
Title マンフレッド・フリードリッヒ著 若きマルクスにおける哲学と経済学
Sub Title Philosophie und Ökonomie beim jungen Marx, von Manfred Friedrich
Author 金原, 実

Publisher 慶應義塾経済学会
Publication year 1962

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.55, No.3 (1962. 3) ,p.305(97)- 312(104) 
JaLC DOI 10.14991/001.19620301-0097
Abstract
Notes 社会思想史研究特集

書評
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19620301-

0097

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


る
'-
»
:
:近
代
労
働
運
動
史
^
産
茱
革
命
と
同
時
に
は
.じ
、ま
る
‘
:'
.
:と
い
0
:て

も

い

い''
ノ 

.位
で
'あ
る
9 

.
こ
の
よ
う
な
資
本
主
義
の
矛
盾
の
展
開
点
た
る
産
業
革
命
が
、
ど

. 

う
し
て
サ
ン
•
シ
モ
ン
の
バ
ラ
，色
.の
一
般
革
命
.と
同
一
の
も
の
で
あ
り
え
よ
う 

0
、

著
者
.は
：：む
.し
：ろ
'
產
茱
革
命
の
意
味
を
技
術
^'
'
新
把
け
に
事
実
上
限
定
'

•
し
、
そ
の
思
想
家
を
サ
ン
•
.シ
モ
ン
に
擬
し
た
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ 

か
.。
 

.

:

ふ
つ
ぎ
に
、
f

ン
•
グ
モ
.'/
の
社
会
主
義
的
要
因
に
関
し
て
.で
.あ
る
が
、「

産 

業
社
会
0
完
成」

パ
を「

究
極
の
目
標」
.

(
六1

1

頁〉

と
し
て
い
た
は
ず
の
'サ
V

*

シi

X
が
、
：突

然

r

サ
ン
：，
シ
モ
：ン
：の
究
極
め
目
標
：は
、
貧
し
い
生
產
大
衆
め 

.境
遇
を
す
み
"や
か
に
改
善
す
る
：こ
と
.に
あ
る」

C.
一‘四
五
貢)

と
い
.う
：

H

う
：に
な 

る
。

人
も
：知(

る
よ
う
に
、「

新
ギ
リ
ス
ト
敫」

に
お
け
る
"
彼

の

「

も
っ
と
も 

貧
し
い
階
級」

の
生
活
改
善
へ
の
彼
の
熱
意
は
ぎ
わ
め
て
強
い
も
の
，が
あ
%0
、

•サ
ン
■
シ
モ
ン
が
労
働
者
階
級
の
代
弁
者
と
し
.で
現
れ
る
，の
.は
と
：こ
が
ら
だ
と 

i

う
、

マ
ル
ク
ス
へ
の
資
本
論
で
：の
叙
述
は
有
名
で
お
る
。
七
れ
わ
れ
は
，
こ
れ 

を
.転
換
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
か
、
否
か
、
ま
だ
断
言
は
で
き
な
い
が
，
著
者 

.は

.

.サ

.ン
，•
■'
>

モ
ン
を
.産
.業
主
義
と
し
て
.一
貴
し
て
_埋
解
し
た
た
.め

\ 

.こ

'i
x
を
.転 

換
と
し
.て
と
ら
え
ず
，
彼
の
社
会
主
義
的
侧
而
を
少
し
く
軽
視
す
る
結
果
に
な
. 

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
時
折
行
間
に
現
れ
る
。'
た
.と
.え
.は
著
者
. 

は
、
"
も
っ
と
も
双
乡
く
、
も
っ
と
も
貧
し
い
階
級
"
の
生
活
改
善
を
主
張
す 

る

彼

.
の

思

想

を

「

ぺ

ン
サ
ム
流
の
主
張」

： (
： 1

七
.
.一.寅)

と
片
づ
け
て
い
る
。
.尤 

が
、
.最
大
多
数
の
最
大
幸
福
と
い
う
べ
ン
.サ
ム
.の
思
想
の
本
質
は
、
フ
，ラ
>:
.ス
. 

革
命
：で
宣
言
さ
れ
た
自
然
権
思
想
を
解
#
し

、

し

た

が

：
っ
て
、

も

.っ
と
も
貧
し
.
 

い
人
々
：の
権
利
を
武
装
解
除
し
、
階
趴
め
利
害
関
係
を
抽
象
.的
.な

「

多
数」

の

_

-
:'
:

:
;'
九
六
..
.
:

(

1
1ー
〇
四)

：

中
に
解
消
す
る
所
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ベ
ン
サ
ム
の
最
大
多
数
が
、
す
qぐ
に
. 

〃
も
っ
と
も
贫
し
い
階
級
"

と
ー
致
す
る
訳
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
'.
-:
ハ 

さ
ら
に
蔷
者
ば
、「

新
キ
リ
■ス
ト
教」

.で
、示
§:
れ

た

：社#;
再

組

織

の

究

極

原
 

:

埋

た

る

最

犬

务

数
#

の

生

霞

善

の

原

理

を

：「

産

業

者

階

級

が

保

持

す

べ

き

社
 

会
的
澳
範」

'(

一
七
五
頁)

と
し
て
.い
る
。
な
る
：ほ
ど
、.
サ
ン
>
>ゾ
モ
ン
0
究
極 

:

目
標
を
'
.-
.産
業
社
会
の
索
成」

に
お
け
ば
、
新
キ
リ
ス
ト
教
の
原
.理
は
、
産

業
• 

.
者
が
守
る
.べ
き
道
徳•

倫
理
と
と
れ
る
©-
は
.た
し
.か
.だ

が

、
ン

「

貧

し

い

生

.産

大 

衆」

.
'<0
.境

遇

改

善

が

；そ
.の
究
極
目
標
で
あ
り
、：
産
業
社
会
は
そ
の
具
体
的
方
策 

.
で
.あ
る
と
す
れ
ば
、
.新
キ
リ
ス
ト
教
の
原
理
は
、
産
業
者
に
要
請
さ
れ
る
道
徳 

:

以
上
の
も
の
、で
あ
ろ
う
。
道
徳
と
し
て
な
ら
、
現
代
独
占
資
本
家
で
さ
え
、
同 

様
の
と
ど
を
ロ
に
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。「

新
キ
リ
ス
ト
教J

を
ょ
む
人
は
、

:そ
れ
が
、
.単
か
る
道
徳
と
“し
：て
以
：上̂
、
社
会
組
織
.の
究
極
原
理
と
'し
て
の
ベ 

ら
れ
て
1>
る
、の
.を
み
る
で
あ
ろ
う
。

.

.
-

さ
て
こ
こ
で
、
こ
め
著
.の
中
で
も
0
と
も
す
ぐ
れ
た
解
釈
を
あ
げ
る
と
、
そ 

れ
は
、
ザ
ン
.
.
•シ
モ
ン
の
歴
史
観
の
分
析
で
あ
ろ
う
。
：彼
の
歴
史
観
は
、
多
少 

用

語

を

か

え

，れ

ば

、

そ

の

ま

ま

观

代

の

唯

物

史

観

と

.し
，
て

通

用

す

る

ほ

ど

優

秀 

な
も
の
.を
も
っ
て
.い
る
が
、
な
ぜ
、
' そ
れ
が
空
想
的
な
社
会
改
革
思
想
し
か
生 

ま
な
か
っ
た
か
、/
評
者
も
か
ね
て
凝
問
に
思
っ
■て
い
.た
の
で
あ
る
が
、
著
者
の
' 

次
の
解
釈
を
ょ
め
ば
、
ご
、の
疑
問
は
大
体
解
決
す
る
だ
ろ
う
。「

要
ず
る
に
サ 

.
ゾ

,
シ
モ
ン
に
と
づ
.で
' 
史
実
の
研
究
は
、
進
歩
ぬ
法
則
と
産
業
社
会
成
立
め 

必
然
性
を
確
認
す
る
た
め
の
手
段
.で
し
か
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
か
れ
に
と
っ 

て
、

< 経
験
ぱ
推
理
の
助
け
に
な
る』

“
に
ず
ぎ
な
い」
(

一
二
三
頁)

。
'

最
後
に
，
サ
ソy
シ
モ
ン
派
に
つ
い
て
は
多
く
を
の
べ
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
ら
た
が
、
そ
れ
に
対
し
'て
，「

サ
ン
•
シ
モ
シ
派
の
社
会
主
義
を
、
銀
行
家
、
 

企
業
者
を
中
心
と
す
る
、
い
：わ
ば
産
業
者
.〔

卩
勤
労
者〕

の
.社
会
主
義」

.(

二
三 

六
8

と
す
る
規
定
に
は
、
多
く
.の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
だ
'け
を
指 

摘
し
て
お
こ
ぅ
。
_ 

-

貴
遺
な
労
作
で
あ
る
だ
け
に
、
問
題
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
重
占|

を
お
い
：た 

た

め

、

い

き

，お

：い

、

批

判

の

形

：に

な

.つ
た
，
こ

と

を

著

者

に

深

く

お

|6
び
し
な
け
. 

