
Title サン・シモンの歴史観に関する二つの論文 : 研究資料として
Sub Title Walter M. Simon; History for utopia : Saint-Simon and the idea of progress, Samuel Bernstein;

Saint-Simons philosophy of history
On the two articles regarding Saint-Simons philosophy of history

Author 野地, 洋行
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.230(72)- 234(76) 

JaLC DOI 10.14991/001.19610301-0072
Abstract
Notes 書評
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19610301-

0072

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


.

..

.■:
 

.
■
.
七

ニ
:a

i
o

)

:.
ン

,
 

;

'
 . 

.

.

.〕•. 

.•*

.•:
• 

. 

. 

• 

... 

.

.

. 

.V 

.. 

. 

■ 

.

.『

サ

：ン
ぐ
，
；
シ

-

二
つ
の
論
文

—

 

丨研
究
資
料
と
し
て——

j
.

W
a
l
t
e
r

 M
.

 

S
i
m
s
;

 

H
i
s
t
o
r
y

、

f
o
r

 U
t
o
p
i
a

 : 

s
a
&
t
-
s
i
s
o
n

 

a
n
d

 
^

s

s

aJJHOgress, 

J
o
u
s
a
l

 

o
f

 

t
B
e

 

H
i
s
t
o
r
y

 

o
f

 

'seas, 

v

o

r

X
V
I
I
,

 

N
o., 

3
,
19&6, 

pp.: 3
1
1
1
3
3
1
.

w

q

h
 
 ̂

w

p

l

f

f
 

P
H
l
o
s
o
&
y

o
f 

taistory. 

E
s
s
a
y
s

 i
n

 

Political a
n
d

 

J
ĉ+
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■

義
と
し
.て
と
ら
え
る
と
、
ど
.ち
ら
か
と
い
え
ば
プ
ロ
、レ
タ
リ
ア
<

£

0ホ

->
ス 

■キ
ン
■が
自$

を
撰
び
、
：：-/
'ル
ジ
.ダ
ア
.
.的
&
歉
.吹
濃
い
：ト
ム
ス
ジ
■が
.平
家
{
社
会 

主
義
.の
み
ち
を
撰
ん
だ
と
い
ぅ
奇
妙
な
結
果
と
な
っ
て
し
ま
ぅ
。

ホ
ジ
ス
キ
ン
と
ト
ム
スS

に
関
す
る
詳
し
ぃ
分
析
の
結
論
に
、
ス
タ
丨

ダ
は
. 

S

由
と
.平
等
は
、
ぃ
ぜ
ん
と
じ
て
人
類
o '
獻
ー
夢
で
あ
.っ
た
。
そ
れ
は
、
 

多
少
変
更
.さ
れ
た
.と
；ば
い
え
、
水
.ジ
'ス
キ
ン
の
発
展
説
と
ト

ム

^
ン
の
集
産 

主
義
的
ユ
'
Iト
ウ
ピ
ア
と
：の
総
合
を
思
想
；̂
系
：と
し
た
、
ん
ー
レ
..
-:'
';
'
'
マ
：レ
ク 

み
に
：お
い
.て
苒
現
1.
2:
:
'
ッ

::
:

:

'
、
''
^
^
^
^
^
^

と
い
|ぅ
言
葉
を
添
え
允
0 

ロ
ッ
ク
か
ら
の
長
：以
み
ち
ゆ
ぎ
は
、
：
こ
；の
あ
と
ゴ
：
'/

セ
ン
と
A

エ
ニ
ン"
グ
尤
に
：引1
_

が
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
；の
檢
討
ば
他
日
に 

譲
る
と
と
.に
し
て
、':
:と

こ

令

は

：
、

.

0

ス

キ

ぶ

的
に
異
な
り
、
ト
，ム
：ス
シ0
畫

主

義

も

プ

：ロ
レ
タ
リ
デ
社
会
至
義
で
は
が
い 

こ
.
と
、
，

—

'つ
ま
り
両
考
の
単
な
各
延
長
め
上
に
ば
マ
ル
ダ
ス
主
義
は
出
現
し 

な
い
、
と
い|

:

と
を
袞
い
添
え
て
お
こ
ぅ
。. '
古
典
学
派
解
体
期
を
論
ず
る
.た
へ 

め
に
は
、'
炫
大
な
未
開
拓
の
分
野
が
掀
が.っ
て
い
る
。

(

東
洋
経
済
新
報
社
刊
.
A 
5

.
 

♦
四
0
〇
頁
：
六
五
0
HJ)

S

井

厚

)

'/

わ
れ
わ
れ
が
サ
.ン
，
シ
モ
ン
.を
研
！
対̂
象
と
：す
る
の
は
、
，
も
ち
ろ
ん
、
空
想 

的
社
会
主
義
が
い
.わ
ゆ
る
料
学
的
社
会
；王
親
に
：何
を
遺
産
と
し

て
残
し
た
か
、
 

と
い
う
.

