Q
M
s
i
e
r
m
l
g
v

の
間
題
の

'
 

た
し
か
な
予
感
は
、

へ
ー
ゲ
ル
に
す
で
に
存
し
た
。

へ

ー

ゲ
ル
が
ド
イ
ッ

古
典 

観
念
論
に
お
い
て
こ
の

㈣
題
を
す
く
な
く
と
も
予
感
し
て
い
る

唯
一
の
思
想
家 

で
あ
る
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
経
済
価
値
論
に
お
け

'
 

る
へ
！
ゲ
ル
の
理
論
的

不
明
瞭
さ
が
つ
ぎ
の
ょ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
す

.
 

な
わ
ち
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、

.

f

外
化
さ
れ
た

』

社
会
的
対
象

性
の
群
が
い 

く
た
び
も
第
一
の
意
義
で
の
外
化
と
融
合
し
て
い

.る
と
い
う
こ
と
、
彼
が
資
本 

主
義
社
会
の
み
の
独
特
の
物
神
化
さ
れ
た
本
質
的
徴
標
を
労
働
の
、
人
間
実
践 

一
般
の
社
会
化
の

必
然
的
結
粜
と
し
て
み
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

反
対
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
か
か
る
欠
点

——

そ
の
批
判
が
■マ
ル
ク
ス
に
よ

.

' 

.

. 

.

ニ
ニ 

C
1
011

一
四)

る

『

現
象
学』

：
の
論
評
の

.中
心
点
を
な
し
て
い
る
。

I

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

疑
も
な

•く
へ

!
ゲ
ル
の
も
と
、で
は
、
経
済
的
社
会
的
形
成
体
お
よ
び
関
逨
の
物 

神
化
さ
れ
た
客
観
他
を
人
間
に
、
人
間
の
社
会
的
関
述
に
還
元
し
よ
う
と
す
る 

根
気
強
い
傾
向
が
存
在
し
た
.。…

.:
資
本
主
義
に
お
け
る
社
会
的
形
成
体
の
物 

神
化
さ
れ
た
対
象
姓
の
解
明
の
最
初
の
試
み
で
の
観
念
論
の
特
雄
な
形
態
は
、
 

-
私
...
の
し
る
と
.こ
ろ
で
は

-
最
初

.に
へ

1

^
ル
の
も
と
て

■あ
ら
わ
れ
る

1_

(
S
，
615.)

ル
ヵ
一
チ
は
へ

.！
ゲ
ル
を
リ
力

I

ド
派
社
会
主
義
者
、
と
く
に
ホ
ジ
ス
キ
ン 

に
擬
し
て
い

.る
。
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
リ
ヵ
ー
ド
の
価
値
論
か
ら
社
会
主
義
的
結
論 

を
ひ
き

.だ
し

'た
。
そ

' の
点
で
は
彼
は
へ

I
ゲ
ル
よ
り
も
す
す
ん
で
い
る
が
、
物 

神
性
の
解
明
と
い
う
点
で
両
者
は
共
通
な
性
格
を
有
し
て
い
る
。

「

务
客
観
的
世
界
、
.

『

財
.
-の世
界

』

が
こ
こ
で
は
、

社
会
的
に
生
産
し
つ
つ 

あ
る
人
間
の

#.
な
る
モ
メ
ソ
ト
、
単
に

'消
滅
し
て
い
く
、
た
え
ず
つ
く
り
だ
さ 

れ
る
舌
動
と
し

.て
、

.車
し

-て
し

.ま
う
。
人
は
か
か
る

『

観
念
論

』

と
信
ぜ
ら
れ 

x
r

'ほ
ど
の
へ
ボ
学
者
、
マ

力
.

P

•/
ク
.の
も
と
で
の
リ
ヵ

I

ド
の
理
論
が
そ
れ

に
終
る
と
こ
ろ
の
粗
野
な
物
質
的
物
神
崇
拝

-
そ
こ
で
は
人
間
と
動
物
と
の

間
の
：区
別
の
み
な
ら
ず
、生
け
る
も
の
と
物
と
の
間
の
区
別
も
ま
た
消
滅
す
る
。
 

―
-

と
を
比
較
せ
よ
。

.し
か

'る
の
ち
に
人
は
、
ブ
ル
ジ

3
ァ
経
済
学
の
崇
高
な 

神
秘
主
義
に

.対
す
る
プ

«-
レ
タ
リ
ァ
の
対
立
は
、
未
熱
な
、
粗
野
な
欲
望
に
も 

っ
ば
ら
向
け
ら
れ
た
唯
物
主
義
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
が
よ
い

。」
(

«
• 

M
a
r
x
;
.

