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協
同
の
村
と
い
ぅ
オ
ウ
ヱ
ン
の
計
画
に
対
す
る
経
済
学
者
の
態
度
と
し
て
、

た
と
え
ばK

.
T
i
n
s

は
、
オ
ウ
ェ
ン
？

ノ
テ
ブ
才
ヴ

• 
ロ
ノ
ド
ノ 

タ
r

m

s

l s
B

、
力—

ド
ゥ
な
ど
と
共
に
出
席
し
、
マ
ル
サ
ス
の
人
口
論
の
立
場
か
ら
、
理
想
社
含

U

S .
理
由
“ 

m

b

。
-

f

太
、
パ

n

g

r
 

i
 r 

一
 

ノ
ー
ブ

f

ウ
ェ
ン
の

s

を
研
究
す
る
委
員
会

.に
不
承
不
承
参
加
し
た
が
、
才
ウ
ェ
ン
に
対
す
る
リ
カ
丨
ド
ウ
の

 ̂

U

、
、〗

^

ウ
^

;

^

大̂

|

す
る
疑
問
、
利
己
心

|

定
し
た

^
-の
|

|
大
に
対
す
る
疑

$

ど
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
の

i

理 

と
あ

^

れ
ぬ
才
ウ
ェ
ン
の

S

は
、
封
会
に
無
限
の
害
悪
を
も
た
ら
す
と
考
え
て
い
た
。
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;
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ト
レ
ン
ズ
の
オ
ウ
ェ
ン
批

提
案
は
地
力
を
増
さ
ず
純
生
産
物
を

減
少
さ
せ
る
、
協
同
村
の
生
産
物
皆
給
崖
か
外
部
と
の
商
取
引
を
す
る
の
か
不
明
で
あ
り
、
そ
の 

財
を

r

へ
f

す
る
な
ら
市
場
の
変
動
の
影
響
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
自
給
自
足
を
す
る
な
ら
、
分
業
の
利
益

I

て
て

I

む

I

大
し

,
,、
、
と
、

3I

.
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f

tリ
カ
丨
ド
ウ
は
こ
の
論
文
に
蹵
の
意
を
表
し
て
い
る
。
彼
は
オ
ウ
ェ
ン 

ノ
^
1
い
こ
ー
#

^
フ

M
人
格
を

f

し
て
し
た

力

ニ
ユ
！

ラ
ナ
-
ク
工
場
で
の
労
働
者
へ
の
廉
売
制
度
を
有
益
な

も
の
と
述
べ
た
だ
け
で
、
才
ェ 

“

m

u

対
立
し
て
ぃ
た
。

(

以
上
！

っ
ぃ
て
は
、
堀
経
夫

「

ォ
ゥ
ェ
ン
の

『

計
画』

に
対
す
る
リ
ヵ
ァ
ド
ゥ
の
批
判

」

| ?
学
^

.1!

ヒt

ョ

す

月

参

促

)

コ
ト
ウ
ィ
ン
の
置
的
功
利
主
義
を
受
け
つ
ぎ
、
全
体
の
利
益
を
強
調
す
る
オ

i

ン
と
、
ペ
ン
サ
ム

I

こ
ょ
る 

フ
ル
シ
ョ
ア
経

3
 

の̂

ば

に

1

せ
ら

^
た
い
。
リ
カ

I
ド
ウ
に
対
す
る

i

ン
の
皮
論
に
つ
い
て
は
、
特
に
松
田
璧

簡T

し
T

L I
”
 

U

労
働
階
級
救
済
の

た
め
の
、
経
済
学
の
原
理
に

も
と
づ
く
'
彼
の
.提
案
す
る
社
会
構
成
に
つ
ぃ
て
の
、
リ
カ

I

ド
ゥ
あ
て
の
公

I

 

簡』
一

ノ
ー
ブ
年
を
中
、も
と
し
て

—
」

(
「

岸
本
博
土
還
暦
記
念
論
文
集

」

所
収

)

を
参
照
。 

I

宜

(

以
上
の
内
容
は
、
九
月
ニ
晋
、
関
裏

5

大
2

お
い
て

g

f
れ

た

馨

雪

I

関
東
部
会
大
含

お
い
て

発
表
さ
れ
た

。)

ル
ソ
ー「

社
会
契
約
論」

.

.
の

理
論
構
造
と
資
本
主
義(

上)

野

地

洋

行

.目

次

.

序 

'章
.
.速I

本
性
格
.

■ 

•

第
ー
.窜
ル
ソ
ー
の
方
法——

向
然
お
ょ
び
人
問 

' 

•

第

二

章「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造 

.

第
一I

一
章「

社
会
契
約
論」

と
商
品
社
会
の
論
现一

：(

以
上
本
稿)

第
四
章
ル
ソー

亿
お
け
る〔

反」

資
本
主
義
の
論
理——

(

以
下
次
稿)

.
第
五
章
土
地
所
有
権
を
め
ぐ
る
ル
ソ
ー
の
反
鉗
建
制
とr

反」

資
本
主
義 

•

第
六
章
ル
ソ
ー
と
分
割
地
農
民
の
存
在
構
造 

•

終

窜

ケ

ネ

|
、
デ
ィ
ド
&
、
ル
ソ
1

.

序章基本性格

(

1)

ル
ソ
ー
の
思
想
の
本
質
が
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
で
あ
石
か
、
あ
る
い
は
合
理
主
義
で
あ
る
の
か
、
と
い
ぅ
宙
典
的
な
問
題
設
定
は
、
ル
ソ
ー 

体
主
義
の
源
流
か
あ
る
い
は
リ
ベ
ラ
リ
ス
、ト
な
の
.か
、
と
い
ぅ
、
政
治
.

g

問
題
設
定
と
か
な
り
道
な
り
あ
：い
な
が
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

ル
ソ
ー「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
资
本
主
義(

上) 
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四
一
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こ
の
場
合
、
デ
ィ
ド
f

才
ル
テ
丨
ル
と
の
II

多
分
、

と
く
に
そ
の
対
立
I
.

が…

ズ

i

プ
さ
れ
れ
ば
、

必
1

、

(

if

マ
ン
テ
ィ
ツ
I

面
だ
け
が
I
I

。

だ
が
、

や
が
て
論
証
さ
れ
る
ょ
為
^

は

_

者
を
批
|

啓
響

学

者

」

と
い
ぅ
表
現
が
、

ま
さ
し
く
も
的
を
射
て
い
る
ょ
ぅ
に
、

か
れ
ら
は
十
八

I

馨

学

つ

の

 

刀
枝
で
あ
る

分
枝
で
あ
る
。

ヵ
ッ
“

 —

は
デ
ィ
！

ル
！

を

I

主
義」

と

「

非
<
:|
義」

と

い

ぅ

「

瞹
昧
で
不
確
実
な
対
比」

を
I

I

え
る
か
ぎ

り

む

し

ろ

.ノ
ソ
丨
の
方
が
合
理
襄
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
2

ヵ
ッ
シ
ラ
丨
の
震
を
ま
つ
ま
で
も
な

く
、

「

社

虜

約

命」

こ
衫

〗

る
|

1

の

馨

さ

、
概
念

|

さ
、

獲

の

た

く

ま

し

萬

I

I

.

擊

る

暗

|

ち
た
^

:

:

^

っ;

か

i

こ
れ
を
f

e
も
と
め
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
は
マ
ル
ク
ス
を
謹
し
な
け
れ
、f

ら
な
い
ほ
ど
で
あ
^

ゝ
°

^

一
忙
ル
ソ
I
を
十
八
相
紀
啓
憲
想
の
合

f

義
の
路
線
上
に
お
い
て
考
え
た
場
合
、

ル
ソ
i
と
デ
イ
ド
ロ
を
真
に
分
つ
も
の
文
可

U
こ
と
対
す
る
見
方
，
に関
して
であ
り、

「

文明
社会

」

の評
価に
関し
て

£

る
。

デ
イ
ド
ロ
を
中
心
と
す
る
百
科
全
書

2

m

技
術
や
、
生
産
力
や
、
理
性
や
科
学
の
進
歩
|

つ
ま
り
、

「

文
明」

と

い

ぅ

磐

|

言
葉
に
ょ
っ
て
表
現
さ
れ
る 

1.

切
の

7

ジ
ョ
ァ
的
生
産
力
の
発
展
の
総
体
丨
は
そ
れ
自
体
A >
賢
の
進
歩
と
イ
コ

I
ル
で
あ
る
、

ル
ソ
丨
は
文
明
社
会
の
発
展
が
、
同
時
に
他
方
で
人
間
と
し
て
の
人
間
の
堕
落
の
過
程
を
も
た
ら
す
、
と
考
え
た
。

か
れ
i

人
f

 

f
し
て
u

v

i

震

学

」

嘗

こ

，
さ〗

し

' /
豪

状

l

i

る
こ
と
に
ょ
っ
て
で
は
な
く
、
.社
会
組
織
を
つ
.く
り
か
え
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
人
間
が
文
用 

状
f

l

わ
し
乂
問
ら
し
さ
を
と
り
も
ど
す
べ
き
こ
と
を
塞
し
た
の
で

I

一
 

か
れ
は
、
.人
間
の
堕
落
が
自
然
に
よ
つ
て
で
は
な
く
、
^

会
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
の
べ
て
い
る
。
.

U)
：

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
指
摘
し
た
、

ル
ソ
ー
に
.お
け

る「

弁
証
法」

と
は
、

一
方
で
の
生
産
力
の
展
開
、
他
方
で
の
人
間
性
の
堕
落
と
い
う
矛
盾
し
た 

過
程
を
、
同
じ
一
つ
の
歴
史
展
開
の
中
に
同
時
に
み
と
め
た
そ
の
思
考
方
法
を
さ
す
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
歴
史
と
進
歩
に
対
す
る
重
層 

的
把
握
こ
そ
、

ル
ソ
ー
を
デ
ィ
ド
ロ
や
、
支
配
的
な
啓
蒙
哲
学
者
た
ち
か
ら
区
別
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ル
ソ
ー
は
こ
の
人
間「
®
A

」

の
視
点 

を
て
こ
に
、
も
っ
と
も
徹
底
し
た
社
会
批
判
へ
と
す
す
ん
だ
。

と
こ
ろ
で
、
デ
ィ
ド
ロ
や
フ
ィ
ロ
ゾ
ー
フ
を
し
て
、
文
明
H
生
産
力
■の
発
展
が
同
時
に
人
間
の
発
展
で
あ
る
と
確
信
せ
し
め
た
理
由
は
何
で
あ 

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
.か
れ
ら
の
功
利
主
義
的
人
間
観
に
か
か
わ
っ
て
.い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
が
感
覚
的
に
と
ら
え
ら
れ
、

つ
ね
に
快
楽
を
追
求 

す
る
符
在
と
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
幸
福
に
な
る
こ
と
が
、
人
間
の
義
務
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
生
産
力
の
進
歩
は
、
自
然
に
対
す
る
人 

間
の
闘
争
力
の
進
歩
で
あ
り
、
人
間
が
よ
り
多
く
の
快
楽
を
獲
得
す
る
能
力
の
進
歩
と
な
る
。
人
間
が
効
用
：

=

快
楽
追
求
者
と
し
て
規
定
さ
れ
る 

か
^

;

り
、
生
産
力=

技
術
の
発
展
は
そ
の
ま
ま
快
楽
追
求
能
力
.の
発
展
と
イ
コ
ー
ル
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ル
ソ
ー
は
、
の
ち
に
み
る
よ 

う
に
、
人
間
観
か
ら
し
て
デ
ィ
ド
ロ
の
そ
れ
と
異
な
る
も
の
と
し
て
え
が
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
.「

人
間
像」

に
お
け
る
デ
ィ
ド
ロ
と
ル
ソ
ー
の
差
異
は
、

単
に
か
れ
ら
の
歴
史
観
に
こ
の
よ
う
に
大
き
な
差
異
を
生
み
だ
さ
せ
た 

だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
必
然
的
に
、
か
れ
ら
の
社
会
批
判=

絶
対
主
義
批
判
の
あ
り
方
に
根
本
的
な
差
異
を
生
み
だ
し
た
。
デ
ィ
ド
ロ
は
効
用 

卩
欲
望
追
求
者
を
人
間
自
然
と
し
て
設
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
商
品
交
換
者=

ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
人
間
像
を
一
般
的
人
間
の
あ
り
方
と
し
て
定
立
し 

项

と
こ
ろ
が
、
こ
の
.よ
う
に
し
て
解
放
さ
れ
た
ブ

ル

ぃ
ゾョ

ァ
的
人
間
の
本
来
の
社
会
が
、
生
産
力==

技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
自
動
的
に
実
現
さ 

れ
る
と
す
れ
ば
、
絶
対
主
義
か
ら
資
本
主
義
へ
の
道
に
は
何
ら
の
断
絶
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
こ
そ
、
そ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
性
格
に
も
か
か 

わ
ら
ず
、
デ
ィ
ド
ロ
や
百
科
全
書
派
が
開
明
的
君
主
制
を
と
な
え
、
社
会
体
制
の
基
本
的
変
填
の
問
題
に
関
し
、
改
革
的
で
は
あ

っ
た
け
れ
ど
も 

ル
ソ
ー「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
资
本
主
義(

上) 
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I
I

り
、
f

、
そ
こ
に
歴
史
I
I

め
I.

そ
が
、

ル
ソ
，
の
思
想
1111

理 

序
章
を
し
め
く
く
る
た
め
に
以
下
の
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

「

、

ル
ソ
I
の
思
想
は
そ
の
顏
的
性
格
に
お
い
て
十
八
世
紀
翕
主
義
を
百
科
全
書
派
と
分
ち
あ
っ
て
い

る
。

_

ぃ
へ
 

rvl
ll
rl
il
y

p
 ;

|

!

!

る

こ

 

i

i
 

な

的
：;

人

y
 

f
 

f
 

i
f

た

晨

證

書

四
、
こ
れ
ら
の
点
が
、
以
下
に
み
る
ょ
う
に
ル
ソ
丨
を
十
八
世
紀
の
悬
家
以

上

の

墨

家
S

し
め
る
。

わ
た
し
は
I

璧

塞

礎

と

し

て

、

ル
ソ
I

「
社
会
契
約
論」

.'蓮

響

羅

握

を

.こ
こ
ろ
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
i

、

「

セ 

む

^

^

必

照

引

用

す

る

け

！

、
I.

中
I

題
は
、
か
れ
I

的
！
f 
W

 

あ
る
こ
と
を
断
っ
て
おf

か

)

。n
 
f

r

n

」

て
あ
る
と
i
l

か
れ
の
主
著
で
あ
る
と
こ

ろ

の

「

社
会
契
約
論」

S

造
把
握
に

屋

は

-.
右
に
指
摘
し
た
ょ
う
な
ル
ソ
丨
の
歴
史
I

、
社
会
把
握
の
前
提—

理
論
的
前
提—

と
な
っ
て
い
る
そ
の「

人
間」

把 

すォひグの力法

I

人
間
に
お
け
る「

自
然」

の
と
ら
え
方
の
分
析
か
ら
出
発
す
る
で
あ
ろ
う
。
，
 

i

ル
ソ
i

マ
ン
|

し

て

衫

“
ね

? ?
|'
|

ば

^

^ |
| -
ろ
み
て
2-
^

。
、

れ
っ
は
マ
ッ
ソ
ン.
f

 

F 

p. 