に
：お
い
て
で
.あ
.る
。
そ
し
て
こ
の
.場
合
、
一
彼
の
歴
史
観
が
一
つ
の 

.重
要
な
討
議
対
象
と
か
る
。
十
八
操
紀
啓
蒙
の
思
想
家
達
が
、
把
会
の
改
革
を 

耍
求
す
る
場
合
、
進
歩

0
名
に
ょ
フ
で
.で
は
な
く
、
非
歴
史
的
な
1

,

_の 

.

.名
に
ょ
っ
て
、：故
象
的
：な

「

理
性」

の
名
に
ょ
っ
て
し
た
の
に
比
べ
れ
ば
、
サ 

ン

•
シ
モ
ン
の
歴
史
観
は
、
.,
少
な
く
と
も
、

一
つ
の
発
展
的
な
歴
史
観
を
も
っ 

て
い
る
、
と
い
う
点
だ
け
か
ら
し
て
さ
え
も
、
遙
か
に
マ
ル
ク
ス
，
エ
ン
ゲ
ル 

ス
の
唯
物
史
観
に
近
づ
い
て
い
る
の
は

.い
う
ま
で
も
な
い
。

エ
ン
ゲ
ル
ス
が 

「

反
デ
ュ

ー

リ
ン
グ
論」

や

「

自
然
弁
証
法」

，に
お
い
て
、
彼
を
へー

ゲ
ル
に 

比
し
て
い
る
の
は
、
.こ
の
点
か
ら
み
て
も
理
曲
が
あ
る
。
だ
が
、
サ
ン
.
シ
モ

ン
.が
、
十
八
世
紀
自
然
法
思
想
家
の
合
理
論
に
対
し
て
、
経
験
論
的
な
歴
史
観 

を
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
だ
け
で
は
、
サ
ン
.
シ
モ
ン
と
マ
ル
ク
ス
の
間
の
距

離
も
、
簾

点

も

、
何
も
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。：

そ
ご
で
彼
の
歴
史
観
. 

.の
基
本
的
性
格
を
知
る
た
め
、
—

料
と
し
て
右
に
あ
げ
.た
ニ
つ
の
論
文
を 

と
り
あ
げ
つ
つ
、
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

.

こ
の
ニ
つ
の
論
文
を
並
べ
る
と
、
ガ

.
M

.シ
モ
ン
の
研
究
が
、
サ
ミ
へ
工 

ル

•
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
そ
れ
に
比
べ
て
遙
か
に
ホ
吣
的
で
あ
り
、
す
ぐ
れ 

て
も
い
る
の
だ
が
、
優
劣
を
判
矩
す
る
の
が
こ
こ
で
.の
问
的
で
は
な
い
の
で
、
 

サ
ン

.
シ
モ
ン
の
歴
史
観
を
取
り
上
げ
る
場
合
の
？

一一
入
の
®

、
と
り
あ
げ 

方
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
ベ
ル
ン
シ
ュ
.タ
イ
ン
の
.立
場
は
次
の
点
に
要
約
さ
れ 

て
い
る
。

「

夢
の
よ
う
な
思
弁
の
国
で
の
サ
ン
.ジ
モ
ン
の
避
瀝
な
ど
で
は
な 

く
て
、
彼
の
歴
史
哲
学
こ
そ
が
、
後
の
社
会
主
義
思
想
家
の
霊
感
の
源
と
な
っ 

た
の
で
あ
る
。」

(
P
.
1
0
0
)

そ
し
て
こ
の
場
合
、
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
強
調 

す
る
ザ
ン

•
シ
モ
ン
の
歴
史
哲
学
と
は
> 
第
一
に
.、
歴
史
の
発
展
に
お
け
る
経 

篇
要
因
と
階
級
関
係
の
重
視
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
歴
史
発
展
に
お
け
る
非 

直
！

性
格一

■組
織
の
時
代
と
危
機
の
時
代
の
交
互
交
代——

の
発
見
と
で 

あ
る
。
こ
0
よ
う
な
1

観̂
こ
そ
、
後
の
社
会
主
義
べ
0
サ
ン

.\
シ
.モ
ン
の
最 

大
の
遺
産
.で
あ
っ
た
と
い
う
ま
張
ば
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、，
サ
シ
.
シ

モ
ン
の
歴
史
羣
の
中
ぬ
唯
物
史
観

L

J&
.
V
-
ら
科
学
へ
の
囊
を
結
ぶ

.

