
Title W・スターク著 杉山忠平訳 知識社会学 : 思想史の方法
Sub Title Werner Stark; The sociology of knowledge, translated by Ch. Sugiyama
Author 飯田, 鼎

Publisher 慶應義塾経済学会
Publication year 1961

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.54, No.3 (1961. 3) ,p.220(62)- 224(66) 
JaLC DOI 10.14991/001.19610301-0062
Abstract
Notes 書評
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19610301-

0062

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


:.
.

w
 

.

ス
タ

I

ク
著

.
,
,杉

山

忠

，平

，

 ̂

■

•

.

.

.

.

.

.

.

. 

• 

.

. 

...

:
:
v

 
;

『

知

識

_社

\会

.学
-

—

思
想
史
の
方
法

I

』

TE
直
に
い
.っ
て
、
社
会
学
と
い
う
学
問
を
考
え
た
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ 

に
経
済
学
、
法
学
、
文
学
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
混
池
と
い
り
交
っ
た
よ
う 

な
调
然
た
る
印
象
を
抱
か
な
い
者
が
あ
ろ
う
か
。
そ
の
対
缀
が
何
で
あ
る
か
に 

つ
い
て
、：

経
済
学
や
法
学
の
よ
う
に
、
は
っ
含
り
し
た
も
の
を
見
出
し
が
た
い 

よ
う
な
は
が
ゆ
さ
を
感
じ
な
い
者
は
少
女
い
で
あ
ろ
う
。
び
と
つ
に
は
、
：
社

会 

学
の
成
立
が
、，
比
較
的
新
し
い
時
期
に
は
じ
ま
っ
た
た
め
、
社
会
科
学
と
し
て 

の
地
位
を
璲
.ち
え
て
間
も
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
5
け

れ
ど
も
、

そ
.の
大
き 

な

墨

の

他

の

ひ

と

つ

に

は

、

ほ
か

.な
ら

ぬ

社

会

雲

の

侧

に

、
自

分

.の
研
究 

襲

と
い
う
も
の
に
は
っ
き
り
した
認
識
I

い
い
か
え
れ
ば
問
題
意
識
や
方 

法
論
'-
を

も

.
？

て

い

，
な

.い
と
い
.う
こ
と
.、
そ
し
て
^

に

も

っ

て;'』

こ
と
し
^

も
、
.社
会
学
そ
の
も
の
を

—»
.墨

め

、
そ
の
内
容
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
し
よ 

う
と
す
る
努
力
が
足
り
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

0 

. 
「

社
会
学
！」

と
い
っ
た
場
合
に
感
じ
ら
れ
る
あ
の
何
と
も
か
え
ぬ
空
疎
な
響 

き
、
：aJ'

の
よ
う
な
感
想
は
！！
^
の
偏
見
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
わ
た
く 

し
は
、
社
会
学
と
い
う
も
の
に
、
い
ま
ま
で
あ
ま
り
関
心
を
も
た
な
か
う
た
し 

ま
た
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
学
問
だ
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
法
学
や
経
済
学
の
あ
と 

か
ら
出
て
き
た
く
せ
に
、
こ
れ
ら
の
襲
を
侵
害
す
る
不
邏
な
学
問
だ
ぐ
ら
い

. 

六
ニ
ハ
ニ
ー
一
〇

)

.に

し
か
考
え
な
か
っ
た

こ

と

は

、

わ

'た
く

し

の
.無
曾
を
証
拠
づ

け

る

も

の

ど

し
 

て
告
白
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い

9

.

乙
か
し
と
の
よ
う
な
偏
見
は
、
実
に
、
ス
タ

I
ク
の「

知
識
社
会
学」

を
読 

む
こ
，と
に
よ
っ
て
、

ふ
き
：と
ん
で
し
ま
：

.っ
た
ば
か
り
か
、
知
識
社
会
学
七
い
う 

ぎ
し
い
科
学
、
い
や
^
し
ろ
ス
ター

ク
と
い
う
す
ぐ
れ
た
社
会
^
,
^の、
実
に 

豊
か

.な
感
受
性
、
精
密
な
思
考
方
法
、
み
ず
み
ず
し
い
ば
か
り
の
思
想
的
創
造 

力
に
魅
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
彼
は
社
会
雲
や
思
想
史
研
究
家
と
い
う
よ
り 

は
、
む
し
ろ
思
想
家
と
い
フ
た
方
が
当
？
て
い
よ
う
'0
そ
れ
ほ
ど
独
創
的
な
の 

で
あ
る
。

一
度
読
ん
で
、
さ
ら
に
ニ
度
読
み
た
く
な
る
本
こ
そ
、
真
に
良
書
と 

い
う
に
値
す
る
と
い

$
よ
う
な
と
と
を
、
.ゲ
ー
テ
か
誰
か
が
い
っ
て
い
る
が
、
 

本
書
は
，
_そ
の
内
容
の
難
解
さ
に
も
か
か

.わ
ら

ず

、

い

や

、
.
.
そ

の

内

容

の

は

か
 

り
知
れ
ぬ
深
さ
の
故
に
、
読
み
終
ク
て
い
ま」

度
読
み
返
し
た
い
衝
動
に
^
豸 

を
力
り
た
て
る
。

.