S

に
代
表
さ
れ
る
、

を一!
。

S

I

ソ

Robert; 

Le rationalil de J,-J. Rousseau, Paris., 

1
9
400
,
. 

pp. 

3-
00

.
日
本
で
は
林
達
夫「

ル
ソ

ー」
(

大
教
育
家
文
贿
、
岩
波
書
气
ー
ー
三
頁
、
 

お
よ
び
第
二
章
参
照)

.が
ル
ソ
ー
の
.合
理
主
義
的
侧
而
を
評
価
し
た
と

.

い
わ
れ
て
い
る
。
 

•

(

2) 

C
h
a
p
m
a
n
,

卜w.; 

Rousseau—
totalitarian or liberal?, N

e
w

 York, 

1959, 

preface, pp. vii 〜
viii.

T
a
l
m
g
,

 J.L

:.The Origins of Totalitarian Democracy, London, 

1952 

市
川
泰
次
郎
訳
、
拓
大
海
外
事
情
研
究
所
。

コ
バ
ン
は
こ
の
対
立
を
、
ル
ソ
ー
を「

政
治
上
の
個
人
主
義」

の
流
れ
に
属
す
る
も
の
と
す
る
解
釈
と
、
反
対
に
十
九
世
紀
に
ド
ィ
ツ
観
念
^
こ
つ
な
W
っ 

て
い
く
流
れ(

お
そ
ら
く
■は
，全

体

主

義

の

)

に
厲
す
る
も
の
と
す
.る
解
釈
と
の
対
立
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

コ
バ
ン
，I

は
、
こ
の
よ
う
に
個
人
と
国
家
と
を
相
互
排
除
的
に
対
比
さ
せ
る
解
釈
は「

ニ
〇
世
紀
の
思
考
態
度
で
.あ
り
十
八
世
紀
の
も
の
で
？
、ふ
、，」

と 

し
て
い
る
。

そ
の
か
ぎ
り
で
こ
れ
は
正
し
い
指
摘
で
あ
る
と
私
は
考
I

。oobban, 

Alfred; 

Rousseau and 

the 

Modern 

State, 

L
l

r
1964 

(second edition.-

九
三
.四
年
版
に
大
幅
.に
手
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

) 

，

(
C
O
)
.

ル
ソ—

と
ノ
丨
ク
に

つ
I
て
は
ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、„

、、ハ
ゾ
も
、

才
ス
ボ
丨
ン
も
、
，
' その
外
見
上
の
対
立
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
二
人
尤
原
迅

上
同
じ
思
考
方
向
を
も
つ
も
の
と
し
て
い
る
。Osborn, 

A
.
M
.
; 

R
o
u
l
u

 and Burke, N
e
w

 York, 

1964, 

preface, vii. Cobban; 

ibid., p. s.

J

ル
ソ
I
が
純
粋
に
知
的
な
観
点
か
ら
研
究
さ
れ
る
の
は
.日
本
の
学
界
に
お
い
て
で
あ
る
。
欧
米
で
は
逆
に
、
む
き
出
し
の
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
す
る
ど 

い
問
題
，意
識
を
も
ら
て
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ル
ソ
ー
自
身
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
ル
ソ
ー
を
媒
介
と
し
て
現
弋
资
本
主
義
と
社 

会
主
義
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
資
本
主
義
と
社
会
主
義
を
、
つ
ね
に
個
人
主
義
な
い
し
自
由
主
義
と
全
体
主
義
と
い
い
，

ぼ
な
ら 

な
V《

つ
ま
り
そ
の
外
見
上
の
.政
治
形
態
で
の
み
考
え
る》

問
題
設
定
の
し
か
督
体
、
ル
ソ
I
把
握
の
限
界
を
示
し
て
い
る
。

バ
ビ
ッ
ト
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。「

大
戦
直
前
の
時
代
に
お
け
る
ル
ソ
丨
物
の
氾
濫
は
幾
分
不
吉
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
ル
ソ
丨
へ
の
心
酔
は
養
し
て 

み
れ
ば
何
で
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た(

容
易
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
、
の
意
。、
野
地)

。丨

ル

ン

-
を

義

し

、
あ
る
い
は
弁
護
す
る
こ
と
は
大
抵
の 

場

合

、

こ

の

、運

動

(

大
き
な
国
際
的
動
き)

を
攻
撃
し
あ
る
い
は
弁
護
す
る
一
つ
の
方
法
に
す
ぎ
な
い
。」B

l
t
t
,

 I
r
f
; 

E
i
e
a
u

 and R
o
m
a
n
i
s
,

 

Boston and N
e
w

 York, 

1919, 

introduction, ix,

崔
載
瑞
訳
、
改
造
社
一
三
'
1。
 

. 

. ■

?) 

G. L
i
o
n

 et p. 

T
UHJ
rp-
u
;
 

Manuel m
u
s
s

Rlhistoire de la litterature frlaise, 

1931, 

Paris, 

pp. 

4
4
0
/
1
.

有
永
弘
人
他
訳
、

h 央 

公
論
社
、
第
二
分
冊
一
三
三—

四
頁t

u
n

 philosophe I
r
e
l
e
s

 philosophess

と
題
さ
れ
て
い
る
。

?) 

Cassirer, E
r
l

'*-Die Philosophie der Aufkl

I»:rung, Tiibiln, 

1932,. 

S. 

3
5
9
.

中
野
好
之
訳
、
紀
伊
国
屋
書
店
、
三
三
一
頁
。

(

7) 

メ
ッ
シ
ナ
大
学
教
授
、G

a
l
v
i

 Della 

v

f
が
ル
ソ
丨
と
マ
ル
ク
ス
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
R
o
i
l e 

M
l
, IV

 

l
i
l 

1
6
, 

Rome.

ル
ソ
ー

「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
資
本
主
義(

上) 

四

L 

(

一
四j

三)



五
〇

(
一

四一

四)

(
8)

.

 

Cassirer; 

ibid ，，
s. 361 ..

訳
三
三
四
頁
。
.

(

9) 

Murry, J. M.;. Heaven and E
aHh, London'193

oo,p. 

1
9
2
.

訳
文
は
妹
尾
剛
光
氏
の
訳
稿
に
よ
る
。
.

(3) 

Ibid., P
.
1
9
5
.
「

物
質
文
明V

す
す
ん
で
行
く
時
に
' 

社
含
人
間
が
人
間
.ら
し
く
.生
き
て
ゆ
く
の
に
.ふ
さ
わ
し
い
も

の
t
な
ら
な
吁
I
f、.
気
王
、
の 

あ
つ
，ま
り
に
な
る
。

」

(

11)

エ
ン
ゲ
ル
ス「
空
想
か
ら
科
学
へ
.

j

大
月
書
店
版
、
七
三
頁
。

(

12) 

B
i
k
o
,

 Bronislaw, 

E
i
s
e
a
u

 et rali6nation sociale, 

Annales de 

la 

socis 

J
i
_
J
P
O

»Q
緩 

Rousseau, 

tome 

trente—cinQU

s;m

 

ひ

 

i.959—1962, 

Gendve, p. 223. 

ち
ろ
ん
ル
ソ
ー
は■

「

へ
ー
ゲ
ル.の
.い
っ
た
意
味」

で
疎
外
に
つ
い
て
語
っ
.て
い
る
の
で
太
な
、
0

.

.ま
た
、
河
野
健
ニ「

フ
ラ
ン
ス
革
命
と
そ
の
思
想」

、
岩
波
書
店
、
第
一
章
を
参
照
。

13)

デ
ィ
ド
ロ
に
関
し
て
も
最
近
非
常
に
多
く
'の
研
究
が
出
版
さ
れ
は
じ
め
た
。

一
例
を
あ
げ
れ
ば
、D

i
d
l

 

s
t
l
s
,
1
〜
6, 

ed. 

by 

Fellows 

and 

Torrey, Syracuse University. Press, 
1949—

1964 

が
完
結
し
て
お
り
、p

r
o
l
,

 

J,; 

Diderot et rElclopedie, 

A
r
i
n
d

 Colin, 

1962 .

そ 

の
他
が
あ
る
。
日
本
で
は
小
場
瀨
卓
三「
デ
ィ
ド
ロ
研
究
•
上」

(

白
水
社)

が
本
格
的
研
究
で
あ
る
。
璧

章

を

產

。

广h) 

Cassirer: 

ibid., s. 

359. 
_

訳
三
三
ニ
頁
。「
デ
ィ
ド
ロ
を
は
じ
め
と
す
る
百
科
全
書
派
の
人
び
と
の
確
信
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
1,
は
精
神
妁
文
匕
の
進 

.歩
発
展
の
流
れ
に
安
心
し
て
身
を
委
ね
て
も
よ
い
の
で
あ
り
、
こ
の
流
れ
は
そ
の
内
在
的
な
傾
向
と
そ
の
固
有
の
法
則
の
み
に
よ
0
て
、
お
の
ず
か
ら
社
会
り 

秩
序
の
よ
り
す
ぐ
れ
た
新
し
い
形
態
を
生
み
出
す
に
至
る
も
の
で
あ
る
。」

ヵ
ッ
シ
ラ
丨

の
こ
の
著
作
は
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ド
イ
ッ
人
ら
し
く
、
ル
ソ
丨
の
歴
史
把
握
の
ニ
面
性
を
意
識
の
一.一
面
性
に
還
元
し
て
い 

る

(

生
産
力
と
社
会
関
係
の
ニ
面
性
で
は
な
い)

。
ル
ソ
ー
と
ヵ
ン
ト
と
い
ぅ
問
題
意
識
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

(

15) 

G. Lanson.et p. Tuffran;. ibid., pp. 44o~L.

(

16)

⑷
も
ち
い
る
原
典
は「

エ
ミ
I
ル」

を
の
ぞ
い
て
す
べ
て
ガ
リ
マ
ー
ル
版
に
し
た
。
し
か
し
ヴ
ォ
|
ン
版
そ
の
他
も
参
照
し
た
。
〇
|

| 

c

l

i

f

de Jean-Jacques Rousseau,

日
，Edition Gallimard, 

1964.

エ
ミ
ー
ル
は 

Oeuvres competes de J.J. Rousseau, neuvelle stion, Paris, chez Dalibon, libraire, 1826, 

tome III, IV, V

 

を
用
い
た
。
 

(b
)
本
文
の
注
で
は
つ
ぎ
の
略
符
を
も
ち
い
る
こ
と
が
あ
る
。.

I
n

CTa
l
s
—
Discours sur rorig

s-e et les fondements de r
i
n
^
a
l
s

 

f h
i
m
e
s
,

Contrat 
丨 D

u

 Contrat social ou principew

& 
を
2.
け
艺
日
2*
沄 

Emile 

IEmile ou de r

a'ucation.

corselproje

汁 de constitution pour' la Corse, 

leconomie politiqtue

IDiscours sur r

<t>'conomie politiaue.

(c
)
翻
訳
は
不
平
等
論
、H

ミ
ー
ル
は
岩
波
版
を
、
社
会
契
約
論
は
本
稿
で
は
河
出
書
房
版
を
も
ち
い
て
み
た(

世
界
の
思
想
2

、
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
，g
想
、
1T 

収)

。
な
お
人
間
不
平
等
起
源
論
は
不
平
等
論
と
略
称
す
る
。
 

， 

' 

'

(

17)
一

プ
六
ニ
年
は
ル
ソ
ー
の
生
誕
一
一
五
〇
年

社

会

契

約

論

出

版
一ー
〇
〇
年
に
あ
た
り
、
,こ
の
数
年
ガ
リ
マ
I

ル
版
全
集
を
は
じ
め
、
撮
大
，
.
f
研
^
が
觅

X 

つ
つ
あ
り
、
そ
の
整
理
に
は
な
お
時
間
が
必
要
で
あ
る
。
現
段
階
の
研
究
で
め
だ
っ
て
い
る
の
は
、

一
流
の
ル
ソ
-
研
究
家
の
共
同
研
究
で
あ
る
。

第
一
章
ル
ソ
ー
の
方
法

——

自
然
お
よ
び
人
間

ル
ソ
ー
が
，̂
分

の

「

自
然
状
態」

を
、
歴
史
的
^
実
の
状
態
と
し
て
え
が
い
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
か
れ
自
身
そ
れ
を
明
確
二

 ̂

識
し
て
い
た
こ
と
は
明
記
す
る
必
要
が
あ
る
。
，こ
の
点
に
お
け
る
誤
解
が
、
か
れ
を
単
な
る
懐
古
主
義
者
と
す
る
。

‘

「

そ
れ
ゆ
え
、

ま
ず
す
べ
て
0.
.事
実
を
捨
て
て
か
か
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
事
実
は
少
し
も
問
題
.に
関
係
が
な
い
の
だ
か
ら
。…

…

そ
れ
は
歴
中 

真
ぉ
で
は
な
く
た
た
仮
説
的
で
条
^
:つ
き
の
推
論
だ
と
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
推
論
は
、
•
物
の
真
の
起
源
を
示
す
よ
り
も
、
 

事
物
の
自
然
を
示
す
の
に
い
っ
そ
う
適
切
な
の
で
あ
ぢ
-

.

こ
こ
で
酿
認
す
ぺ
き
点
は
、
第
一
に
ル
ソ
ー
が
歴
史
的
事
実
そ
の
も
の
.の
探
求
を
め
ざ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
。
.第
二
に
'か
れ
が
辦
物
の 

「

起
源」

で
は
な
く
、
事

物

の「

自
然」

を
も
と
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
ノ 

，

4

で

は

_
実
や
起
源
と
区
切
さ
れ
た
意
味
で
の「

自
然」

と
は
何
で
あ
ろ
う
'か
。
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
事
物
本
来
の
か
か
、

(

，4
な
い 

し
あ
り
う
る
姿
で
あ
り
、
' そ
の
当
為
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
デ
ラ
テ
.も
ま

た

：

次

の

よ

う

に

の

ベ

る

。

「『

自

然

の
.

』

と

『

起
源
の』

と
ぃ
う
貢
葉
は
、
 

そ
れ
ゆ
え
厳
密
に
は
同
義M

で
は
な
.い
。

人

間

自

然

に

は

人

間

の

蜃

状

態

：に

お

け

る

よ

り

も

、

そ

れ

ゆ

え

い

わ

ゆ

る

^
!
然

状

態

に

お

け

る

よ

り 

も
は
る
か
に
多
く
の
.も
の
が
あ
る
の
だ
。

」

,

ル
ソ
ー「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
資
本
主
義(

上) 

C
一

(

一
四
p
b



五
ニ 

(
1

四H
O

と
t

で
、

一
般
的
に
い
え
ば
人
間
が「

慕

」

の
名
I

え
る
の
は
、「

か
れ
ら
が
、

か
れ
ら
の
撰
択
か
ら
独
立
の
、

そ
し
て
か
れ
ら
を
信 

ガ
さ
せ
う
る
よ
う
な
な
に
か
刁
変
の

■規
準
ま
た
は
鑑
と
.い
，う
も
の
.を
探
し
求
め
る」

と
き
で
あ
る
。
こ
の
と
き「

自
然」

は
、
人
間
の
意
志 

と
-
4
,ま
っ
た
く
"ヵ
の
次
元
に
お
か
れ
■
讓

を
こ
え
た
.権

威

を

ま

と

う
こ
と
と
な
る
。
、だ
が
こ
う
し
て
成
立
し
た
自
然
と
い
う
概
念
は「

両j；?