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
と
も
'か
く
、
.こ
れ
か
.ら
サ
.ン
，
シ
モ
ン
を
研
究
す
る
も
の 

は

す

べ

て

；、

と
：
の
.
著

作

を

通

過

し

て

か

ら

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

を

強

調
 

し

た
.い
.
。

-

:

(

未
来
社
• 

A

5

 

•

 

ニ
六
〇
頁
^

s

o

s

マ
ン
フ
レ
ツ
ド

•

フ
リ
I

ド
リ
ツ
ヒ
著

『

若
き
マ
ル
ク
ス
に
お
げ
る
哲
学
と
経
済
学

』

：

(
M
a
n
f
r
e
d

 

Friedrich, 

P
h
i
l
o

 sophie 

u
n
d

o:k
o
n
o
m
i
e

 

b
e
i
m

 j
u
n
g
e
n

 M
a
r
x
'
s
s
.

 202.b
u
n
k
e
r

 &

 H
u
m
b
l
o
t
/

Berlin, 

I
9
6
0
)

:..

.

'
.

.'/

- 

•

‘ 

>

リ

金

原

：

実

*

:

.. 

...
’ 

.
 

.

.

.

.

.
く
. 

.

-

.

I'

- 

' 

- ■ 

- 

■ ' 

. 

- 

■ 

■
■
: 

I.
.

:

.T

:
 

. 

'

. 

.

'

. 

(
.
. 

.

'■
:

.

 

:
■■
:■
:■

. 

.

，
最

近':「

初
期
マ
ル
ク
ス
研
究」

.

.は

、

西
，
ド

ィ

ッ

で

か

な

り

活

発

に

：お

こ

な 

わ

れ

て

い

る

。

雑

訪

'

「

マ
ル
■，
ク

ス

主

翁

研

究

」

..(Marxismusstudien,、
Schriften

a

'
評

.

d. 

studiengemeinsohaft 

d. E
v
a
n
g
e
l
.

 

A
k
a
d
e
m
i
e
n
,

 
3. 

Bae. 

Tiibingen 

1CO
5
4
'

.
1
9
5
7

 u
.
1
9
6
0
)

の
諸
論
文
を
ば
じ
め
と
し
て
、
H

•ポ
ピ
ッ
ッ(popitz, Heinrich.,

.Der entfremdete Mensch,' Zeitkritik 

und.Geschichtsphllosophie.ds j
u
n
g
e
n

M
a
r
x
.

 

Basel 

1.953)....E.，
.

テ

ィ

ー
 
テ
.(Thier, 

Erisch, 

Das, Menschenbild .des

官
 gen- 

M
a
r
x
,
;o
l

l;
r
i 19

5
7
)

.'^̂̂̂ 

(Dicke, 

Gerd, 

D
e
r

I
d
e
n
t
i
f
g
e
d

目k
e

 

bei 

F
e
u
e
r
b
a
c
h

 

u
n
d

 

M
a
r
x
,

 

K
6
1
n
u
.

 

O
p
l
a
d
e
n

S
6
0
.

)

な
ど〗

を
あ
げ
る
こ.
と
；が
で
き
る
：。

「

か
れ
ら
の
対
象
に
対
す
る
関
心
の
あ
り
方
や

ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
と
な
0

て
い
る
が
、
か
れ
ら
の

「

西
欧

的」

，
な

「

初
期
マ
ル
ク

ス

.

解
？

の
問
題
意
識
は
、
さ
か
：の
ぼ
れ
ば
、
J 
•プ
レ

.ン
ゲ
-

CPlenge, .Johann,- ..Mar.x. .und ..Hegel.. Tiibingen .1911)

.

.

.
G

•
ル
カ
.丨
チ

.

.

.

 .(Lukdcs,... Georg,.. Geschichte...und '.KlassenbewuBtsein.Berlip 1923).：

K
•
コ

ル
シ
a.(

w

q

?

f

Karl, 

M
a
r
x
i
s
m
u
s

 

目 d

 

Philosophie. 

Leipzig 

1
9
2
3.

塚
本

三
吉
訳
、■
帝
望
開
、
大

十

五.
年)

、
K

V

レ
ー
ヴ
ィ

ッ

ト

w
arl. 

M
a

x

W
e
b
e
r
.

 x
m
d
'
.
K
a
r
l
'
M
a
r
x
'

 i
n
” 

ハ Arch., .f.‘sozialwiss. 

u
，
’.
s
o
z
i
a
l
p
o
r

s
. 67.

■1932..

柴
田
.
.
.崎

»
安

藤

訳

、

弘

文

堂

、

昭

和

；一

|

十

四

年 >:

な
ど
.に
発
し
、
と
り
わ

.

け

か
れ
ら
が
重
視
し
，て
ぃ
る

『

経
済
学
：
哲
学
手
稿

』

解
釈
の
原
型
は
、H
.
 
•

.マ
ル
.クー

ゼ
■■
 (M

a
r

'ouse' H
e
r
b
e
r
t，

Neue:Quellen'zur._..Grundleg.ung. 

des

:

B*storischen',Materiallsmus...'

'-.Interpretation... 

der. 

..
 ne

u
v
e
r

o:ffentlichtelv

M
a
n
u
s
k
r
i
p
t
e

 

v
o
n

 

M
a
r
x
,

 

i
n
: 

Die 

Gesellschaft, 

Internat. 

R
e
v
u
e

 

叫.
M
O
N •

■
 

■
 

■.
 

u. 

_.politik,.. .IX.. 

Jg.: 

1
9
3
2
，.. 

.

.

.
a:
b
e
r
.
.

 die、. 

I5hnosophischen,..orundlagen.

cues

一
 wirtschaftwi

^'nschaftlichen: A
r
b
e
i
t
s
x
g
r
i

 
功s.:vin.:

.'Arch...f. 

sozialwiss. .u. 

sozialpor.69;: B
a
.
.
1
9
3
3
,
:

良
知
，
池
田
訳
、
未
来
社
'
昭
和
三
十
六
年)

に
見
出 

.さ
れ
る
。
:
.
...
'-
.

ソ
'
:

)

■.
.
 

. 

.
'
.
\
'
:
.
.

.九

七

(

三
0
五)

.



.

.こ

.こ

.に
紹
介
す
る
M •

フ
リ
ー
ド
y
ッ
'

ヒ
の
著
^
も
，
.こ
れ
ら
の
傾
向
に
.厲 

.す
る

:1
近
：の
娇
冼
書
9.
-
1
:^:
:
あ̂

?>
,。
'
'本

書

ぼ-!
:
:
'
#
書
 

大
学
経
済
ゝ
.社
会

科

学

部(Die 

-
 Wirtschafts-und 

Sozialwissenschaftliche 

F
a
k
u
l

.̂t 

der -.universits.:Frankfurt/M.) 

■..に
提
出
し
.た
学
位
論
文
を
-も
と
.- 

に
.書
介
れ
た
も
.の
で
.あ
.る
。
な
お
、
.本
書

は.
F
r
a
n
k
f
u
r
t
e
r
/
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s

'v 

soziai'wissensc

tT,
a
f
£
c
h
:

a)
g
c+
pl
&
e
F
.
'
.
w
e
r
a
u
s
g
e
^
e
l
D
e
n

 

v
o
n

 

.

.
 d

e
r

 

coo
z
i
a
l
w
i
s
s
e
n
s
p
h
a
f
t
l
i
e
h
e
n

.. !
F
a
k
u
l

ct
-p:
1
: 

.
d
e
r

c.
o
l
l
a
n
.
n 

^
 0
 ̂

F
r
a
n
k
f
u
r
t
/
M
.
V
I
I
e
s
-

a).

.
と
し
.て
.出
.
' 

版
さ
れ
て
い
る
。
：:
私
が
_

を
；と
り
あ
好
る
：め
ば
、
-
こ
れ
に
ー
ょ
ら
ノ
て
最
近
の 

一
西
欧
的」

な
初
期
マ
ル
ク
ス
解
釈
め
'-
.
端
を
具
体
的
：に
示
そ
う
と
'考
え
た
が 

.ら
：で

あ

る0.
.

■,
.
■
'•
.
.
;
'
:

■
.

一'

:

著
者
：は
、
ぼ
夂
に
お
'1
>

て

、

ヰ
；0\
:で
は「

マ
ル
ク
ス
の
経
済
理
論
は
そ
の
輝
き
. 

を
失
.っ
て
し
ま
つ
た
が
、.
.
.
.
.
.

こ
；れ
に
反
し
て
、
.
初
期
.め
，哲

学

的

命

題..は
、
:-
:
ま
す
.ま

:

す
焦
眉
の
問
題
に
：な
っ
て
い
る
と
^
べ
、
.
.つ
ぎ
の

-:
<3;う
に
.そ
の
問
題
意
；識
を
記 

し
て
い
.る
。

,
:
.
'
:-

.「

も
う
は
る
か
.以
前
に
一
般
に
確
認
さ
れ
て
い
.る
こ
と
で
は
あ
る
が
、

'マ
：ル
ク 

ス
主
義
と
の
批
判
的
対
決
は『

資
本
論』

.の
経
済
学
的
予
測
.や
機
械
的
唯
物
論
. 