.

「

訳
者
あ
と

//
き」

に
も
記
さ
れ
て
い

る

よ

う
に
、
_ゥH

ル
ナー

..ス
タ

I

ク 

は
、
当
時
オ
ー
ス

ト

リ

ア

領

の

：チ
ェ
ツ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ

キ

ァ

の

：
マ

リ

ー

エ

ン

べッ 

ト

で

生

ま

れ
フ

ラ
ハ
、
'■
ハ
ン
フ
ル
ク

で

そ
れ
ぞ
れ
法

学
、
.政
治
学
の
ド

ク

タ 

I
を
、

エ
デ
ィ
ン
パ
ラ
で
マ

ス

タ

ー 

♦オ
ブ

.

.ァ
ー

ツ

の
学
位
を
と

っ

た

。

一
 

九
三
七
年
丄1:1

九
年
プ
ラ
ハ
大
学
の
講
師
を
つ

と

め

、

一
九
三
九
年
、
ヒ

ッ

ト 

ラ
ー
に
よ

る

祖
国
侵
略
を
契
機
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
亡
命
、
四
一
年
ヶ

ィ

ン
ブ 

リ

ッ
ジ
大
学
講
師
、
.四
五
年
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
の

P
師
と
な

り

、

五
一
年
以 

降
マ

ン
チ
.ェ
.ス
タ

I
大
学
の
リ

I
ダ
'丨(Reader)

と

な

り

、
今
日
に
至
っ
て 

い
る
。
す
で
に
社
会
思
想
史
.
経
済
思
想
史
の
研
究
者
と
し
て
幾
多
の
す
ぐ
れ

た
業
績
を
の
こ
し
、

i

の
訳
者
杉
山
氏
の
訳
業
と
し
て
最
近
出
版
さ
れ
た 

「

経
済
学
の
哲
学
的
基
礎」

な
ど
は
、
彼
の
深
い
学
殖
の
ほ
ど
を
示
す
力
作
で
あ 

る
。
そ
し
て
つ
い

f

で
は
ま
たr

知
識
社
会
学
の
先
駆
者
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ 

I」

を
出
し
、
'注E

を
あ
び
て
い
る

。
.

哲
学
的
素
養
に
乏
し
い
筆
者
に
と
っ
て
、
こ
の
書
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
到 

底
そ
の
任
で
は
な
い
の
で
、
た
だ
本
書
を
読
ん
で
理
解
し
え
た
筆
者
な
り
の
感 

想
を
書
き
つ
づ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
ず
か
に
責
を
果
さ
せ
て
い
た
だ
く
.こ
と 

を
、
お
こ
と
わ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

i

は
、
第
一
章
因
的
の
設
定
、
第
一
一
章
知
識
社
会
学
の
先
行
者
、
第 

三

章

.知
識
社
会
学
の
本
質
、
第
四
章
知
識
社
会
学
の
結
果
の
四
章
か
ら
成 

っ
て
い
る
。
こ
の訳
書
は
、
訳
者
も
の
べ
て
お
ら
れ
る
よ
ぅ
に
、「

知
識
社
会
学 

——

思
想
史
の
よ
り
深
き
理
解
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
随
想」
(
The Sociology 

of p
o
w
l
e
d
g
e
; A

n
w
s
s
a
y

 in Aid of a, 

deeper u
nders

t
a
n
d


i
n
g 

of 

tiie 

History of Ideas, 

1
9
5
00
, Lo

n
d
o
n
)

の
第
一
部
を
な
す 

も
の
で
あ
り
、
知
1

会
学
に
か
ん
す
る
原
則
論
的
な
部
分
に
あ
た
る
も
の
で 

ぁ
る
。

，

i

を
読
ん
で
最
初
に
感
じ
ら
れ
た
印
象
は
、
何
よ
り
も
著
者
の
哲
学
的
教 

養
の
深
さ
で
あ
り
、
.そ
の
上
に
立
っ
て
、
社
会
的
実
在
と
人
間
の
観
念
と
の
関 

係
を
論
じ
、
人
間
の

^
!が
、
い
か
に
し
て
獲
得
さ
れ
る
か
、
つ
ま
り
人
間
に 

よ
る
知
識
の
坐
産
^

^

が
ゼ

の

よ

ぅ

に

し

て

成

立

す

る

の

か

を

素

补

な

唯

物

論 

に
よ
る
の
で
は
な
く
、
そ

ぅ

か

と

い
っ
て
公
式
的
な
観
念
論
の
立
場
に
立

?.j 

と
を
拒
否
し
つ
つ
、
非
常
に
説
得
力
の
あ
る
言
葉
で
語
り
、
読
者
を
納
得
せ
し

.