'の 

剣
の
よ
う
な
も
の
で
、
ニ
つ
の
相
反
す
る
方
向
に
用
い
ら
れ
«

」

そ
の
ニ
つ
の
隻
す
る
方
向
と
は
、

一.

つ

は「

事
実」

な
.い
し「

不
可
避
性」 

で

あ

り

他

は

「

規
範」
な
\
し

「

義
務」

で
あ
.る
。
あ
る
い
は
存
在(sein)

と

当

為(sollen)

と
い
い
か
え
て
も
よ
い
。
す
な
わ
ち「

自
然」 

の
概
念
は
‘
人
の
意
志
を
超
え
て
存
在
十
か
4>
か
と
い
う
考
え
と
、
他
方
で
は
、
を
^ '
ま

さ

か

f

ト
%'
小
と
い
う
、
近
代
社
会
科
学
に
お 

い
て
き
び
し
く 

•区
別
さ
れ
る
ニ
つ
の
考
え
を
、
同
時
に
^
く
ん
で
い
.る
。
 

-

ヶ
ネ
ー
の
場
合
、

「

泡

然」
V

は

前

者

の

，
性

格

が

'濃
く
、

そ
.こ
に
物
理
的
街

然
に
な
ぞ
ら
え
た
社
会
的

自
然
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ

て
人
間
 

の
選
択
を
こ
え
た
秩
序
と
し
て
.の
、
経
済
社
会
が
発
見
•さ
れ
た
0 

. 

•

■
ル
ソ
丨
は
ま
さ
に
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
本
来
あ
る
べ
き
新
し
い
社
会
の「

規
範」

を
も
と
め
る
た
め
に「

息

」

.を
靈
す
る
の
で
あ
る
。
 

「

ル
ソ
ー
は
ヶ
ネ
ー
が
経
'済
学
に
与
え
た
方
向
と
は
ま
.っ
た
く
反
対
の
方
向
を
さ
し
.示
し
て
い
る
。」

「

し
か
し
、

ヶ
ネ
ー
に
対
比
さ
せ
な
け
れ
f 

な
ら
な
い
S

と
り
わ
け
ル
ソ
I
で
あ
る
。
実
際
か
れ
は
梟
的
秩
序
の
神
秘
性
.を
証
明
ず
る
の
S

足
し
な
か
っ
た
。
か
れ
は
そ
れ
に
法
の
真 

の
性
格
を
対
置
し
た
I

す
な
わ
ち
、

一
般
意
志
の
表
現
と
い
う
性
格
を
対
置
しg

l
」

'

ル
ソ
丨
は
力
れ
の
翅
念
の
根
拠
と
す
る
た
め
に-EI

然

を

謹

し

た

。
そ
の
理
念
は
未
来
を
向
い
て
お
り
、
人
間
の
主
体
的
#'
; 士、心
を
媒
介
と
し
て

庚
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
.た
が
っ
て
そ
れ
は
物
理
的
自
然
に
な
ぞ
ら
え
た
経
済
社
会
で
は
な
く
、
.人
間
の
権
利
と
秩
序
に
か
か
わ
る
法 

的
il
l
-界=

意
志
関
係
の
世
界
と
な
る
。

の
ち
に
の
へ
る
よ
う
に
.
‘ル
ソ
ー
は
フ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
鉴
本
原
則
の「

法
的」

確

立

•
経
済
社
会
の——

し

た

が

っ

て

経

済

学

の

^

——

与
件 

の
変
更
を
^
求
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ル
ソ
ー
が
不
平
等
論
の
出
発
点
に
お
く「

商
然
状
態」

は
、
単
な
る
過
去
の
経
験
的
辦
実
の
状
態
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の「

論
理 

的

•
方
法
的
意
味」

を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

ル
ソ
ー
自
身
こ
う
い
っ
て
い
る
。

「

し
か
し
、
こ
う
し
た
■
ll
l
j
l、

V
Cれ
'パ
事 

物
の
，：

E

然
か
ら
r
vき
だ
さ
れ
う
る
も
の
の
中
で
も
っ
と
も
確
か
ら
し
い
も
の
で
あ
り
、
真
理
を
発
見
す
る
た
め
に
ひ
と
の
も
ち
う
る
唯
,の
手
段 

で
あ
る
と
き
、
理
論
に
転
化
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
私
が
自
分
の
臆
測
か
ら
演
繹
し
よ
う
と
し
て
い
る
帰
結
は
け
っ
し
て
そ
の
た
め
に
^
な
る
1! 

測
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。」

そ
れ
は
現
在
を
裁
き
、

未
来
の
あ
る
べ
き
社
会
を
構
築
す
る
た
め
の
規
範
で
あ
り
、

■そ
の
.た
め
に
設
定

さ

れ

た 

一
つ
の
现
論
的
前
提
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
.て
い
る
。
| 

.

.

.

だ
が
こ
れ
は
問
題
の
一
.面
で
し
か
な
い
。
で
は
な
ぜ
ル
ソ
ー
は
規
範
を
、
形
式
的
で
あ
る
に
せ
よ
過
去
の
中
に
求
め
た
の
で
あ
る
か
。
こ
の
問 

题
が
他
の
半
而
で
あ
る
。
永
久
.に
失
わ
れ
た
歴
史
的
過
去
と
し
て
の「

自
然
状
態」

の
中
に
な
ぜ
ル
ソ
ー
は
自
分
の
規
範
を
示
そ
う
と
す
る
の

か

。

ル
ソ
ー
は
規
範
を
規
範
と
し
て
示
せ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
か
れ
は
過
去
の
中
に
、
そ
の
規
範
を
示
す
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
か
れ
が
同
時 

代
人
と
同
じ
く
歴
史
を
発
見
し
て
.い
る
か
.ら
で
あ
り
、
文
明=

生
産
力
の
点
で
ま
ご
う
か
た
な
き
人
類
の
進
歩
を
み
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら 

に
い
い
か
え
れ
は
、
社
会
状
態
と
自
然
状
態
の
間
に
、
と
り
か
え
し
よ
う
も
^-
い
断
絶
を
み
て
い
み
か
ら
で
あ
る
。

向
然
と
自
然
法
の
思
想
を
解
消
さ
せ
る
も
の
は
歴
史
の
発
見
で
あ
る
。
歴

史

が「

経
験
的
観
察
自
体
か
ら
作
ら
れ
た
一
つ
の
関
連」

を
示
す
と 

き
、
す

べ

て「

事
実」

と

「

規
範」

は
歴
史
段
階
に
応
じ
て
相
対
化
さ
れ
、
そ
の
絶
対
性
を
喪
失
す
る
。

つ
ま
り
、
そ

の

「

自
然
.

」

性
を
喪
失
す 

る
。
十
八
世
紀
が
自
然
法
の
世
紀
で
あ
り
、
十
九
世
紀
が
歴
史
主
義
の
世
紀
で
あ
る
と
い
う
言
葉
が
も
し
当
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
移
行
は
偶 

然
で
は
な
く
論
理
的
に
必
然
で
あ
る
。
.
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
時
代
に
は
あ
る
時
代
に
固
有
め
規
範
が
あ
る
と
い
う
認
識
、
ま
た
、
あ
る
時
代
の
辦
突 

は
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、

つ
ぎ
に
つ
づ
く
時
代
の
何
ら
•か
の
規
範
や
理
念
に
教
訓
を
与
え
る
た
め
に
存
往
す
る
の
で
は
け
っ 

し
て
な
い
、
と
い
う
認
識
は
、
す
べ
て- 「

不
変
の
事
実」

や

「

不
易
の
■綴

」

と
し
て
の「

皿

」

を
解
消
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
 

す
べ
て
の
絶
対
的
•
普
遍
的
な
価
値
や「

事
実」

は
歴
史
に
応
じ
て
相
対
化
さ
れ
、「

自
然」

に
代
っ
て「

歴
史」

が
支
配
す
る
0.

ル
ソ
ー「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
資
本
主
義(

上) 

五
三
へ 
一
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i

五

四(
一

四ln<)

す
で
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
ル
ソ
j
の

「

.自
然」

.
と
は
.、
半
面
に
お
い
て「

規
範」

な

い

し「

当
為」

で
あ
る
。

し

か

し

、

ル
ソ
，
は

そ

の

「

艮

範
ト
を
鐘
と
し
て
未
来
に
示
す
の
で
は
な
く
^
人
間
が
、
遠
い
_

と
そ
の
断
絶
の
中
に
お
き
忘
れ
た 

'

「

本
来
の
姿」

と
し
て
示
す
。
と
こ
で

ル
ソ
丨
の
課I
は
臭
法
の
域
を
一
歩
ふ
み
だ
し
、
歴
史
理
論
の
特
性
を
带
び
て
く
¥

か
れ
は
た
だ
•失
わ
れ
た
過
去
S

掃
す
る
こ
と
で
は
-
^

く

歴
史
の
現
馨
に
応
じ
た
倫
理
的
息
を
人
間
に
と
り
も
ど
す
こ
と
を
要
求
す
る
。

ル
V

Iが

裊

篇

S

で
は
な
い
、
と
い
わ
れ
る
こ

と
が
あ
る
の
は
そ
れ
ゆ
え
根
抛
の
な
い
こ
と
で
は
な
.い
。
か
れ
は
ど
こ
で
も「

自
然
法」

に
つ
'い
て
具
体
的
に
の
べ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
わ
-

r, ：

わ
れ_

 
ノ
ソ
丨
の
プ
法
的
特
質
に
つ

I
て
総
括
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、

ル
.ソ
丨
の
息
は
一
方
で
倫
理
的
規
範
で
あ

り
、
他
方
で
は
歴
史
的
過
去
で
あ
る(

こ
の
ル
I

邊

含

ニ

面

性

が

、
前
節
で
i

歴
史
に
対
す
る
#

的
把
握
と
璧
し
て
い

I

は
い
う

ま
で
も
L

で
は
こ
の
ニ
面
性
こ
の
歴
史
を
媒
介
と
し
た
事
実
と
当
為
と
の
結
合
の
意
味
は
何
か
。
そ
れ
は
客
観
的
状
況(

歴
史
的
状
況)

と

人
間
の
主
体
的
実
践
性(

倫
理
的
議)

と
の
相
互
的
関
連
の
成
立
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま

さ

に

.

「

弁
証
法

」

的
で
あ
る
。

一
方
で
、
歴
史
的

状
況
t

」

こ
で
は
物
®

:

然̂
の
よ
う
に
人
間
の
意
志
を
排
除
し
た
過
程
で
は
な
く
な
り
、
他
方
で
規
範
は
こ
こ
で
は
歴
史
的
事
実
と
か
か
わ 

ら
な
い
ユー

ト
ピ
ア
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
が
商
品
か
ら
出
学
る
よ
う
に
、

ル
ソ
I
は
そ
の
理
論
を「

人
間」

か
ら
出
発
さ
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
構
成
体
の
最

後

の

篇 

£

は

ル

ソ

丨

に

と

っ

て

は(

そ
し
て
一
般
に
臭
法
に
と
っ
て
S

「

人
間」

だ
か
ら
で
あ
る
。
理
論
が
、
.蒸
法

と

い

う

法

®

4

志
翅
係 

で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
最
後
の
量
は
商
品
で
は
な
く
人
間
で
あ
る
。

「

ル
ソ
I
の
作
品
の
核
心
に
t

、

か
れ
Q

I
务
ー
を
な
し
て
い
た 

の
は
、
ま
さ
に
人
間
と
そ
の
条
件
の
研
究
だ
っ
た
の
で
I

」

。
い
な
、

単
に
核
心
に
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、

そ
の
I

I

系
の
前
提
で
あ
っ 

た
。不

平
，f

の
厂
乂
ノ 

ノ
ソ
丨
の
自
然
法
論
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
そ
の
方
法
論
の
地
位
を
占
め
て
い
る
が
、
そ
こ
で
か
れ
は
明
酿
に
つ
ぎ
の

よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「

自
然
法
の
真
の
定
義
に
つ
い
て
あ
れ
ほ
ど
の
不
確
実
さ
と
不
明
瞭
さ
と
を
投
げ
か
け
る
も
の
は
、

こ
の
人
間
の
h
生
に 

関
す
る
無
知
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ビ
ュ
ル
ラ
マ
キ
氏
の
い
う
と
お
り
、
法
の
観
念
は
"
そ
れ
よ
り
も
自
然
法
の
観
念
は
、
明
ら
か
に
人
間
性
す

な
わ
ち
人
間
の
^
:然
に
関
す
る
観
念
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
ゆ
え

-
と̂
同
氏
は
続
け
る

-
こ
の
人
間
の
自
然
そ
の
も
の
か
ら
、
人
間
の
靖
成
と

そ
の
状
態
と
か
ら
、
法
学
の
諸
原
理
を
演
繹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な(

旧
。」

社
会
と
歴
史
と
は
人
間
に
よ
っ
て
の
み
構
成
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
の
本
性
H
自
然
を
規
矩
す
る
こ
と
こ
そ
、

ル
ソ
ー
の
全
体
系
の
^
:
礎 

と
な
る
。
 

.

.

.

.

そ

の

方

法

「

自
然」

^-
が
、
当
為
と
歴
史
と
の
二
重
の
構
造
に
な
っ

て
い
た
の
と
ま
さ
に
対
応
し
て
、

ル
ソ
ー
の
人
間
観
は「

自
己
保
#」

と

「

憐
憫」

と
の
、
欲
望
追
求
と
倫
理
性
と
の
、
効
用
と
正
義
と
の
二
重
の
構
造
.に
よ
づ
て
規
定
さ
れ
る
。
か

れ

は「

そ
こ
に
理
性
に
先
だ
つ
ニ 

つ
の
原
理」

を
み
と
め
た
。

「

そ
の
う
ち
の
一
つ
は
わ
れ
わ
れ
を
し
て
そ
の
身
の
安
全
と
そ
の
自
己
保
存
と
に
つ
い
て
、
'熱
心
な
関
心
を
も
た

 ̂

る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
す
べ
て
の
感
性
的
存
在
、
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
の
.同
胞
の
滅
び
、
ま
た
は
苦
し
む
の
を
見
る
こ
と
に
、
本
能
的
な
嫌 

惡
を
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。」

社

交

性(sociabili

s,
の
原
理
は
否
定
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
^

―

自
然
状
態
に
お
い
て
す
で
に
I

&
#
的 

な
荏
在
で
あ
る
こ
と
を
予
想
す
る
か
ら
で
.あ
る
。

ル
ソ
ー
は
自
然
人
を
孤
立
者
と
す
る
。
こ
の
点
は
ル
ソ
ー
の
ば
あ
い
と
く
に
重
要
で
あ
る
と
思 

わ
れ
る
。
か
れ
は
人
間
を
本
来
孤
立
者
と
み
、
他
人
と
の
つ
な
が
り
の
契
機
を
そ
の
自
発
的
意
志
に
の
.み
も
と
め
る
た
め
に
、
社
交
性
の
原
理
を 

拒
否
す
る
の
で
あ
る
。

「

憐
偶」

と
は
そ
の
自
発
的
意
志
の
こ
と
で
あ
る
。

人
間
を
.「

二
つ
の
原
理」

に
よ
っ
て
と
ら
え
る
こ
と
の
意
味
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
デ
ィ
ド
ロ
の
よ
う
に
、
人
間
を
欲
望
追
求
者
と
し 

て
一
義
的
に
規
定
し
、

そ
の
集
合
の
中
に
、

社
会
の
調
和
を
予
想
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
人
間
像(

功
利
主
義)

に
対
立
し
て
い
る
。

(

孤
立
者
か
ら 

社
会
が
形
成
さ
れ
た
と
き)

社
会
の
秩
序
は
、
予
定
調
和
的
に
、
あ
る
い
は
社
交
性
の
本
能
に
よ
.っ
て
、
実
現
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

本
来
孤
立
者 

ル
ソ
I「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
資
本
主
義
h (

上) 

五
.五

(

ー
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ー
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五

六(

1
四
ニ
〇)

.

