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で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
さ
し
く
隅
谷
教
授
の
い
わ
れ
る
ょ
う
に
、「

労
働
運
動 

は
.自
己
踩
タ
ヵ
ち
の
回
復
を
主
張
す
る」

(

四
八
頁)

も
0
..で
あ
‘る
な
ら
ば
、，ま 

す
ま
す
も
っ
て
.、
こ
の
ょ
う
な
僩
題
1
識

が

強
;:
<

意

識

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
 

' 

.い

は

ず

：で

あ

る

：。

一

.
.

.

■■
;

;
■

'

:
■'
*

-

.
へ

い
：

:

:: 

.

.し
か
し
、
隅
谷
教
授
の
提
唱
さ
れ
る「

労
働
経
済
論」

と
.
.「

自
已
疎
外」

の
；
 

問
題
が
、.

I

体
ど
う
結
び
つ
く
の
で
あ
ろ
う
，か
。
，教
授
は
、.
.7
ン
卜
い
い
キ
ル
. 

ッ
を
引
用
し
て
"

「

疎
外」
の
問
題
こ
そ
、
労
働
運
動
の
新
し
し
.動
因
で
あ
り 

う
る」

(

八
〇
5

こ
と
：を
認
め
、
オ
ー
エ
ン
や
マ
ル
ク
ス
そ
し
て
鈴
木
文
治
の 

友
愛
会
の
運
；̂
の
な
.か
.に
疎
外
か
ら
.
の
解
放
の
存
在
を
強
調
し
て
い
る
の
.で
あ 

.る
が
、
こ
の
場
合
,'

著
者
は
疎
外
と
い
う
も
の
を
、
；
た
ん
な
る

r

人
間
性
.の
回 

復」

’
と
し
て
と
ら
え
る
観
点
を
出
る
こ
と
が
.
で
き
な
い
。
'
オ
ー
■エ
：
ン

と

、
マ
'
.
ル

ク 

ス
そ
し
て
友
愛
会
.の
運
動
を
並
列
し
てr

疎
外」
か
ら
の
解
放
と
い
う
共
通
項
を 

見
出
す
著
者
の
立
場
は
、
い
わ
ゆ
^

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
で
あ
ろ
う
が
、
 

こ
れ
ら
を
同
一
於
元
に
お
い
て
、
そ
こ
か
ら「

疎
外」

の
問
題
を
導
ぎ
出
す
こ 

と
自
体
、
経
済
学
的
に
み
て
正
.
レ
い
と
レ
ん
か
’

あ
ろ
う
^ *
-
°,

だ
る
ほ
ど
賢
者 

は
、
ゃ
は
.り
、
ゴ
ル
ッ
を
引
用
し
て
'-
分
臉
奢
ゆ
疎
外
於
ノ
現
ル
資
本
主
義
の 

諸
条
件
の
も
と
で
、
生
産
の
場
に
お
げ
る
練
外
と
な
ら
ん
で
、
消
費
生
活
に
お 

け
る
疎
外
の
.重
要
性
を
指
摘
し
，て

お

り

(

八
.一.頁)

.
、
こ
こ
，に
お
.い
.：

K
、

労

働

経
. 

済
論
と
.結
び
つ
け
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
.
疎
外
の
問
題
は
結
局
の
と
こ
ろ

「

$
 

制」

' 

の
問
題
で
あ
り
、
資
本
と
賃
労
働
の
対
立
、

つ
ま
り
、
国
家
権
力
の
問
題 

に
至
ら
ざ
る
を
克
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
>-
,

」

う
し
た
観
点
が
' 

隅
谷 

教
授
の
理
論
か
ら
は
、
ま
づ
た
く
排
除
さ
か
で
い
を
の
で
あ
つ
で
'

l

こ
に
ま 

た
、
社
会
政
策
を「

労
働
佐
^

|

か

j
f

j
.

と
レ
で
把
ぇ
か
教
發
0 -
命
理
が
を

六
〇

(

五
〇
四)

ま
れ
る
必
然
性
が
あ
り
、
.そ
こ
に
ま
た
そ
の
理
論
の
一
面
性
が
存
在
す
る
。

.

わ
た
く
し
.
は
い
ま
、
教
授
の
社
会
政
策
論
に
つ
い
て
ふ
れ
る
余
裕
は
な
い 

が
、
隅
谷
教
授
は
: '

折
角
労
働
運
動
に
お
け
る「

疎
外」

と
い
う
新
し
い
問
題 

: ^

提
f e
--
$

れ
な
が
ら
_

そ
の
展
開
.が
き
わ
め
て
不
徹
底
な
形
で
終
り
、
賃
労
勸 

の
自
己
展
開
の
な
か
に
、
労
働
問
題
の
一
切
を
解
消
せ
し
め
、
そ
の
社
会
政
策 

論
に
お
い
て
も
、
資
本
と
賃
労
働
と
の
対
立
?

資
本
制
蓄
積
の
一
般
的
法
則) 

と
い
う
視
点
を
：

|

貫
し
て
と
フ
て
お
ら
れ
な
い
た
め
'
に
、
賃
労
働
と
の
関
係
に 

お

い

て

、

機

械

的

に
;:
'

資

本

の

側

か

ら

一

方

的

に

出

て

く

る

と

い

う

論

理

が

展
 

開
さ
れ
る
と
と
と
な
る
。，
；
れ
•は
大
河
内
理
論
へ
の
批
判
と
い
う
形
で
出
発
し 

な
が
ら
、
激
局
、
こ
れ
と
同
じ
轍
を
ふ
む
こ
と
に
な
ら
な
い
^

あ
ろ
う
ト
。

.

.本

.書
の
中
核
的
部
分
と
も
い
う
べ
き「

賃
労
働
の
理
論」

.を
中
心
に
批
判
を 

試
み
た
の
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
、
本
書
は
論
文
集
で
あ
る
た
め
重
複
が
多 

く
、
ま
た
教
授
の
理
論
的
な
把
握
が
実
態
的
な
分
析
の
な
か
で
ど
の
ょ
う
に
生 

か
.
さ
れ
て
い
る
の
か
不
明
な
部
分
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
後
年
の
現
状
分
析
の 

部
^

は

，
独
立
の
論
文
の
集
成
と
し
て
み
た
場
合
、
興
味
深
く
、
..教
え
ら
れ
る 

と
こ
ろ
が
多
か
■
っ
た
。'(

日
本
評
論
社
.

一
九
六
五
年
九
月
刊
.
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,V
/

上
原
専
禄
氏
は
嘗
て「

歴
史
学
序
説」

に
お
い
て
、
日
本
に
お
い
て
は
何
故 

真
の
.意
味
に
お
い
て
学
派
I

官
僚
制
的
徒
党
や
私
的
扈
於
0 '
で
は
な
い
I

 

が
形
成
さ
れ
な
い
か
、
何
故
歴
史
学
の
方
法
論
が
史
料
操
作
：̂i

に
®
す
る
の 

か
'を
問
題
と
さ
れ
、
こ
れ
は
ョ

ー
.