の
諸
原
理
の
月
並
で
.表
面
的
な
論
駿
‘を
と
，走
で
て
若
き
マ
：ル
ク
ス
に
独
特
な
#
 

在
お
ょ
び
歴
史
解
釈
に
せ「

ま
る
と
き
に
の
み
は
じ
め
て
、

マ
ル
ク
ス
の
構
想
を 

支
え
る
根
拠
に
達
し
う
る
の
で
あ
る」

と
。(S. 

9)

そ
し
て
、
従
来
の
解
釈
で
は
、「

葙
学
の
実
現
に
ょ
る
' 哲
学
の
止
揚」

と
.い 

う
初
期
マ
.ル
タ
.ス
の
中
心
的
思
想
が
充
分
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
ち
ず
、1.か
れ 

の
：経
済
学
批
判
の
背
後
.を
支

え

る「

止
揚
さ
れ
た
哲
学j

の
，認

識

意

図

が

明

確

に
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
著
者
は
、
従
来
の
解
釈
に
し
ば
し
ば
み
ら 

れ
る

■よ
う
な
態
度一

^

—

•
.

「

初
期

'マ
：ル
>.
.ス
.

」

と
.：「

後
期
マ
ル

■ク
ス』

：
と

，
を

機

械

， 

.的
に
対
立
さ
せ
る
こ
と——

に
は
反
対
し
、
む
し
ろ一

質
し
た
も
の
と
し
て
理 

f-
'L
:
.

「

初
期i. .

と

「

後
期」

.と

..の
い
れ
ば
結
び

.0
を

『

ド
イ
ッ

.
•
'
イ
デ
...
ォ

.ロ
' 

ギ
ー』

.の

.史
的
唯
物
論
の
な
か
に
求
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
の
解
釈 

'が
专
の
中
心
：に

%'
い
^
い
た
^
経

済

学

，
：
哲

学

手

稿

』

^
か
お
っ
'て

『

ド

イ

ク.
^ ̂

イ
テ
..，ォ
.
.ロ.ギ
を

そ

の

解

釈

め

中

心

■に
.お
：こ
，：.うAT.

し
.て
い
■る
。：..；_そ
.し
.て
、
史 

的
唯
物
論
の

.若H-.

の
命
题
は
、
た
し
_か
に

.
r
^
MJt学

的
'-
'
'
な

も

の

で

は

な

い
 

が
，
そ
の
全
体
的
観
点
は
徹
頭
徹
尾
、
:-
.
\思
弁
的
な
根
拠
に
よ

0
て

支

.
え

ら

れ

て
 

い

る
•：こ
と

を

論

証1>
:よ
.う
と

，す

る

。
.と
.れ
が
本
書
の
意
図
で
あ
る

。

：
'

r
 

.

っ

；
、

'

-

‘ 

.
㈡
、
.
..
：

：
•

.

.

■■
本
書
は
、

つ
.ぎ
の
よ
う
な
四
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
:0 

.'

..
:
第
：•ー，
章

ぺ

三

月

革

命

以

前

に

お

け

.る

哲

学

め

危

機

..
'
.

.

:

:

第
ニ
：章

、.-
.
-
:
マ
ル
ク
ス
：
の

青

年

：
へ
ー
ゲ
，
ル

'派
：と

の

訣

別

，

.第
三
章
、
経
済
学
批
判
.へ
の
転
換
'.
'
.

.

第
四
章
、
.史
的
唯
物
論
の
基
礎
づ
け.
.:'
.

'

;

.;
■
,

.

，
叙
述
の
方
法
は
、
原
則
と
じ
て
、.
.年
代
的•

生
成
史
的
分
析
の
方
法
が
と
ら 

れ
て
お
り
、
問
題
が
後
期
の
著
作
と
の
.関
連
で
論
及
さ
れ
る
か
ぎ
り
体
系
的
分 

祈
の
方
法
が
あ
わ
せ
て
用
い
ら
れ
て
い
：る
。

第

—-
章
で
は
、
.ま
ず
青
年
へ
ー
ゲ
ル
派
と
フ
ォ
イ
エ
■，
ル
バ
グ

ハ
の
へ
I
ゲ
ル 

批
判
が
概
観
さ
れ
、
.若
者
マ
.ル
ク
ス
.は
、
こ
れ
ら
ニ
つ
■の
立
場——

青
年
へ
ー 

ゲ
ル
派
に
よ
つ
て
主
張
さ
れ
た「

哲
学
の
実
現J ,

と
フ
才
イ
ェ
ル
パ

ッ
ハ
の「

非

.
哲
学j 

(
N
i
c
h
t
p
h
i
l
l
p
b
i
e
)
.
「

哲
学
の
止
揚」

I

を

「

哲
学
の
"実
現
は
そ
の
止
. 

揚
に
よ
っ
.て
の
み
，
哲
学
の
止
揚
は
そ
：の
実
現
に
よ
っ
.て
の
み
可
能
と
な
る」 

と
い
ぅ
思
想
に
よ
っ
て
媒
介
し
た「

ド
ィ
ッ
古
典
哲
学
の
工
ピ
ロ
ー
グ」

と
し 

て

把

握

さ

れ

る

つ

ま

り

、

青

年

，へ

ー

ゲ

ル

派

の

要

求

し

「

た

「

哲

学

の

実

現

」 

は

社

会

主

義

社

会

.の
実
現

.
^
'な
り
、
.フ
ォ
ィ
：工.
.
.ルバ
ッ
：.ハ.
.の

「

哲
学
；の
止 

揚J
.
.
.

は
革
命
的
プ
.ロ
レ
タ

リ

.
ア

ー

ト
に
よ
っ
て
は
：た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
.。
理
：
 

論
は
、

マ
ル
ク
.ス
に
あ
っ
て

は

、プ

ロ
レ
タ

リ

ア

ー

.
ト
の
.革
命
的
実
践
の
た
め 

の
衝
動a

m
p
u
l
s
)

と
な
る
。

マ
ル
.ク
\ス
の
こ
の
社
会
的
実
践
の
理
論
は
，
か
れ 

の
経
済
学
批
判
と
な
っ
て
結
実
す
る
と
の
ベ
ら
れ
て
い
る
。(

S
S
.

>-*3
—
2
6
)

.

つ
づ
い
て
、
若
き
マ
ル
ク
ス
の
出
発
点
で
あ
る『

'学
位
論
文』

を
と
り
あ
げ 

る
。

『

学
位
論
文』

の
解
釈
で
は
、
最
近
の
研
究
が
重
視
し
'て
い

る「

本
文
見 

'解」

と

「

準
備
/
丨
ト」

を
検
討
し
、
こ
こ
に
す
で
に
、
若
き
マ
ル
ク
ス
-の
反 

体
系
的
な
哲
学
の
否
定
を
め
ン
さ
す
意
図
が
確
認
さ
れ
、
.分
析
視
点
は
、
な
お
"

ib 

象
的
で
あ
る
が
、
さ

き

の「

哲
学
の
実
現
に
よ
る
哲
学
の
11
:
腠

，
と
い
ぅ
根
本 

思
想
が
、
そ
の
出
発
点
を
も
；っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
C
こ

の

：
マ
：
，
ル

-' 

，
ク
X
の
f

視
角
は
、
.へ
ド
ゲ
ル
の『

精
神
現
乳
^』

の

「

不
幸
な
る
意
識」

'

の
発
想
と
共
通
な
も
の
.で
あ
る
こ
と
が
指
摘
ざ
れ
て
い
る
。

w

CO
5 -)

そ
し 

て
，「

学
位
論
文J '

で
.
.は
、
ま
だ 

'

「

理

論

的

精

神

」

、を

「

実

践

的

エ

ネ'ル
ギ

ー」 

と

な

す
■%
の
^

'-
.
ー

ぐ

つ

め

心

理

的

法

哥

^

す

ぎ

ず

ヴ

哲

学

の

実

跷

は

睹

論

的 

性
格
を
ぬ
け
で
て
い
.な

：
い

点

：
が

：
爵

き

.れ
て
：い
.：る
。

; 

;
.

ノ
'
.:
'
:-
:
-
.
.
.

■

第
.ニ
章
で
.は
、
：

『

へ
.
1
ゲ
ル
国
供
論
批
判』

と
：『

独
仏
年
誌
S

:
ニi

t

文
が
搀
：

.討
さ
れ
^

。
.
,

'

パ
'

マ
.
...

『

学
位
論
文』

.
の
三
年
後
、.
マ
ル
グ
ス
.は

『

独
仏
年
誌』

に
.
.発
表

し

だ『

へ
I

•
■
書

.

評

.■•

ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序
説』

で
、'-
:プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
自
己
解
放
に
よ
っ
て
哲 

学
の
実
現
が
は
.
た
：さ
れ
る
こ
と
を
予
告
し
た
。
'こ
の『
独
仏
年
誌』

は
、
四
〇
年 

代
の
哲
学
的
急
進
主
義
.の
絶
項
で
あ
り
そ
の
転
回
点
で
あ
.
0た
.。

.y J 

v̂-
で
は
じ 

めて、

急
進
的
運
_
の
！̂
体
的
な
政
治
的
ブ
ロ
グ
ラ
ム
が
展
開
さ
れ
た
。
哲
学 

•
と
.
革
命
的
.ア
ロ
レ
.
考
リ
，'ア
-丨
ヾ
ト
^
-同
盟
は
'
若
き
，マ
.
ル
ク
：ス
に
と
.