 ■
■
Theorien

c?
b
e
r
. 

d
e
n

 M
e
h
r
w
e
H
t
.

 B
d

•
'
'
日

，1923. S
.

C0
1
8
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訳
、
三 
ニ 

一
K
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)
'

,

.「

第
三
に
か
か
る

概
念
の
成
い
哲
学
的

一
般
化
が
あ
る
。

そ
の
場
合『

外
化』 

は
物
性(

D
i
n
g
h
e
i
t
)

ぁ
る
い

は
対
象
性
s
ooq
cl
)自

c+
f>
>
:ロ&

o

€

ac+
y 
を
意
味 

す
る
。

そ
れ
は
対
象
性
の
成
立
史
、
観
念
的
な
主
体—

客
体
の
道
程
に
お
け
る 

弁
証
法
的
モ
メ
ゾ
ト
と
し
て

の
対
象
性
が
、
そ
こ
で

『

外
化』

を
通
じ
て
自
分 

自
身
に
帰
っ
て
哲
学
的
に
表
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
形
式
で
あ
る
。

」

へ
03
.

こ
の
第
三
の
靡
例
と
し
て
ル
カ
丨
チ
の
引
用
し
た
一
文
を
こ
こ
に
し
る
す
と 

す
る
。

(

こ
の
文
章
は
す
で
に
疎
外
論
の
一
般
的
説
明
に
さ
い
し
て
さ
き
に
引 

用
し
た
文
章
中
の

一

節
で
あ
る
。

〕

「

意
識
は
自
分
の
経
験
の
う
ち
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
ょ
り
以
外
の
も
の
を 

知
り
且
つ
摑
え
る
の
で
は
な
い
。
ま
こ
と
に
こ
の
経
験
の
う
ち
に
あ
る
と
こ
.ろ 

の
も
の
は
、

精
神
的
实

体

で

あ

り

、
し

か

も

経

験

す

る

『

自

己』

の

：̂

^
;
と

し

て 

の
精
神
的
突
体
た

る
に
す
ぎ
な
い
。
.が
し
か
し

擗
神
は
対
象
と
な
る
も
の
で
あ 

る
。
何
と
な
れ
ば
、
溏
神
と
は
自
分
の
他
者
す
な
わ
ち
自
分
の

『

自
己

』

の
対 

象
と
な
り
、
し
か
も
こ
の
他
在
を
止
揚
す
る
と
こ
ろ
の
運
動
だ
か
ら
で
あ
る
。
 

そ
う
し
て
直
接
的
な
る
も
の
叉
は
ま
だ
経
験
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち

杣
象
的
な
る
も
の

.
が
自
己
か
ら
疎
外
し
た

の

ち

、

こ
の
疎
外
か
ら
自

R
に

還
帰
し
、
か
く

.て
は
じ
め
て
.抽
象
的
な
る
も
の
が
現
実
に
且
つ
真
実
に
表
明
さ 

れ
る
と
と
も
に
、

意
識
に
と
っ
て

『

自
分
の
も
の

』

と
も
な
る
と
い
う

運
動
こ 

そ
は
、

『

経
験

』

と
ょ
.ば
る
る
も
の
な
の
で
あ
る

o
j (

P
M
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
.

 

S, 3
2
.

訳
、
上
、
ニ

七
頁
。)

.

し
か
し
、
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、

へ

I
ゲ
ル
に
お
け
る

外
化
は
ニ
つ 

と
も
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ル
力
ー
チ
の

.

f

精
神
現
象
学』

の
疎
外
論

■あ
げ
て
い
る
第

一

の
も
の
と
第
三
の
も
の
と
は

一
つ
と
み
な
し
え
な
い
か
。
た 

し
か
に

第
一
の
も
の
、

労
働
過
程
に
お
け
る

労
働
の
対
象
化
一
般
が
外
化
と
み 

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
み
と
め
ら
れ
る
が
、
も
と
も
と
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
労 

働
は

精
神
的
労
働
で
あ
る
か
ら
、

労
働
過
程
に
お
け
る
対
象
化
へ

n
外
化)

と
人 

間
の
思
惟
活
動
に
お
け
る
対
象
化

(
=

外
化

)

と
が
极
本
的
に
区
別
さ
れ
て
い 

た

(

た
と
え
ば
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
ょ
う
に

)