ロ
ッ
パ
歴
史
学
の
方
法
を
根
底
に
お
い
て
.支 

え
る
歴
史
意
識•

価
値
理
念
に
対
す
る
無
関
心——

正
確
に
い
え
ば
ぞ
の
斯
办 

自
体
に
対
す
る
無
智
な
い
し
無
自
覚_

_

に
由
来
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
 

そ
し
て
氏
は
、
歴
史
学
の
方
法
を
、
究
極
の
価
値
理
念一

>

価
値
関
心
i

現 

実
整
序
と
い
ぅ
全
関
速
に
お
い
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
、
と
ざ
れ
*
こ
の
方
法 

の
内
的
論
理
構
造
を
特
に
匠
の
作
品
に
つ
い
て
周
郅
に
研
究
す
べ
き
こ
と
を
. 

提
唱
さ
れ
た
。
こ
れ
は
日
本
>に
お
-い
て
、
g
己
の
価
値
理
念
に
も
と
づ
く
方
法 

を
確
立
し
、
そ
の
上
に
立
っ
て
共
通
の
問
題
意
識
を
も
つ
真
の
意
味
の
学
派
を 

形
成
す
る
ぅ
え
に
、
決
定
的
道
要
性
を
も
つ
提
言
で
あ
っ
た
。
し
.か
る
に
そ
の 

後
の
学
界
動
向
に
は
、
時
代
状
況
の
急
速
な
転
換
に
つ
れ
て
、
概
念
装
置
を
更 

改
し
て
こ
れ
に
追
随
す
义
空
し
き
試
み
忙
腐
心
す
る
か
、
型
ど
お
り
の
フ
ァ
ン
. 

ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
止
ま
る
か
、
.い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
上
原
氏
の
提
言
を
正 

当
に
う
け
と
め
-た
と
は
思
え
な
い
状
況
が
見
ら
れ
る
。
”

.

:

書

評

こ
こ
.に
紹
介
す
る
安
藤
英
治
氏
の「

マ
ッ
ク
ス
•
ゥ
ェ
I

ハ
丨
研
究」

は
、
 

正
に
ゥ
ェ
I
バ
I
の
方
法
論
を
ゥ
ェ
ー
バ
ー
の
全
業
績
と
の
関
連
に
お
い
て
、
 

又
.ョ
ー
ロ
ッ
パ
：的
精
神
構
造
と
の
関
連
に
お
い
て
分
析
し
、
.さ
ら
に
方
法
論
論 

文
執
筆
の
現
実
的
契
機
と
そ
の
方
法
論
の「

意
味」

と
を
区
別
す
る

こ
と
に
よ 

■
っ
て
、
真
に
内
在
的
理
解
.を
.め
ざ
し
た
画
期
的
研
究
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
け 

る
従
来
の
ゥ
ヱ
ー
バ
I
研
究
、
特
に
ゥ
ェ
I
バ
ー
の
か
：̂i

の
研
究
は
、

『

社 

会
科
学
.及
び
社
会
政
策
的
認
識
の「

客
観
性」

』

.ハ
の
み)

を
中
心
に
し
て
、
し 

か
も
形
式
的
•
論
理
的
側
面
か
ら
の
み
な
さ
れ
て
来
た
。
こ
れ
は
.
奶
か
象 

現
と
し
.て
の
方
法
が
、
ま
さ
し
く
論
理
な
い
し
技
術
と
し
て
う
け
と
ら
れ
て
き 

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
を
経
由
し
て
来
た
あ
る
種
の
ヴ
ェ
ー
バ 

丨
理
解
に
お
-1
>
て

「

イ
デ
ィ
ア
ル
•
テ
ィ
プ
ス
1_
が
モ
デ
ル
•
ビ
ル
デ
ィ
ン
ヴ 

と
や
に
わ
に
等
置
さ
れ
た
り
、

「

ヴ
ヱ
ル
ト
•
フ
ラ
イ
ハ
イ
，ト」

が
恰
も
価
値 

理
念
不
在
を
JE
当
化
す
^
も
の
と
し
て
：理
解
さ
れ
た
り
、

「

資
本
主
義
の
精 

神」

が
ビ
ジ
ネ
ス
を
擁
護
し
た
り
す
る
の
を
み
る
と
き
、
ま

た

「

産
業
社
会 

学」

■
や

「

文
化
人
類
学j

や

「

企
業
者
史j

の
背
後
に
あ
る
種
の
ゥ
ヱ
ー
バ
ー 

を
見
出
す
と
き
、
そ
こ
に
お
け
る
ゥ
ヱ
ー
バ
ー
が
お
そ
ろ
し
く
実
用
的
な
ゥH 

—

バ
ー
で
あ
り
、
現
実
文
化
を
理
想
像
に
お
い
て
み
る
精
神
の
高
さ
、
近
代
文 

化

.
近
代
人
の
歴
史
的
状
況
を
見
す
え
る
眼
は
、
失
わ
れ
て
了
っ
て
い
る
よ
う 

に
思
わ
れ
る
。.
と
こ
ろ
で
本
書
の
著
者
は
ゥH

丨
バ
I
の
方
法
，
業
績
を
ョ
ー 

ロ
ッ
パ
の
精
神
史
的
背
景
の
な
か
に
お
い
て
、
理
解
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
 

/こ
の
方
法
は」

体
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
元
来
ョ
い 

ロ
ッ
パ
.の

「

文
化
人」

に
と
っ
て
自
明
な
事
柄
は
彼
ら
の
著
作
の
ど
こ
に
も
書 

い
て
な
い
し
、
誰
も
い
わ
な
.い
も
.の
で
あ
る
。
し
か
し
、
書
か
れ
て
い
な
い
か

六1
(

五
〇
五)



.
ら
と
い
，っ
て
、
そ
う
い
う
問
題
や
連
関
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
い
‘さ
さ
か
も 

な
ら
？f

、:.
,
★

う

こ

ど

を

、
.

わ
れ
わ
れ
は
い
つ
も
念
頭
に
お
ぐ
必*

が
あ 

る
こ
の
書
か
.わ

て

い

な

い

自

明

な

事

柄

丨

ロ

：.グ
パ
的
精
：祌
觀
造)

を 

■
視
1
の
う
ち
に
復
元
し
て
考
察
す
る
分
析
方
^
は
、：
そ
れ
故
に
、.
右
に
‘のy

'

た 

よ

ナ

わ

が

.国
の
ゥ
子
丨
、ハ.
'

—

研
究
.の
現
状
を
か
え
り
み
る
と
き
、：
特
に
重
要 

な
意
味
を
も
つ
？

あ
る
。
以
下
S

:
い
：て
本
書
の
重
要
な
論
文
を
と
り
あ
げ

て
そ
の
論
点
を
さ
ぐ
っ
て
^
よ
う
。

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

、
• 

•

.

第
一
論
文
に
お
い
て
著
者
は
ま
ず
、
ゥ
ェ
I
バ
ー
の
い
わ
^
る「

ヴ
ェ
ル
ト
, 

フ
ラ
イ
ノ
イ
ト」

は
元
來
ヴ
ン
ト
や
ミ
ユ
ン
ス
タ

丨
べ
ル
ク
ら
の「

凡
そ 

学
者
た
る
も
の
は
、
.一
切
，
理
念
や
価
値
判
断
か
ら
離
れ
て
い
な
げ
れ
ぱ
众
ら 

な
い」

と

い
う「

い
わ
ば
学
問
の
完
全
.な
技
術
化
の
.要
請」

.

.