絆
を
、
そ
と
に
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
、が
、
普
通
に
は
、

マ
ル
ク 

ス

•
エ
ン
ゲ
.ルk

が
そ
の
唯
物
史
観
を
形
成
し
た
の
は
、
主
と
し
て
ド
イ
ッ
古 

典
哲
学
の
路
線
上
に
お
い
て
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
マ
ル
ク
ス 

書

。

評

が
、
哲
学
的
唯
物
論
を
、'社
会
観
、
歴
史
観
と
し
て
の
唯
物
史
観
へ
と
展
開
さ 

せ
た
場
合
に
、
サ
ン

.
シ
モ
ン

.
フ~

リH
の
フ
"フ
ン
ス
社
会
主
義
か
ら
う
け 

た
影
響
は
再
検
討
さ
れ
る
余
地
が
十
分
あ
る
と
し
て
も
、
歴
史
！

ど
し
て
の 

弁
証
法
や
唯
物
論
は
、
や
は
り
.、
K-
イ
ッ
古
典
哲
学
か
ら
得
だ
も
の
と
考
え
る

ベ
き
で
.あ
ろ，

。...
，
../
:

こ
う
し
て
み
る
と
‘、.
サ
ゾ
っ
シ
モ
ン
め
歴
史
観
は
、
は
た
し
て
べ
ル
ン
シ
ュ 

タ
イ
ン
が
い
う
よ
う
に
、
後
の
社
#
、工
義
と
の
最
大
の
連
結
点
で
あ
る
の
か
ど 

う
か
、

そ
れ
は
彼
が
主
張
す
る
ほ
ど
専
ら
唯
物
史
観
的
で
あ
る
の
か
ど
う
か 

が
、
再
び
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。

(

.こ
の
場
合
、
ベ
ル
ン
シ

 
'
タ
イ 

ン
の
〃
社
会
主
義

"
と
は
マ
.ル
ク
シ
ズ
ム
を
意
味
す
る
と
考
え
て
差
支
え
な 

.い
。
な
ぜ
な
ら
す
ベ
て

.
9社
会
主
義
が
唯
物
电
観
を
奉
ず
る
訳
で
は
な
い
か

答
え
は
こ
う
で
あ
る
。

彼
の
歴
史
観
は
極
め
て
タ
タ
ぐ
の
成
果
を
遗
し
て
い 

る
。
だ
が
、

一.般
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
サ
ン
.
シ
モ
ン
の
歴
史
帮
学
は 

一
一
元
論
的
で
あ
り
、
：
唯
物
史
観
的
な
面
と
等
し
く
観
念
論
的
な
面
を
多
分
に 

も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

.む
し
ろ
、
歴
史
観
に
お
け
る
こ
の
ニ
ー
冗
論
こ
そ
が
、
 

彼
を
空
想
的
社
会
主
義
者
た
ら
し
.め
て
い
を
と
さ
え
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

彼
の
歴
史
観
は
無
論
大
き
な
成
果
を
も
：っ
て
い
る
と
は
い
え
、
M
*
帮
学
そ
れ 

因
体
と
し
て
は
空
想
と
科
学
を
結
ぶ
も
の
.で
は
か
く
し
'て
逆
に
分
つ
も
め
で
あ 

る
0
.そ
'れ
.を
結
.ぶ
も
の
：は
、
‘

っ
と
別
な
所
に
あ
る
°:

.
こ
の
サ>

-
シ
:モ
シ
の
歴
史
哲
学
?'
:HR

的
他
格
を
十
分
に
、
か
つ
思
想
史 

的
考
慮
を
^
ち
つ
つ
指
摘
し
た
の
が
、
ゥ
ォ
ル
タ
ー
パ
^

 
.

シ

モ

ン

の

論
:̂
:

で

.

•

.
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■
サ
ン
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モ
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史
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学
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こ
元
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)

な
ど
に
よ
つ
て
も
早
く 

か
ら
指
摘
さ
れ
、
わ
が
国
个
も
十
分
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
こ 

で
w 

. 

M 

•
シ
モ
ン
と
と
も
に
サ
ン
,

シ
モ
ン
が
如
何
に
ニ
ー
冗
論
的
で
あ
る
か

を
忠
実
に
再
現
す
る
よ
り
は
、
彼
の
歴
史
哲
学
が
ニ
1XJ
論
的
で
あ
る
こ
と
の
思 

想
史
的
意
味
を
、
少
し
く
■

的
に
探
っ
て
み
た
パ
。

.