書

評

め
ず
に
は
お
か
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
科
学
に
志
す
者
と
し
て
、
本
を
読
む
場
合
に
、
ま
ず
著 

者
が
ど

.の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
か

—

た
と
え
ば
、

.マ
ル
ク
ス
主
義
的 

な
世
界
観
か.観
念
論
か
と
い
う
よ
う
に
-―

-

を
知
ろ
う
と
す
る
の
が
常
で
あ 

る
。筆
者
も
は
じ
め
と
う
し
た
態
度
で
本
書
を
読
み
は
じ
め
た
の
で
あ
、
た
が
、
 

読
む
に
つ
れ
て
'
 
こ
.の

«]
:
'
.
5
な
あ
.ら
か
じ
め
き
め
ら
れ
た
先
入
主
的
な
観
念
を
も 

っ
て
接
す
る
と
と
は
^

®い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
罾
豸
は
第
一
章
に
お 

い
て
、
人
間
の
知
的
な
発
展
や
芸
術
的
創
造
は
、
歴
史
的
社
会
的
な
環
境
の
変 

化
と
密
接
な
関
係
が

.あ
る
こ
と
を
、著
者
得
意
の
音
楽
の
襲
に
お
い
て
試
み
、
 

た
と
え
ば
.バ
ッ
ハ
と
ハ
ィ
ド
ン
ぉ
よ
び
べ
丨
ト
丨
ヴ
ェ
ン
と
の
作
風
に
お
け
る 

差
異
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
と
い
う
政
治
的
社
会
的
変
革
の
影
響
が
、
あ
と
の
ふ 

た
り
、
と
く
に
べ
丨

-
^
—

^

ヴH

ン
に
刻
み
こ
，ま
れ
て.い
る
と
と
を
、
つ
ぎ
の
よ 

う
に
指
摘
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

「

ナ
ポ
レ
オ

.ン
降
代
の
諸
発
展
は
、

叩
的
時
期
の
く
る
し
み
が
、

ヨ
リ
よ 

き
世
界
の
う
み
め
な
や
み
で
は
な
か
っ
た
と
.い
う
と
と
、誕
生
し
た
も
の
は
、
 

そ
れ
が
駆
逐
し
た
封
建
主
義
と
お
な
じ
く
ら
い
邪
悪
で
い

.と
'わ
し
い
柽
物
で 

.あ
る
と
い
う
と

.と

..
を
ま
ナ
ま
す
あ
き
ら
か

^
し
た
。

こ
.の
事
樊
の
に
が
に
が 

し
い

実

感

が

ベ.1
h
—
ヴH

ン
の
心
.と
個
粗
と
を
す
み
ず
み
'に
い
た
る
ま
で 

み
た
し
た
の
で
あ
る

0
か
れ
の
芸
^
;
品
に
純
粋
に
個
人
主
義
的
な
し
か
た 

で
接
す
る
の
で
は
、
.か
れ
の
罾
豸
の
ず
ベ
で
の
意
味
は
け
づ
し
て
あ
き
ら
か 

，
に

な

ら

な

い

で

あ

ろ

う

…
…

。
わ
旅
わ
れ
は
、『

エ
ロ
ィ
ヵ』

.だ
け
で
な
く
、
 

か

れ
の
全
芸
術
を
、
''
:
'フ
ラ
シ
ス
革
命
と
そ
の
余
波
^
を
置
界
に
お
い
て
な
が

六

三

0

三

一)



め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
う
す
る
と
き

^
は

-1
:
;於
芡
わ
れ
：わ
れ

は

，
 

.力
れ
の
^
術
の
ふ
か
み
.に
は
い
る
こ

と

が

で
ぎ
る
で
あ

.ろ
う
。
-'
こ
..の

よ

う

に
 

し
，て
、
.音
务

6
a'
$:
ル6

社
合
的
务
办i

か
小
か

^

6
6Jl
'
b 

決
定
的
に
.む
す
び
つ
，.
.
い
.て
い
る
.の
.で
あ
り
、："ま
た
そ
れ

.に
よ
，
.っ
て
理
货
.で
き 

.

.るの

.で
あ
る」

(
傍
点
筆
者
、
本
書
、

r

^

n

s

o

.

多
く
の
示
唆
に
と
む
例

fi
l
l：を
か
か
げ
た

0'
ち

,-
>(

著

者

は

、
.
つ
ぎ
の
よ
う
に
結 

論
づ
け
る
。

.

「

こ
.の
よ

う

に
、
.
_
.
封
会
的
下
謂
構
造
と.文
化
的
上
部
構
造
と
は
'、

た
ん
に
外 

.面
的
‘
偶
然
的
な
も
の.に
と
ど
ま
ら
な
い
き
ず
な
に
.よ
っ
て
む
す
ば
れ
た

^

一:

で
'あ
る
と
い
う
確
信
は
、
：思
想
と
学
問
的
考
察
と
の
ず
べ
て
に
き
わ
め
て 

ひ
ろ
く
ゆ
き
わ
た
マ
て
：

s

る…
…

。
だ
が
こ
の
結
ぴ
つ
き
が
あ
齋
卜
ル
な
ん

. 