(

N
出
口
勇
蔵
氏
め 

.
Vわ
ゆ
る「

技
す
論
的
頹
鹿」)

.
を
批
判
ず
る
た
め
に
...
提
唱
さ
.れ
.，た
も

..の
で
あ 

る

(

八
八〜

九
S

他

方

「

ヴ
ヱ
ル
ト
*
フ
ラ
イ
'ハ
イ
ト」

に
は
む
し
ろ「

価 

値
理
念
や
価
値
判
断
を
出
来
る
だ
け
鮮
明
に
さ
せ
る
こ
と
に
.よ
っ
て
、
.こ
れ
を 

U

が
に
自
己
統
制」

0
<

丸
頁)

し
、「

価
値
を
持
ち
な
が
ら
こ
れ
に
〃
.0 '
^ >
ル 

な
I
"

そ
し
て
囚
わ
れ
な
い
と
い
う
豪
に
お
い
て

 

〃
§'
か
な
"
態
度」

(
八 

九
5

を
も
意
味
し
て
い
た
。

そ
れ
故
に
、r

客
観
性」

な

い

し「

ヴ
ェ
ル
ト
. 

フ
ラ
イ
ハ
イ
ト」

な
ど
の
方
法
論
に
関
す
る
論
文
が
、
ゥ
：h

丨
バー

が
実
践
活

動
.か
ら
書
f

引
き
退
っ
た
こ
と
を
讓
と
し
て
書
か
れ
た
ん
V

壽

と

浩

こ
つ
け
る「

ヴ
ヱ
ル
ト
.
フ
ラ
イ
パ
イ
ト
即
実
践
後
退」

と
い
う
見
解
は
.、
.

「

ま 

さ

に

ウ

工

ー

ハ

ー

が

批

判

し

，て

.い
る
こ
と
を
ウH

丨
バ
ー
自
身
の
主
張
と
君
、
.
.

六

-:(

五
o
六)

込
む
錯
覚
と
い
う
べ
.き
で
あ
ろ
うj 
,(

八
九
頁〉

す
る
。

.
,

:
.一
著
者
は
さ
ら
に
、
ゥ
X
.
1、、ハ
1
の
社
会
科
学
の
全
業
辕
，

(

た
と
え
ば
宗
教 

社
会
学)

に
具
体
:'
^
しV

い
る
価
値
意
識
、

そ
し
て
更
に
そ
の
根
底
で
こ
れ
を 

支

え

て

い

る

究

極

の

価

値

理

念

す

な

わ

ち

，エ

I

ト

ス

に

迄

遡

っ

て

ゥ

ヱ

ー

、、、
丨 

.4
内
在
的
に
理
解
し
て
行
C
う(

九
‘一〜

一
一
頁

)

と
さ
れ
る
。.
著
者
に
ょ
れ
ば
、

ゥ

v

丨
'の
方
法
論
を
'考
察
す
る
際
、
予
め
注
意
す
ベ
き
.
.こ.と

が

ニ

’
つ
あ

る

;.
0

'
. 

. 

. 

. 

■

.

.

第I

に
、

マ
ッ
ク
ス
•
ゥ
ェ
丨
、、ハ
ー
は
典
型
的
近
代
人
と
し
て
、
前
近
代 

的
性
格
を
色
_

く
遺
ん
て
'
い
る
|
,
九
世
紀
末
葉
か
ら
ー
0
世
紀
初
頭
に
か
け 

v

-て
の
転
換
册
の
ド
イ
ッ
に
生
を
享
け
、
非
西
欧
的
，
ド
イ
ッ
的
特
性
を
有
し 

つ
つ
も
，
典
型
的
な
近
代
西
欧
的
精
神
橼
造
の
所
有
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ 

と
で
' ^
る

(

九
三〜

四
頁)

.
。
：I—

ユ
ー
ト
ン
や
口
ッ
ク
以
来
の
ニ
0

0
年
間 

に
、、
事
実
上
方
法
論
論
争
を
済
ま
.せ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
ょ
、

の
理
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
自
体
が
、
，後
進
国
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は 

:

問
題
と
し
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

第

二

に

"
社

会

状

況

の

推

移

に
つ
れ
て
、「

ヴ
ェ
ル
ト
•
フ
ラ
イ
ハ
イ
ト
、
 

「

客

観

性」

.「

イ

デ

イ

ァ

.ル•

.テ
イ
ブ
ス」

の
要
求
の
仕
方
と
力
点
の
お
き
方 

に一

つ
の
変
化
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
^.
文

『

客
観
性』

で
は「

最
高
の
理
想
- 

相
互
間
の
.「

永
遠
の
闘
いj

に
堪
え
て
、
文
化
期
の
宿
命
を
背
負
っ
て
行
-t 

る
内
面
的
に
自
立
し
た
人
間
?

「

文
化
人」

K
u
l
turmensch)

を
方
法
論
の 

前
提
と
し
て
い
る
。
：論
文
.『

ヴ
ェ
.
ル
ト
•

フ
ラ
イ
ハ
イ
ト』

で
は
、
.講
壇
禁 

欲
と
、

「

そ
の
時t

の
支
配
的
思
想
に
対
し
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
最
も
偉
大 

な
思
想
に
対
し
て
さ
ぇ
、個
人
の
能
カ
と
.
ぃ
ぅ
意
味
で
の
頭
脳
を
守
る
こ
と
-

必
要
あ
れ
ば「

流
れ
に
抗
し
て
泳
ぐ」

■
と
い
う
人
間
の
実
存
の
深
み
に
発 

す
る
悲
劇
的
義
務
を
論
じ
て
い
る
。『

職
業
と
し
て
の
学
問』

■で
は
、
.革
命 

:
的
，ロ
マ
ン
.テ
ィ
シ
ズ
.ム
を
戒
し
め
、
：
~|
悟
性
と
良
心
の
.異
質
性
を
知
り
、
.
そ
. 

れ
自
体
と
し
て
は
意
味
を
も
た
な
い
世
界
生
起
に
.意
味
を
与
え
る
意
志
と
能 

力」

を
も
っ
た「

文
化
人」

た
る
こ
と
を
求
め「

て
い
る
0

す
な
わ
ち
、
こ
こ 

'
で
ヶH

丨
バー

が
求
め
て
，い
る
人
間
と
は
、
主
体
性
を
も
た
な
い
人
間
で
は 

な
く
、：
理
論
を
道
具
と
し
て
駆
使
す
ト
確
固
た
る
人
間
主
体
な
の
で
‘あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
精
神
構
造
め
系
譜
は
、
第
一
に
ヵ
ン
ト
や
リ
ッ
力
ー
ト
を
通
じ 

.

て

の

知

的

反

省

、
第

，ニ

に

パ

ヴ

ム
ガ

ル

テ
ン
家
を
通
.じ
て
え
た
キ
リ
ス
ト
教
情 

神
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
ゥ
ェ
I
バ
ー
の
個
人
的
体
験
.た
る
の
み
な
ら
ず
、
，
 

じ
つ
は
は
る
か
.に
広
範
な
〃

ョ

I
 

ロ

ッ
パ
〃
精
神
史
の
伝
統
で
あ
っ
た
。.
ゥ■ H' 

—

 

.；ノ 

I
は
こ
の
精
神
構
造
.の
原
型
を
求
め
て
、
遂
に
ィ
ス
ラ
エ
ル
の
.予
言
者
に 

到
達
す
る
、：.と
著
者
：は
指
摘
さ
れ
る
。

.