2

る
と
こ
ろ
の
人
間
の
I

的

畫

に

よ

っ
て
実
現
さ
れ
る
。
人
S

 
I

」

も
、
こ
の
よ
う
I

I

、
自
発
的
意
志
と
し
て

を
も
つ
て
い
る
の
で
t

v

.
 

;

.
マ
f

ネ

欲

產

求

者

と

し

て

の

.
一

元

的

な

人

間

把

握

に

よ

れ

ば

技

術

の

量

は

そ

の

ま

ま

人

間

の

発

展

で

あ
る
。
だ
が
、

人
間
が
物
質
的
欲
蒙

I

 

者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
倫
理
的
存
在
で
あ
る
と
す
れ
.ば
、.
技
術
H
物
質
的
欲
望
の
充
足
能
力
の
発
展

^

倫
理
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
発
展 

で
あ
る
と
は
I

ら
.な
'く
な
る
の
は
：明

ら

か

で

あ

る

。

ル
ソ
丨
が
歴
史
を
一
一
重
に
把
握
で

■き
た
.の
は
.、
そ
の
人
間
観
に
負
っ
て
い
る
。

.
ル
ソ
I
は
人
間
の
原
|

第
ー
を
自
己
|

に
お
い
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
ホ
ッ
ブ
ズ
の
流
れ
を
く
む
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
な
崖
カ
視
辜
^

。
 

こ
の
視
点
に
対
し
、
人
間
を
そ
の
自
発

的

な

倫

志

に

お

い

て

み

る

も

う

.一
つ
の
視
点—

社
会
関
係
的
視
点

I

が
そ
れ
を
補
足
？

 

憐
憫
か
ら
は「

あ
ら
ゆ
る
社
会
的
な
徳
が
流
れ
で
V」

と
か
れ
は
い
っ
て
い
る
。

.

人
間
の
不
平
等
に
対
す
る
批
判
^
お
い
て
、
か

れ

は「

そ
の
多
数
の
も
の
が
、
も
っ
ぱ
ら
I

と
、
.社
含

中

で

人
々
の
採
用
す
る
各
種
の
生 

沉
様
式
の
産
妙」

で
あ
る
と
の
、へ

さ

ら

に

「
自
然
の
不
平
等
が
制
度
の
不
平
等
に
よ
づ
て
い
か
に
増
大
す
る
も
の
で
あ
る
か

」

を
指
摘
し
て

 

L
る 

' 
こ
の
不
平
等
；
半̂
の
视
，ふ

が

ル

ソ
丨
の
二
重
の
人
間
観
に
も
‘と
づ
く
、
社
会
関
係
の
視
点
e
あ
る
。

グ
れ
i

ル
ソ
I
は
一
方
で
生
産
力
I

己
保
存
能
力
の「
も
は
や
後
戾
り
で
1

(

^
1
.発
展
を
み
と
め
つ
つ
、
他
方
で
は
,

」

の
発
展
に
®
じ 

て
社
会
の
関
係
を
人
即
本
来
の
f

べ
き
姿」

に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
つ
く
り
か
え
よ
う
と
す
る
。

ル
ソ

_

が
自
然
に
還
れ
と
い
U

きr

そ 

れ

や

未

.
へ
の
復
帰
で
は
な
く
、
第
二
の
原
理
、
す
な
わ
ち
、
人
間
本
来
の
倫
理
性
の
回
復
を
意
味
し
て
い
る
。

つ
ま
り
ル
ソ
丨
は
、
生

産
力
の
新
し
い
段
階
に
応
じ
た
、
新
し
い
社
会
関
係
の
成
立
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
.
ル
ソ
丨
は
歴
史
の
発
展
に

応

じ

た

、

二
つ
の
原
理
の

 

均
衡
を
要
求
す
る
。
 

J

で
は
、

ル
ソ
I
が
要
請
す
る
と
こ
ろ
の
社
会
は
、
現
実
に
は
い
か
な
る
I

の
姿
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
以

卡

 

考
察
を
前
提
に
し
て
、
社
会
契
約
論
の
分
析
に
と
り
か
か
ろ
う
。
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平
岡
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六
頁
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I
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e
a
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J
a
c
q
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e
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r
u
n
i
v
e
s
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D

rin
s
v
e
s
,

 

A
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久
保
1{
潘
訳
、
b
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(
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訳
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頁
。

(
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5
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井
上
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组
然
法
の
機
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書
房
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五
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九
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。
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Bourthoumieux, ch., 

Essai sur.le fondem
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o
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e
a
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Cassirer, Ernst; 
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訳
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五
頁
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1
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訳
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八
頁
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?

v「

彼
は
む
し
ろ
こ
の
観
念
を
、

い
っ
た
い
現
在
の
社
会
形
式
に
お
い
て
は
何
が
真
理
で
何
が
虚
偽
な
の
か
、
何
が
道
徳
的
•
義
務
的
な
法
で
あ
り
何
が
た

だ
の
麗
で
あ
り
恣
意
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
た
め
の
尺
度
お
よ
び
議
と
し
て
使
用
し
た
の
で

あ
る
。」

Q
l
e
r
; 

ibid., SS. 

3
6
3
1
4
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訳
三
三
六
頁
。

「

今
や
倫
理
的
合
理
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単
な
る
理
論
的
な
合
理
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義
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対
す
る
優
位
を
占
め
て
主
導

的
な
役
割
を
果
す
。

」
ibid., S. 

3
6
6
.

訳
三
三
八
頁
。

(

10)

力
な
ら
ず
し
も
私
と
同
じ
問
題
設
定
で
は
な
い
が
、

つ
ぎ
の
慕
も
同
じ
く
ル
ソ
丨
の
息
概
念
を
ニ
道
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

「

ル
ソ

丨

の

考
え
力
は
隹
忽
法
を
道
徳
的
に
の
み
考
え
よ
う
と
い
う
傾
向
と

.
社
会
法
則
的
な
も
の
と
し
て
考
え
よ
う
と
い
う
傾
向
の
一
一
つ
を
含
ん
で
い
る
。

5

て

い
え
は
ル
ソ
丨
は
後
君
に
重
点
を
お
い
た
。

」

篇
武
ニ 

r

ル
ソ
丨
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会
契
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般
意
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武
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ソ
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史
主
義
は
そ
の
相
対
化
の
.論
理
的
終
点
を
、
マ
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ゥ
ヱ
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、、ハ
丨
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だ
ろ
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出
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剪
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ゥ
r

、、ハ—
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経
済
学
方
法
；

一̂
 

ミ
ネ
レ 

ヴ
ァ
書
房
、
六
五
I
六
頁
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ル
ソ
丨
の
思
想
が
す
で
に
f

る
惠
法
思
想
で
は
な
い
点
に
つ
い
て
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、
恒
藤
武
ニ 

r

近
世m

フ
ンK

法
思
相
心」

(

法
哲
学
講
座
望
巻
、
有
斐
閣
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所
収)

一
三
三
頁
。
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著
、
前
掲
書
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照
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13) 

D
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r
a
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(
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I
n
6
g
a
i
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訳
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六
頁
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g
a
l
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6
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二
八
頁
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ル
ソ
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社
会
契
約
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理
論
構
造
と
資
本
主
義(

上) 

五

ヒ

(

一
四
ニ
ー)



_

 

五

八(
1

四
ニ
ニ) 

の
1

1
は
、あ
t

i

l

l

l

iし
か
見
な
い
。
•
•：：
こ
の
機
械
は…

…

惠
か
ら
感
覚
と
い
1

の
を
授
か
っ
て
い
る
。
f

人
J

 

.
rv
!

0

s

r
を
認
め
る
。」

ル
ソ
丨
は
あ
る
限
界
内(

そ
の
範
囲
は
や
が
て
叨
ら
か
.に
な
る)

で
、
ホ
ッ
プ

(

17) 

In 
霞
 it<§, p. 

1
5
5
.

訳
六
八
頁
。

(

18) 

I
n
f

 
忒
，P.

1
7
6
.

訳
九
五
頁
。

第
二
章

「

社
会
契
約
論

」

の
理
論
構
造

.
1

つ
の
著
作
が
f

さ
れ
る
の
は
、
響
に

と
っ
て
都
合
の
い
い
部
分
だ
け
を
抽
出
す
f

と
に
よ
っ
て
で
は
.な
く
、

そ

s

l

f

 

I

ル
i

f

 

i

ル
r

i

l

f

i
成
し「

そ

こ

社

論

は

立

？

1
統
治
論
の
形
態
を
と
っ
て
お
り
、
そ
の
展
開
は
き
わ
め
て
靈
的
で
あ
り
、
整
然
と
し
て
い
る
。
第
ー
篇
は
、
 

1

1

1

1

馨

の

も

の

の

性

格

、
そ
の
本
質
、
そ
の
存
立
の
根
拠
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
I

I

着

薦

と

な

っ

て
 

r

ぎ
一
z

f
こ
f

提
の
上
”

こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
社
会
全
体
の
意
志
と
し
て
H

論
ぜ
ら
れ
る
。
第
三
篇
は
、
さ
ら
に
こ
の 

I

產
と
を
旷
提
に
し
て
の
政
朐
の
形
態
が
論
ぜ
ら
れ
、
さ
い
ご
に
第
四
篇
で
は
政
府
の
運
営
が
論
じ
ら
れ
る
。
要
約
す
H
、尤
、
勺
け
民
土 

爾

§

法
論
、
靈

|

’
の
I

I

、
そ
の
よ
I

成
さ
れ
て
い
る
の
で
I

。
と

I

I

れ 

"

と
し
て
の
立
I

や
統
治
論
で
は
な
く
、

ル
.ソ
I
が
社
含
本
質
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い

る

か

，

そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
立
法
や
政

か
がf

で
ぁ
る
。
し
た
が
っ
て
と
り
わ
け
第
一
篇
の
I

I

理—

ル
i

こ
れ
を
&

と
い
う
法
的
概 

フ

、

：

、

*

?

の
厂
f

重
要
て
去
る
く
り
か

t

て
い
う
が
、
こ
の
社
会
論
こ
そ
、
不
平
等
論
に
お
け
る
社
会
批
判
の
成
果
で

 

f

 

I

本
来
の
姿
、
そ
の
本
質
、
そ
の
原
理
の
積
極
的
展
開
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
か

れ

の「

人
問」

把
握
を
前
提
と
す
る
場
合
、
不
可

避
的
に
み
ち
び
き
出
さ
れ
る
市
民
社
会
の
構
成
原
理
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
切
の
議
論
は
こ
の
前
提
の
上
で
論
議
さ
れ
て
い
る
。

「

わ
た
し
は
、
人
間
と
い
う
も
の
を
あ
る
が
ま
ま
の
姿
に
と
ら
え
、

法
律
を
あ
り
う
る
姿
に
と
ら
え
た
場
合
に
、

U
会
の
秩
宇
の
扣
に
正
当
で

(

1

)

確
実
な
何
ら
か
の
政
治
上
の
.原
則
.が
あ
り
う
る
か
ど
う
■か
を
、
調
べ
て
み
た
い
と
思
う
。」

第
一
篇
冒
頭
の
こ
の
一
節
は
、

社
会
契
約
論
全
篇
を 

つ
ら
ぬ
く
逃
本
テー

マ
で
あ
る
。

こ
の
言
葉
を
論
理
構
造
と
し
て
分
析
す
れ
ば
，

㈠
与
件
な
い
し
前
提
と
'し
て

の「

人
間」

把
握
、

(
i

か
价
t 

ま
の
人
間)

㈡
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
る
歴
史
的「

社
会」

の
本
質
把
握
.

(

そ
れ
に
も
と
づ
い
て
現
実
社
会
の
批
判
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
批
判
が
不
平
等
論
の
テ 

I
マ
で
あ
っ
.た
の
だ
が
、
社
会
契
約
論
で
は
智
略
さ
れ
る)

、
㈢
そ
の
本
質
に
も
と
づ
い
て
展
開
さ
れ
.る

「

法」

と

「

政
治」

の

「

レ
い
^
'レ」

な
い
し 

あ
る
べ
き
姿
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「

人
間」

論
そ
の
も
の
は
こ
こ
で
は
.前
提
と
さ
れ
て
お
り
、

主
要
な
論
題
で
は
な
い
の
で
、

㈡
の
社
会
の 

本
質
把
握
が
こ
の
著
作
の
第
一
の
課
題
と
な
り
、
全
篇
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。

「

社
会
契
約
論」

の
名
も
そ
こ
か
ら
で
て
い
る
と
み
て
い
い
だ 

ろ
う
。

こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
で
い
い
な
お
せ
ば
、「

市
民
社
会
と
そ
の
法
と
統
治」

の
書
で
あ
り
、

「

社
会
契
約
論」

は
同
時
に
、

「

市
民
社 

会
論」

と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

さ
て
第
一
篇——

ル
ソ
ー
に
よ
る
社
会
の
本
質
把
握——

■»
に
入
ろ
う
。

第
一
章
の
冒
頭
に
、

第
ー
篇
の
主
題
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。「

人
間
は

,
:
mli
:
lな
も
の
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
鉄
鎖
に
つ
な
が
れ
て
い
る
。
.
こ
の
よ
う
な
変
化
は
ど
う
し
て
生
じ
た
か

と
い
わ
れ
る
と
、
わ
た
し
は
答
え
ら
れ
な
い
。.
だ
が
そ
れ
を
正
当
な
も
の
と
な
し
う
る
も
の
は
何
か
と
い
う
問
題
に
な
る
と
、
解
答
を
あ
た
え
う

ハ
3

る
と
ra
ye
i

| 

-

人
問
は
i
li
l
な
も
の
と
し
て
生
ま
れ
た
、
と
い
う
証
明
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
第
一
前
提
が
あ
る
。
し
か
も
い
た
る
と
こ
ろ
で
鉄
鎖
に
つ
な
が
れ 

て
い
る
、
と
い
う
現
実
認
識
が
あ
る
"
ど
う
し
て
こ
う
い
う
現
実
が
み
ち
び
か
れ
た
か
は
問
わ
な
い
が(

も
ち
ろ
ん
、
そ

れ

が「

不
平
等
論

」

の
テ
ー
. 