サ
ン

.
シ
モ
ン
が
思
想
的
活
動
を
始
め
た
十
九
批
紀
前
半
は
>
,一
つ

の

度 

的
転
換
の
時
期
で
あ
っ
た
。
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
へ
の
、
合
理
主
義
か
.ら 

経
験
論
へ
の
、
自
然
法
か
ら
功
利
、壬
義
へ
の
、
理
性
信
仰
か
ら
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ 

ズ
厶
へ
の
転
換
期
で
あ
っ
た
。
十
八
世
紀
啓
蒙
思
想
の
す
べ
て
の
成
果
と
希
望 

を
托
し
た
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
が
、
世
界
各
_
の
思
想
に
大
き
な
衝
擊
を
与
え
た 

時
代
で
あ
っ
た
。
サ
ン

.
シ
モ
ン
は
疋
に
こ
の
時
代
.の
子
で
あ
る
。
啓
蒙
思
想 

の
成
果
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
へ
の
幻
滅
は
、
時
代
に
、
啓
蒙
思
想
を
超 

え
ぶ
新
し
い
思
想

.の
形
成
を
要
求
し
た
。
理
性
や
、
自
然
に
代
る
、
新
し
.い
秩 

序
の
基
準
力
現
わ
れ
れ
ば
な
ら
な
い
。.
.こ
.の
よ
ぅ
な
時
代
の
.子
と
し
て
上
ま
..

—

た
サ
ン
.
.シ
モ
ン
の
思
想
は
、
同
時
代
の
先
輩
ヵ
シ
ト
と
等
し
く
、
ニ
宛
論
的 

だ
つ
た
と
い
え
よ
う
。
哲
学
と
社
会
と
、そ
の
研
究
対
象
は
異
な
る
と
は
い
え
、

.
七

四

2
一一一一a 

力v

ト
と
サ

ン
•

シ
モ
ン
に
は
興
味
あ
る
類
似
が
あ
る
よ
う
に
思

わ

れ

る
。
 

大
陸
合
理
論
と
ィ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
総
合
者
で
あ
る
と
一
役
に
い
わ
れ
る
力
ゾ 

ト

他

方

、
自
然
科
学
の
方
法
で
あ
る
実
証
的
方
法
を
人
間
の
質

と

社
会
に 

適
用
し
、
'慕
主
義
の
祖
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
ニ
方
で
は
十
八
世
紀
啓
蒙
の
也 

.
弁
的
合
理
論
か
ら
足
を
洗
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

サ
ン
：
ゾ
モ
ン
。

彼

ら

は
 

二
人
と
も

K

•
プ
リ
オ
リ
な
思
弁
と
、.'

ア

•
ボ
ス
テ

リ

才
リ

な

讓
と

を

共

に
 

募
た
ち
の
方
法
と
し
て
採
用
し
た
の
で
あ
る
0
さ
ら
に
、

「

す
べ
て
の
人
に 

そ
の
才
能
の
最
も
自
甶
な
る
展
開
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と」

に
要
約
さ
れ
る 

サ
ン
.
シ
モ
ン

の
全
思
想
は
フ
ォ
ル
レ
ン
ダ
ー
に
よ
れ
ば

「

こ
れ
は
又
同
様 

に
、
サ
ン
•
シ
モ
ン
の
知
ら
な
か
っ
た
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
同
様
の

形
で
見

ら

れ
る」

(
K
a
r
r

 v
o
&
l
r
,

 G
e
l
i
c
h
t
e

 d
e
r

 s
o
z
i
l
t
i
s
c
h
e
n

 I
d
e
s
,

 

1
9
2
4
.

邦
訳
、

一
四
五
頁)

の

で

あ

る

。

事

実

の

観

察

に

基

く

実
！！

的

方

法

に
 

よ
っ
て
、
サ
ン
.
シ
モ
ン
が
、
現
実
の
歴
史
や
社
会
に
分
析
の
メ
ス
を
当
て
る 

時
、
.そ
の
切
り
口
は
驚
く
ほ
ど
近
代
的
で
あ
り
、
鋭
い
。
た
と
え
ば
、
彼

が
1
 

業
者
.の
政
治
的
教
理
問
答』

(
c
a
t

s'h
l
s
B
e

 

p
o
l
i
t
i
q
u
e

 d
e
s

 i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
s
,

1

1

.

2

4

}
の
為p

め
の
部
分
で
、
大
苹
命
に
至
る
迄
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
史
を 

分
析
す
る
時
、
多
少
の
用
語
や
、
些
細
な
点
を
改
め
れ
ば
、
そ
れ
は
今
R
で
も 

そ
の
ま
ま
、
要
領
を
得
た
フ
ラ
ン
-X
絶
対
主
義
発
展
史
論
と
し
て
立
派
に
通
用 

す
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
そ
の
点
-e
、
.サ
ミ
み
エ
レ
•
ベ
レ
/
シ 

う
タ
ィ
ン
が
、
歴
史
に
お
け
る
経
済
的
要
因
の
重
視
と
、
弁
証
法
に
類
似
し
た 

発
展
因
式
5

い
て
、
彼
の
歴
史
観
を
科
学
的
社
会
主
義
の
先
駆
で
あ
る
と
み 

ぶ
し
た
.の
は
、
そ
うg

を
外
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

w 
.
M
•
、ゾ
モ
ン
も
指
摘
す
る
よ
う
に(P. 

3
1
2
)
.