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ 

へ

I
ゲ
ル
に
即
し
て

第
一
.の
も
の
と
第
三

■の
も
の
と
を
一
括
し
て
、
第
二
の
も 

の
と
対
立
さ
せ
た
方
が
ょ
い
。
本
文
で
私
が
ニ
っ
に
分
類
し
た
所
以
で
あ
る
。

ち
な
み
に
城
塚
登
氏
は
、

へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
瑰
外
論
が

「

精
神
あ
る
い
は 

理
念
の
自
己
対
象

化」

の
み
を
あ
っ
か
い
、

「

人
間
の
自
己
疎
外

」

を
と
ら
え 

て
い
な
い
と
い
う

0
,し
か
し
こ
れ
は

『

現
象
学

』

に
つ
い
て
か
れ
ば
、
ニ
つ
の 

疎
外
中
の

一
つ
、
単
な
る
対
象
化
と
し
て
の
疎
外
し
か
み
と
め
ら
れ
な
い
か
ら 

で
あ
る

。

.

‘

「

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
用
い
て
い
る

『

竦
外

』
E
n
t
H
u
s
s
e
n
m
g

という 

概
念
は
、
へ

ー

ゲ
ル
か
ら
受
け
つ
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
へ

I
ゲ
ル
は
精 

神
あ
る
い
は

理
念
の
自
己
対
象
化
を『

疎
外』

と
し
て

把
え
て
い
た
の
.で
あ 

り
、
：入
間
の
自
己
疎
外
と
い
う

.現
象
は
把
え
ら
れ
て

い
な
い
。…

…

人
間
の
自 

己
疎
外
現
象
を
は
じ
め
て

指
摘
し
た
の
は
フ
ォ
イ

H

ル
バ
ッ
ハ
で

あ
る
と
い
え 

る
。」

( 『

フ
ォ
イ
エ
.：ル
バ
ッ

ハ』

、
一
九

五
八
年
、

一
四
四
丨
五
頁

。)

(

注
27) 

p
hAJ
r
n
o 日 en

o
l
o
g
i
p

 ss. 3
4
2
1
3
.

訳
、
下
、
三
六

| 
七
頁
。

(

注
28)

:.
-
こ
こ
で
の
表
示

.は『

現
象
学』

の
訳
者
注
に
負
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

な
お
本
女
の
客
観
的
猜
神
の
羅
開
の
解
説

も

全
体
と
し
て
訳
若
注
を
参
照
し

, 

U

三

(

1
〇
三
五)



ニ

四

(

一
◦
三
六)

，
、
な

お

『

歴
史
哲
学』

；が
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

い
ま
私
た
ち
.に
そ

た
。
ち
な
み

'に
ル
カ
ー
チ
に
ょ
る
表
一
ホ
を
左
に
か
か
げ
る

。
：_
 (G, L

u
k
S
c
s
; 

s
,
a
,
p
,

w

cn
CJ
I
G 
,

A 

宾
実
な
る
精
.
、̂
人
倫
態
'(

古
代
社
会
と
そ
の
解
体
.

)

B

自
己
疎
外
的
精
神
、
.教

黎

9

ル
ジ
ョ
ァ
社
会
の
成

*
、

啓
蒙
に
お 

け
る
イ
デ
オ

13
ギ
ー
上
の
危
機
お
.ょ
び

フ

ラ

ンス
革
命
の
世
界
危
機

)

.

0

自
己
自
身
を
確
信
せ

.る
糈
祌
、

.道
徳
性

(

ナ
ポ

レ
.

オ
シ
治
下
め

'ド
イ 

ツ
に
つ
い
て
の
へ

I
ゲ
ル
の
ユ

I
ト
ビ
ア
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
時
代

*

世
界
危
機 

解
決
.の
最
高
の

イ
デ
オ
ロ
ギ

I
的
形
態
と
し
て
の

ド
イ
ツ
古
典
の
詩
と
哲

.

.の、余
裕
が
な
い
。

『

現
象
学

』

の
：訳
：者
法

は
，
かな
り
丹
念

.に
こ
れ
を
お
こ
な

(

注

29
> 

p
h
s
n
o
m
e
g
l
o
g
l
e
,

 

ss. 

3
4
7
-
3
5
P

訳
、
下
、
四
 
ニ 
ー

四

五

頁

。 

(

注
30

> Luk§
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a. a
r
o
v
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559,

(

法
3 1

.

)

拙
稿

「

疎
外
論
の
経
済
莩
的
意
義

」

本
誌
、
本
年

一

月
号
参
照
。

(

注
3 2)

続
犒
参
照

。

.

〔

一
九
五
九

.
1
0
. 