.

.

.

.第
二
論
文
で
は
、
.ま

ず『

職
業
と
し
て
.の
学
問』

ー

『

職
業
と
し
て
の
政
治』 

を
と
り
あ
げ
、
，両
者
に
共
通
な
批
判
の
対
象
は
第
一
に
.
"日
常
粗
か
勝
"
で
あ 

り
、
第
ー
1
に
〃
日
常
性
埋
没
"
で
あ
り
、
i

も
に
無
責
.任
で
あ
っ
て
、：r

文
化 

人

«
&
1
1
1
^
1
6
1
1
3
0
^

と
対
躕
的
な
人
間
類
型
で
あ
る
。「

文
化
人」

.
と

は

.'
政 

治
家
と
し
て
は
仕
事
を
放
棄
し
.て
権
力
を
追
求
す
る
か
心
情
倫
理
の
暴
走
を
ゆ 

る
す
責
任
の
欠
如
で
は
な
く
、.「

物
と
人
.の
間
に
或
.る
距
離
を
置
い
て
み
る」 

よ
う
な
、.「

激
烈
な
情
熱
と
冷
静
な
顧
察
カ
と
が
、
同
一
：の
人
間
の
内
部
に
押
. 

b
込
め
ら
れ」

.た
よ
5
な
人
間
で
あ
り
、.
1学
者
と
し
；て
は
知
的
.訓
練
に
よ
っ
.て 

明

晰

性

を

与

え

、
世

界

観

的

前

提

を

自

覚

す

る

ご

と

に

よ

っ

で

技

術

的

類

^
-
を 

防
ぐ
よ
う
な
人
間
で
あ
る
。
：
い
わ
ば
、於
:'
>
'

(

y'
’

i一
な
、禁
欲
的
な
、
^ 'f

か

；

書

：

.評

'

的
自
我
を
克
服
し
た
人
間
で
あ
る
。
学
問
は
、
霊
魂
の
救
済
を
与
え
る
.
か
と 

も

、

強

力

に

ょ

づ

て

問

題

を

解

^

す

る

政

治

と

も

異
な
り
、
知
的
認
識
を
固
有 

の
任
務
.と
す
る
。
こ
の
知
的
訓
練
の
職
分
は
、
目
的t

-
>

手
段
の
適
合
性
、
目 

的
実
現
と
随
伴
現
象
と
の
認
識
、
お
ょ
び
内
的
整
合
性
の
三
つ
を
教
克
る
こ
と 

.

で
あ
：る
®
こ
の
自
己
の
行
為
の
究
極
の
意
味
に
つ
い
て
責
任
を
と
る
と
い
う
倫 

理
に
立
脚
し
た
明
晰
性
こ
そ
、
ゥ
X.
丨
バ
ー
に
お
け
る「

客
観
性」
で
あ
る
。「

客 

観
性」

と
は
さ
き
に
述
べ
た
ょ
う
に
、
第
一
忆
価
値
を
離
れ
る
こ
と
、
第
二
に 

価
値
理
念
を
.

%ち
つ
：つ
こ
れ
を
自
己
統
制
す
る
こ
と
、
第
三
に
価
値
理
念
、
し 

た
が
っ
て
価
値
観
点
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ゥ
ヱ
ー
バ
ー 

は
更
に
.「

法
則」

と

.

「

概
念」

の
実
体
化
を
批
判
し
で
い
る
。
こ
う
し
て
.ゥ
ェ 

丨
バ
ー
に
あ
っ
て
は
、
■■
-
.
:

「

客
観
性」

_

と
は
、
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
わ
れ 

わ
れ
ー
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

こ

の

意

味

で

個

人

の

内

® '
^ '
如
一
で 

あ

る

;0
そ
れ
故
に
：「

客
観
性」

と
a

"価
値
判
断
"
と
.
〃
知
的
禁
欲
"
の
シ
ユ 

.

.

.パ

.ン
■ヌ
.ン
グ
.
0
.中
.に
こ
.そ
あ
る
と
.い
.
，う
.
.ベ
き
で
あ
る
、.
.と
■ず
る
。
.

,

第一.1

一論
文
で
は
、
著
者
は
、.
ゥ
ェ
：
丨
バ
ー
が
形
式
的
な
方
法
論
の
論
議
の
空 

転
を
軽
蔑
し
な
が
ら
も
自
ら
何
篇
か
，の
方
法
論
の
論
文
を
書
い
た
の
は
、
旧
来 

の
支
配
的
女
認
識
体
系
の
論
理
構
造
冷
批
判
す
る
事
に
ょ
っ
て
の
み
、
新
し
い 

視
角
か
ら
の
対
象
把
握
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
っ
た

、

.

と
さ
れ
る
。

つ
い
で 

著
者
は
、:
ウ
エー

パ
I
一
の
リ
ツ
力—

ト

，
■
ロ
'ツ
シ
ヤ
I
と
ク
-

I
ス
、
お
よ
び 

エ
ド
ヮ
ル
ド
.:

マ
ィ
ャ
ー
の
歴
史
理
論
の
批
判
を
検
討
し
、
.
ゥ
ェ
1

バ
ー
は
か 

'式
的
思
考
の
不
徹
底
''
す
な
わ
ち
；

C
H
#

全
義
の
残
存
，
法

則•

理

論

‘
概
念
の 

実

体

化

、
，
お

ょ

び

実

在

瑕

拠

B
e
a
l
g
n
m
d

と

認

識

根

拠.Er
k
e
n
n
t
n
i
s
g
r
u
n
d

 

と
0
混
同
：を

批

判

し.て
：：い
る
、
と
さ
れ
る
。

六

三

(

五
0
七)



第
四
論
文
に
お
い
て
著
者
は
、.
右

の

第

ー

ー

第

三

論

文

に

お
^-
て
は
、
.ゥH. 

丨
ハ
ー
の
方
法
論
を
、
近
代
社
会
の
行
動
的
主
体
の
精
神
構
造
を
最
も
自
覚
的 

に
対
象
化
し
た
も
の
■と
し
'て
、
ド
イ
ッ
社
会
の
精
神
革
命
を
希
求
す
る
と
い
う 

実
践
的
要
請
に
.由

来

す

る

も

の

；と
し
て
.と
ら
■え
.て
い
.る
.が
、.'AJ.̂

.̂
.

方
.法
%

0
 

み
に
限
宠
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
広
く
彼
<0
,全
学
^1
体
系
を
支
え
て
い
る
モ 

テ
ィ
I
フ
で
も
あ
っ
た
、
と
す
る
。
た
と
.え
ば
、

『

文
化
#
学
の
論
1
の
領
或 

に
お
け
る
批
判
的
研
究』
第
二
部
に
お
い
.て
.ゥ
i

丨
バ
ー
は
、.

ク
リ
ー
ろ
の
確 

率
論
を
羽
用
し
な
が
|0
.
、：，
因
果
帰
属
を
：「

客
観
的
可
能
性」

.を
介
し
て
追
求
し 

て
行
く
。
他
方
、
.彼
は
実
体
法
則
や
人
生
観
と
し
て
の
唯
物
史
観
を
拒
否
し
、
. 