マ
で
あ
っ
た)

、

こ
の
よ
う
な
現
実
は
前
提
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
こ
の
現
実
を
ど
う
し
た
ら
正
し
い
も
の 

ル
ソ
ー「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
资
木
主
義(

上) 

五

九

(

一
四
二
三

)



六

.0(

ー
四
ーI

四)
I

黒

な

人

間

と

い

I

I

I

さ
：わ
し
い
も
のー

に
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
か
れ
の
問
題
設

定

は

こ
の
よ
i

も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
て
、
も
し
社
含
原
理
が
力
関
係
で
あ
る
な
ら
ば
、
即
座
に
こ
の
よ
う
な
不
当

I

I

力
，に
よ
っ
て
改
め
れ

f

い
。
，
だ

が

、

A

U

 

ガ
も
は
や
裏
状
態
に
は

.な
く
、
社
会
状
態
に
あ
る
ど
い
う
こ
と
自
体
、
人
間
の
社
会
構
成
の
原
理
が
単
な
る
力
、

暴
カ
で
ま
あ
り
え
な
い
こ
< ^
|

 

禀
し
て
い
る
と
ル
ソ
丨
は
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
か
れ
の
第
一
前
提
た
る
人
間
の
本
質
I

盾
す
る
か
ら
で

あ
る
。
レ 

ソ
I

f

 

I

に
い
う
。「

し
か
し
社
l

i

l

利
？

て
、
I

ベ
て
の
権
利
の
I

と
な
I

f

。
と
は
い
え
、
 

こ
の
禁
は
決
し
て
農
か
ら
出
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
若
干
の
乾
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ(

M」

§
点
、

I

。
人

I

卷

」

^
 

)
 

'
、こ
、

ニ

'

.
 

.
H
!

 

-

L

I 

1 

.

、
尚
由
な
人
間
同
士
の
間
の「

約
朿」

を
前
提
と 

I

 

f

と
ル
ソ
丨
は
語
.っ
て
い
.る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
も
し

人
間
が
一
般
的
に
I

な
る
存
在
と
し
て

前
提
さ
れ
る
な
ら
、
'

t

、

そ
の

由 

H
な
f
人
力
一
つ
の
社
会
体
を
な
す
と
き
、
か
れ
ら
の
間
に
は
互
に
他
の
奮
を
杏
定
し
あ
う

墨

関
係
が
存
在
す
る

こ

と

と

な
る
。

こ
の
よ
う

 

な
I

関
係
は
一
つ
の「

約
束」

な

い

し

I

、
.

つ
ま
り
、

人
間
の
意
志
関
係
：に
よ
っ
て
し
か

解
消
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

。

ホ

ッ

ブ

ズ

に

せ

.

ル
ソ
I
に
？

そ
の
I

す
る
と
こ
ろ
は
こ
と
な
る
が
、
.契
約
の
中
に
、
社
会
秩
序
の
成
立
根
拠
を
み
よ
う
と
す
る
靈

蓮

は

同

マ
 

あ
るソ

パ

.約

' ^
、
' L
' 7
来

-

fな
人
u

p

意
に
も
と
つ
く 

(
そ
し
て
同
意
の
み
に
.も
と
づ
く)

解
消
可
能
の
と
り
き
め
で
あ
る
と
す
'
'ま
、

こ
の
よ
う
な
|

め

悬

、
裏

I

本

署

l

i

l

ソ
H

い
る
の
で
t

。
ル

ソ

去

っ

て
，:

ま

さ

に

「

そ
の
よ
i

約
束
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
問

題

で

為」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

す
“

1
い

“

^

|

と
こ
ろ
で
|

に
つ
な
が
れ
て
い
る
と
い
う
ル
ソ
|
の
|

の
|

批
判
は
つ
ぎ
|

な
帰
結
を
み
ち
び
き
だ 

_

 

 ̂

n
へ
の
復
帰
に
よ
っ
て
も
、
f

る
支
配
的
政
体
の
暴
力
的
打
倒
に
よ
っ
て
も
と
り
も
ど
せ
な
い
も
の
な

1

そ

J

I

の
m

產

i

n

れ
て
I
ま
つ
た
入
麗

含

|

_

昼

|

|

ら

寧

る

U
と

に
よ
っ
て
、

そ
こ
で
と
り
き
め
ら
れ
た
本
来
の
権
利
と
義
務
と
の
性
格
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
し
て
、

㈡

そ
れ
に
即
応
し
た
も
の
に 

「

法」

と「

政
府」

を
つ
く
り
か
え
る
こ
と
に
よ
.っ
て
そ
し
て
ま
た
1こ
.れ
ら
の
こ
と
.に
よ
っ
て
の
み
、_こ
の
鉄
鎖
を
た
ち
き
る
こ
.と
が
で
き
る
。
こ
の 

最
初
の
約
束
を
知
り
そ
れ
に
由
来
す
る
権
和
と
義
務
を
知
る
こ
と
こ
れ
ガ
ル
ソ
ー
に
と
り
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
オ
メ
ガ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ル
ソ
ー
の
思
想
の
展
開
方
法
が
理
解
さ
れ
れ
ば
社
会
契
約
論
を
理
解
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
く
な
る
。

「

人
問
は
_
由
な
も
の 

と
し
て
.生
ま
れ
た」

と
い
う
ル
ソ
ー
の
大
前
提
を
言
葉
の
と
お
り
み
と
め
れ
ば
、
そ
の
理
論
展
開
は
ま
こ
と
杧
論
理
的
で
あ
り
、
あ
た
か
も
商
品 

の
規
矩
か
ら
出
発
す
る
マ
ル
ク
ス「

資
本
論」

の
展
開
を
想
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
.、
こ
の
類
比
に
は
き
び
し
く
限
定
を
つ
け
る
こ
と 

が
必
要
で
あ
る
。
第
一
に
、

マ
ル
ク
ス
の
分
析
対
象
が
固
有
な
意
味
で
の
経
済
社
■会
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ル
ソ
ー
の
対
象
は
法
的
社
会
で
あ
っ 

た
こ
と
。
第
二
に
、

マ
ル
ク
ス
が
醇
化
さ
れ
た
意
味
で
の
弁
証
法
を
駆
使
し
て
い
る
の
に
対
し
て
"

ル
ソ
ー
が
自
然
法
に
片
足
を
お
い
て
い
る
こ 

と
。
第
三
に
マ
ル
ク
ス
が
冒
頭
の
.商
品
規
定
を
第
四
節《

商
品
の
物
神
的
性
格
と
そ
の
秘
密》

に
よ
っ
て
い
わ
ば
迂
II
I
1し
て
証
明
し
て
い
る
の
に 

対
し
て
、

ル
ソ
ー
の
人
間
規
定
は
前
提
で
あ
っ
て
証
明
が
な
い
。
.
.以
上
の
三
点
で
眼
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
も
ル
ソ
ー
と
マ
ル
ク
ス 

と
は
取
な
る
類
似
と
し
て
以
上
に
対
比
さ
れ
る
べ
き
理
凼
が
あ
る
。

さ
て
、

そ

れ

で

は

も

と

も

と

，！：
：！由

な

も

の

と

し

て

生

ま

れ

た

人

間

が

、

そ

の

，！

1
1然
状
態
に
お
け
る
孤
立
の
生
活
を
す
て
て
.社
会
状
態
に
入
ら
ね 

ば
な
ら
な
い
现
由
は
何
で
あ
ろ
.う
か
。

つ
ま
り
、
他
の2!

出
な
人
間
と
何
ら
.か
の
約
束
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
そ
の
现
1:
1
:
1
は
何
か
。
そ
の
第
六 

章
に
お
い
て
ル
ソ
.丨
は
言
葉
少
な
く
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。「

人
間
が
自
双
双
態
に
お
い
て
生
存
す
る
こ
と
を
さ
ま
た
げ
る
も
ろ
も
ろ
の
障 

蕾

//
そ
の
抵
抗
力
.に
よ
っ
て
各
個
人
の
，

|£
1
然
狀
態
に
と
ど
ま
ろ
'う
と
し
.て
も
ち
い
る
手
段
を
.压
倒
す
る
段
階
に
人
間
が
到
達
し
た
と
^
定
し
，
 

よ
う
。
そ
の
場
合
に
は
'、
こ
の
原
始
状
態
，は
、
も
は
や
存
続
し
え
な
く
な
る
。
だ
か
ら
、
人
類
は
そ
の
生
活
方
式
を
変
え
な
け
れ
ば
、
滅
亡
す
る 

ル
ソ
ー「

社
会
契
約
論」

.の
理
論
構
造
と
资
本
主
義(

上) 

六

一(

一
四
ニ
五)



.、
(

7)  

.

で
あ
ろ
う
。」

こ
の
と
き
人
間
は
孤
立
者
と
し
て
の
自
然
人
か
ら
社
会
人
こ
ぶ
匕
す
る
。

.

つ
ま
り
、
社
会
形
成
の
そ
も
そ
も
の
根
拠
は
、
実
は
人
間
と
自
然
と
の
闘
争
、
そ
の
物
的

•
経
済
的
生
活
の
再
生
産
の
必
I

の
で

あ
る
。
.「

に 

間
は
新
し
い
力
を
I

だ
す
こ
と
は
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。」

の
で
、
か
れ
ら
は
自
分
た
ち
の
力
を
結
合
し
、「

協
働」

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て 

の
み
苗
然
に
う
ち
か
ち
、
物
質
的
生
活
を
い
と
な
む
こ
と
が
で
き
る
。

と

」

ろ
で
ノ 

tよ

れ

ぃ

人
：：：£

の
第
一
の
必
要
は「

垣
己
保
存」

で
あ
る
。

「

人
間
の
第
一
の
法
は
自
分
自
身
の
保
存
を
心
が
け
る
こ
と 

で
あ
り
、
第

一

の

配

慮

貸

f

身
に
た
い
し
て
な
す
べ
き
配
慮
で
あ%

)
。」

I

I

社
会
契
約
I

け
に
固
有
な
も
の
で
は
な
い
。「

入
⑴ 

の
最
初
の
感
情
は
自
己
の
化
存
に
つ
い
て
の
そ
れ
で
あ0

た
。
.そ
の
最
初
の
配
慮
は
自
己
保
存
の
そ
れ
で
あ
っ(

以
。」

エ
ミ—

ル
で
も
ル
ソ
I
太 

同
じ
こ
と
を
響
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

モ
ラ
リ
ス
ト
の
予
想
に
反
し
て
、
ル

ソ

丨

は

ホ

ッ

ブ

ズ

同

じ

く

、
街
己
I

、
す
な 

わ
ち
自
己
の
生
活
の
物
質
的
I

産
を
人
間
の「

第
一
の
法」

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「

皇

保

存

」

す
な
わ
ち
、

生
命
の
再
生
産
の
た
め
に
直
接

I

な
も
の
と
い
う
概
念
に
限
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
つ
け 

q

I I】

n

n

デ

u

な

i
l r

⑶
g

L

y

r

 
!

保
存
が
ゃ
が
て
こ
の

I

か
ら
解
放
さ
れ
、

物
的
生
産

I s
、

r

 て
ぃ
る
。

ル
！

 

p

i

l l
r

^

 

“

i

p

i

H
l l

{
を
允
t

こ
と
の
な
I
単
純
商
I

産
者
と
i

l
者
た
る
資
本
家
の
間
だ
け
の
i

が
あ
る
。

) 

i

f

人
は
の
第
一
の
法
I

己
保
存
で
あ
り
义
間
が
自
然
状
態
を
す
て
て
社
会
を
形
成
す
る
必
要
性
自
体
、
人
間
の
類
と
し
て
の
自
己
保
存
の
必 

> 5
1
力
ら
き
て
.
.

> 
る
と
す
れ
は
社
会
成
立
当
初
の
約
束Q

 

j

っ
は
、
少
く
と
も
人
間
I

己
保
存
が
保
証
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
ふ
く
ん
で
い
な

そ
れ
ゆ
え
社
会
契
約
の
内
容
は
、
か
れ
の
自
然
が
存
在
と
当
為
と
の
二
重
の
蓮
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
し
て
か
れ
の
人
間
現
が
自
己 

保
f

絶
とQ

l

一
重
の
蓮
を
も
つ
て
い
る
.の
に
対
応
し
て
、
同
じ
く
二
重
の
条
件
を
ふ
く
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
一
つ
ま「

自
己

保
存」

の
.保
証

で

，あ
り
、

そ

の

二

は

人

間

本

来

の

「

自

由」

の

保

持

で

あ

る。

.

(

と
こ
ろ
で
不
平
等
論
で
は
人
間
の
原
理
の
第
一
は
そ
の「

自
己
保
存」

で
あ
り
、
第
二
は
そ
の「

憐
傾」

で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
み
.た
。
' で
は
こ
の
第
二
原 

理
た
る「

憐
憫」

は
.，
契
約
論
で
は
何
故
に「

自
由」

に
変
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
0「

憐
憫」

と

「

自
由」

と
は
、
直
接
に
は
つ
な
が
ら
な
い
の
で
は
な
か 

ろ
う
か
。
だ
が
よ
く
考
え
て
み
る
‘と
、

ル
ソ
ー
は
、

孤
立
者
で
あ
る
自
然
人
に
は
他
人
と
，結
び
つ
き
う
る
契
機
と
し
て

「

憐
憫」

と
.い
う
性
格
を
与
え
、
す
で 

に
他
人
と
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
の
社
会
人
に
は
人
間
本
来
の
孤
立
者
と
し
て
の「

自
凼」
=

自
発
性
.を
強
調
し
て
い
る
、

と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ 

る
。

孤
立
者
H
自
然
人
に
は
他
人
と
の
結
び
つ
き
を
予
想
し
て「

憐
憫」

を
、
社
会
人
に
は
孤
立
者
と
し
て
の
本
質
を
確
保
す
る
た
め
に「

自
由」
を
強
調
し 

た
、
と
い
え
よ
う
。
そ
の
両
者
を
結
ぶ
共
通
項
は
人
間
の
自
発
性
、
そ
の
主
体
的
意
志
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
こ
の
点
に
関
し
、
ル
ソ
ー
は「

社
会
的
生
産 

を
も
っ
ぱ
ら
私
的
生
産
者
の
交
換
に
よ
る
分
梁
と
し
て
把
握」

し
、「

生
産
を
私
的
性
格
に
お
い
て
把
え
た」

と
す
る
羽
鳥
卓
也
氏
の
分
析
は「

社
会
に
お
け 

る
自
然
人」

の
分
析
と
し
て
卓
抜
で
あ
る
。
だ
が「

純
粋
の
自
然
人」

の
特
色
は
、

か
れ
が
絶
対
的
な
孤
立
者
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、

こ
こ
で
は
分
業
関
係 

は
予
想
さ
れ
な
い
し
、
私
的
労
働
は
社
会
的
生
産
と
関
速
が
な
い
の
が
特
徴
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
然
状
態
と
社
会
状
態
の
間
に
は
、
断
絶
が
あ
る
の 

で
あ
る
。

)

こ
の
よ
う
に
、

ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
は
.「

自
己
保
存」

と

-.
自
由」

と
の
ニ
つ
の
内
容
を
保
障
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ル
ソ
ー
が 

「

こ
の
研
究
に
お
い
て
、
わ
た
し
は
正
義
と
効
用
が
け
っ
し
て
分
離
し
な
い
よ
う
に
、

法
が
許
す
こ
と
と
'

利
害
の
命
ず
る
こ
と
を
た
え
ず
結
び 

つ
け
る
べ
く
、
努
め
る
で
あ
ろ
う
。」

と
の
べ
る
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

従
来
、
.社
会
契
約
論
が
ま
ず
立
法
論
と
し
て
.、
法
学
の
範
疇
と
し
て
覌
れ
る
た
め
に
、
そ
の
自
由
論
の
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
る
き
ら
い
が
あ
っ 

た
が
、
契
約
の
内
容
を
こ
の
よ
う
に
二
重
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

『

各
構
成
員
の
身
体
と
財
産
と
を
、

共
同
の
力
の
す 

ベ
て
を
も
っ
て
防
禦
し
、
保
護
す
る
結
社
形
式
を
み
い
だ
す
こ
と
、
た
だ
し
こ
の
結
社
形
式
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
人
が
す
べ
て
の
人
と
結
合
し 

な
が
ら
、
し
か
も
自
分
自
身
に
し
か
服
従
せ
ず
、
従
前
と
同
じ
よ
う
に
自
由
で
あ
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い)

。』

と
い
う
有
名
な
契
約 

条
件
の

/1
£
式
は
、「

自
由」

と
同
時
に
、「

自
己
保
存」

と
い
う
経
済
的
内
容
を
も
ふ
く
む
も
の
な
，の
で
あ
る
。
.