サ
ン
.
シ
モ
ン
の
読
書 

の
性
格
と
範
囲
は
、
手
当
り
次
第
に
読
ん
だ
ら
し
い
小
説
を
別
に
す
れ
ば
、
不 

幸
に
し
て
殆
ど
直
接
的
な
材
料
は
な
く
、
彼
’の
著
作
か
ら
窺
う
の
み
で
あ
る
け 

れ
ど
も
、
歴
史
の
発
展
に
お
け
る
経
済
的
な
力
の
認
識
は
、
革
命
家
バ
ル
ナ
ー 

ヴ
■'や
サ
ン

.

.エ
チ
ア
ン
ヌ(g, .w

o>J.nstein ; 

ibid., 

p
,
1
02).

あ
る
.い
ば 

ラ
ン
ゲ(

L
i
n
g
u
e
t
)

 

(Ibid., 

p. 

1
0
8
)

が
す
で
に
は
っ
き
で
と
述
べ
で
い 

る
所
で
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
大
革
命
以
後
ま
す
ま
す
深
ま
り
.
.つ.つ
あ
る
認
識
だ
.っ 

た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
理
想
の
社
会
を
自
然
の
名
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
 

進
歩
の
名
に
よ
っ
て
、
未
来
に
む
か
っ
て
実
現
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
は
ハ
バ
コ 

ン
ド
ル
セー

か
ら
、
そ
し
て
三
段
階
の
発
展
法
則
は
テ
'
ル
ゴ
ー
か
ら
学
ん
だ 

も
の
で
あ
る
こ
と
はr

般
に
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
思
想
史
的
研
究
は
更
，
 

に
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
と
も
か
く
、
実
証
的
な
事
実
観
察
の
方
法
を
、
歴

史

' 

と
.社
会
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
彼
の
経
験
論
的
側
面
は
、.
は
っ
き
り
と
十
八
世 

紀
泡
然
法
思
想
を
超
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
.あ
り
、
.正
に
ナ
九
世
紀
の
も
の
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

，、

.

.

.
 

. 

. 

. 

だ
が
、
.他
面
、
.サ
ン

.
シ
モ
ン
は
、
十
八
世
紀
理
性
主
義
か
ら
完
全
；に
解
放

さ
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
そ
.れ
は
彼
が
、
過
去
の
歴
史
観
察
か
ら
離
れ
て
、

未
来
社
会
の
構
想
に
至
る
や
す
ぐ
に
現
わ
れ
る
。
過
去
.の
事
実
を
分
析
す
る
時

に
示
し
た
あ
の
鋭
さ
に
代
っ
て
思
弁
的
な
合
理
論
が
甦
え
り
、
観
念
史
観
が
復

.

活
す
る
。
こ
の
場
合
、
彼
の
科
学
的
な
歴
史
分
析
と
、
思
弁
的
な
未
来
の
構
想

の
問
に
は
埋
め
が
た
い
大
き
な
溝
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
溝

~

こ
そ
、
彼
を
空
想
社
会
主
義
者
に
と
ど
ま
ら
し
め
た
最
大
の
要
因
で
あ
る
と
い

書

評

 

.

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
は
社
会
主
義
社
会
の
構
想
を
す
で
に
も
ち
な
が
ら
、
 

そ
れ
を
実
現
す
る
担
い
手
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、，
：理

想

. 

社
会
は
；エ
リ
I
ト
に
よ
っ
て
支
配
.さ
れ
る
の
.で
あ

り

、

正

し

い

.知

識

が

社

会

に 

、
ゆ

き

苴

れ

ば

、
■た
ち
所
.に
、
，
か
つ
円
滑
に
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
正
し 

.い
知

識

が

；一

人

の

天

：才

に

よ

っ

て

_
_

つ
.ま
り
彼
自
身
，に

よ

っ

て

_

発
見
さ 

れ
.さ
え
す
れ
ば
；い
.い
：0
で

あ
?)
:
‘。
.
大

衆

の

自

覚

的

な

カ

は

全

く

必

耍

と

さ

れ

て 

い
な
い
。

つ
ま
り
.、
実
証
的
方
法
.に
よ
る
歴
史
分
析
に
お
い
て
は
、
歴
史
発
展 

の
必
然
性
、

不
可
避
性
を
証
明
す
る
こ
と
に
力
を
注
い
で
い
た
サ
ン
：
ゾ
モ
.

ン
：は
、
' 問
題
が
未
来
社
会
の
実
現
に
関
す
る
や
、
：た
ち
ま
ち
個
人
の
天
才
や
指 

導
、
社
会
，

1

般
に
ゆ
き
わ
た
る
ベ
き
普
遍
的
理
念
に
つ
い
で
語
り
出
す
の
で
あ 

る
。

：

大
切
な
こ
と
は
、
彼
の
ど
の
経
済
史
観
的
な
側
面
と
、
観
念
史
観
的
な
側
面 

と
は
、
無
自
覚
的
に
混
在
し
，て
.い
る
の
で
は
な
く
て
、
カ
ン
ト
の
場
合
と
同
様
、
 

方
法
論
的
に
自
覚
的
、.