論

文『

プ
ロ
テ
ス
タ
.ン
テ
イ
尤
ム
の
倫
理』
' 
で
.も
か
い
ハ
わ
い
扑
ー
元
的
経
済 

決
矩
論
を
破
壊
し
て
精
神
世
界
6
斯
办
を
確
定
し
ょ
う
と
.し
た
。
ま

た『

R

V
 

シ
ユ
タ
ム
ラ
|
の
难
物
史
観
の
''
-
.
'
克
服」

』

批
判
に
お
.い
て
は
法
ー
75
.論
を
批
判 

し
て
い
る
。
更
に
：『

古
代
の
農
業
事
情』

に
お
.い
で
.は
、'
'近
代
と
.も
中
世
と
も

.
 

原
理
的
に
こ
と
な
る
古
代
末
期
の
西
ョ
ー
ロ
ッ
。ハ
の
発
展
の
コ—

ス
に
及
ぼ
し 

た
キ
リ
又
.ト
教
的
禁
欲
0'
影
響
を
問
題
と
し
、
.『

宗
教
社
拿
論
集』

第T

卷 

冒

頭

の

「

序

言

(
v
o
r
b
e
s
e
r
k
u
n
g
)
」

に
お
い
て
も
、
.西
ョー

ロ
ッ
パ
に
：# '
.
^
. 

の
合
理
主
義
が
何
故
生
办
允
办
を
考
七
ズ
い
る
。
同
じ
く
第
ー
卷
後
半
の
，

『
世 

界
諸
宗
教
の
経
済
倫
理』

.
に
附
せ
ら
れ
た
'

「

緒

論

R
n
l
e
i
t
u
n
g
)
」

' に
..ぉ
い
て 

も

、

マ
ギ
ッ
シ
ユ
な
も
の

'を
克
服
し
合
理
化
を
進
め
る
カ
を
探
求
し
て
、罾
社
会 

層
の
裔
造
力
を「

客
観
的
可
能
性」

.

.に
お
い
.て

と

ら

え

て

い

る

。
.
こ
う
し
て
箸 

者
は
.、「

客
観
的
可
能
性」

.の
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
-西
.ヨ
ー
口
ッ
パ
合
里
主 

義
を
生
み
だ
し
た
凄
践
的
な
宗
教
倫
理
の
問
題
を
つ
ぎ
に
と
ケ
：あ
げ
る
こ
と
に 

な
る
。「

カ
リ
ス
マ
社
会
学」

の
研
究
.が
そ
れ
で
あ
る
。

.六

四

g

o
八)

■第
.五
.論
文
で
は
'世
俗
内
禁
欲
と
.社
会
の
々
.ス
化
•
官
僚
化
、
達
人〗1=

ロ̂

と
大

衆
信
仰
、
セ
ク
ト
と
教
権
制
の
問
題
を
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、実
は
こ
の
'政

^
上
宗
教
の
ア
ン
舍
ィ
ノ
ミ
I
と
い
う
問
題
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
ゥ
ェ
I
、、ハ
'

丨
自
身
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
.、、、
丨
で
も
あ
っ
た
の
.だ
、
と
”ぃ
う
の
で
ぁ
る
。
こ
う
し

て

著

者

は

「

経
済
的
合
理
主
義」

を
推
進
す
る
合
理
的
禁
欲
を
と
り
あ
げ
、

「

カ
リ
ス
マ
社
会
学」

ソ
の
成
立
契
機
と
し
て「

第

I.

に
旧
新
約
聖
書
の
カ
リ
ス

マ

.

.
，

第
一
.

1

に
.ニ
〇
世
紀
初
頭
の
.ド
ィ
ッ
f
cお
.け
る
官
僚
制
.の
近
代
化
と
そ
の
半

商
と
'し
て
の
人
間
の
自
立
性
の
.喪
失
、
第
云
に
ア
メ
リ
カ
旅
疗
に
よ
っ
て
知
っ

た
'「

セ
ク
ト
!1
_丨
に
お
け
る
救
の
’酿
証
の
.問
題
、
を

あ

げ

る
。

そ
し
て
カ
リ
ス

マ
と
そ
の
日
{吊

化

す

な

わ

ぢ「

権
力
に
抵
抗
す
る

個

人

の

，
不

滅

の

権

利

」

「
II

家
権
力
が
：ら
の
自
由」

、

「

肉
の
想
い
.

」

.や

「

単
な
る
自
然」

を
殺
す=

自
己
克
姻
ネ
ハ
う
意
味
で
の
禁
欲=

「

品
位」

' 
が
、
官
僚
淛
化
と
資
本
主
義
の 

拡
大
を
齋
ら
し
た
こ
.と
を
指
摘
さ
れ
る
。：

「

附
論
：
歴
史
意
識
を
め
ぐ
っ
て」

忙
ば
、
比
較
的
初

期

の興
味
深
い
^

文 

「

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
，
ド
ー
ン
ン
.
に
お
け
る
歴
史
意
識
に
つ
い
て」

、

r

第
一
次 

'
.-•
±
戦
と
歴
史
主
義

」

.

、

長

編「

ア
ン
リ
•
ピ
レ
ン
ヌ
の
歴

史

蠢

」

お
よ
び 

「

マ
ッ
ク
ス
•
ゥH 
I

パ

丨
の
歴
史
意
識
断
ト―

-

封
建
制
概
念
を
め
ぐ
っ
て 

I
」

、
V 0
四
編
が
含
ま
れ
て
い
る
。.
こ
こ
で
も
、
歴
史
を
超
越
的
世
界
と
現
世 

と
が
緊
張S

p
a
n
n
u
n
g

も
は
ら
み
つ
.つ
展
開
し
て
行
く
過
程
と
み
る
、
3
丨

ロ 

ッ

パ
的
歴
史
意
識
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
附

雪

の

「

ア
ン
リ
.
ピ
レ
ン 

ヌ
の
^
史
意
,

で
は
、a

丨
マ
古
代
と
原
理
的
に
.断

絶

し

た

中

世

ョ

丨
ロ
ッ 

パ
の「

擴
円
支
配」
が
語
ら
れ
て
い
る
0
ゥ
ェ
ー
パ
ー
の
背
景
に
は
深
々
と
し」

こ 

ョ

，
ロ
ッ
ノ
精
判
が
.あ

り

ウ

ヱ

I
バ
ー
.は
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
‘

自
覚
的
に
論

理
化
を
行
つ
た
の
だ

と

い

ぅ理
解
が
、
こ

こ
で
も
示
さ
れ
て
い

る

。

三

：

わ
が
国
の
か
.ェ
ー
バ
ー
研
究
は
本
書
に
よ
っ
て
.ど
れ
だ
け
進
ん
だ
.で
あ
ろ
う

第
，一に
、
従
来
の
わ
が
国
に
お
け
る
t

丨
、、ハ
ー
研
究
は
、

『

客
観
性』

お 

よ

び『

没
価
値
性』

を
中
心
と
す
る
か
^i

の
研
究
で
あ
っ
た
之
い
.え

る

で

あ 

ろ
う
。
ゥ
ヱー

、、ハ
ー
の
方
法
論
の
研
究
が
上
記
ニ
論
文
を
中
心
に
し
て
い
て
、
 

『

ロ
ッ
ツ
ャ
：丨
と
ク
ニ
ー
ス』

.、

『

文
化
科
学
の
論
理
：の
領
域
に
.お
け
る
批
判 

的
研
究

』

お
よ
び

『

シ
ュ
'タ
ム
ラ

I

の
唯
物
史
観
.の

「

克
服」

』

な
ど
が
考
慮 

.さ
れ
て
い
な
か
っ
た
^
い
う
点
で
、
重
要
な
欠
陥
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
方

