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.
 

•

一
年
に
何
度
か
、
は
っ
き
り
と
自
分
の
知
識
の
領
域
が
拡
が

っ
た

こ

と

を
実 

感
さ
せ
て
く

れ

る

よ
う
な
著
作
に
ぶ

っ

つ
か
る
こ

と

が

あ

る

。

誰
で
も
そ
う
い 

う
経
験
は
も
っ
て
い
よ
う
。
私
に
と
っ
て
、
こ
の
本
は
そ
う
い
う
嵇
類
の
本
で 

あ

る

。
私
は
こ
の
本
を
、
と
く
に
初
期
マ

ル

ク

ス

を

研
究
し
て
い
る
人
に
す
す
め
た 

い
し
一
般
に
思
想
史
を
学
ぶ
人

' 

と
く
に
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か

け
て
の

思
想
史

の

転

換
期
-

-

-

-し
ば
し
ば
そ
れ
は

自

然

法

の

世

紀

か

ら

歴

史

主

義
の
化
紀
へ
の
転
換
と
も
い
わ
れ
る
が

-
-
-
-
に
興
味
を
も
つ
人
々
に
も
ぜ
ひ
一

読
す
る
よ
う
に
す
す
め
た
い
。

「

若
き
マ
ル
ク
ス

」

の
中
で
、
ル
ヵ
ー
チ
は
、
マ
ル
ク
ス
が
ド
ィ
ッ
人
で
あ
っ 

た
よ
う
に
、
か
れ
の
思
想
の
出
発
点
.は
国
民
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
の
べ
て
い 

る
。
い
う
ま
で
も
な

く

こ

の

ば

あ
い
国
民
的
な
も
の
と
は

ド

イ

ツ

的
な
も
の
で

l
〇

u

 

(

ー
〇
ニ

)

あ
り
、
ド
ィ
ッ
的
な
も
の
の
中
で
世
界
史
の
水
準
に
あ
り
え
た
も
の
は

た

だ

I 

つ
.
哲
学
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
が
の
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ 

の
ド
ィ
ッ
哲
学
の
精
髄
は
い
う
ま
で
も
な
く
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
で
あ
っ
た
。

マ
レ 

ク
ス
は
く
り
か
え
し
て
、

へ

I

ゲ
ル
哲
学
と
の
対
決
を

こ

こ

ろ

み

、

と

く

に

へ 

丨
ゲ
ル「

法
哲
学」

を
こ

え

ょ

う

と

苦
闘
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「

経
済
学
哲
学 

手
稿」

と
い
わ
れ
る
パ
リ
で
の
手
稿
も
、
は
っ
き
り
と

「

へー

ゲ
ル
法
哲
学
批 

半」

に
か
わ
る
も
の
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
本
は
、
ま
さ
に
そ
の
へ
ー
ゲ
ル
に
関
す
る
研
究
書
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で 

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
へ
ー
ゲ
ル
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
現
在
で
も
い
ぜ
ん 

と
し
て
、

「

偉
大
な
る
暗
闇

」

で
は
な
い
か
。

そ
う
で
な
く
て
も
、

へ

~

ゲ
ル 

は
せ
い
ぜ
い

「

弁
証
法」

と
い
う
論
理
あ
る
い
は
方
法
の
面
だ
け
で
マ
ル
ク
ス 

主
義
の
中
に
の
こ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
全
体 

と
し
て
の
哲
学
若
へ
ー
ゲ
ル
は
、
経
済
学
の
領
域
の
外
に
、
哲
学
渚
の
研
究
対 

象
と
し
て
の
み
生
き
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

偉
大
に
し
て
難
解
な
こ
の
哲
学
者
の
哲
学
が
、
そ
も
そ
も
一
体
何
を
根
本
的 

に
問
題
と
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
い
は
余
り
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な 

い
だ
ろ
う
か
。
ど
ん
な
難
解
な
哲
学
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
が
一
つ
の
時
代
の 

哲
学
た
り
え
た
と
す
れ
ば
、
必
ず
や
そ
れ
が
問
題
と
し
て
い
る
.根
本
的
な

問
い 

が

1̂
-

.