っ
て
、
' 

'思
想
. 

が
.「

実
践
的
行
動
の
力
.

J
:
_

と
結
合
.す

'?
>
場
所
で
あ
.っ
た
，。
.ハ'
.イ
ネ
の
‘
予
言
が
、

.
こ
こ
に
実
証
さ
れ
る
。

.こ
め
よ
う
な
立
場
を

'考
察
す
る
た
め

.に
は
、

ま

ず

『

へ
1
ゲ
ル
国
法
論
批 

判』

が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば

.な
ら
な
い
と
、
著
者
は
い
う
。
.な
ぜ

な

らP

国 

法
論
批

.¥!』

に
お
い
て
、
は
じ
め
で
へ
'
.丨
ゲ

ル

.
の

概

念

的

展

開

に

対

す

る

原

理
 

.的
批
半
ガ
く

'わ
え
ら
れ
て

.い
る
.か
ち
で
.あ
..る
。
周
.知
の
ご
■.と
く
、

マ
.ル
ク
ス
の
. 

方
法
は
フ

■ォ
ィ
ェ
ル
、、ハ
ッ
ハ
.の
.

「

主
語
と
述
語
の
転
倒」

の
立
場
で
あ
っ
た
。
 

し
か
：し
著
者
ば
，
こ
こ

で
、.
フ
.'ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
の
影
響
は
、
内
容
的
な
も
の 

で
.は
な
く ■

.せ
V
せ

.v
*
^
.
的
な
も

.の
で
あ
っ
た

...
こ
と

^
強

調

す

る

.
。

つ

ま

り
 

マ
ル
ク
ス
は
フ
オV

エ
ル
バ
ッ
，C

か
ら
：.そ
の
方
法
的
原
理
を
う
け
つ
い
.だ
の 

ち

.，，そ
れ
を
，こ
_え
.て
再
び
.へ
I
ゲ
，ル
に
.た
ち
か
.え

0
ズ

..い.る
と
.い
..う
-の
..で
あ 

る
。.
.

(

こ
；
の

よ

う

な

，、
：

.フ
ォ
イH..:

ル
バッ

：；

ハ
の
影
響
を
過
小
評
価
し
、ノ
こ
れ
に
対
し 

て
.へ
ー
ゲ
：ル
.の
影
響
を
過
大
評
価
す
.る
解
釈
は
、
し
ば
し
ば
.「

西
欧
的
1-
解
釈
に
共
. 

通
し
て
み
ち

-^
る
。(

V
^
.
J
.
s
g
l
，
'
p
p 

g
.

I
s
, 

E, 

T

夏
 

p
p
s
. 
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味
.H' Popitz, a.a.a, s. 6

S
>
.

フ
.
ォ

イ

エ

ル

バ

ッ

パ

は

へ

ー

ゲ

ル

の

慨

念
 

的

展

開
^
か

：
く

：
ざ
ー
れ

.た
：
祌

学

と:1
.て
片

づ̂

て

し

ま

：
.っ
た

：
が、
.
'
,
'

マ
：
ル.ク
ス
■に
と
.

っ
；て
は
''
.へ

ゲ

ル

^

''
:「

欲
望
-の
体
采
\

の

「

合
理
的
核
心」

を
見
出
す
こ
と
こ
そ
が
問
題
.で
あ
っ
た
:0
市
民
社
会
の
自

.

.
九

九

■(

三
o
七)

'



己

分

裂

は

.
へ

ー

ゲ

ル

に
あ

っ

て
は
ま
だ
，
全
体
の
な
か
の
契
機
に
.す
ぎ
な
か
0 

た
が
、

マ
ル
ク
ス
は

、

そ
れ
を
自
立
化
し
、
史
的
唯
物
論
へ
の
道
を
歩
ん
だ
の 

で
あ
る
。
'史
的
唯
物
論
'は
ま
さ
に
、
.へ
ー
.ゲ

ル

の

絶

対

精

神

の

哲

学

か

ら

生

成 

し
た
も
の
で
あ
り
：

へ
ー
ゲ
ル
が「

欲
望
の
体
系」

：
の
特
徴
づ
け
に
使
っ
た
ィ 

ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
の
無
条
件
的
な
継
眾
は
、
経
済
学
批
判
へ
、と
■発
展
し
た
. 

の
で
あ
る
。(S. 

60)

.
こ
の
第
'一
歩
が_ 『

へ
！
ゲ
ル
国
法
論
批
判』

で
な
さ
れ
て
い
る
.
.の
で
あ
る
。
 

根
本
的
な
議
論
は
さ
し
あ
た
り
フ
ォ
ィ
エ
ル
パ
ッ
バ
' 
の
そ
れ
と
異
な
る
も
の
で 

は

な

い

。

へ

ー

ゲ

ル

が
#
豸
に
対
し
て
あ
た
え
た
1「

論

理

的

.
•
.
形

而

上

学

的

諸
 

規

定」

は

「

現

実

的

認

識

の

仮

象

」

，に
.す
ぎ
ず
、
特
胄
の
対
象
の
特
殊
性
を
え 

が
き
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
0.
て
へ—

ゲ
ル
哲
学 

が

祌

学

の「

最
後
の
合
理
的
支
柱」

.で
あ
っ
た
よ
ゔ
に
、

マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て 

も
.、
そ
れ
は
、「

政
治
的
祌
学」

で
あ
っ
た
。.(S

し
：

62. 

f
r
.

た
と
え
ば
、
.
■へ
|
ゲ 

ル
は
市
民
社
会
と
政
治
的
国
家
と
の
分
裂
'.
'
対
立
を
え
が
い
て
い
る
が
、
他
面 

で
は
、
こ
の
分
裂
を「

理
念
の
必
然
的
契
機」

：.
と
み
な
し
て
分
裂
し
で
い
る
両 

極
を
概
念
に
よ
っ
て
.
.，

「

媒

介」

し

よ

ぅ

と

す

る

の

で

あ

る

。

し

か

し

'

実

在

し 

て
い
る
両
極
を
概
念
に
よ
っ
て
媒
介
し
、
解
決
す
る
こ
と
は
マ
ル
ダ
ス
に
と
づ 

:

て
は
、
原
理
と
し
て
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
対
立
そ
の
.も
の
：を
原
理
と
す 

る
世
界
が
、
そ
れ
自
身
の
原
理
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
，可

能(

で
あ 

る
。
そ

こ

か

ら「

固
有
な
対
象
の
固
有
な
論
理J

.

が
要
求
さ
れ
る
。

こ
こ
に
明 

ら
か
に
、

.マ
ル
ク
ス
が
哲
学
の
批
判
か
ら
経
済
学
批
判
へ
.と
歩
み
入
る
道
が
明 

ら
か
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
.『

国
法
論
批
判』

で
は
"
こ
の
点
は
ま
だ
プ
ロ
.ク
ラ 

ム
と
し
て
と
ど
，ま
つ
て
い
る
。
市
民
社
会
の
具
体
的
•
経
驗
的
分
析
は
な
さ
れ

\

 

1

:

0

0

C

三 o

 
八)

.て
お
ら
ず
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
歴
史
的
事
実
は
.、
ほ
と
ん
ど
ヘ
I
ゲ
ル
. 

か
ら
引
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
.へ
I
.ゲ
ル
的
な
立
憲
君
主
制
国
家
.に
対 

し
て
理
想
的
な
人
間
共
同
体——

「

デ
：モ
ク
ラ
.シ
ー」

.
_が
"抽
象
的
に
対
置
さ
れ
. 

て
い
る
の
み
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
：で

注

意

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

は

、.

マ 

ル
ク
ス
も
ま
た
先
入
的
な
抽
象
的
論
理
的
ィ
デ
.
.オ
ロ
>キ
ー
を
社
会
現
象
■の
な
か 

に
、
も
ち
こ
ん
.で
解
釈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
石
。
そ
れ
は
、

フ
オ
ィ
エ 

ル
バ
ッX

か
ら
う
け
つ
が
：れ
た
、
人

間

の「

本
質
1-
'
と
か
、「

国
家
の
本
質」

.と 

か
の
理
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
，こ
れ
は
、
；マ
ル
ク
ス
が
へ
ー
ゲ
ル
を
非
難
し
た 

当
の
事
柄
な
の
で
は
な
い
か
。V
マ
.：ル
.ク
ス
が
.へ
ー

ゲ

ル

に

反

対

し

：て
い
る

す
べ 

て
.の
こ
と
は
、
か
れ
自
身
の
推
論
に
も
あ
て
は
ま
.る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
 

本
書
の
最
大
の
論
点
で
あ
り
、
更
'に
次
章
で
経
済
学
批
判
と
の
関
^
で
検
討
さ 

れ
る
。
'

.『

国
法
論
批
判』

の「

デ
モ
ク
：ラ
シ
ー」

の
.思
想
は
、'『

独
仏
年
誌』

の
第
一
論 

文

『

ユ
ダ
ャ

人
問
題』

の
な
か
で
展
.開
さ
れ
て
い
る「

政

治

と

「

入
間 

的
解
放」

の
区
別
の
思
想
に
直
接
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ 

て
い
る
真
の
.自

由

は「

政
治
的
解
放」

.
で
は
.な

く

て「

人
間
的
解
放
ゾ
に
ょ
っ 

.