で
あ
る
の
か
と

.い
う
こ
.と
に
な
る

.と
、
.か
れ
ら
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
な

.い

.0 

い
や
か
れ
ら
は
そ
う
設
問
す
石
だ
け
の
関
心
を
も
っ
て
い

な

い

.よ

う

に

さ

え
 

お
も
わ
れ
る」

(

ニ
四
丄

一

五
頁)

。

■
:

以
上
の
よ
う
に
の
ベ
る
こ

と

に

よ

？
て
著
者
は
、
知
識
社
会
学
と
い
う
学
問 

が
、
社
会
的
突
往
と
知
的
文
化
的
な
価
値
の
創
造
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
関
係 

が
あ
る
の
か
、
そ
の
関
係
を
漠
然
と
し
た
形
と
し
て
で
は
な
く
、

JK
確
に
よ
り 

具
：̂

に
把
握
し
よ
.う
と
•す
る
■も
の

.で
あ
る
こ
ど
を
■つ
ぎ
の
よ
う
に
指

摘

す
 

る
。.

「

そ
の
最
終E

標
は

' 
学
説
と
方
法
と
の
双
方
で
あ

る

。

い
い
か
え
れ
ば
、
 

社
会
的
下
部
構
造
と
知
的
上
部
構
造
と
の
相
互
関
係
は
ど

う

い

う

も

の

で

あ
 

る

の

か
、
.
そ

れ

は

密
接
な
も

の

：が

そ

れ

と

も

ゆ

るや
か
な
も

の
.な
の
か

、j

/
■■
■:■-
 

♦

六
.四

(

ニ
ニ 
ニ)

方
的
な
も

.0

.
:か
そ

れ

と

も

交

互

的

な

も

の

な

の

か

."
»
等
々
を
正
確
に
し
め
す 

よ
う
な
学
説
な

.い
し
連
論
と
、
あ
る
具
体
的
な
霖
的
獲
物
な
い
し
芸
術 

.
的

達

成

の

社

会

的

一

「

実
存
的」

一一

根

源

を

あ

き

ら

か

に

し

、

そ
れ
に
よ 

っ
て
そ
の
構
成
と
意
味
、
そ
の
本
質
と
存
立
と
に
つ
い
て
、
他
の
方
法
で
や 

っ
た
ば
あ
い
に

理
解
し
た
で
あ
ろ
う
、あ
る
い
は
し
え
た
で
あ
ろ
rノ

よ
り
も
、
 

ョ
リ
お
お
き
な
理
解
に
達
す
る
^
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
方
法
な
い
し
手 

P
づ

き
様
式

と

の

双

方

で

あ

る
1-(

ニ
七
頁)

。

..

こ
こ
ま
で
き
て
わ
れ
わ
れ
は
、
知
識
社
会
学
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て 

著

者

に

よ

.
っ

て

把

握

さ

れ

て
い
る
.か
を
理
解
で
き
る
し
、
す
ぐ
れ
て
弁
証
法
的 

な
叙
述
に
う
た
れ
る
の
で
あ
る
が
：、第
一一

章
知
識
社
会
学
の
先
行
者
に
至
っ
て
、
 

わ
れ
わ
れ
は
、
思
想
史
家
と
し
て
の
ス
タ
I

ク
の
独
創
的
な
発
想
方
法
と
精fr 

な
分
析
お
よ
び
絢
爛
た
る
文
章

.に
う
た
：れ

る

。

と

く

に

イ

デ

オ

ロ

ギ

I
論
と
沿 

識
社
会
学
の
相
違
を
論
じ
て
い
る
あ
た
り
は
、
彼
の
思
想
の
深
さ
を
遺
憾

k
く
 

示
し
て
い
る
。
す
.な
わ
ち
彼
ば
、「

イ
デ
オ
ロ
ギ
I
的
思
想
と
は
、
最
初
か
ら
、
 

汚

染

さ

れ

た

も

の

、

か
げ
を
お
び
，た

.も
の

、
鬼

服

さ

れ

、

わ
れ
わ
れ
の
、ぃ
か
ら 

駆
遂
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る」

(

7\
六
頁)

と
し
て
、

イ
デ
.オ
ロ
ギ
ー
論
と
知 

識

社

会

学

と

の

決

定

的

相

違

に

つ

い

て

、

「

前
者
は
.そ

れ

本

来

の

径

路

か

ら

ほ 

う
々
出
さ
れ
た
思
考
様
式
を
あ
：つ
；か
い
、
後
者
は
、
す
べ
て
の
思
考
様
式
を
、
 

ま
た
と
く
に
、わ
れ
わ
れ
の
：世
界

1

体
の
：知
的
く
み
た
て
を
か
た
ち
づ
く
り
、
 

.L
か
も
み
ち
を
あ
や
ま
：た
せ
る
、

利

害
閼
心
に
と
ら
わ
れ
た
傾
向
が
は
た
ら
く 

は

る

ヵ

以
m‘
に
存
在
し
て
し
る
思
考
様
式
を
と
り
あ
.つ
が
5 -」

ノ
 

(

八
：七
I

八
八 

.頁)