法

論
 

の
.研
究
が
形
式
的
.
.論
..理
.的
側
..面
か
ら
の
み
行
わ
れ
て
い
.
.て
、
.ゥ
ヽ
ェ
.丨
バ
I
の 

方
法
の
具
体
化
さ
れ
^
い
る
全
業
績
と
.の
関
連
が
全
く
か
え
り
み
ら
れ
て
い
な 

力
っ
た

。

い

わ

ば

生

き

た

人

格' ^
骨

格

に

よ

つ

て

把

握

し

よ

う

と

す

る

よ

う

な 

'も
の
.で
.
.あ
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。
更
に
、.
方
法
論
研
究
が
.、

へ 

ル
ソ
ナ
か
ら
切
離
さ
れ
て(

又
は
切
離
さ
れ
て
も
差
支
え
な
い
.と
い
う
前
提 

の
上
に)

行
わ
れ
て
.
t
る

力

ら

従

_つ
て
@ '
11
'
の
表
現
と
し
て
と
ら
え
ら
.れ
て 

い
な
い
か
ら
、
方
法
は
都
合
次
第
で
い
つ
で
も
、
ま
た
他
の
M >
® '
な
方
法
と
で 

;

も

、

い
と
も
简
単
に
.換
え
.
'得
る
.も
の
で
あ
つ
た
-
.こ
う
い
う
状
況
の
'も
.と
.で 

は

ひ

.と

た

び

方

法

を

ー

装

か
.コ
v'
'
lハ
わ
ん
ト
レ
か
い
で
と
ら
え
な
：お
す
ご
と 

は
絶
交
に
..必

要

な

作

業

で

あ

る

。

.

.
_
次

に

、,:
,
^>
'
が
® '
の
.
.
.
ゥ
'

H 

I
、パ
.丨
研
^

が

可

よ 

ゥ

も

以

上

の

よ

う

な

意

味
.で
の
か
^

|
研

究

で

あ0
て
、
.
ゥ

ェー
、、

ハ
ー
4
か
の 

中
心
諌
谓
と
乖
離
し
て
い
た
。
丸
山
真
男
氏
の
表
現
を
が

り

れ
ば
、

「

ゥ
ェ
卩 

■

書
'

評

パ~

的
課
題
と
ゥ
エ

ー

バ—

研
究
^

の
乖
離
.

」
と
で
も
.い
.え

よ

うか
。

「

ゥ

H

丨
バ
丨
的
課
題

」

が
.

句

4

.
妈

.

「

齡

7か̂

ゲ
ダ
解
放」

.

S

較
史
、
 

経
済
発
展
の
担
い
手
"
生
産
力
の
主
体
的
契
機
の
比
較
考
察
、

一
言
に
し
て
い 

え
ば
、
価
値
と
利
害
状
況
に
ひ
き
さ
か
れ
.
つ
つ
、.
内
的
緊
張
00
*0

^
^
^
^
を
も 

っ
て
生
き
る
人
間
で
あ
る
こ

と

を全
く
か
え
り
み
な
い
わ
が
国
の
ゥ
エ
I

、パ
I
 

研
究
は
著
し
く
歪
み
•
倒
錯
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
.で
あ
る
。

.安
藤
氏
の
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
ゥH

 

I
パ
|

研
究
の
状
況
に
ル
い
0

、

第

1

に
、
ゥ
X
丨
バ
I
の
方
法
論
を
ョ
ー
ロ
グ
パ
的
精
神
構
造
と
の
関
連 

.に
お

.い
て
理
解
さ
.れ
た
。
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
：の
ば
し
解
放
す
る
こ 

と

■.第
.一
次
的
自
我=

「

肉
の
思
い」

_
.

(

へー

ゲ
ル
の
表
現
を
か
.り
れ
ば「

自
然
人 

N
l
m
e
n
l
」)

の
無
限
解
放
で
は
な
<>
第
一
次
的
自
我
を
压
伏
し
、
よ
り
高 

次
の
.規
範
に
服
す
る
よ
う
な
精
神
構
造
の
人
間
T

「

文
化
人K

u
l
t
u
g
e
n
s
c
h
J
)

 

こ
そ
、近
'̂

人
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
を
背

景

とし
て
.ゥ
X

丨
バ
I .

を
と
ら
え
よ 

:

う
と
す
：る
著
者
の
理
解
に
対
し
て
、
日
か
の
学
界
お
よ
び
知
識
層
は
当
然
反
発 

す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
近
代
ョ
ー
.ロ
ツ
パ
人
の
精
神
構
造
と
日
本
人
の
そ
れ 

4
の
間
に
.は
、
抜
き
.が
た
い
価
値
観
の
：断
き
が
あ
る
と
い
う
こ
の
^4

:

は
、
め 

.
エ
ル
ト
フ
ラ
イ
に
承
認
す
る
必
要
'が
あ
る
だ
ろ
う
。
勿
論
こ
のr

ョ
i
 
ロ
ッ
パ 

的
精
神
構
造」.

を
西
欧
•
北
欧
-の
务
於
的
プ
ロ
テ
ス
タ

ゾ

テ
ィ
ズ
ム
の
影
響
に 

着
目
し
.て
と
ら
え
る
立
場
に
対
し
て
、
.近

代

文

化

の

起

点

を

ー

ト

、

y'
t
い
ハ
に 

求
め
.る
と
い
う
見
解
も
ぢ
り
得
^
で
あ
ろ
.う
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
も
、
資
本 

主

義

が

最

も

典

型

：的
に
.発
展
し
，た

と

こ

ろ

は

、

営

利

が

無

拘

束

に

解

放

さ

れ

た 

と

こ

ろ

，で

は

な

か

っ

た

し

ハ

ル

ネ

ツ

サ

ンス
の
* '
^ '
か
^ '
か

に

は

決

し

て

資

本 

主
義
は
発
展
し
な
か
っ
：た
こ
と
.、
ま
た
精
神
史
の
領
域
で
も
ル
ネ
ツ
サ
ン
ス
的

:

六

五

.

(

五
〇
九)

、



i

人SE

解
放
.は
必
ず
.し
も
近
代
文
化
.を
.生
み
出
さ
な
が
っ
'
.
.
;
た
.
.
-と'
.は
今
.
0
歴
史
学
. 

の
.共
有
財
産
に
な
り
つ
.'
o
あ
る
こ
、と
.
.を
想
起
す
.る
.
要̂
が
あ
る
だ
；ろ
う。.

、第
一I
に
：、
#
に
ゥ
エ
ン
ー
バ1;

—

>の
場
食
の
よ
う
に
方
法
が
単
な
る
.

で
. 

な
く
、
.具
体
的
研
究
と
相
互
に
深
く
規
定
.し

あ

.0
て
い
る
，よ
う
.な

方

法

論

に

あ
：
 

っ
.
'て
は
.、
方
法
論
を
全
業
績
と
の
関
速
に
お
い
て
と
ら
え
る
研
究
法
：こ
，そ
唯
一 

.の
正
当
な
.取
究
法
.で
.
.
.
は
な
.い
だ
.
.ろ
.う

か

。

こ
：
の..意

味

：で.、
#
来
見
ら
.れ
，.た
.
.よ
_う
.. 