一
 

0〕

つ

て
い

る
. P

序

' 

メ II

ヴ
ィ
ン
グ

時
代
の
レ
ゥ
デ
ス

§
&
0>
w)

に

つ
い
て
は
す
で
に
し
ば 

し
ば

逮
べ
ら
れ
て
お
り
、P

a
u
l

 

R
o
t
h
:

の
古
典
的
な
理
論
か
ら
：

AlfouJS 

D
o
p
s
c
h

に

い
た
る
：ま
で
、
少
な
く
と
も
フ
ラ
ン

.ク
社
会
の
社
会
経
済
史
的
考 

察
又
は
国
制
史
の
上
で
は
不
可
避
の
と
さ
れ
て

き
た
。
メ
.
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時 

代
の
レ
ゥ
デ
ス
が

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ

王
朝
の
崩
潰
と
と
も
に

そ
の
姿
を
消
し
、

力 

ロ
リ

ン
グ
時
代
に
は
ヮ

ザ

ル(
V
I
X
1
)

と
言
う

名
称
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は 

い
ず
れ
の
学
説
に
お
い
て
も

#
し
く
承
認
さ
れ
て
い
る
。

然
し
か
つ
て
!>J

Q
O
P
S
o
h

が

推

定

し

た

よ

う

に

、
，
右

の

*-
態

か

ら

直

ち 

に「

そ
れ
故
力
ロ

リ
ン
グ
時
代
の
資
料
で
はv

a
s
s
i

が
い
き
な
.り

I
s
d
e
s
:

の 

代
り
に
あ
ら
わ
れ
る
、
斯
実v

a
s
s
i

Jt
、
^
ci
p4
®w
へ
の
よ
り

新
し
い
適
合
で 

あ
る
。」

と
言
う
よ
う
にl

e
u
d
e
s

とvasalli 

'の
直

線

的

な

等

置

関

^

を

設 

定
し
う
る
だ
ろ
う
か
？

す
べ
て
の
史
的
な
立
論
は
、.
そ
の
史
的
な
条
件
と
内
容
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
の
で
新
し
.い
研
究
に
ょ
っ
て
発
見
さ
れ
た
史
実
が
重
大
な
意
義
を
も
つ 

な
ら
ば
当
然
そ
の
理
論
構
成
も
ま
た
変
化
す
る
。

従
来
の
レ
ウ
デ
ス
に
：つ
い
.て
©
立
論
は
カ
エ
サ
ル

"
タ
キ
ト
ゥ
ス
時
代
-
>
メ 

:

口
ヴ
ィ
ン
グ
時

代

'に

お

け

る

ゲ
フ
ォ
ル
グ
シ
ャ
フ
ト
と

し
て
扱
わ
れ
、
そ
の
限 

り
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
限

#
^
に
.お
い
て
の
み
レ
ウ
デ
ス
1
ヮ
ザ
ル
の

i
 

が
問
題
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
乍
ら
新
た
な
国
制
史
の
研
究
は
古
典 

学
説
の
批
判
を
通
じ
て
す
で
に
王
の
自
由
民
や
王
の
賃
子
貢
納
入
と
し
て
の 

liberl h
o
m
i
n
e
s

 n

cr-
a
r
g
i
l
d
i

に
つ
い
て
の
新
た
な
研
毙
成
果
に
到
達
し
て 

い
:^
。

従
っ
て
こ
の
斫
究
諸
成
果
は
ヰ
晚
フ
ラ
ン
ク
_
砠
殳
上
の
之

等
の
人
 々

の
.等
族(

s
t
s
z
L
d
e
=
o
H
d
o
>

-o
問
題
に
：つ
き
：あ
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
し
、
ま
た 

そ
の
解
決
は
不
可
避
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
 

.

l
e
u
d
e
s
~
>
l
e
u
d
e
s
a
m
i
o

 

(

王
の
従
士
丨>

王
の
從
士
の
誓
約

)

を
め
ぐ
っ
て 

©,
メ
每
ヴ
：ィ
ン
グ
時
代
の
国
制
9
古
典
的
な
見
解
は
、
右
に
：の
べ
た
.ゲ
フ
ォ
ル 

グ
..、ゾ
ャ
' .フ
ト

i
ヮ

サ
リ
テ
ー
，ト

fc
就
い
て
の
^
度

-d
の
論
^
で

著

し

.い

変

転

を 

遂
げ
て
お

'̂
、
设̂
0
1
!
1
0
1
:
}
;
1

の
述
べ
て
い
る
ょ
ぅ
に
レ

ウ
デ
ス
を
以
っ
て

メ
ロ