と

論

.1
:
て
ぃ
る
。
.す
な
ゎ
ち
彼
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギー

と
い
う
も
の
が
、
い

や

し

く

も

階

級

的
.♦
觉

派

的

利

害

、

利
0
的

な

関

心

が

主

要

な

役

割

を

し

め

て
 

い

る

と

こ

ろ

の

観

念

で

あ

る

と

す

れ

ば

、

知

識

社

会

学

は

、

な

ぜ

そ

の

よ

う

な
 

イ

デ

オ

ロ

ギ
I
が

形

づ

く

ら

れ

た

の

か

と

い

う

こ

と

、

い

い

か

え

れ

ば

そ

の

イ
 

デ

オ

ロ

ギ
I
が

発

生

す

る

甚

盤

と

な

っ

：
て

い

る

社

会

的

実

在

と
.イ

デ
オ
.ロ

ギ
I
 

と

の

関

係

、

つ

ま

り

、

な

ぜ

あ

る

一

定

の

イ

デ

才

ロ
'ギ

I
が

、

そ

の

よ

う

な

钐
 

と

し

て

発

生

す

る

の.か

と

，い

う

、

よ

り

根

本

的

な

哲

学

的

な

肫

題

を

と

り

あ

：つ 

か

う

の
.だ

と
'い

う

の

.で

あ

る• 
°
.

こ
.

こ
で
わ
れ
わ
れ
攸
、
著
者
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
丨
的
盃
曲
に
つ
い
て
、
前
自
い 

,-
と
を
め
.

べ
て
い
る
の
で
紹
介
し
て
：お
と
う

.°
ス
タ
ー
ク
は
、
ア
ダ
ム
，
ス
ミ 

ス
の
摇
済
繁
祝——

労
働
価
値
説——

に
つ
'

い
て
.「

職
人
だ
け
の
i

し
か
な 

い
布
場
で
•

は
、
資
本
財
は
.

労
働
を
は
な
れ
て
無
だ
と
.
.い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の 

よ
う
に
ル
て
货
働
価
値
説
お
よ
び
そ
の
他
の
お
お
く
の
も
の
は
、
，要
す
る
に
, 

.

古
典
経
済
学
者
た
ち
が
、
そ
れ
を
.

も
.

っ.
.
.て
.

し
ご
と
し
た
と
.

こ
■ろ
の
イ
メ 

I

ジ
.に
 

反
映
し
た
社
会
秧M

r
-

小
生
産
者
の
、
農
民
な
い
し
自
営
農
と
職
人
の
社
会 

に
ふ
く
ま
れ
た
意
味
で
あ
り
、
，：ま
た
そ
こ
か
ら
の
論
理
的
あ
る」

，

C j.

一:

五—

ハ
頁)

.と
し
、
従
っ
て
、

-?
-ダ
ム

.
ス
ミ
ス
の
.ザ
ィ
ジ

3 
y 

は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
ゆ
が

.め
ら
れ
て
は
い
な
か
，っ
た
。
そ
の
欠
^

U、
.観
察 

と
希
望
像
と
々
融
合
さ
せ
た
こ
と
で
は
な
く
、
潘
さ
に
比
較
し
て
期
待
に
あ 

ま
り
に
も
ひ
'ろ
い
あ
け
ま
え
を
ゆ
る
し
た
こ
と
で
あ

.っ
た」

と
の
ベ
て
、

ス
£ 

ス
は「

ど
ん
な
利
害
関
心

.よ
り
も
む
し
ろ
真
理
に
奉
仕

I
、

そ
の
意
識
下
ぬ
な 

心
も
有
毒
物
を
ほ
と
ん
ど
も
た
な
い

.よ
う
な」

ひ
と
び
と
の
ひ
と
り
で
あ
.る
こ 

と

を

謹

し

て

い

る。

:■
''
: 

:: ::

レ

.,.，'

.

.

書

0 

•

実
は
こ
め
点
が
肇
者
に
と

.っ
て
ひ
と
つ
の
^
問
.な
の
だ
が
、
ス
ミ
ス
が
な
ぜ 

そ
う
で
あ
り
え
光
の
.か
。
著

者

は

、
，
ス

 
'、ヽ
ス■を
も
？
て
、■

そ
の
労
働
価
値
説
を 

も
っ
て
、
農
民
と
職
人
の
社
会
で
あ
っ
た
当
時
の
社
会
を
思
实
に
反
映
し
.た
も 

の
：で
あ
り
、
党
派
的
偏
見
や
階
級
的
利
益
に
彩
ら
れ
て
い
る
点
が
あ
る
と
す
れ 

ば

、
ふ
死
九
ば.む
し
>>
希

望

と

い

う一般
的

な

人

間

の

資

質

：に

よ
っ
て
ひ
き
お
こ 

さ
れ

.た
も
の
：.で
あ
る
V
Ji;
.を
力
説
し
て
い
る
が
，

(

一
一
六
頁)