代
の
共
通
の
問
い
と
し
て
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け 

れ
ば
そ
れ
は
哲
学
屋
の
た
め
の
哲
学
で
あ
っ
て
時
代
の
哲
学
で
は

な

く

、

し
た 

が
っ
て
哲
学
史
に
一
時
期
を
画
す
も
の
と
は

な

り

え

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル

哲
学
の
意
味
を
、

「

論
理
学」

「

弁
証
法

」

に
限
定
す
る
だ
け
で 

は
へ
ー
ゲ
ル
を
時
代
の
精

芊

と
の
保
連
に
も
ぃ
て
と
ら
ぇ
る
こ
と
は
で
き

ず
、
さ
ら
に
、
な
ぜ
マ
ル
ク
ス
が
、
あ
の
よ
う
に
執
勘
に
へ
ー
ゲ
ル

(

と
く
に 

「

法
哲
学」

)

と
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、

と

い

う

問
題
に
も
答
え 

る

こ

と

は

で
き
な
い
。

む
し
ろ
へ
ー
ゲ
ル
に
そ
の
弁
証
法
を
形
成
せ
し
め
た
へ
ー

ゲ

ル

の

根
本
の
問 

い
は
何
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
が
問
題
と

な
る
。
こ
の
本
は
そ
う
い
う
意
味
で
へ 

丨

ゲ
ル
と
い
う
気
む
ず
か
し
い
哲
学
の
大
先
生
を

智

通
の
人
沿
潜
通
.の
思 

想
家
の
レ
ベ
ル
に
ま
で

ひ

き

寄
せ
、
哲
学
と

い

う

天
上
の
世
界
か
ら
人
間
の
思 

想
と
い
う
こ
の

世
へ
降
ろ
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
も
そ
も
哲
学
と 

い
う
抽
象
的
な
学
の
成
立
根
拠
が
何
で
あ
る
か
を
も
、
明
ら
か
に
す
る
一
つ
の 

道
を
示
し
て
い
る
と
い
え

.
よ
う
。

哲
学
者
に
と
っ
て
は
哲
学
す
る
こ
と
が

自
己

！：：！

的
で
あ
る
と
し
て
も
、
人
問 

に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

著
者
リ
ッ
タ
ー
は
へ

ー

ゲ
ル
に
と

っ

て
の
問
題
の
核
心
は

フ

ラ

ン

ス

革
命
で 

あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
革
命
の
哲
学
で
あ
り
、

へ
 

丨
ゲ
ル
の
哲
学
ほ
ど

、
,「

フ

ラ

ン

ス

革
命
の
問
題
を
中
心
的
な
核
と
し
て
い
る 

哲
学
は
、
他
に
は
一
つ
も
な
い

」
(

訳
十
九
頁

)

と
著
者
は
い
っ
て
い
る
。

へ
ー 

ゲ

ル

「

法
哲
学

」

に
お
け
る
国
家
と
市
民
社
会
の
関
速
の
問
題
も
こ
こ
か
ら
出 

て
い
る
。

(

蒞
き
マ
ル

ク

ス

が

く

り

か

え

し

対
決
を
迫
っ
た
の
は

ま
さ
に
へ
ー
ゲ
ル 

に

よ

っ

て
提
起
さ
れ
た
、
こ
の
国
家
と
市
圮
社
会
の
分
裂
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
だ
っ 

た
の
で
あ
る
。)

な
お
、
講
演
を
も
と
に
し
た
本
文
は
、
簡
潔
に
し
て
確
固
た
る
構
成
を
も
っ 

て
お
り
、
論
文
と
は
こ
の
よ
う
に
書
く
も
の
だ
と
い
う
見
本
を
な
し
て
い
る

。

' 