.

こ
こ
で
一
.つ
の
結
社
形
式
が
み
い
だ
さ
れ
、「

共
和
国」

あ
る
い
は「

政
治
へ
嵌」•

が
そ
.こ
で
成
立
す
る
。

そ
こ
で
の
社
会
契
約
は
次
の
よ
う
に 

ル
ソ
ー「

社
会
契
約
論」

の
现
論
構
造
と
資
本
主
義(

上) 
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七
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定
式
化
さ
れ
て
い
.る

.『

わ
れ
わ
れ
おQ

お
の
は
、
そ
の
身
体
と
そ
の
力
の
す
べ
て
を
共
同
.に
し
.て
、

I

志

I

I

揮
の
下
I

I

。
 

さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
、
政
治
体
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
、
各
構
成
I

全
体
の
不
可
欠
I

分
と
し
て
受
け
人
れ(

¥

』

4

c

r

u

r

rl ^
J'
f

l l
な
i

、

歴
史
的
状
況
の
中
で「

I

I

」

を
ま
っ
と
う
す
る
た
め
に
、

f

契
約」

に
よ 

!
; T
で
t

u」

T

を

み

パ

こ

の

と

き

人

間

は「

市
民」

と
な
る
の
だ
か
ら
、

そ
れ
は
市
民
の「

国
家」

で
あ
り
、

H

 

I

拳

I

邏

へ

I

」

そ

I

を
f

l

、

I

I

 

く
そ
れ
は
、
市

民

の「

I

」

で
あ
る
。
そ

れ
丨
一
つ
の
政
治
的
国
家
の
成
立
で
t

と
同
時
g

済
社
含
確
立
な
の
だ
。

ル

で

は

こ

の

.二
つ
を
混
同
し
て
い
る
。
か
れ
が
こ
こ
で
I

 

さ
せ
た
の
は
I

市
民
社
会
そ
の
も
の
で
I

と
い
え
よ
う
。
か
れ
は
市
民
社
会
を
そ
の
法
I

I

態

に

よ

っ

て

と

ら

え

た

の

ミ

J 

- 

S

に
よ
っ
て
社
会
藤
な
い
し
顚
が
成
立
し
た
。
こ

れ

裏

に

、
人
間
I

f

も
の
と
失
i

と

の

「

|

の
|

全
体」

を 

c /
c y
丨
、I

八
車
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
す
る
。

「

人
間
が
社
会
契
約
に
よ
っ
て
失
う
も
の
は
、

か
れ
の
自
然
I

由
と
、
か
れ
の
心
を 

U

し
i

力
れ
泰
に
人
れ
る
こ
と
の
で
I

い
っ
.さ
い
の
も
の
に
た
い
す
る
無
制
限
な
一
種
の
権
利
で
あ
り
、
こ
れ
に
た
い
し
て
人
間 

 ̂

- 

f 

4

る

も

の

は

”
民
I

由
と
か
れ
が
持
っ
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
に
た
い
す
る
所
有
権
と
で
あ%

)
。」

こ
れ
に
さ
ら
に「

ん
|

真 

ペ人とする咐一のもの、すな
わち
道徳
的自
由

」

が加

I

れ
る
が
、
こ

れ

は「

皇

」

.概
念
に
ふ
く
ま
れ
る
と
み
て
よ

、，だ

ろ 

こ
の
よ
う
に
し
て
忍
会
契
約
に
よ
っ
て
人
間
が
う
る
も
の
は
す
な
わ
ち
、「

市
民
的
自
由」

、「

所
有
権」

の
ニ
つ
で
あ
る
。

こ
r

、

」

“
て

論

第

一

篇

は

九

つ

の

章

か

ら

成

る

が

、
そ
の
最
終
章
は
前
の
八
章
に
比
べ
.て
や
や
興
質
で
あ
る
。
そ

れ

は「

土
也
所
有
隴 

で
I

I

.

”み

バ

U
て
お
り
。

贫

八

章

の

契

約

、

主

権

等

、

法

的

な

次

元

で

の

、

一

般

的

な

議

論

に

対

し

て

土

地

所

有

と

い

う

具

体

的

^ ;
次
元 

“

C J
x /
J

i
、
i「

”

k

で
は
な
ぜ
、

ル
ソ
I
は
と
く
に
土
地
所
有
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
、

そ
れ
と
社
会
契
約
と
，の
関
係
を
論
ず
る
の 

ク
f

契
於
r
よ
て
保
証
さ
れ
る
自
己
保
存
の
手
段
を
、

ル
ソ
丨
は
具
体
的
に
は
起
ま
と
し
て
理
解
し
て
い
た

こ
と
を
示
し

て
ぃ

る

.0
つ
ま
り
、
契
約
に
よ
っ
.て
共
同
体
に
与
え
ら
れ
る「

各
構
成
員
の(

身
体
と)

財

産」

を
、
：
ル

ソ

丨

は

も

っ

ぱ

ら
±'
^

と

み

て

い

た

と

考

え

ら 

れ
る
。
の
ち
に
の
べ
る
よ
う
に
、
か
れ
は
土
地
所
有
に
き
び
し
い
限
界
を
も
う
け
た
。•
そ
れ
は
さ
き
に
の
ベ
た
よ
う
に
、

皇

保

m

 

と

ど

ま

る

こ

と

失

刀
自
身

の

「

労
働
と
耕
作」

の
限
度
内
に
と
ど
ま
る
、べ
き
こ
> r)

、
す
な
わ
ち
、
.富
の
蓄
積
が
、

r,E
己
保
存」

と
い
う
終
点 

を
失
い
咼
己
2
:的
化
す
る
こ
と
、
.し
た
_が
っ
て
無
限
化
す
る
こ
と
を
拒
赉
し
て
い
る
。

.
'
.

そ
し
て
さ
い
ご
に
、「

こ
の
章
お
よ
び
こ
.の
篇
を
終
え
る
に
の
ぞ
ん
で
、

あ
ら
.ゆ
る
社
会
羅
の

I

と

な

る

讓」

I

及
す
る
。

す
な
わ 

ち

「

こ
.の
基

本

契

約

：は

息

的

平

等

を

破

壊

す

る

ど

こ
ろ
か
、
か
.え
っ
て
、
.息
が
人
間
の
間
に
設
け
た
肉
体
；

g

不
平
等
の
か
わ
々
に
、
道
徳 

士
お
よ
び
法
餅
上
の
平
等
を
う
ち
立
て
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。

ま
た
、

体

力

や

天

分

に

お

い

..て

は

不

平

等

で

あ

り

う

る

が
、
.

人
間
は
契
約
と
権 

利
と
に
よ
っ
て
、
こ
と
ご
と
く
平
等
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
，
¥」

>

こ

で

恵

的

自

由

と

所

有

権

に

つ

け

加

え

ら

れ

る

べ

き

證

の

耍

因

す

 

な

わ

ち「

平
等」

の
概
念
が
は
っ
き
り
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

- 

- 

. 

■ 

.

さ
て
、
こ
と
で
こ
の
章
S

い
て
分
析
し
て
き
た
こ
と
の
全
体
を
総
括
し
確
認
す
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
ル
ソ
丨

の 

立
法
論
統
治
論
は
、
か
れ
の
社
会
、•国
家
に
関
す
る
本
質
把
握
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
，を
み
た
。

つ
ぎ
に
'
か
れ
は
社
会
'
国
家
の
本
質
を
街 

I

人
出
S

初
の
約
束=

社
会
契
約
©
中
.に
求
め
る
ベ
き
で
t

と
の
べ
て
い
る
の
.を

麗

し

た

。
で
は
そ
の
約
束=

契
約
の
論
理
は
何
か
。

ま

す

本

来「

黑

」

.な
人
間
、が
い
る
。
か
れ
は
一
定
の
歴
史
段
階
に
お
い
て「

商
己
保
存」

'
の
た
め
に「

契
約」

に
よ
っ
.て

一
つ
の「

共
同
体」

を
形
成
す
る(

こ
れ
が
，

「

共
和
国」

，
で
あ
り
市
民
社
会2

る)

。
こ
の
_契

約

を

媒

介

とし
て
共
同
体
の
中
に
は

三
つ
の
市
民
的
権
利
が
成
立
す
る
。
す

な
わ
ち
：「

市
民
的
自
由」

「

所
有
権
.

J

--
そ
し
て
.：r

平
等」

で
ぁ
る
。
.こ
れ
が
。
社
会
契
約
論
の
核
心
に
あ
る
擊
概
念
で
あ
り
、
そ
の
理
論
展
開

で

あ

る

さ

て

、
わ
れ
ま

; ^」

の
中
に
何
を
み
る
か
.0
そ
れ
こ
そ
実
に
市
良
社
会
H
ブ

ル

ジ

ョ

ァ

社

会

の

形

式

、

す

な

わ

ち

商

品

交

換

社

会

.の 

法

的

表

象

そ

の

も

の

で.は
な
.い
か
。

.
:.
"
.
,
ゝ
..

• 

.

.

.

.

ル
ソ
I「

社
会
契
約
論」

の
理
論
搬
造
と
資
本
主
義(

上) 

六

五(

一
i
l
L
z
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Contrat, p. 3
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す
で
に
断
っ
た
よ
う
に
、
以
下
す
ベ
て
ガ
リ
マ
ー
ル
版
を
も
ち
い
る
。

)

平
岡
昇
•
根
岸
国
孝
訳
、
一
九
五
頁

(r

フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
 

思
想」
、
世
界
の
思
想
2 

•河
出
書
房)

。

(

2)

実
際
ル
ソ
ー
は

「

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
草
稿

」
(Manuscrit de G

e
n
^
e
)

の
表
紙
に
一
度
は
そ
う
書
い
た
。
中
島
慎
一「

ル
ッ
ソ
ー
の
国
家
^
.
六
八
^

(

1
 

.
州
帝
国
大
学
法
文
学
部
、.
哲
学
史
学
文
学
論
文
集
、
岩
波
書
店
、

一
九
三

七
年
、
所
収)

。
 

，
 

F 

ノ

ブ

(

3) 

Contrat, p. 3
5
1
.

訳
一
九
五—

六
頁
。
 

.

(

4) 

Contrat, p. 3
5
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.

訳
一
九
六
頁
。

(

5) 

contrat” p. 3
5
2
.

訳一

九
六
頁
。

(

e)

第
五
章
は「

つ
ね
に
最
初
の
約
束
に
さ
か
の
ぼ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

」

と

題
さ
れ
て
い
る
。c

l
a
t
,

 P. 

3
5
9
.

訳
ニ
〇
四
頁
。

(

7) 

Contrat, 
P 3

6
0
.

訳
ニ
〇
五
頁
。

(

8) 

Contrat, p. 

3
5
2
.

訳
一
九
六
頁
。

 

,

(

9) 

I
n̂'
a
l
s
,

 p. 

1
6
4
.

訳
七
九
頁
。

(

10) 

Emile, Oeuvres complies tome IV, pp. 
7

1
00

B
く 
g 
3

.
今
野
一
雄
訳
、

岩
波
文
庫
中
巻
九
頁
。r

自
分
自
身
に
対
す
る
愛
は
、

い
つ
で
も 

よ
い
も
の
で
、
い
つ
で
も
正
し
い
秩
序
に
か
な
っ
て
い
る
。」

§

-
羽
鳥
卓
也「

ル
ソ
丨
経
済
理
論
の
構
成」

内
田
義
彦
編「
古
典
経
済
学
研
究」

所
収)

'
五
六
頁〜

六

5

。

こ
の
研
究
は
わ
が
国
で
は
、

ル
ソ
丨
を
経
済 

学
の
視
バ
力
ら
分
f
し
た
ほ
と
ん
ど
唯
一
つ
の
す
ぐ
れ
た
研
究
で
あ
る
。
私
の
分
析
も
、
ル
ソ
I
Q
墨
を
根
本
的
に
ブ
ル
ジ
^
ァ
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す 

る
点
で
は
羽
鳥
氏
と
一
季
る
。
V
か
し
、
以
下
の
論
述
を
み
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
よ
う
に
、.
い
く
つ
か
の
点
で
分
析
視
角
を
異
に
す
る
。
そ
の
最
大
の
も 

の
は
羽
鳥
氏
がT

ル
ソ
丨
の
歴
史
分
析
の
基
準
と
な
っ
て
.い
る
も
の
は
、
ル
ソ
丨
自
身
の
資
本
主
義
の
経
済
理
論
的
分
析」

で
あ
り
、
ル
ソ
丨
の
思
®
が
固
乾 

の
意
味
で
の
経
済
理
論
に
も
と
づ
く
も
の
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
私
の
立
場
が
、
ル
ソ
丨
の
思
想
を
商
品
交
換
社
会
の
於
乾
か
と
み
る
点
で
あ
る
。
ル
ソ
丨 

は
商
游
生
産
社
会
を
い
つ
も
そ
の
法
表
象
£

い
て
と
ら
え
た
が
ゆ
え
に
、
固
有
の
意
味
で
の
経
済
理
論
に
到
達
し
I

か
っ
た
の
だ
し
、
ま
た
商
a
mを
商
ロ5 

と
し
て
す
な
わ
ち
労
働
生
産
物
と
し
て
把
握
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
か
つ
ま
た「
古
典
的」

労
働
価
値
説
を
う
ち
た
て
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
私
士 

考
え
る
。.
ル
ソ
|
に
あ
っ
て
は
、.
経
済
理
論
が
ま
だ
法
理
論
i

わ
れ
て
い
'た
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
か
太
第
五
章
以
下
。

.

12) 

Contrat, p. 3
5
1
.

訳
一
九
五
頁
。

(

13) 

Contrat, p. 

3
6
P訳
ニ
〇
六
頁
。

(

14)

.ル
ンー

が
こ
こ
で
国
家
と
社
会
と
.を
混
同
な
い
し
同
一
視
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
。

contrat, P. 3
6
2
.

訳
ニ
〇
七
頁
。

(

15) 

Contrat, p. 3
6
1
.