、
こ
れ
は
著
者
，
M 

身
が
、

ス
.ミ
ス
：に
：

a

い
：
て
あ
ら
か
じ.め
、
ひ
と
づ
の「

.理
想
型」

を
心
に
描
い 

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の

'は
、
某
し
て

«

の̂
偏
見
だ
ろ
う
か
0
な
ぜ
な 

ら
ス
.ミ
ス
のf

国
富
論」

(

:!
!
*し
く
は

'

「

諸
国
民
の
富
の
性
質
と
原g

と
に
か 

ん
す
る
研
究」)

の
#

は̂
、
‘い
わ
ゆ
る「

産
業
革
命
の
前
夜」

、
マ
ニ
ユ
フ
ァ 

ク
チ
ユ
ア
が
支
配
的
な
生
産
形
態
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
。
従
っ
て 

そ
こ
に
は
ま
だ
ハ
小
手

0:
業
者
、
小
農
民
な
ど
が
か
な
り
広
巩
に
存
在
し
た
こ 

と
は
^
寒
で
あ
る
：う

が

、

同

時

に

産

業

資

本

家

が

、
.封

建

的
土
地
所
有
者
に
桔 

抗
す

.る
勢
カ
と
.し
て
歴
史
の
舞
台
に
登
場
し

.つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
、
ィ
ギ
リ
ス 

産
業
革
命
史
の
訓
え
る
と
と
ろ
で
あ
る
。
、だ
と
す
れ
ば
、
ひ
と
り「

小

^
産
渚
、
 

農
民
な
い
し
商
営
農
と
職
人
の
社
会
，

」

だ
け
が
ス
ミ
ス
の
ヴ
ィ
ジ

U
ン
に
反
映 

し
、
こ
れ
を
形
づ
く
る
.の
に
役
立
っ
た
と
す
る
の
は
お
か
し
く
は
な
い
だ
ろ
う 

■か
。
労
働
価
値
説
に

.

.
PいH

は
そ
の
よ
う
な
評
価
が

.正
し
い
と
し
て
も
、
重
商 

主
義
政
策
の
批
判
に
み
ち
水
る
経
済
的
自
由
主
義
と

.い
う
ィ
デ
ォ
口
ギ

.

.は
、
 

や
は
り
ス
£

ス
の
思
想
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
そ
れ
が
著
溝
の 

い
う
よ
う
な
利
己
的
な
い
.し
党
派
的
■

関
心
の
翕
化
に
起
因
し
な
い
と
し 

て
も
、
'や
は
り
：小
農
民
や
小
序

y

業
者
の
勢
力
を
退
け
て
勃
興
す
る
ブ
ル
ジs

六
五

(

ー：
::
:
5



.ァ
_
,級
の

社

会

が

翁

く

彼

の

，思

想

に

髮

し

た

結

果

で

あ

る

.以
上

、'ア
ダ
ム
.

■ *
.
'ス

ス

.が

.と

.
^
.に

:'
'

「

ィ

テ

オ
.ロ
，ギ

.|
的

に

ゆ

が

め

ら

れ

て

，い
，
.な

.い
1-
-

と

す

る
 

に
.

ぱ
論
証
が
.

稀
薄
で
辣
な
.

か
ろ
: 5

か
。

.

.

.

:

;

.

:

.

'

.

.

.

.

.

'

.

.

以

上

に

お

い

て

讓

は

、
：.
こ
の
野
心
的
な
労
作
の
な
か
で
、
理
解
し
え
た
限

I 

り
に
お
い
て
著
者
の
い
わ
ん
と
す
る
と
と
ろ
を
紹

介

し

、
：
；
M

の
考
え
も
の
べ 

て
み
.た
。
哲
学
的
知
識
に
乏
し
'い
着
に
と
っ
て

.は
、
第

三

章

お

よ

び

第

四

章 

は
非
常
に
難
解
で
、
従
っ
て
ほ
と
ん
.ど
ふ
れ
ず
に
こ
の
拙
な
い
書
評
を
終
ら
な 

け

れ
ば
な
ら
な
：い
こ
と
は
、
，
そ
の
菲
才
の
致
す
と
こ
ろ
と
し
て
読
者
諸
子
に
お 

詫
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
杉
山
助
教
授
の
邦
訳
は
、
さ
す
が

.に
著
者
.の

指

. 

導
を
う
け
ら
れ
た
だ
け
に
、
'訳
業
: %

綿
密
で
、
，.非
常
に
読
み
易
く
、
こ
'

の
す
ぐ 

れ
た
労
作
を
完
全
に
把
握
さ
れ
て
い
る
自
信
の
ほ
ど
が
、
行
間
に
漲
っ
：て
い
る
. 