.

.
て
生
ず
る
と
い
う
思
想
に
ょ
っ
て
.、

へ.丨
ゲ
ル
の
.
.

「

客
観
精
祌」

.
の
体
系
は
逭 

大
な
修
正
を
う
け
る
。

つ
ま
り
、
も
は
や
国
家
で
は
な
く
て
社
会
が「

人
倫
の 

，王
国
1-
を
完
成
さ
せ
.る
：.も
の
.と

な

る

，
。
'
.第
一
一
論
文.
.

『

へ
1
ゲ
.，ル
法
哲
学
批
判
，序 

説』

，
に
：
お

い

て
.「

人
間
的
解
放」

の
実
現
の
道
が
.示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の 

■革
命
の
.社
会

的

諸

前

提

の

一

I 、

三
の
見
解
を
.度
外
視
ず
れ
ば
、
新
し
い
展
開
は 

な
い
。
と
り
わ
げ
近
代
国
家
の
社
会
的
基
磔
i

ホ

民

社

会

^

_

の

分

析

は

見 

出
さ
.れ
な
い
。
.し
た
が
■つ
.て
つ
ぎ
の
亊
実
が
強
調
さ
れ
る
。

『

序
説』

に
お
け
る
プ
P
レ
タ
リ
ア
丨
ト
の
発
見
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
I
ト
に
ょ 

る

「

全
体
的
な
革
命」

と
い
.，
う

思

想

、

'
.す
な

わ
.ぢ

：
■
マ̂
ク
ス
；
.の
.「

青

年

へ

ー

.ゲ 

ル
.派
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
.

の
革
命
的
陣
営
へ
.の
.移
行
1-
:
'は
.、

最
初
は
ま
.っへ 

た
く
歴
史
^

.経

.験
的
分
析
か
ら
生
れ
た
も
の
.で
な
く
、
.
■フ
ォ
イ
エ
'ル
..バ

ツ

パ' 

の

宗

教

批

判

の

.命

題

の

徹

底

化

と

へ

ー

ゲ

ル

：
の

「

客

観

的

精

神

」

の

根

本

的

な 

構
造
顚
倒
と
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
.^
、
経
験
的
分
析
は
、
,こ
の
あ
と
か
ら
続
：
 

い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
パ(

S
.CO
1) 

.

.

‘

し
た
が
っ
て
、

マ
ル
ク
ス
の
分
析
に
お
い
.て
、
，
せ
い
ぜ
い
、
仮
説
的
な
前
提 

と
し
て
も
ち
こ
ま
れ
た「

ド
イ
.ツ
に
お
け
る
ラ
デ
イ
カ
ル
な
革
命
の
可
能
性
- 

は

か

れ

.の
手
で
た
だ
ち
に
’

お
.か
し
が
た
い
確
信
と
.な
る
の
で
あ
る
。)

」

の 

ょ
う
に
、

マ
ル
ク
ス
が
、
議

論

を「

ア
：ン
.チ
テ
！
ゼ
的
に
卜
窮
極
に
.ま
で
す
す 

め
，た

真

の

動

機

ば'
ド
イ
ツ
小
市
民
の
凡
俯
さ
に
対
す
る
か
れ
の
。フ
ロ
テ
ス
ト. 

.で
あ
っ
た
と
述
べ
.て
い
る
。

.第
三
章
で
は
、

マ
ル
ク
ス
の
.経

済

学

批

判

が

最

初

：：に

定

式

化

さ

，れ

て

い

る

と 

み
な
さ
れ
る『

経
済
学
>
哲
学
丰
稿』

が
検
討
さ
れ
.る
。
ま

ず

「

経
済
学
此
判 

の
認
識
目
的」

が

『

独
仏
年
誌』

で
あ
た
え
ら
れ
た
構
想
の
具
本
七
.

(

プ
ロ
レ 

タ
リ
ア
ー
ト
を
生
み
出
す
現
実
.の
物
質
的
条
件
の
解
明)

と
し
て
把
.握
さ
^
る
°.
. 

著

者

に

ょ

れ

ば

、

そ

の

た

；め

.の
素
材
を
提
供
し
た
の
が
、
古
典
派
経
済
学
で
あ 

り

そ
の
概
念
的
装
置
が
ぐ

ド
イ
ツ
■古
典
哲
学
，
と
り
わ
け
、
へ
I

ゲ
ル
のr

精 

神

現

象

学』

，
の

諸

概

念

であ
り
.
、
フ
ォ
イ
エ
ル
、、ハツ

ハ

の

宗

教

批

判

の

^

題

で
 

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
方
法
に
お
.い
て
、
根
本
的
に
古
典
派
経
済
学 

と
は

相
遠
し
て
い
.る
。

•

マ
ル
ク
ス
は
、
.古
典
派
経
済
学
の
.科
学
的
業
績
と
し
て 

さ
ま
ざ
ま
な
相
互

に

疎

遠

：な

富

の

諸

形

態

を

そ

れ

ら

：の

.内
的
統
：.一
に
還
元
し
た
ド
こ
と
を
認
め
な 

が
.ら
、
し
か
も
.経
済
的

諸

関

係

を「

発
生
的
に」

.
展
開
せ
ず
、「

あ
た
え
ら
れ 

た
前
提」

の
み
を
見
出
し
> .
経

済

法

則

を

「

自

然

法

則」
の
：形

態

ヤ

叙

述

し

：た 

こ
.と
を

批

判

す

石.。：(
Th
e
o
r
i
e
n

pi<ber 

den 

Mehrwert, 

Stuttgart. 1
9
1
9
,

日

. 

s. 

5
7
1
f
; 

Kapital 

s

”ob
7
r 
K
;t
;

t
a
l 

In. 

s
.

00

S
4 

f )
.

た
し
か
に
マ
ル
ク
ス 

は
.、『

共

産

党

宣

言

』

や

『

ド

ィ

ク•
ィ
デ
ォ
ロ
ギ
.丨』.

の

な

か

：
で

、
.-
人

間

や

国
 

.

家
の
.「

本
質」

に
.つ
い
て
の
抽
象
的
弁
舌
を
批
判
し
て
い
る
。
.マ
ル
ク
ス
.
の

認
' 

識
し
た
革
命
は「

産
業
的
定
在」

■の
運
動
.を
>
お
し
て
の
み
具
体
化
さ
れ
う
る 

も
の
.で

あ

っ

た

が

ら

，で
.あ
る
。
永
遠
に
妥
当
す
る
.本
質
で
は
な
ぐ「

資
本
主
笼 

的

生

産

め

自

然

法

則

」

を

「

歴

史

的

，
論

理

的

具

体

物

」

と

し

て

把

握

す

る

'こ 

と
が
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

へ
ー
ゲ
；
ル
.と
同
様
に
i

ル
.クx

も
、
現
象 

と
本
質
と
を
区
別
し
、
た
ん
；に
現
象
す
る「

外
的
な」

形

態

と「

内
的
な」

形 

態
と
.を
区
別
ず
る
こ
.と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
1資
本
論』

.に

.お

.い

.て

「

も
し
事 

物
の
現
象
形
態
■と
.本
質
と
•が
直
接
に
一
.致
す
る
■な
ら
ば
、.
.お
ょ
.そ
科
学
は
余
計
- 

な
も
，
. の
，
 
で
あ
ろ
う 」

. 
と
述
：
 
ベ 

「

資
本
の 

|

般
的
で
必
然
的
な
諸
傾

向

は

そ
れ
ら 

の
現
.象
諸
形
態
か
ら
区
別
さ
る
べ
.き
で
あ
.
.るJ.

と
主
張
し
て
い
，る
。(Kapital. 

臼
.
.
S
.
OO
7
0
, 

I.S. 

3
3
1
.
)

こ
の
ょ
う
な「

明
白
な
た
ん
に
現
象
す
る
運
動
を
内 

的
な
現
実
的
な
運
動
.
.に
還
元
す
る
マ
'ル
.；ク
ス
の
試
み」

.は
、，
か
れ
が
へ
.丨
ゲ
ル 

を
.非
難
し
て
い
る
と
同
じ
；こ
/と
£
帰
着
す
る
の
で
は
な
い
か
。
，ま
さ
に
剰
余
商 

値
の
利
潤
、
利
子
、
地
代
に
対
ず
る
-^
係
は
、

へ
I
ゲ
ル
の
理
念
が
歴
史
や
国 

家
.に
対
し
て
か
っ
た
関
係
と
同
じ
.な
の
'也
は
な
.い
が
。
•フ
レ
ン
ゲ
は
、

マ
ル
ク 

ス
価
値
論
の
.な
.
.か
^
':
'
精
神
の
：自
己
発
展
に
関
す
る
へ
r
ゲ
ル
の
.教
義

の

経

済

. 

学
的
改
作
を
.み
.て
い
る
'の
.で
.あ
_る
。•..(plengfe,.....a.a.p,. S.

-
1
5co
.
>
.
,
.