1
®

的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「

教
理
問 

答」

に

：お

け

る

次

；の

章

句

を

見

よ

。
'

「

わ
れ
わ
れ
は
こ
の『

産
業
者
の
教
理
問
答』

に
、
学
術
制
度
お
よ
び
教
育 

制
度
に
関
す
る一：：

巻
を
く
わ
え
る
つ
も
り
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
基
礎
を
う
ち 

立
て
、
実
行
は
わ
れ
わ
れ
の
弟
子
オ
ー
ギH

ス
ト
，
コ
ン
ト
に
ゆ
だ
ね
た
罾
が 

は
、
産
業
制
度
を
^ 7
験
啦
に
解
明
す
る
こ
と
に
な
？
て
い
る
。
他
方
こ
の
教
理 

問
答

.で

.は
、
そ
の
i

«

i明
を
わ
れ
わ
れ
は
続
け
る
は
ず
で
あ
る
。」

そ
の 

後
コ
ン
.ト
は
師
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
允
そ
の
責
を
果
し
た
。
そ
れ
が
教
理
問
答 

の
第
三
册
に
な
っ
■た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
す
ン

•
.シ
■.モ

ン

は

次

の

よ

七

五(

ニ

三

三)



.う
に
の
ベ
て
い
る
。「

そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
体
系
の
総
則
を
説
明
し
て
い
な
い
、
 

す
な
わ
ち
そ
れ
は
、

.

.そめJ

部

し

か

説

吸

し

て

，
い
：
な

い

の

.

.で
き

。
ぞ
し
て

K
C 

れ
は
わ
れ
わ
れ
が
第
ニ
義
的
と

1>
か
考
克
て
い
な
い
紙
則
.に
^
た
^
役
割
を 

演
じ
さ
せ
て
い
る
。J

わ

れ

わ

れ

叹

考

ん

は

：

「

お

れ
^
れ

の

弟

子

吹

奪£
:は
、■ 

、
い
ち'じ
る
し
く
違
？
て
い
る
。
彼
は
，ア
リ

ス

ト

ー

ト

ル
の
見
地
に
、
ず
な
あ
ち 

今

R
物
厚

‘
数
学
ア
力
デ
ミ
ィ
が
用
い
ふ
見
地
に
立
っ
，た
の
だ
。
し
た
が
づ
：て 

彼
は
、
ア
リ
ス
ト
丨
ト
ル
的
能
力
■.

(

科
学
的
経
験
的
能
ガ：

.
-

引
用
者)

も
な 

か
ん
ず
く
第
.一:

の

も

の

と

、

す

な

わ

ち

'唯

心

論

に

も

産

業

的

能

力

や

哲

学

的

能 

力
に
も
ま
さ
ゐ
は
ず
の
.
の̂
と
考
え
だ
。
わ
れ
わ
れ
が
蓮
べ
た
ご
と
か
ら
结 

果
す
る
と
と
は
こ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
.
わ
れ
わ
れ
の
弟
子
は
わ
れ
わ
れ
の 

綮
の
科
学
的
部
分
し
か
論
じ
か
い
で
、
そ
の
感
情
的
お
よ
ぴ
宗
教
的
部
分
は 

4
し
も
説
明
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る

.°
3
铎

§'
&
03
日
0>
,
邦
訳
、
世
# -
大
思
想 

全
集
二 
ニー

三
寅〕

蛇
见
を
'つ
け
加
え
る
必
要
.は
な
い
が

、

'要

す

る

に

、
：
科

学 

的

、
ア

*

ボ

ス

テ

リ

オ

リ

的

方

法

と

共

に

、

唯

心

論

的

'

宗

教

的

、

海
学
的

、 

感
情
的
、
ア

•プ
リ
オ
リ
的
方
法
が
、
同
時
に
自
分
の
方
法
論
と
し
て
サ
ン

.

シ
モ
ゾ
に
よ
；っ
て
意
識
さ
れ
て
ぃ
た
こ
と
は
銘
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一I

S

は

瞥

身

、
方
法
論
と
し
て
簾
的
に
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の 

M
う
に
し
て
サ
ン

.
シ
モ
ン
は
そ
.の
科
学
的
歴
史
観
に
よ

っ

て
十
九
世
紀
と
未 

.米
に
づ
な
が
り
、
I

羣

的

、
思
弁
的
歴
史
観
に
よ

っ

て

十
八
世
紀
と
過
去 

に
つ

な

が

る

サ

ン

.