訳
ニ
〇
七
頁
。

(

16) 

. 

Contrat, p. 3
6
4
.

訳
ニ
ー 
〇
頁
。

(

17) 

Contrat, p. 

3
6
4
.

訳
ニ
ー 
〇
頁
。

'

18) 

Contrat, p. 

3
6
6
.

訳
ニ
ー
ー
丄
ー
頁
。

(

19) 

Contrat, P. 

3
6
7
.

訳 
ニ
.一
三
頁
。

第

三
章
：「

社
会
契
約
論」

と
商
品
社
会
の
論
理

マ
ル
ク
ス
は
資
本
論
第
一
巻
第
二
讓
四
章
に
お
い
.て
、

つ
ぎ
の
ょ
ぅ
に
商
品
諸
関
係
のr

形
式」

.
を
概
括
し
て
い
る
。

「

形
式」

と
い
ぅ
訳 

は
、
商

品

の「

生
産」

で
は
な
く
、
そ

の

「

交
換」

に
お
け
る
関
係
が
、
そ
こ
で
と
り
あ
げ
ち
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「

労
働
の
購
買
と
販
売
と
が
そ
の
限
界
内
で
S

.
れ
る

6
31
'
ま
.た

は

齋

ロ

は

、
事
実
上
、
真

の

霖

ん

贫

齡

で

あ

っ

た

。
こ 

こ
で
も
っ
は
ら
支
配
的
に
行
わ
れ
る
の
は
、

か
か
、
ト

賢

^

^
お
ょ
び
ん
い
ル
ハ
で
あ
る
。
か
か
！

けだし、

1
商
品
た
と
え
ば
か
.
か
の 

寶
者
と
販
売
者
と
は
、
彼
ら
の
商
由
意
志
に
ょ

っ
て
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
彼
ら
は
I

で
法
律
上
同
じ
身
分
L

と
し
て
契 

菸
す
る
契
約
は
そ
れ
に
お
い
て
彼
ら
の
意
志
が
一
の
共
通
な
法
的
表
現
を
与
え
ら
れ
る
最
終
成
果
で
あ
る
。
¥ '
# '
!

け
だ
し
、
彼
ら
は
®' 

品
所
有
者
と
し
て
の
み
相
互
に
関
係
し
あ
い
、
等
価
物
を
等
価
物
と
交
換
す
る
の
だ
か
S

緊
丨
け
だ
し
、誰もみ

な
、
鼻
の
も
の
だ
け 

を
自
由
に
処
分
す
る
の
だ
か
ら
。
ベX

タ
ム
！

け
だ
し
、
双
方
の
い
ず
れ
にA

J

っ
て
も
肝
要
な
の
は
自
分
の
こ
と
だ
忖
だ
か
b x
。」

こ
こ
で
は
マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
力
商
品
が
、
商
品
交
換
の
一
般
的•

形
式
的
規
定
性
に
完
全
に
従
属
し
な
が
ら
、
' し
か
も
生
産
の
場
面
に
お
い 

て
自
分
自
身
の
価
値
以
上
の
価
値
を
造
出
す
る
そ
の
秘
密
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
交
換
の
次
元
で
の
商
品
世
界
の
_

関 

ル
ソー

「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
資
本
主
a(

上) 

六

ゼ

(

一
四
三
一)



六

八n

四
三
.ニ)

係
そ
の
概
念
と
定
式
を
明
ら
か
に
す
る
こ
.と
に
%:
な
っ
て
い
る
。

'
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
.こ
の
よ
う
な
把
握
の
墓
と
し
て
、
商
品
の
I

と
し
て
の
、
す
な
わ
ち
労
働
唐
物
と
し
て
の(

人

I

露

の
対
象
 

化
と
し
て
の)
理
解
が
あ
る
。

、だ
か
ら
こ
そ
マ
ル
ク
ス
は
価
値
論
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
り
、

商
品
.交
換
者
と
し
て
具

体

的

な

「

人
間

」

が

現

1
 

る
の
は
第
三
章「
交
換
過
程」

に
お
.い
て
で
あ
る
。
 

.

だ
が
も
し
商
品
社
会
が
、
労
働
唐
物
と
し
て

.

Q
I

Q

一
 

般
的
把
I

爹

に

、
は
じ
め
か
ら
交
換
過
f

お
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
と
し
た 

ら
そ
こ
で
最
初
に
現
れ
る
の
は
交
換
者
と
し
て
の「

人
間」

：
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
人
間
と
人
間
の
間
の
意

唐

係

で

あ

る

。

マ
ル
ク
ス
が

 

「

商
品」

か
ら
出
発
す
る
の
に
対
し
て
、

ル
ソ
I
が

「

人
間」

.か
ら
出
発
し
て
い
る
の
は
客
た
め
：で
あ
る
。
そ
こ
に

唯
物
史
観
と
自
然

I

想 

と
の
距
離
が
歴
然
.と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
を
わ
れ
わ
れ
は
み
る
。
唯
物
史
観
は
、「

人
間
の
自
然」

.で
は
な
く
、

歴
史
的
•
社

会

的

に

「

人
問」

を
規
定
す
る
経
済
的
諸
関
係(

社
会
に
お
け
る
養
的
な
.も
.の)

の
分
析
か
ら
出
発
す
る
。
す
な
れ
ち
、
商
品
生
産
と
い
う
労
働
時
間
配
分
の
社
鸯 

形
態
の
分
析
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
商
n
i把
握
と
し
て
の
右
の
定
式
に
決
定
的
に
欠
け
て
い
る
も
の
は
商
品
の

労
働
生
産
物
と
し
て
のj

歡

把

握

(

部
分
的
に
は
も

ち
ろ
ん
ル
ソ
丨
に
も
存
在
す
る)

で
，あ
る
。

商

品

関

係

を

契

約

関

係

と

し

て

根

本

的

に

理

解

す

れ

ば

そ

の

憲

関

係

は

崖

欠

落

す

る

。

ル

ソ

丨

に

労

倒

価

傰

論S
有
の
意
味
で
の
経
済
学)

が
欠
け
て
.い
る
こ
と
と
、

.か
れ
が
商
品
諸
関
係
を
人
間
の
意
產
懷
と
し
て
と
ら
え
た
こ
と
と
の

出
に
太 

必
然
が
な
関
係
ガ
あ
る
0

さ
て

.
\ま
や
わ
れ
わ
れ
，は
こ
の
商
品
交
換
の
世
界
、
す
な
ゎ
ち「

真
の
天
賦
人
権
の
楽
園」

：
を
構
成
す
る
基
本
的
法
概
念
が「

崖

」

、•

「

平

等」

，.「

所
有」

、「

ベ
ン
タ
ム」

等
で
あ
る
の
を
み
る
。

マ
ル
ク
ス
に
し
た
が
え
ば
、
さ

ら

に「

自
由」

に

は

「

契
約」

や

「

人
格」

の
概
念
が
結

び
つ(

ル
て
い
る(

こ
れ
ら
一
切
の
概
念
が
、
実
は
労
働
生
産
物
と
し
て
の
商
品
の
存
在
論
理
そ
の
も
の
に
そ
の
根
拠
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
太
す
で
に
W
ら
が 

で
あ
る)

。
 

.

こ
の
よ
う
な
.
^
2JH
交
換
の
原
®
は
そ
れ
商
体
の
本
性
に
よ
：っ
て
経
済

外
的
強
制
の
関
係
.：
身
分
的
支
配
従
属
の
，
係
を
排
餘
し
、
み
ず
が
ら

社
会
の

一：般
的

原

理

た

ら

ん

と

す

る

。

そ
の
：基

本

的

関

係

.は
す
で
f

 
.
た
よ
.う
に
、
契
約
と
い
うT

一
 
の
意
志
関
係」
.(
マ
ル
ク
ス)

で
あ
る
。

マ
ル
ク
5

つ
.ぎ
の
よ
う
に
の
ベ
.て
い
る
。
商
品
世
界
で
.は
商
品
は
、
物
で
あ
り」

、「

自
分
で
自
分
た
ち
を
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
な
い」

の

で
あ
る
力
ら
わ
れ
わ
れ
は
商
品
の
背
後
に
立
つ
人
間
を
.み
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
商
品
と
商
品
と
の
関
係
は
、
そ
の
背
後
に
立

つ
商
品
所
有
者
と
商
品
所
有
者
と
の
関
係
で
あ
る
。
が
れ
ら
商
品
所
有
者
た
I

「

物」

.を

：

「

商
品」

.と
し
て
.互
に
関
係
さ
せ
る
た
め
に
は
次
の
 

&
と
が
必
要
で
あ
る
。.：：
：'
:
 

:

「

f

保

層

た

ち

.は
、：
.
.
_分
の
意
志
を
こ
れ
ら
の
物
に
や
ど
す
諸
人
格
と
し
そ
、

相
互
に
振
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
、

|

方
の 

人
格
は
他
方
の
人
格
'の
同
意
を
も
っ
て
の
み
、

つ
ま
り
い
ず
れ
も
、
.
i

に
共
通
な
一
.の
畫
行
為
に
媒
介
さ
れ
て
の
み
、
自
分
の
商
品
を
譲
渡 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
人
の
商
品
を
わ
が
も
の
と
す
る
の
.で
あ
る
。
'だ
か
ら
彼
ら
は
、
相
互
H

I

と
し
て
認
め
あ
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
 

m

そ

の

形

式

は

、i
律

的

に

発

達

し

て

い

て

も

い

な

く

.て

も

氣

で

あ

る

が

I

そ
の
う
ち
に
経
済
的
関
係
が
反
映
し
て
い
る
一
.

の
意
志
関
係
で
あ
る
。
こ
の
法
的
関
*
ま
た
は
立
1 :
歡

6
ま

や

経

済

的

関

係
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
か
ぎ
ル
も
い
ポ
。」

こ
こ
で
は
.
商
n
E交
換
相
界
の
成
立
は
、0
；

商
品
所
有
者
の「

人
格」

と
こ
れ
ら
諸「

人
格」

の
間
の「

契
約」

関
係
の
成
立
を
意
味
し
て
い 

る
.こ
と
。
さ
.ら
に
、
(-
)
こ
の
契
約
の
内
容「

意
志
関
係
のi

i
」

(

'た
と
え
ば
所
有
権)

は
、
商
品
の
も
つ
経
済
的
関
係
そ
の
も
の
に
よ
っ
.て
与
え
 

ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
経
済
的
諸
関
係
と
は
、
㈠
商
品
と
商
品
生
産
者
I

物
と
人
間
丨
の
間
に
お
い
て
は
、

労
働
を
媒
介
と
す
る
両
者
の
直
接
的
結
合
で
あ 

り
.(

所
有
権
と
な
る)

、
⑶
商
品
と
商
品
の
へ
間
に
お
い
て
は
投
下
労
働
量
の
同
等
性
す
な
わ
ち
、「

等
価
性」

で

あ

る

(

平
等
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

)

。 

商

品

は「

生
ま
れ
な
が
ら
の
，.『

水
乎
主
義
I』

」

な
の
.で
あ
る
0

'

.

.

こ
の
よ
う
に
しP

、

商
品
世
界
に
お
け
る
人
間
の
基
本
的
関
係
は「

自
由」

な
人
格
を
前
提
と
す
る「

契
約」

関
係
に
他
な
ら
な
い
こ
と
。
こ 

ル
ソ
ー「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
資
本
主
義(

上) 

六

九(. 一

四
三
三)



七
〇

(
一

四
三
四)

の

契

約

が「

所

有

権」

と

「

平

等」

と
を
内
容
と
し
て
.ふ

く

む
こ
：と
が
明
ら
が
と
な
っ
た(

ベ
ン
タ
ム
.に
つ
い
て
も
、.
こ
こ
で
は.1'

応
、
ル
ソ
丨
が

自
己 

保
存
を
人
間
の「

第
一
の
原
理」

と
し
て
い
る
こ
'と
か
ら
、
基
本
的
S

品
I

Q

I
®

離
す
る
こ
.と
が
な
い
こ
と
だ
：け
を
傷
し
.て
f

,
し
t

こ
の

点
. 

は
ル
ソ
ー
の
特
殊
性
.を
構
成
す
る
の
で
第
六
章
で
詳
述
す
る)

:0
:

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
ル
ソ-

Q

墨

が

、
あ
ら
ゆ
る
反
ブ
ル
ジ

H
.ァ
的
外
見
に
も
が
か
わ
ら
ず
、
髮

&

か
商
I

換
社
会
の
存
在

1

 

に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

社
会
契
約
論
で
展
開
さ
れ
る
基
本
概
念
は
、

実
は
商
品
交
換
社
会
I

関
係
を
、
法
的
歷

係

と

し

て

遷
 

し

力
つ
定
礎
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う(

そ
れ
ゆ
え
、
経
済
学
的
把
握
、
す
な
わ
ち
商
品
の
労
働
生
産
物 

と

，
て
のm

か

'
お
よ
び「

寥

」
と

「
所
有」

「

労
働」

と

「

平
等」

と
の
関
速
の
：理
解
は
、
こ
V
Vで
-は
證
す
る
。「

労
働
に
よ
る
所
有」

で
は
な
く 

r

契
約

ル
ソ
丨
は
市
民
社
会
と
政
治
的
震
と
を
混
同
し
た
。
と
い
う
よ
り
は
、
市
民
I

に
お
け
る
経
済
的
隱
係
を
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
法
律
的
表 

象
に
お
い
て
と
ら
え
た
。

こ
の
こ
と
は
、

絶

対

襄

下

の

ル
ソ
丨
の
時
代
に
あ
っ
て
は
や
む
を
え
な
い
.以
上
に
、

む
し
ろ
積
極
的
な
豪
を
も 

つ
。

ル
ソ
丨
は
立
法
と
統
治
の
_

た
る
社
会
を
、
契
約
に
も
と
づ
く
意

產

係
と
し
て
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。

ル
ソ
丨
は
、
立
法
、
統
治
の
精 

神
が
、

つ
ね
I

I

契
約
に
立
ち
か
t

、
：そ
の
内
容
を
謹

し

、
た
.李
そ

の

本

質

に

の
っ
と
る
べ
き
で
I

と

唐

し

た

。
す
な
わ
ち
、
 

立
法
と
統
治
と
は
、
市
民
社
会=

商
品
交
換
社
含
原
理
に
の
み
も
と
づ
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

ル
ソ
I
は
支
配
"
嘗
 

原
I

か
わ
っ
て
、
I

,
平
等
な
人
間
の
間
の
契
約
原
理
こ
そ
が
、
社
会
本
来
の
原
理
た
.る
べ
き」

と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

ル
ソ
丨
の
S

性
は
、
そ
の
統
治
形
態
論
に
.あ
る
の
で
は
決
し
て
な
い(
ル
ソ
I
は
政
治
形
S

関
し
て
は
必
ず
し
も
I

的
で
は
泣)

。

そ
の
本 

命
性
は
社
会
把
握
そ
の
も
の
、
立
法
と
行
政
の
前
提
た
る
社
会
契
約
論
、
す
な
わ
ち
そ
の

第
一
篇
に
あ
る
。
そ
れ
が
革
命
的
l

i

t

I
 

ル
ソ
丨
が
社
会
契
約
を
結
び
、

ま
た
は
更
新
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

社
会
契
約
丨

い

や

実
は
契
約
的
社
会 

I

を

「

I

」

と
し
て
、「

歴
史
的
事
実」

と
し
て
、
本
来
の
社
含
原
理
と
し
て
、
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