つ

き

つ

め

'
.
.
て

い



う

な

ら

ば
;-
'

:

.マ
，
ル
；

'
ク

涔

の

瘙

済

学

批

判

0
な
^

つ
ら
ぬ
.い
て
い
る
七
い
う
の
で
あ
る
"
著
者
は
、
.
こ
の
問
題
に
対
す
る
全
面
的 

な

展

開

は『

資
本
論』

の
方
法
.と
.構
成
と
の
詳
細
な
分
析
が
前
提
と
さ
れ
る
か
、
 

ら
と
い
う
，理
由
で
、
全
体
に
わ
た
っ
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

マ
ル
ク 

メ

の

経

済

学

批

判

に

滲

透

し

尤

い

る

：こ

.の
;,
形

而

：
-1
1
'学

的
:̂

梃

本

傾

向

は

へ

『

手

、 

稿』

か
ら
解
切
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
傾
向
は
、『

手
稿』 

に
お
い
て
は
>
後
の
労
作
ょ
_り
も
、：
明
ら
か
&
純

粋

な

形

で

あ

ら

：わ

れ

.て

い

る 

か
ら
r
:つ
，
ま
り.、『

手
稿』v
に
，お
.いV

 

:は
;:
'
端
的
に
い
っ
へ
て
':
,

「

価

霞

則

」

の 

分

析

：は
：な

さ

れ.て
お
ら
ず
、
し
た
.が

^
て
、
経
済
的
諸
関
係
は
、

V

そ

の

内

的

：な. 

本

質

的

な「

S
本

霞

1-
'
に

還

元

さ

れ

て

；い
へ
な
い
、
で
，

「

人

間

的

本

員

」

と
い 

う

ょ

う

な「

形

而

上

学

的

」

，な

ィ

デI
と
対
決
さ
せ
ら
れ
てi

る
か
ら
で
あ 

る

。

そ

し

て

，；；

『

資

本

論』

，
は
、.も

は

や『

手

稿
8=
';
の
方
法
を
そ
の
ま
ま
、う
け 
'つ 

い
で
い
る
の
で
は
な
い
が
.、

明

ら

か

：に

そ

の

成

果

の

上

に

築

が

：れ

て

い

る

の

で 

あ
る
と〗

い
う
。
一
と
い
.う」

の

は『

手
稿』

：
は
，
'『

資
本
論』
.に
.お
い
て
、
現
実
的 

運
動
が
還
元
さ
れ
る
本
質
的
な
形
態
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
も
め
：を
、
す
で 

に
あ
ら
か
じ
办
規
定
し
て
い

る
か
ら
セ
あ
荅
。
ゝ
そ
れ
は
、f

手
稿
.

』
.に
お
い
て 

「

労
働
す
る
人
間
の
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト

へ
の
，価
値
低
下
、
か
れ
の
労
働
の
他 

の
人
間
に
ょ
る
獲
得
な
ど
が
、
.

(

経

済

関

係

の

判

断

の

：た
.め

の

決

定

的

視

点

と

し 

て

規

定

さ

れ

て

い

：る

」

3
,
%)

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
.

著
者
竹
、

こ
の
観
点
か
ら
，『

手
稿』

に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の

方
法
が
い
か 

に
へ
丨
ゲ
ル
の
方
法
と
類
似
し
て
い
ー
る
か
を
、
従
来
の
研
究
：

と
り
わ
け
、

マ 

ル
ク
ー
ゼ
と
，
.ル
カ
ー
チ
の
.「

若
.き
へ
ー
ゲ
ル
の
研
究』

を
利
用
し
て
あ
と
、つ
. 

け
て
い
る
。『

#
稿』

の

「

胄
働」

、

「

外
在
化
さ
.れ
た
労
働」

1「

私
有
財
産
卜

:
-^
v'
资

だ

：概

念

奪

分

析

し

、
：

『

手

稿』

,
の

分

析

視

角

の

人

間

学

的

：
，
存

在

論

的 

:根

本

傾

向

：
が

韻

調

さ

：
れ

る

'̂
:『

資

本

論』

：
0
暗

黙

の

前

提

；と

な.0
て

い

る

も：
 ̂

ヾ

一
経

済

学

批

判

め

哲

学

的

性

格

：一

が

'『

手

稿』

-
に
お
：い

て

自

ち

が

'に

あ 

ら
わ
れ
て
い
る
と
結
論
す
る
。

こ
の
議
論
は
、
.従
来
の
研
究
が
集
中
し
て
い
る 

部
た
け
に
か
な
り
詳
細
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、

と
く
に
著
者
の
新
し
い
'

、
視

角

：
は

見

ら

衰

ぃ

，

.：ゾS
 

'

第

四
章
で
は『

神
聖
家
族』

と

『

ド
イ
ツ
.
•イ
デ
オ
口
ギ
ー』

が
と
り
あ
げ 

ら

れ

る

.0

.

:

著
者
は
、

マ
.ル
ク
ス
.の
思
想
の
発
展
に
お
け
る『

ド
イ
：ツ
•
イ
デ
す
ロ
ギ
ー』

:

の
.意
義
を
.
.
.
つ
.
.
'
ぎ
.の
点
に
.み
と
j
:め
_て
.い
，る
.。：.
.

『

ド
イ
グ

...ST

デ
オ
.
.ロ
ギ
I』

.
に
お
い
. 

て
は
，『

へ
'丨
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序
説』

で
あ
た
え
ら
れ
た
構
想—

「

プ

口
，レ

.タ

.リ

.ア

-
の
..全
体
的
革
命
に
ょ
'る
哲
学
.の
.
.止
揚
1-
と
'い
...
ぅ
若
き
.1マ'ル
ク
ス
：の

根

本

思

想

：が

，

一

個

の

包

括

盼

な

：歴

史

哲

学

で

あ

る

史

的

唯

物

論

 < 
と
発
展
さ 

:

れ
て
い
る
点
で
ぁ
る
。
づ
：ま
り

、

著
者
が
初
期
！

y

ル
ク

ス
の
根
本
思
想
と
し
て 

ン
把
握
し
：：た「

哲
学
の
実
現
に
ょ
る
贫
学
の
|1
-
揚
«-
-と
い
ぅ
テ
ー
ゼ
が
、『

ド
イ
ツ
. 

イ
デ
オ
.ロ
：
 

•キ
I
J
.
.
:

に
お
.
'
.
い

ー

て

徹

底

的

.

.に
完
成
.さ
れ
で
い
る
と
い
ぅ
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
、
第
一
に
、
は
じ
め
は
プ
ロ
レ
タ
少
ア
ー
ト
に
の
み
関
連
し
：：て
い
た
革
命 

.の
■テ
ー
ゼ
"が
深
化
さ
れ
、
革
命
の
お
こ
な
わ
れ
る
社
会
の
客
観
的
諸
条
件
の
解 

'.
明
を
め
ざ
：す
ょ
り
広
汎
な
理
論
の
.基
礎
がf

立
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
'第
一
一
に
、' 

哲
学
批
判
が
、
意
識
形
態
一
般
の
社
会
的
基
礎
に
む
け
ら
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー 

批
判
へ
と
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
.と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
す
べ
て
の
意
識
形 

態
の
生
成
と
機
能
と
が
解
明
さ
れ
る
現
実
の
土
台
は
、
物
質
的
•
社
会
的
生
産 

の
そ
の
つ
ど
の
発
展
段
階
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
立
場
か
ら
、

マ
.ル
ク
ス
は『

神
聖
家
族』

で
は
*
プ
.ル
ー
ノ
''
.

バ
ゥ
ァ 

丨

の

「

絶
対
的
批
判」

を

.

「

非

歴

史

的

.
思

弁

的

歴

史
解

釈」

と
し
て

批

判

し 

『

ド

ィ

ッ

，
ィ

デ

オ

卩

ギ
J

で
は
、

シ
ユ
，

テ

ィ
ル
ナ
ー
の「

唯
一
^'
',
を

r

へ 

丨
ゲ
ル
の
絶
対
精
神
の
徹
底
的
な
俗
化」

「

歴
史
の
思
弁
的
|«
1

解」

と

し

て

批 

判
し
、
そ
の
社
会
的
階
級
的
基
盤
が
、
ド
ィ
ッ
小
市
民
で
あ
る
.と
指
摘
し
た
の
. 

.で
あ
る
。

.

だ
が
、
著
者
は
、
こ
れ
ま
で
の
か
れ
の
議
論
か
ら
も
う
か
が
え

る
ょ
う
に
、

マ
ル
_ク
ス
の
：史
的
唯
物
論
も
結
局
は
、

へ
ー
ゲ
ル
の
麼
史
哲
学
の
内
容
改
作
以 

上
の
.も
の
を
で
て
い
な
い
こ
と
を
結
論
づ
；.け
る
の
で
あ
る
。
た
し
•か
に
、

マ
ル 

ク
ス

は

、
，

歴
史
の
主
体
を
へ
.丨
ゲ
ル
と
は
ち
が
っ
て
、
歴
史
的
に
実
.在
し
一
て
い 

る
も
の
に
お
い
て
い
る
。
.
そ
の
意
味
で
、；，'史
的
唯
物
論
をr

歴
史
的
内
在
発
展
. 

p
: (Eistorischer 

:
I
m
m
a
n

<t>'ntismus> 

と

呼

ん

で

い

る

。
，
し

か

し

：、

へ

 
I

ゲ
レ 

と
同
様
に
.
：.人

間

の
.歴
史
の
.歩
み
を
ア
.
>プ
リ
.オ
リ
■に
.決
定

し
'ょ
う
：と
す
る
た
パ 

.め
に
、
：
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
史
観
に
あ
ら
て
は
、
：
プ
一
レ
タ
ゾ
.ア
ー
ト
が
、

へ

ー

'. 