.
シ

モ

ン

は

十

八

世

紀

と

十

九

他

紀

の

.、

そ

し

て

自

然

法 

思
想
と
科
学
的
社
会
主
f

の
転
換
期
に
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な

k 

ろ
う
か
。

七

六

'

(

ニ
.三
四)

w
 
V

M 

•シ
モ
ン
は
サ
ン
♦
シ
モ
ン
の
歴
史
哲
学
に
お
け
る
ニ
謙
を
指
摘 

.

^
■

^

が
被
&

合
、
-'
:
-そ

め

一

堯

性

の

霞

は

単

|
で
な
い
。
合
理
主
義
と 

経

験

論

の

'
混

合

と

い

う

意

味

で

 
一j

一

兀

的

で

知

り

、

.

.決
寒|

と

，
：
：

2

由
意
志
論
の
混 

在
の
意
味
て 
一
ー'7
0
論
で
あ
り
、
実
証
主
義
I

彼
は
サ
ン
.
シ
モ
シ
肖
身
を
も 

実
証
主
義
者
と
み
な
す
I

に
お
け
るn

z

的
と
宇
段
の
分
離
の
意
味
に
.お
い
て 

一
ニ
70
的
で
あ
り
、
必
然
性
.：と
有
_利
性
の
^
立
の
意
味
で
ー
芫
的
で
あ
り
、

S

 

的
決
定
論
と
観
念
史
観
の
'矛
盾
の
意
味
で
%-
;

ニ
元
的
で
あ
る
0

,¥. 

M 
.
シ 

モ
ン
は
、
大
体
、
サ
：ン
.'
;

シ
モ
シ
自
身
、：
体
系
的
な
1

哲
学
を
も
っ
た
思
想 

家
で
：は
な
い
.か
ら
彼
の
思
想
の
中
に
何
かI

貫
し
た
歴
史
観
を
求
め
る
こ
と
向 

■体
、
最
初
か
ら
'^
い
%

の
を
求
め
て
い
る
こ
と
だ
と
考
え
る
。
む
し
ろ
サ
ン
•

シ
モ
ン
は

彼

の

、ユ
ー

ト

ピ

ア

-に

奉

仕

さ

せ

る

た

め

に

歴

史

や

進

旗

の

観

念

を

撩 

手
に
使

■っ
.
'たの
た
.
,(P

...  

.3
31

〉
.

.と
の
ベ
■て
.
いる
0
シJ.

れ
.は
.あ
る
意
味

.で
当

.
っ 

て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、
又
他
面
い
い
す
ぎ
で
も
あ
る
よ
う

だ

。
.
彼

の

歴

史

兮
 

析
の
鋭
さ
を
思
え
ば
、
そ
れ
が
全
く
、

.鼻

の

'
ユ

ー

ト

ビ

ァ

思

想

に

都

合

の

い
 

U
よ
う
に
^
り
上
げ
た
も
の
だ
と
.ば
決
し
て
.い
え
な
い
の
.で
あ
る
。
サ
ン
.
シ 

モ
ン
の
.一
見
、
体
系
を
欠
い
た
、
矛
盾
だ
ら
け
の
歴
史
観
の
中
に
、
実
は
唯
物 

論
と
_観
念
論
.の
、：
科
学
と
宗
教
と
の
、
方
法
論
的
ー
コ
兀
論
が
實
い
て
い
る
よ
う 

に
思
わ
れ
を
。
彼
の
歴
史
観
.の
中
に
、
十
八
世
紀
と
十
九
世
紀
の
共
存
、
自
然 

法
危
想
と
.苹
学
的
社
会
観
.の
.併
在
、
.つ
ま
り
、
時
代
と
時
代
の
結
び
p
を
兒：：：： 

す
こ
と
が
で
き
る

60
'
.で
は

な

ぃ

だ

ろ

ぅ

か

。
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野
^

洋
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『

国
有
化
問
題
を
め
ぐ
る
最
近
の
文
献

』

.

W
.  

A
.  

R
c

b
s
o

n
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N
a

tio
n

a
liz

e
d

 

In
d

u
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n
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u
b
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n
e

rs
M

P
,  

1
9
6
0
,  

J
o
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H
u

g
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e
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N
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a
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e
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d

u
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M
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e
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E
c

o
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o
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e
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'「

国
有
化
政
策
は
時
代
連
れ
に
な
っ
た」

.
と
.い
ぅ
..ご
'と
が
最
近
ょ

1
ー日.わ
れ 

る
。

3f
¥
実
、

「

民
主
社
会
主
義」

政
党
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
国
有
^
政
策 

の

地

位

は

非

常

に

低

く

な

？
て
い
；る
。

し
か
し
、
混
合
経
済
的
性
格
の
強
い
現
；
 

代
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
.は
、
社
舍
王
義
者
な
ら
ず
と
も
、
，
国
有
化
産
業
乃 

至
.公
企
業
の
重
要
性
に
注E

せ
ざ
る
.を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
■か
、
.
 