名

訳

ヤ

あ

る

と

思

う

。

心

か

ら

敬

意

を

表

す

る

次

第

で

あ

る

。

た

だ

が

.気 

づ
い
た
こ
と
で
、
ひ
と
つ
指
摘
さ
せ
て
い
た
だ
く
な
ら
ば
、
と
き
ど
き
句
点
の 

な
い
長
い
文
章
が
つ
づ
く
こ

.と
が
あ
る
。あ
ま
り
句
読
点
が
多
い
の
も
困
る
が
、
 

や
は
り
、「

は」

と

か「

亦」

の
助
詞
で
主
部
が
き
れ
る
場
合
は
、

か
り
に
そ 

の
主
部
が
ど
ん
な
に
短
か
.く
と
も
、
そ
こ
で
.句
点
を
つ
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い 

と
思
う
。
そ
う
で
な
い
と
述
部
が
長
か
っ
た
場
合
に
、
：読
ん
で
い
て
意
味
が
と 

り
に
く
く
な
る
こ
と
も
少
な
く
な

.い
。
た
と
え
ば
、

一
ニ
四
頁
の
ニ
行
目
か
ら 

は
じ
ま
り
六
行E

で
終
る
一
節
が
そ
れ
で
、
い
ま
少
し
句
点
が
あ
っ
た
ほ
う
が 

.読
み
易
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
0

-

 

し
か
し
こ
れ
は
些
細
令
こ
と
で
、
む
し
ろ
こ
の
す
ぐ
れ
た
著
作
を
、
著

者

が

.

. 

日
本
版
の
序
文
に
の
べ
て
い
る
よ
う
に
杉
山
氏
の
訳
業
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

,

:
■
六

六

。

一
一
一
四

)

が
：読
む

.こ
と
が
で
き
る
の
は
ま
こ
と
に
幸

>
.い
ぅ

べ

き

で

あ

る

;°
$

を

読

む
 

こ
と
に
よ
つ
て
、
ひ
と
は
経
済
思
^

史
へ
の
f f

し
い
眼
が
開
か
れ
る
こ
と
と
思 

ぅ

,0(

ミ
ネ
ル
マ
ァ
書
房
、
.
一
九
六
〇：•

.五

.
-
〇 

•ff
l
-f
c
o
B

)

.
-
-
-
.

ー
九
六
ー
'
,—'
--
—*」

—
(

飯

田

鼎

〕

W 
•
ス
タ
ー
ク
著

,

#
:山
ヾ

忠

平

訳

.

.

.

，『

経
済
学
の

.

哲
学
的
基
礎

』

(
w
.
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T
h

e
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M
o
o
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&
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T
h
r
e
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へ E
s

s
a

y
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071 

t
h
e

 

P
h
i
l
o
s
o
p
h
y

 

o
f

 

E
c
o
n
o
m
i
c
s
'
.
)

w
* 

.
M
a
n
n
h
e
i
m

編
集
に
ょ
る 

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

 

L
i
b
r

ton
r

 

o
f

 

s
o
c
i


o
l
o
g
y

 

a
n
d

 

S
o
c
i
a
l

 

R
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n

の
一
冊
と
し
て
、
こ
の
書
が
出
版

さ
れ
た
の
.は
、

一
九
四
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
三
田
雑
詰
上
に
は
す
で 

に
服
部
成
三
郎
氏
に
：ょ

る

紹

介

.

(

四
五
巻 
一
ニ 

S
が
あ
り
、
私
も
何
度
か
こ 

の
書
に
蝕
れ
た
と
と
が
あ
る
。
だ
が
著
者
ス
タ
ー
ク
は
、
近
年
ベ
ン
サ
ム
、
サ 

ン
.

シ
.モ
ン
、
'モ
ン
テ
ス
キ
ユ
ゥ
な
ど
に
つ
い
て
の
労
作
を
つ
ぎ
つ
ぎ
>
発
表 

し
、
知
識
社
会
学
に
つ

'い
て
.の
興
味
あ
る
著
書
を
出
版
す
る
な
ど
、
ま
こ
と
に 

注

0
.に
あ
た
い
す
る
研
発
活
動
を
進
め
て
い
る
の
で
、
四
版
を
重
ね
た
こ
の
代

表
的
な
著
作
を
、
杉
山
忠
平
氏
の
綿
密
な
翻
訳
を
得
た
の
を
機
会
に
、
再
び
取 

り
上
げ
るu

と
も
無
意
味
.で
は
な
か
.ろ
う
。

W 

.ス
タ
ー
ク
は
、
こ
.の
書
に
お
い
て
、
近

代

経

済

思

想

：の

霍

に

あ

る

社
 

会
程
学
、.す
な
わ
ち
、
政
治
経
済
学
と
い
う
科
学
が
そ
こ

.か
ら
始
ま
り
、
そ
こ 

へ
帰
っ
て
い
く
ょ
う
な一

群
の
社
会
理
念
、
理
想
を
対
象

.と
し
.て
い
る
。
従
っ 

て
、
こ
れ
は
経
済
分
析
の
歴
史
で
は
な
く
、
.そ
の

背

後

に

あ

，
っ
て
こ
れ
を
規

_ 

す
る
思
想
の
歴
史
で
あ

.り
、
こ
れ
を
彼
は
、
' 経
済
学
が
そ
れ
を
通
っ
て
発
展
し 

た
決
定
的
な
段
階
の
一
つ「

つ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
取
り
扱
っ
た
三
つ
の
論
文
に
お 

い
て
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
そ
こ
に
示
し
た
三
対
の
思
想
家
が
、
い 

わ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
信
条
を
要
約
す
る
と
考
え

.た
。
す
な

.わ
ち
、

古
典
経
済
学
の

.哲

学

的

基

礎

.