ゲ

ル

の

歴

史

哲

学

に

お

け

る

「

精

神」
：

と

同

樣

に

、

実

体

化

.さ

れ

て

い

る

と

い 

う
。.
つ
ま
り
、
奢

者

は

-,
>
史

的

唯

物

論

：の
.-
-
,也

產

カ

と

生

策

関

係

の

弁

証

序

.ハ 

を

、
：';絶

え

る

こ

と

な

べ

展

開
^
て
い
：

v
l
:

.つ
0;
'

/「

永

却

回

帰」

.の

過

程

と

し

て
-: 

解
釈
し
、
そ
こ
か
ら
は
、

マ
ル
ク
ス
の
い
う「

プ

P
レ
タ
リ
ア
I
ト

の
全
体
^

. 

革
命」

；
は
.導
き

.出

す

こ

.-と

は

で

き

な

い

と

.考
え
-? )
;

.

o

.な
ぜ
.
'な
ら
、
■'そ
の
.
た
：め
に 

は
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
苯
命
に
歴
史
の
劇
的
な
軒
回
占
叫
と
し
て
の
皆
別
な
地
立
を
仮
，
 

定

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

：い

亦

ら

で

あ

：る
。

.も

ち

ろ
V

『

ベ

：
丨

ゲ

；
ル
，
：
法

粗

学

批

判

.

. 

序
説』

.に
く
ら
べ
て
、
；

『

神
聖
家
族』

.：や

，

『

ド
ィ
ッ
'.
,
-
4ア：オ
7ロ
ギ
丨』

.に
お
：い
':
: 

て
は
、
歴
史
的
.，
具

体

的

分

析

が

豊

富

に

：さ

れ

->
え
：.ロ
：レ
タ
リ
ヤ
革
命
は
、
私
一

有
財
産
の
内
在
的
運
動
：の
必
然
的
な
埽
結
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

•

こ
の
こ
と
は
、
唯
物
史
観
の
命
題
に
よ
っ
て
は
展
開
で
.き
ず
、
明
ら
か
に
経
験 

科
学
と
は
矛
盾
す
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、

マ
ル
ク
ス
の
歴
史
哲
学
は
歴
史 

的

形

而

上

学

へ

移

行

し

て
.
.い
る
こ
と
に
な
る
'。
.へ
ー
ゲ
：.ル
に
.あ
ら
て
は
、.
M
史 

は
、
.そ
の
担
い
手
，

j
l
l

神
の
う
ち
に
も
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
歴
史
は
理
性
的 

な
、

内
的
氟
義
の
あ
る
過
程
ん
し
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

マ
ル
ク
ス
に 

あ

.っ
，て
は
同
じ
役
割
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
よ
っ
て
は
た
さ
れ
て
い
る
と( 

う
。
し
た
が
っ
て
、

•マ
ル
ク
ス

■の
歴
史
哲
学
は
.「

以
前
の
歴
史
的
階
級
の
う
ち 

.
に

.意

'#
さ
れ
な
v
形

態

を

プ

.口
レ
タ
リ
テ
ー
ト
の
う
ら
-に
意
識
さ
^
上

 ̂

■
k

を」

.
'も
つ

.■統

.：.一

.

.的
な「

人
類
階
級」

(

g
0
J
^
r
&.
{2
.ff
E

i)

と
.い
..う

「

形
而 

上
：学
的
虚
構」

.

.

(S.:V196 )

::
の 

す
べ
て
の
.マ 

ル
ク
大
.の
思
.想
：は
、
こ
ね
形
而
上
，学
的
根
本
構
造
：に
つ
ら
な
っ
て
い
る
と
の
べ 

る
。
た
と
え
ば
、.
'マ
ル
ク
ス
は
、
' 击
典
絕
済
学
は
、
：資
本
主
義
的
生
産
関
係
の： 

歴
史
的
性
格
を
洞
察
し
：な
い
で
、
:そ
れ
を
：.「

社
会
的
生
産
の
永
遠
.の
S

然
形 

-
態」

:と
し

て

実

体

化

し

：て

い
_る
と
い
っ
て
批
判
す
る

;0
し

か

し

.’

な

ぜ

マ

ル

ク 

ス
だ
：け
が
、
，
は
じ
め
て〗

、
経
済
的
開
係
の「

物
的
外
皮」

の
な
か
に
そ
の
歴
史 

的
核
心
を
.認
識
す
各
と
い
.う
要
來
を
か
か
げ
る
：こ
と
.が
：で
き
た
の
か
。
-
そ
れ

は
ぐ
マ
，ル
ク
ス
が
経
済
的
関
係
を
階
級
-

-

-

-そ
の
全
.生
活
状
況
が
す
で
に
こ
の

..関
係
の
.....

「

歴
史
的
な
西
定」

.な

.の

...
で
あ
る
が
.一
^

—

の
^ '
地

：
か

：
ら

考

察

し

て

.
い

る
 

か
ら
で
：あ

る

ぐ：：
-
:
.
'
/

--
^

.

.

力
：ツ
H

は
：

T

歴
史
は
い
が
に
し
3
 

f

v

プ
.

リ
才
リ
に
可
能
で
あ
る
か』

；.と 

V

う
'
問
題
に
"

,'
'

つ
^ '

の
.
.よ
^ :

に
.
答
克
沧
い
.

- ^;

す
'
な
わ
ち
.
.
.
.
p
-
予
言
备
が
出
来
事
.
 

そ
れ
自
身
を
か
た
ち
づ
ベ
り
.
、
か
.
つ
、
.あ
ら
か
じ
め
予
告
し
た
こ
と
を
企
て
る



場
合
に
の
：み
可
能
で
お
る
卜
と
。
：' マ
ル
ク
ろ
に
あ
つ

て

は

、そ
の
未
来
を
自
分 

で
.か
た
ち
づ
く
る
と
こ
.ろ
：の(

予
芽
ロ
者
は
ナ
理
論
に
%'
い
て
0-
3
意
識
に
た
0
し 

た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
る
。」

(
P
1
9
7
)

'■

•

:
: 

ノ
：
 

：
.

,:
;

■

'

■,
:::..•:..'

,
'.
.

㈢,

.

 

:

'

:

.

:

:

■'
;
.

•
+
. 

:
• 

.

. 

. 

• 

.

.

.

. 

'
-'. 

.

.

.

.

.

.
 

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.
'

以
上
に
ょ
つ
て
、
最
近
の
傾
向
的
な「

西
欧
的」

.マ

ル

ク

ス

解

釈

が

.'
ど

の
 

ょ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
か
な
り
明
確
に
う
か
が
え
る
と
思
う
。

い
史
、
:
こ
こ 

で
本
書
の
基
本
的
立
場
を
全
体
的
，に
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、:
最
後
に 

若
干

©tr: 
メ 
：ン
ト
を
つ
け
如
兄
.て
始
こ
う
。

::
::

.
■
' 

本
書
は
、
'.
初
期V

ル
タ
ス
：
の

生

成

史

的

研

究

：か

ら

み

た

：
場

合

-'
:
資
料
的
に
ニ 

は
'
ほ
と
ん
ど
従
来
：の
研
究
を
凌
駕
ず
る
点
は
な
：い
と
思
：う
。ソ
初
期
マ
ル
：ク
ス 

の
生
成
史
的
研
究
の
観
点
か
ら
問
題
と
な
を
占1
は
、

㈠
、
.

『

国
法
論
批
判』

に

;
.
. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

.
;
r

お
け
る
フ
才
‘ィ

エ

ル

バ

：ッ

ハ

の0

#
を
過
小
評
価
す
る
点
、，(

こ
れ
は
逆
に
い
え 

ば
へ
丨
ゲ
ル
0'
過
夂
_
価
に
関
係
す
る
。)

㈡
、
，
へ
ー
ゲ
；ル

法

哲

学

批

判

と

平

行 し
て
マ
ル
ク
ス
が
は
じ
め
て
い
た

':
'
歴
.史
研
究
を
ま
0
た
く
評
価
し
て
い
な
い
. 

V
Vと
。：'.
'
-
:

I
T

と
べ
に. 『

独
.仏
.年
誌
：

』

.：に
お
计
る
フ
.ー
フ
ン
：ス
社
会
主
義
の
結
び
つ 

き
を
評
価
し
て
い
な
い
と
む
。
#

、
,経
济

学

批

判

が

，、

『

手

^』

自

階

に

直

接 

ひ
身
も
ど
さ
れ
て
解
釈
さ
抝
、
本
来
の
経
济
学
批
判
0.
も

：つ

意

義

が

把

揮

さ

れ 

て

ぃ

な

い

；
A
と

。
'
㈤
、：

.