な
タ
イ
ブ
の
方
法
論
研
究
は
本
書
め
_出
現
に
よ
.っ
.て

M

っ
た
と
ぃ
い
え
よ
う
。
 

「

理
念
型」

が
ゥ
.
H 

i
:
、ハ
I
に
：あ
'っ
て
は
、と
.の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
か
、
，
ヴV

ル
ハ 

ト
.

•

フ
ラ
イ
へ
イ
ト」

は
ゥ
エ
I 

.
'
ハ
1
に
あ
.っ
て
ぼ
ど
の
よ
う
：に
受
取
ら
れ
て 

い
た
か
、
'こ
.の
方
法
論
の
本
来
の
意
図
を
正
当
に
理
解
：し
な
い
.場
合
は
、
あ
ら 

ぬ
か
た
へ
逸
脱
し
か
ね
な
い
こ

と
.は
さ
ぎ
に
触
.れ
た
。

第

三

に

？
.著

者

は

ゥ
ネ
1
パV

丨
‘を
通
じ
て
3 
I 
.
ロ
ッ
パ
精神

の
構
造
を
^

明 

し
て
Iい
る
。
し
か
も
後
進
鼠
に
生
を
享
け
つ
つ
も
、
'
.近
代
的
* '
1
精̂
神
を
抱
く
. 

ゥ
エ
丨
バ
丨
.の
苦
悩
が
分
析
さ
れ
て
い
る
:°
そ
し
'て
現
代
日
本
の
精
神
状
況
、に 

.と
っ
て
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史
の
こ
の

.普

遍

性

、
，自

然

的

自

斯

か

g'
/E
'

か

蒙
 

の
理
解
が
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

第
四
に
、「

宗
教
社
会
学」

的
研
究
に
.あ
る
べ
き
位
置
が
.与
え
ら
れ
て
.い
る
。
 

著
者
は
一
六
♦ j

七
世
紀
以
降
西
ョ
I 
口
ッ
パ
で
支
配
的
に
な
り
は
じ
め
た
市 

民
的
生
活
合
理
化
の
一
部
と
し
て
の「

経
済
的
合
理
主
義」

の
源
泉
を
探
っ
て
、
 

合
理
的
禁
欲
的
職
業
労
働
倫
理
のH

丨
ト
ス
を
追
求
し
、
.セ
タ
ト
に
お
け
る 

陶
冶
に
論
及
す
る
。
た
だ
著
者
の「

ヵ
リ
ス
マ
社
会
学」

論
は
、
i/
J
'a '
の
商
か 

ら
追
求
-L
て

い

る(
M
o
t
i
v
e
n
f
l
e
h
u
n
g
)
:

た
め
、

宗
教
社
会
学
e'
4

の
分
析 

は
行
わ
れ
て
お
ら
す
問
題
の
所
在
を
指
し
示
す
'に
.止
.っ.て
.
.、>
る
。

s
c
'
m
r
o
)

;

以
上
に
紹
介
し
.た

限

り

で

筆

者

は

著

者

の

.見

解

に

蕋

本

的

に

賛

意

を

表

す

る

 

.
も
，の.で
あ
る
が.、

そ

れ

故

に

、
著

者

に

次

'の

諸

点

を

期

待

し

た

い

:-
°

.
，第

.一
に
、
宗
教
社
会
学
そ
れ
_
体
の
研
究
を
通
1:
て
、.
ョ
へ
ー
ロ
'ッ
.パ
精
神
冓 

造
’論
を
展
開
し
.ン
ョ
ー
尸
ッ
パ
：が

.如
何
に
し
て
マ
ギ
ッ

.

.シ.ユ
な
'才
.リ
エ
ン
ト
的 

.全

人

支

配

や

「

_
然

人」

か

ら「

文

化

人」

-.
:

:

へ
、

又
血
；縁

的

•

地
縁
的
関
係
か 

.
^

.合
理
的
封
建
制
を
経
て
市
民
社
会
的
契
約
関
係
?

時
間
的
空
間
的
な
労
. 

働
.力
売
買
契
約)

へ
と
.移

行

し

得

た

の

か

、
内

面

的

深

化

.に

伴

う

外

的

權

力

.

 

政
治
と
.の
間
の
.Sp

a
n
n
u
n
g

が
何
を
契
機
と
し
て
成
立
し
た
か
、
と
い
っ
た 

問
題
を
解
明
し
て
い
た
炎
き
た
.い。
い
わ
ば
世
界
史
的
エ
ン
ト
ッ
ァ
ゥ
ベ
ル
ン 

グ
.の

論

理
0
究
：卧

で

あ

る

。

 

：

•■ 

.第一,1

に
'/.
わ
れ
わ
れ
■が
.生
を
享
け
..
そ
の
'歴
史
状
況
を
ふ
ま
え
て
思
考
せ
ざ 

る
'を
得
な
い
、
：.こ
の
日
本
の
精
神
構
造
：の
特
質
は
何
か
、
そ
れ
は
如
何
に
し
て 

.

生
じ
た
も
の
.か
、
と
い
..う
わ
れ
わ
れ
自
身
の「

宗
# •
社
会
学」

の
展
開
で
あ 

る
。'
 

こ
.の
.こ
と
は
著
者
の「

あ
と
が
き」

の
中
に
す
で
に
あ
る
程
度
触
れ
ら
れ 

て
い
る
問
題
で
.あ

る

。

こ
れ
は
.日

本

近

代

を

ど

の

よ

う

に

考

え

る

か

と

い

う

問 

題
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

第
三
に
、
.筆
者
が
か
っ
て
小
論「

日
本
の
近
代
化」

に
お
い

て

触

れ

た

よ

う
 

に
、
わ
が
国
の
近
代
化
に
対
す
る
内
外
の
関
心
が
昂
っ
て
来
て
い
る
現
在
、
戦 

争
を
く
々
り

抜
け
.て

来
た
世
代
と
し
て
、
こ
の
問
題
に
つ

い

て

一
言
あ
っ
て
よ 

い
の
で
は
な
.い
か
。
筆
者
は
著
者
が
、
ゥ
.ヱ
ー
バ
ー
自
身
が
ド
ィ
ッ
資
本
主
義 

の
非
近
代
性
を
人
間
類
型
に
ま
で
遡
っ
て
論
じ
た
よ
う
に
、
日
本
近
代
化
に
っ 

V
て
も
論
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
期
待
す
る
。
 

.

.

(

未
来
社
•
 
<
5 
•

四
八
四
頁
-
ー
五
の
の
円)

.

新

刊

紹

介

. 

.... 

.

.

.
,

.
次

塚

久

雄

編

：

,
:
,
.

『

マ

ッ

ク

ス

v

ヴ
エ
i

'、ハ
!.
研

究

丨

生

誕

百

年

記

念

シ

シ

ポ

ジ

ゥ

ム

^

―
』

, 

■ 

. 

•

• 

■ 

.

.

.

. 