1

、
.大
反
矩
立=

自
然
と
人
間(

J
■•ロ
ッ
ク)

.

一一、
大
総
合=

神
的
秧
序
S
 

•
W

•

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツy 

古

典

経

済

学

の

終

末

、

岐

路

に

立

つ

商

由

主

義

と

社

会

主

義

:

一
、
.自
串

主

義

の

み

ち

=

ト

ウ

マ

ス

.
•
ホ
ジ
ス
キ
ン
パ 

ニ
、
平
等
主
義
の
み
ち

=
ウ
ィ
リ
ア
ム

*
ト
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ニ
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古

い

社

会

理

想

の

解

体
-
只̂

.

.ジ
ェ
>
ン
グ
ズ」

こ

の

ょ

う

な構
成
を
取
？
た
理
由
は
、

P
ッ
ク
と
ラ

イ

プ
ニ
ッ
ツ
は
古
典
経 

済
学
の
蔣

$

で
あ
り
、

.コ
ッ
セ

.ン
と
ジ
ェ
ニ
ン
グ
.ズ
は
近
代
理
論
の
先
駆
者 

で
あ
り
^
ト
ム
ス
ン
：及
び
ホ.ジ
ス
キ
ン
の
思
想
に
お
い
て
、
古
典
経
済
学
か
ら

書

評

 

■

.

近
代
理
論
べ
と
み
ち
び
い
た
大
き
な
危
機
が
、
最
も
明
瞭
に
.表
現
さ
れ
て
い
る 

(Preface)

と
著
者
が
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
夕
。
彼
の
意
因
は
、
古
典
経
済
学 

か
ら
近
代
理
論
へ
の
移
り
行
き
を
哲
学
的
に
検
討
す
る
こ
と
、

す

な

わ

ち
現
実 

主
義
的
で
あ
る
と
同
時
に
理
想
主
義
的
で
も
あ
る
学
説
か
ら
純
粋
に
現
実
主
義 

的
な
理
論
へ
の
経
济
学
め
一
発
展
は
、
，
得

た

も

の

と

共

に

失
っ
た
も
の
が
、
進
化 

と
共
に
退
化
が
、
豊
富

化

と

共

に

.貧

窮

化

で

あ

っ

た

こ
と
.

を
示
唆
す
る
こ
と
に 

あ
る

。真
理
の
探
究
を
善
の
探
究
か
ら
切
り
離
す
ベ
き
で
は
な
い
、
，人
㈱
㈤な 

思
索
と
い
う
偉
犬
な
使
命
は
、
こ
の
両
方

.の
仕
事
が
成
し
と
.げ
ら
れ
る
時
初
办 

.
て
果
さ
れ
る(postscript

〕

と
.い
う
言
葉
は
、
彼
の
立
場
を
わ
れ
わ
れ
に
示

す

。

そ

れ

は

ま

さ

に
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会

哲
学
と
経
済
分
析
と
の
.間

に

は

決

し

て

断

ち

切

れ

な

い

堅

い

つ

な

が

り

が

あ

る 

と
い
う
マ
ー
シ
ァ：

ル
的
信
念
.

——

以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
.。
す
な
わ
ち
そ
れ 

，
は
、

最

近

の

経

済

学

の

純

絆

に

技

術

的

な

傾

向

に

；̂

す

る

一
っ
の
批
判
で
は
あ 

.る
が
、'こ
の
ょ
う
な
傾
向
を
全
面
的
’に
克
服
す
る
ょ
う
な
別
の
立
場
か
ら
す
る 

も
の
で
は
な
く
、
近
代
経
済
学
の

.内
部
に
お
.い
て
、
失
わ
れ
允
価
値
を
求
め
て 

理
想
主
義
と
実
証
主
義
を
折
衷
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て

。
.

~

ス

タ

ー

ク

ぼ
、
古
典
経
済
学

.は
中
世
解
体
後
の
新
し
い
宇
宙
論
の
不
可
欠
な

..
 

一.....

苟

で

あ
.り

、

.ケ

.、不
'丨
.と
ス
-ミ
ス
.は

、
\
.
-
ロ
ッ
ク
と
ラ
イ
プ

'
.ニ-
.
.
.
.ッ

ツ

に

多

く

の

も
. 

の

を

負

っ
.て
.い

る

と

考

え

る

。そ
し

て

口t

ク
の
思
想
の
中
の
あ

ら

ゆ

る
通
路 

は
ハ
久
間
は
直
接
自
然
の

前

に
立

：ち

、
自

由

に

自

然

に

接

近

、で
き
ね
ば

な

ら

な

い

'

六
七
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ニ
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