『

手

稿』；：

か

ら
'『

ド
ィ
ッ
ネ
デ
ォ
ロ
ギ
J

へ
の
発
展 

'
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
.で
い

：な

い

こ
：：

と
。

な

ど.の
諸
克
を
あ
げ
る
こ
：と
が 

で
ぎ
る
と
思
：ぅ
，

こ
：れ
ら
の
問
題
点
は
、；
根
本
的
に
は
、
著
者
が
へ
ー
ゲ
ルー

 

,

々
ル
.ク
ス
関
係
の
み
を
菡
本
的
な
軸
と
し
て
.考
察
し
、：
.マ
ル
ク
ス
の
全
体
に
.わ 

た

0-
.て

そ

の

：

「

形

而

上

学

的

」

，
：
思

弁

哲

学

を

；み

る

立

場

.に
関
速
し
て
い
る
。
従 

.来
の
研
究
が
，『

手
稿』

>
に
.集
中
さ
れ
.て
い
る
だ
け
に
、
:-
.
'本
書

が『

承
稿J

か
ら 

『

'ド
ィ
ツ*

ィ
デ
.才
..ロ
ギr-. 』

_

へ

と

研

究.を
す
す
め
て
^>
.る

点
'^
.
'
こ

れ

を

評

価 

:
し
た
1>
が
、
著
者
が
、
'以
上
.の
ょ
ぅ
な
立
場
を
強
調
す
る
た
め
に
、.
と
り
わ
け 

第
四
章
O'
分
析
は
十
分
内
在
的
'に
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
問
題
が
の
こ
さ
れ
て
い 

る

と

考
え
ら
れ
る
。

.
' 

6
':
-,

.
新

刊

紹

介

ノ

尾
藤
正
英
著

『

日
本
封
建
思
想
史
研^-』

学
界
に
は
時
と
し
て
無
批
判
の
ま
ま
に
不
正
確
な 

知
識
や
先
入
観
が
科
学
的
な
ょ
そ
お
い
の
下
に
通
説 

と
な
り
，定
説
と
しV

市
民
権
を
獲
得
し
て
い
る
場 

合
が
多

.1
'
。
と
れ
を
批
判
し
、
そ
れ
に
対
し
て
新
し 

い
主
張
を
展
開
す
る
.こ
と
は
、
少
く
と
も
そ
の
主
張
' 

を
衷
付
け
る
|
た
る
十
分
な
.る
検
討
と
、
激
し
い
情 

熱
と
を
必
惡
と
■す
る

で

あ

ろ

ぅ

。
.日

本

思

想

史

と
く
- 

に
藉
雜
体
制
下
の 
封
建
思
想
の
研
究
に 
お
い
て
も
、
 

今
日
ま
で
幾
つ
か
の
定
説
が
存
在
し
て
い
た
。
わ
が
. 

国
封
逮
思
想
.の
思
想
構
造
と
そ
の
性
格
規
定
、.
さ
ら 

に
そ
の
'思
想

的

根

源

を

探

る

こ

と

は

最

.も
重
耍
が
る 

課
題
の
一
つ
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は

ま
ず
わ
が
国
封
建 

恐

想

と「

朱
子
学」

と
を
関
速
づ
け
て
把
握
す
る
こ 

と
を
中
心
と
し
て
論
ぜ
為
れ
て
来
た
。
.

と
く
に
、

封
. 

建
的
政
治
思
想
の
解
明
に
お
い
て
果
さ
れ
た
丸
山
真 

劣
氏
の
主
張
は
極
め
て
ユ
-

1

丨
ク
で
あ
り
、
す
で
に 

学
界
の一

つ
の
.共
有
財
産
と
し
て
、
い
わ
ば
定
説
と 

な
り
つ
つ
あ
っ
た
*
し
か
し
今
日
で
は
丸
山
氏
の
研

新

刊

紹
•■
.介
'

:

究
成
果
を
各
自
の
研
究
.の
出
発
点
：に
ず
え
な
が
ら
、
 

.こ
れ
を
批
判
克
服
せ
ん
と
す
石
努
力
が
思
想
史
研
究 

の
分
野
で
起
り
つ
つ
あ
り
、

す
.で
に
そ
.

の
研
究
を
発 

表
し
つ
.つ
あ
る
研
究
者
が
.現

れ

て

い

る
。
本
書
の
著 

者
尾
藤
正
英
氏
も
か
か
る
研
究
者
群
の
一
入
で
あ
.っ 

て
、
す
ぐ
れ
た
問
題
視
角
と
鋭
敏
な
.る
思
索
と
綿
密 

な
る
検
討
の

下
に
集
成
さ
.れ
た
本
書
は

と
く
.に
注
目 

に
値
す
る
。

.

著

者

は

過

去

..の

研

究

に

お

い

て

わ

が

国

封

建

思

想 

を
安

易
'に
 

'

「

朱
子
学」

と

-^
.び
つ
け
、
直
結
的
把
握 

に
終
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
疑
問
を
提
起
し
、

. 

朱
子
学
の
思
想
が
社
会
的
歴
史
的
事
情
の
異
な
る
日
. 

本
社
会
に
お
い
て
た
ど

っ
て
を
っ
た
運
^

を
^
り
、
 

そ
れ
と
の
関
速
に
.お
い
て
-0
本
に
.お
け
る
封
建
的
思 

惟
の
あ
，り

方

、

さ

ら

に

封

建

制

そ

の

も

の

の

あ

り

方 

を
解
明
す
る
こ
と
を
目
標
と
し

.た
。(

は
し
が
き) 

著
者
は
わ
が
国
封
建
遇
想
を
認
識
す
る
た
め
に
、
江
. 

戸
時
代
前
翔
の
数
人
の
学
者_

_

^
闇

奇

と

藤

樹

、
.
_
さ 

ら
に
直
方
と
蕃

山——

を
対
象
と

し
て
取
上
げ
、
過 

去
の
通
説
へ
の
批
判
を
試
み
た
。
ま
ず
序
に
お
い
■て 

「

近

世

儒

学

阢

究

の

課

題

」

を

論

じ

、

本

論

第

：一

部

. 

に
お
い
.て
，
著

者

は「

体
制
に
対
す
る
擁
護
者

的
立 

場」

と

し
て
闇
斎
の
'思
想
を
対
象
と

し
、
.闇
斎
学
と 

朱
子
学
と
の
異
質
性
を
強
調
し
、
闇
斎
学
の
--
%
-つ
.社
.. 

会

的

意

義

を

検

討

し

、

ぞ

れ

を

成

立

さ

せ

た

-'「

社
会

的
需
要
,-
を
明
由
に
せ
ん
と
し
た
。
崎
門
学
派
は
崎 

門

三

傑
g

方
.*

綱
斎
、
尚

斎)

を
通
じ
展
開
し
た 

が
、
開
斎
に
よ
り
破
門
を
ぅ
け
た
直
方
の
思
想
に
と 

く
に
注
目
し
、
そ
こ
に
崎
門
学
派
の
主
流
と
目
さ
れ 

る
思
想
構
造
を
論
じ
て
い
る
。
闇
斎
丨
直
方
の
思
想 

J

を
検
討
す
る
こ
と
.に
よ
っ
て
、
全
体
と
し
て
の
崎
門 

学
派
が
如
何
に」

幕
藩
体
制
擁
護
的
作
用
を
な
し
た
か 

を
^
白
.に
‘し

思
忍
構
造
と
し
て
.

「

朱
子
学」
と
の 

相
異
性
を
と
く
に
力
点
を
お
い
，て
主
張
し
た
。

.
第
二
部
に
お
い
て
著
者
は「

体
制
に
対
す
る
批
判 

表
的
立
場J

に
立
つ
学
者
と
し
て
藤
樹
丨
そ
の
弟
子 

の
蕃
山
の
思
想
を
対
象
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
：藤
樹 

\

の
朱
子
学
的
思
想
の
変
質
、
思
想
形
成
の
過
程
を
、

陽
明
学
と
の
関
速
に
お
い
て
検
討
し
、
藤
樹
学
と
陽 

明
学
と
の
類
似
と
相
違
と
を
明
白
に
せ
ん
と
し
た
。
 

藤
樹
学
に
見
ら
れ
た
体
制
批
判
者
的
見
解
の
本
質
を 

探
り
、
-藤
樹
を
し
.て
か
か
る
思
想
.を
懐
か
せ
る
に
至 

0

./
C
社
会
史
的
背
景
の
検
討
に
及
ぶ
。
藤
樹
学
は
淵 

岡
山
と
熊
沢
蕃
山
と
に
よ
り
ニ
；分
さ
れ
.

て
行
く
が
、

.
著

者

ほ

主と
し

て
^
山
を
対
象
と
し
、
旧
来
の
蕃
山 

理
解
に
批
判
を
加
え
.つ
つ
、
蕃
山
の
歴
史
的
評
価
.を
' 

試
み
て
い
る
。
 

.

■:
紙

面

の

関

係

.で
個
々

の
内
容

を

詳

細

に

紹

介

検

討 

す
る
こ
.と
は
出
来
な
い
が
、

氏
の
す
ぐ
れ
た
洞
察
と 

非
常
な
る
努
力
と
'は
：日
本
封
建
思
想
史
研
究
に
対
し

,
1
6五

.

(

三
：'ー/三)