立
法
論
、

政
府
論
$

い
っ
て
み
れ
ば
そ
の
論
理
的
帰
結
に
す
ぎ
な
い
。

ル
ソ
ー
は
？
4命
1^
夜
に
ま
で
成
絜
し
た
商
ロ
£
社
会
の
諸
関
係
を
ー
般
的「

事
実」

と
み
な
す
。
か
れ
が
な
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
事
実
を
思
想 

的
に
、
か
つ
法
的
に
確
認
す
る
こ
と
、
そ
の
上
で
こ
の
諸
関
係
の
原
理
に
背
理
す
る
立
法
、
統
治
の
諸
要
素
を
、
徹
底
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
あ 

っ，た
。
た
と
え
ば
、
か
れ
は
、
市
民
社
会=

商
品
社
会
に
固
有
の「

権
利」

概
念
.に
よ
づ
て
、
逆
に
前
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
な「

力
の
権
利

」

の
概
念
 

を
批
判
す
る
。
こ
の
場
合
、

ル
ソ
ー
の「

権
利」

は
、
定
義
に
よ
っ
て
す
で
に
契
約
的
な
も
の
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
な
も
の
だ
け
を
意
味
し
て
い
る 

の
だ
か
ら
、
か
れ
の
讓
論
は
；
理
的
に
は
ト
ー
ト
~ロ
'、シ
ィ
で
し
か
な
い
が
、

し
か
も
そ
れ
だ
け
に
、

強
力
な
説
得
力
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。「
力 

は
権
利
を
生
み
出
さ
な
い
こ
と
、

ま
た
1
わ
れ
わ
れ
は
正
当
な
権
力
に
し
か
従
う
義
務
が
な
い
こ
と
を
認
め
；よ
う」

「

人
間
の
あ
い
だ
の
す
べ
て 

の
正
当
な
権
威
の
基
礎
と
し
て
は
、
約
束
だ
け
が
の
こ
る
こ
と
と
な
る」

と
ル
ソー

は
語
っ
て
い
る
。

「

人
間
は
自-

3

な
も
の
と
し
て
生
ま
れ
た」

と
い
う
ル
ソ
ー
の
前
提
に
し
て
も
、
商
品
交
換
者
と
し
て
の
人
間
の
自
ti
l
が
、

逆
に
、

論
里
妁
、
 

歴

史

的(

そ
し
て
当
為
とし
て)

.前
提
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ル

ソ

ー

は

商

ロI'
M
社
会
の
法
的
原
則
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
(-
)
胁
31

:
'
的

事

実

と

し

て

実

際

に

あ

っ

た

こ

と

と

し

て

で

あ

る

と

同

時 

に
、
㈡
現
実
社
会
の
原
理
と
し
て
現
に
あ
る
も
の
と
し
て
で
あ
り
、
㈢
か
つ
立
法
と
統
治
の
の
っ
と
る
べ
き
L

と
し
て
で
あ
る
。
ル
ソ

—

 

D 

「

反」

資
本
主
義
的
性
格
は
の
ち
に
明
ら
か
に
す
る
が
、
さ
し
当
り
、

ル
ソ
I
.の

屋

は

^

！
-

^

こ

の

よ

う

に

謹

さ

れ

る

と

私

は

考
え
る
。

こ
こ
で
は
ヶ
ネ
ー
の「

自
然
的
秩
序」

に
お
け
る
諸
前
提
、
階

級

的

前

提(

農
民
.
商

工

業

者

と

「

地

主
•
主
権
者
•
十
分
の
一
税
微
収
者」

の
鼎
立 

と
、
そ
の
安
定
的
な
経
済
的
苒
生
產
の
秩
序
!!)

.は
完
全
に
変
革
さ
れ
、
社
会
と
法
の
原
理
は
商
品
の
本
性
の
み
に
し
た
が
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
つ
て 

い
る
。

ル
ソ
ー「

社
会
契
約
論j

の
理
論
構
造
と
資
本
主
義
Jh) 

七 
一

>

一

四

三

五

ノ



'
 

W
l

.(

s

三
六)

ニ

命
さ
P

い
ま
I

 

I

契
I

 

£
け
る
基
本
概
念
が
I

、

I

会

の

震

i

的

表

象

貧

I

い
こ
と
を
、

I

r

会
け
る
マ
ル
ク
ス
の
商
品
分
析
と
の
対
比
に
よ
っ
て
論
証
し
よ
ぅ
と
こ
こ
ろ
み
た
。
し
か
し
、
こ
の

命
1

り
間
接
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

ル
ソー

自
身
が
、
社
会
^
ぬ
こ
よ
つ
C
兄」

乙

卜

L 

i

f

t 

i

k

J

に
と
と
ま
る
力
き 

が
刀
U

1

C
、
卜
、
;

、

力

社

会

契

f

よ

.て
成
立
す
る
社
会
状
態
を
、
商
品
交
換
社
会
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ

-
と
 

f

さ

ネ

て

6
じ》

て
こ
の
類
比
は
直
接
的
に
証
明
さ
れ
た
も
の
と
I

。

fli vNtll 

t 

> 

1
- 

-

h

l

f

 

I

 
て
い
る
。

I

 蒙

れ
 

I

_ 

”

」

に
は
、
部
分
的
に
転
倒
し
た
形
で
の
、
し
か
し
そ
の
関
連
の
把
握
に
お
い
て

I

的
な
、
商
品
社
会
の
理
解
が
あ
る
。

、

 

h

LE
I
;
:こ
u

l

l

i

と
し
て
I

て
い
る
。
そ
し
て
交
換
は
1

尺
度
を
、

I

I

 

I

を

篇

す

る 

4

る
k

平

等

は「

人
間
に
お
け
る」

平
等
で
あ
る
と
同
時
に
、
I

I

る」

平
等
で
あ
る
。

だ
が
、

こ
：:

で
、
 

e
へ

,

H

を
商
口

l

i

l
下
労
働
量
の「
平
等」

に
で
は
な
く
、
义
間
の
契
約
そ
の
も
の
の
中
に
み
い
だ
す
の 

の
で
あ
る
r

i

社

含

第

一

I

」

は

.

「

契
f

 

I

」

と
な
る
。

I

が
契
約
を
I

で
は
な
く
、

契
約
が
等
価
を
生
む

n

i
上
h
の

に

ル

ソ

丨

は

市

民

社

会

I

治
的
国
家
と
を
混
同
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
契
約
に
ょ
る
平
等
は
、

一
方
I

 

•

l

l

i

l

f同
時
に
、.
他

方

で

は「

政
府
と
法
律」

の
1

根
拠
と
も
な
る
。
I

用

し

た

雪

づ

い

U

1 P

は
次
の
よ
う
に
V
う

「

人
々
の
あ
い
だ
の
契
約
に
よ
る
平
等
は
、
阁
然
の
平
等
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
も
の
で
、
.そ
れ
は
実
定
法
を
、

つ
ま 

り
政
府
と
怯
律
と
を
必
要
な
ら
し
め
る
。」

ノ 

.

こ
こ
で
は
商
品
交
換
社
会
と
市
民
的
国
家
と
が
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
立
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
だ
が
、
等
価
の
根
拠
が
契
約
だ
と
す
れ
ば
、
 

史

が

を

保

，哥

す

る

の

は

政

府

や

法

律

で

あ

る

の

は

当

然

の

こ

と

で

あ

る

。

ル
ソ
ー
に

.よ
れ
ば
、

等
偭
=「

事
物
の
あ
い
だ
の
平
等」
の
根
^
は
姜 

約
で
あ
る
が
、

こ
の
契
約
は
具
体
的
に
は
貨
幣
設
立
の
契
約
で
あ
る
。'「

_
物
の
あ
い
だ
の
契
約
に
よ
る
平
等
は
貨
幣
を
発
明
さ
せ
た
。

つ
ま
り
 

貨
幣
と
は
さ
ま

ざ

ま

な

霉

類

の

事

物
の
価
値
に
た
い
す
る
比
較
の
表
章
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
意
味
で
貨
•幣
は
s '
ゴ

で

あ

 

る

ご

(

傍
点
は
野
地)

.

貨
幣
に
対
し
て
そ
の
有
効
性
を
保
前
す
る
の
は
統
治
者(

1
}̂.
1
^
6この
.言
葉
は
統
治
者
を
示
す
も
の
と
し
て
|!
]
い
ら
れ
て
い
る)

だ

け

で

，
ら
る
。

x 

せ
な
ら
、
す
で
に
の
ベ
た
と
お
り
、
貨
幣
の
有
効
性
の
根
拠
は
契
約
で
あ
り
、

契
約
は
社
会
契
約
論
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、そ

れ
，：：n

体
す
で 

に
政
府
と
法
律
の
成
立
を
予
想
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「

そ
し
て
、
.統
治
者
だ
け
が
貨
幣
を
鋳
造
す
る
権
利
を
も
つ
。

そ
の
保
証
が
一
国
民
の 

権
威
を
も
つ
こ
と
を
要
求
す
る
権
利
は
統
治
者
だ
け
に
あ
る
か
ら(I)。」

.

ル
ソ
丨
の
転
倒
し
.た
価
値
論
、
す
な
わ
ち
、
貨
锻
が
等
価
の
原
因
で
あ
り
、
約
束
が
貨
幣
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
理 
解

(

こ
の
よ
う
な
転
倒
は
'

商
f

一
般
的
に
労
做
生
産
物
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
祟
す
る)

.は
次
の
一
節
か
ら
も
っ
と
も
明
ら
か
に
よ
み
と
れ
る
。

「

ち
が
っ 

た
衍
質
の
も
の
、
た
と
え
ば
織
物
と
小
麦
を
直
接
に
比
較
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
こ
と
だ
。
と
こ
ろ
が
、
共
通
の
尺
度
、

つ
ま
り
貨
幣
を
つ
く
り 

た
せ
は
製
造
業
者
と
耕
作
者
と
は
か
れ
ら
が
交
換
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
も
の
の
価
値
を
そ
の
共
通
の
尺
度
に
く
ら
べ
て
み
る
こ
と
が
容
易
に 

で
き
る
' 
あ
る
量
の
.織
物
が
あ
る
額
の
金
に
ひ
と
し
く
、
あ
る
量
の
小
麦
も
ま
た
同
じ
額
の
舍
ひ
と
し
い
と
す
る
な
ら
、
商
人
は
か
れ
の
織
物 

と
ひ
き
か
え
に
そ
の
小
麦
を
う
け
と
れ
ば
、.
公
正
.な
交
換
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
ん
な
ふ
う
に
、
貨
幣
に
よ
っ
て
ち
が
っ
た
種
類
の
財
は
通
約 

さ
れ
う
る
も
の
に
な
り
、
た
が
い
に
比
較
さ
れ
う
る
も
の
.

に
な(

g
。
：
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わ
1

れ
は
以
上
で
ル
ソ
I
が

貨
幣
を「

社
会
の
ほ
ん
と
う
の
絆」

と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
、
1

等
値
性
を
社
会
の「

第 

と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
等
価
性
の
根
拠
を
契
約
に
も
と
め
て
い
る
,

」

と
、
’こ
れ
ら
.？

と
を
傷
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

I
、 

れ

会

の

妻

を

I

交
換
と
し
て
と
ら
4

い
る
こ
と
を
I

す
る
こ
と
が
.で
き
た
。

ル
ソ
I

I
、
契
約
や
、
平
等
や
、
私
有
財(I) 

と〜

I

I

E
交
換
I

の
I

原
理
で
あ
る
こ
と
を
、
は
っ
き
り
とー

し
か
し
転
倒
し
た
形
でー

理
解
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
色

. 

対
主
義
の
下
で
社
会
の
本
質
を
商
品
交
換
の
社
会
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
ス
ミ
ス
に
比
す
べ
き

天
才
こ
ぞ
く
す

る
。

/ 

f
 

さ
ら
に
つ
け
加
I

、

ル
ソ
I
に
は
物
神
崇
拝(

I

ん
マ
ル
夕
ス
の
V

I

I

な
の
i

い)

I

I

 

し
う
て

U
度
ら

I
I

)
の
道
徳
的
な
I

に
つ
い
て(

3
1れ
て
お
り
、「

ぎ

し

て

し

る

し

が

実

物

を

忘t
fこ

とrtr;: 

暴

良

人

々

の

寶

の

t

ゆ
る
幻
影
が
生
ま
れ
為」

に
つ
い
て
は
こ
れ
を
若
い
T

I
ル
に
ま
だ
教
え
て
は
な
ら
な
い
、
と
の
べ

土 

ソ
i

靈

I

け

る

f

は
t

產

產

い

。
契
f

i

、
羣

霧

|

|

ず
な
と
す
る

I

社
会
て
あ
り
そ
の
よ
う

l

i

が

寒

統

治

着

_

|

と
い
う

I

」

そ
が
、
こ
こ
で

f

屢

 

募

主

義

の

下

で

は

ー

碧

な

の

で
あ
り
、

善

そ

I

命
的
な
の
で
あ
る
。

ル
i

養

ス

ミ

ス

と

近
い
所
に

い
る
。

x i

u

 

バ
! |
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。ぃ

1

|

「

形
式」

で
は
な
く
、
市
民
社
会
の「

内
実」
を
分
析
し
た
。
か

れ

量

|

の
権
利
で
は
な
く
、
そ

” 

a

i

d

ル
i

反
対
に
、
そ
の
形
式
と
権
利
と
を
、

つ
ま
り
与
件
な
い
し
前
提
と
し
て
の
法
的
麗
係
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を 

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
と

ル
ソ
I

は
同
じ
市
民
社
会
の
代
弁
者
で
あ
る
。(

未
完

) 

^

木
書
店
、
第一

部
上
、.
三
 
一T

^
o-
*

P
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f
 

l

l

n

o:
k
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(
b
e
l
t

 v
o
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 M
丨

E
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Bd. I, S. 

1
S
4
.

長
谷
部
文
雄
訳
、

青

(

2)

.

商
品
世
界
の
莲
本
的
関
係
は「

も
は
や
、

身

分

(
s
t
a
t
u
s
)

で
は
な
く
て
、

契

約

(
c
o
n
t
r
a
c
t
)

で
あ
る
。

こ
.こ
で
所
有
.
契
約
は
商
品
の
等
価
性
を
そ 

の
存
立
の
根
搬
と
す
る
こ
こ
に
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
は
等

{|
1
物
と
等
価
物
の
交
換
で
あ
り
、
人
間
.の
自
由
意
士
心
.に
も
と
づ
く
活
動
を

1
じ
て
形
成
さ
れ
、
し 

か
も
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
し
て
存
在
す
る
価
値
法
則
へ
の
従
属
で
あ
る
。

商
品
の
等
価
性
は『

法
的
人
格』

を
構
造
的
に
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、

I
 

的
人
格』

の
平
等
性
は
価
値
法
則
に
お
け
る
平
等
性
の
法
的
表
現
で

あ
り
、
そ
の
ぅ
え
に
た
っ
て
、
人

間

の『

肖
出
意
志』

が
確
立
さ
t
る
。
近v

^

,^
規
S
 

は
か
か
る
平
等
性
に
ょ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。」
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