最
近
、
国
有
化
問
題
を
め
ぐ
る
_
論
は
.む
し
ろ
活
潑
と
な
り
、

い
く
つ
か
の
注 

H
：：

す

べ

き

文

献

が

出

版

さ

れ

て

い

る

0.
こ
の
小
稿
は
、.
こ
こ
.一I、

三
年
中
て
出 

版
さ
れ
た
そ
の
褪
の
文
献
の
.ぅ
ち
が
ら
豸
干
の
興
味
あ
る
も
の
を
選
び
出
し
て 

紹
介

、
馨

.せ
ん
七
す
る
も
の
で
あ
る
。

国
有
化
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
は
英
国 

蕩

觉

政

府

が

第

！I

次

大

戦

後

に

行

な

っ
た
_
有
化
政
策
.に
対
す
る
批
判
を
中 

心
に
な
さ
れ
て
き
て
い
る
の
'で
、
本
稿
で
も
、

£

の
問
題
に
っ
.い
て
：の
文
献
を 

紹
介
す
る
こ
と
に
'す
る
。

.:
'.-

,

.

. 

.

.
;
> 

.

■'
.
.
.
.
. 

. 

T
'
. 

. 

•

:■
.
.
. . 

. 
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英
画

：

に
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有
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:

.先
ず
馨
化
政
策
に
対
し
て
最
も
批
荆
的
な
論
を
紹
介
し
ょ
ぅ
。
.：，
そ©;
-

っ

は
ケ
ル
フ
.
コ
I

工
ン
著
の「

英
国
に
お
け
る
国
有
化—

ド
グ
マ
の
終
焉
I

丨」
(
K
e
i
f

 
丨 Co

h
e
n
: N

a
t
i
o
n
a
l
i
s
a

c+io
n i

n
 B

r
i
t
a
i
n

-
cf
h
e 

s
d 

o
f

.
d
o
g
m
a
-
-

M
9
5
8
)
、

で
あ
る
。
そ
.の
副
題
か
ら
も
察
.せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ 

の
書
は
、
英
国
に
お
け
る
国
有
化
政
策
を
徹
底
的
に
批
判
し
て
、
国
有
化
に
対 

す
る
社
会
主
義
者
の
期
待
が
、
.
ド
グ
マ
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ 

う
と
試
み
て
.い
る
。.
.
.以
下
し
ば
ら
く
、
彼
の
論
を
忠
実
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し 

よ

う

。

へ.

こ
の
書
は
全
部
：で
：十
六
章
か
ら
な
う
で
い
る
が
、
先
ず
第
一
章
で
は
関
有
化
' 

に
つ
い
て
の
廸
論
の
発
達
を
概
観
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
初
期
の
社
会
主
義
渚 

が
国
有
化
に
対
し
て
極
め
，て
素
朴
な
期
待
を
寄
せ
て
い
.た
こ
と
が
指
摘
さ
れ 

.る
。
㈣
え
ば
、

S .

ゥH

ッ
ブ
も
初
期
の
頃
に
は
、
国
有
化
を
行
な
え
ば
資
本 

主

義

的

経

営

の

考

え

が

.な

く

な

る

と
考
え
て
い
.た
の

で

、

国

家

独

占

が消

_

 

を

_

取

す

る(>
い
う
こ
と
な
ど
考
え
て
.い
な
か
マ
た
、

と
言
'う
。
第
二
章
で 

は
、
_ I

九一 

S
年
か
ら
第
一
：一
次
大
戦
後
の
靈
觉
政
権
成
立
に
い
た
る
ま
で
に
. 

行
龙
わ
れ
た
公
有
化
政
策
と
そ
れ
に
伴
う
問
題
を
指
摘
す
る
。
特
に

H
.
モ
リ 

ソ
ン
の
国
有
化
論
が
批
判
の
対
象
と
.さ
れ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
に
英
围
に 

お

け

：る

国

有

化

政

策

.の
理

論>
:実
際
の
歴
史
を
簡
単
に
考
察
し
た
後
' 
第
三
章 

以

下

に

ぉ

い

：て

、
：
第

11
次
大
戦
後
の
英
国
に
ぉ
い
て
行
な
わ
れ
た
国
有
化
政
策 

を

次

の

よ

う

に

批

判

し

：て
い

.
'る.。
ど
-.
;
.

先
ず
第

三
章
で
は
馨
化
汩
炭
業
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
層

化

前

に

は

！
！
 

有
化
を
：す
る
こ
と
に
よ
つ
.て

化

I

:
る
産
業
、で
働
く
人
々
の
心(

h
e
a
r
t
)

 

が
変
S
と
期
待
さ
れ
て
い
：た
。
;'
,と

：
こ

ろ

が

、

.'
:
馨

化

後

も

労

使

関

係

は

改

善

さ

'.
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