-

マ
ッ
ク
ス.
ヴ

エ

ー

バ

ー

(

一
.八
六
四
丨
ー
九
一
一 

〇)

の
生
誕
百
年
を
記
念
す
る
行
事
が
、
ョ
l 

aッ 

パ
及
び
日
本
で
活
発
に
お
こ
な
.わ
れ
た
。
ョ
ー
ロ
ッ 

パ
で
^
、

一
 

九
六
四
年
四
月
に
、

ハ
イ
デ
ル
べ
ル
グ 

g

社
会
学
者
オ
ッ
ト
ー

 

•
シ
ユ
タ
ン
マ

I
以
下
ヤ 

敎
人
の
学
者
が
集
ま
っ
て
お
と
な
わ
れ
、.t

マ
ッ
夂 

■
.

ス
*
ヴ
ヱ
ー
、パ
|
と
今
日
の
社
会
学』

と
題
し
て
1そ 

の
報
告
集
が
刊
行
さ
れ
た
。
,わ
が
国
^;
お
い
て
は
、
 

経
済
学
史
学
会
が
、

一
九
六
四
年
、
.
慶
應
義
塾
大
学 

に
お
い
て
、.大
塚
久
雄
教
授
を
は
じ
め
、
多
数
の
研 

究
者
の
参
加
を
免
て
お
こ
な
わ
れ
、
つ
い
で
十
二
f
 

に
フ
東
京
大
学
経
済
学
会
、
社
会
学
会
の
主
催
で
、

シ
.ン
ポ
ジ
ゥ
ム
が
お

こ

な
わ
れ
た
。

.本
書
は
.、
そ
.の
. 

と
き
の
報
告

‘
，討
論
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

わ
が
国
に
ヴ
エ
,
1バ
ー
が
^
入
さ
れ
た
の
は
、
す 

で
に
戦
前
.の
こ
と
に
属
し
、
W

究
の
歴
史
も
き
わ
め 

て
古
い
の
で
あ
る
が
、
社
会
科
学
の
現
代
的
課
題
，

と
り
わ
け
、
方
法
論
的
問
題
に
関
連
し
つ
つ
ヴ
工
ー 

バ
ー
が
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
る
^
至
?
た
.
.の
ば
、
戦 

後
.の
こ
，と
と
い
っ
て
よ
い
.で
あ
ろ
う
。
ヴ
ヱ
I

パへー 

の
学
問
体
系
は
、
:'
た
ん
に
方
法
論
0.
み
：な
ら
ず
，
政.
 

治

学
•
経

済

学
•
.法

学
•
歴

史

学
•
宗

教

学

，
社
会 

学

と
い
う
、

お
よ
そ
、
社
会
科
学
，と
い
わ
れ
る
全
領 

域
に
わ
た
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の 

.

.分
野
力
ら
の
ア
ブ
.ロ

 

|
チ
が
可
胳
で
あ/っ
，.た
.。
'
'そ
し
.
. 

て
、
今
日
ま
で
'
多

方

面

か

ら

の

研

究

が

「

ヴ
エ
.
I 

バ
ー
的
問
題」

と
い
，わ
れ
る
も
の
を
徐
々
に
明
白
な
' 

.

ら
し
め
て
き
.た
と

考
え
ら
れ
る
の

で
あ
.る
。：
本
書 

は
、
.
い
わ
ば
そ
う
し
た
ヴ
-エ
丨
バ
ー
研
究
の
動
向
0: 

う
ち
'に
、
社
会
科
学
に
お
け
る
共
通
な
論
点
を
中
心 

激
題
と
し
：て
、

か
な
り
ま
と
ま
っ
た
議
論
を
展
開
し 

て

ぃ

る

。
.::
:
.
。

■こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
の
報
告
.
討
論
に
参
加
し
た 

人
々
.に
よ
る
共
通
鼠
識
は
、:
ヴ
.エ
ー
パ
ー
を
、
近
代 

資
本
主
義
に
お
.け
る
合
理
性
の
追
求
者
と
し
て
と
ら 

.え
る
こ
.と
で
、
彼

の『

プ
.ロ
テ
ス
.タ
ン
デ
.
ィ
ズ
ム
の
ヾ

说
理
と
資
本
主
義
の
.精

神』

な

ど

で

明

白

な

、
.
世

俗 

的
禁
欲
と
い
5.
'

倫
裡
感
0'

う
ち
忆
、'
近
代
合
理
主
義 

の
方
法
と
し
て
の
•確
立
を
理
解
し
，
ま
ず
、
こ
こ
か
ら 

ヴ
ヱ
ー
パ
ー
の
方
法
論
を
&：
会

学

ど

し

..て

把

握

し

よ 

う
と
じ
て
い
る
。
*

た
、
も
う
ひ
と
つ
の
論
点
と
.し 

て
、
ヴH

丨
バ
ー
の
宗
教
社
会
学(『

経
済
と
社
会』 

『

宗
教
名
会
学
論
集』

と
り
わ
け
、
.「

世
界
宗
教
の
於

済
倫
理」)

を
、
こ
の
方
法
認
識
と
の
M
®
に
お
い 

て
つ
か
ま
え
よ
う
と
す
る
.努
力
を
あ
げ
る
こ
と
が
で 

き
、
こ
の
点
は
、
安
藤
英
治
氏
に
は
じ
ま
る
マ
ッ
ク 

ス
•
ヴ
.ェ
I
パ
ー
に
，お
け
る
.
.泛
江
0目
w
Ms-
J

ôq
0 

問
題
の
報
告
•
討
論
で
共
通
に
う
ち
だ
さ
れ
て
い
る 

点
で
あ
る
。
と
く
に
、
大
.塚
氏
が
、
-1
合
理
的
非
合 

理
性」

と
い
う
安
藤
氏
に
よ
る
提
言
を
う
け
て
、
ヴ 

ェ
ー
バ
I

へ
の
内
在
的
な
疑
問
と
し
て
、
う
ち
だ
さ 

，れ
て
い
.
る

点

が

，
注

目

さ

，.

れ
よ
う
。

本
書
ば
.
第一

部

第

一

一

.

部
.に
も
あ
き
ら
か
な
よ 

う
に
、
少
な
：か
ら
ず
.、「

マ
ル
ク
ス
と
：ヴ
工
丨
バ
1」 

と
い
う
わ
が
国
特
有
の
問
題
状
況
を
反
映
し
た
問
題 

:設

定

.あ
る，.> 
は
ヴ
工ー

バ
I 

•
■
ィ
メ
1
_ジ
が
支
配 

.的
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
充
分
に
こ
ん
に
ち
の
思
想
の 

問
題
と
し
て
解
明
さ
れ
た
と
は
お
も
わ
れ
な
い
。
そ 

れ
は
、
' 現
代
に
お
い
て
ヴH —

パ
ー
の
意
義
を
積
極 

的
に
問
う
こ
と
と
と
も
に
、
今
後
に
の
こ
さ
れ
た
課
■
 

題
で
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
：。
し
か
し
、
さ
き
に
の
ベ 

.た
よ
う
な「

合
理
性」

に
か
ん
す
る
論
議
な
ど
か
ら
、
.

.
ヴ
ェ
I
パー

研
^
が
今
日
の
わ
が
国
处
社
会
科
学
に 

と

っ
て
き
わ
め
て
そ
の
深
層
に
お
い
て
反
省
を
う
な 

/

か
す
よ
う
な
材
料
を
提
供
し
っ
づ
あ
る
こ
と
は
、

0
 

過
し
て
.な
ら
な
：い
点
で
あ
ろ
う
。
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