大
家
の
論
文
で
あ
る
。
そ
し
て
木
文
に
近
い
ほ
ど
の
量
の
原
注
が
こ
れ
ま
た
素

0

評

晴
ら
し
く
、

へ
ー
ゲ
ル
研
究
だ
け
で
な
く
、
マ
ル
ク
ス
研
究
の
立
場
か
ら
す
る 

へ
ー
ゲ
ル
研
究
に
も
有
益
な
文
献
案
内
の
役
を
し
て
い
る
。
注
と
は
そ
う
い
う 

も
の
だ
。
ヴ
ヱ
ー
バ
ー
の
例
を
ひ
く
ま
で
も
な
く
、
優
秀
な
論
文
に
は
優
れ
た 

注
が
付
随
し
て
い
る
実
例
の
一
つ
で
あ
る
。
さ
ら
に
巻
末
に
文
献

m

録
が
あ 

る
。リ

ッ
タ
ー
の
著
作
は
知
ら
れ

.
て
い
る
が
、
そ
れ
を
こ
の
よ
う
な
形
で
、
わ
れ 

わ
れ
の
身
近
か
な
も
の
と
さ
れ
た
訳
者
出
口
純
夫
跃
の
訳
業
を
謝
し
た
い
。
訳 

文
に
も
曖
昧
な
所
は
少
し
も
な
い
。

.

㈡

,

で
は
具
体
的
な
内
容
を
要
約
し
よ
う
。
そ
も
そ
も
こ
の
論
文
は
講
演
を
も
と 

に
か
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
文
は
翻
訳
で
八
十
頁
ほ
ど
の
も
の
だ
が

' 

全
体 

は
三
つ
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第
一
章

「

時
代
と
哲
学

」

は
問
題
提
起
、
導
入
の
部
分
で
あ
る
。

第
二
章

「

フ

ラ

ン

ス

i v
i

命
と
の
対
決

」

は
、

へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
根
本
問
題 

が
、
世
界
史
に
お
け
る
、
フ

1-7
'

ン
ス
革
命
の
意
味
を
.、
哲
学
の
立
場
か
ら
問
う 

こ
と
に
あ
っ
た
、
と
の
べ
て
い
る
。

「

革
命」

を
、「

哲
学」

の
問
題
と
し

て

と 

ら
え
る
、
と

い

う

こ

と

が

、

ど
ん
な
に
新
し
い

こ

と

で

あ
っ
た
か
、
当
時
の
哲 

学
が
、
神
学
、
形
而
上
学
と
内
容
的
に
き
り
は
な
せ
な
い
状
態
に
あ
っ
た

こ
と 

を
思
え
ば
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。

第

三
章

「

へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
中
心
問
題

」

は
、
以
上
の

よ

う

な

へ
ー
ゲ
ル
哲 

学
の
瑕
本
的
な
問
題
設
定
か
ら
、

い

か

な

る

課
題
が
生
じ
■

た
か
、
さ
ら
に
そ
の 

解
決
が
へ
ー

ゲ

ル

哲
学
に
い

か

な

る

諸
特
徴
を
与
え
た

か
、

が
論

じ

ら

れ

て

い

一
〇
三

(

一
〇
三

)



る
。
ょ
り
具
嗜
„

い
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
本
命
が
生
み
だ
し
た
•
か

(
=
「

自
F1
I」 

U

)

，ぶ
秩
序
の

i

の
結
果
が
、
へ
I

ゲ
ル
の
フ
ラ
ン
K

f

に
対
す 

る
讚
美
と
恐
怖
の

！ 

一®
の
う
け
と
め
方
と
な
っ

.て
反
映
し
、

さ
ら
に
そ
れ
は
歴 

史

=

世
界
史
に
お
け
る
、
過
去
と
未
来
の

「

断
絶」

問
題
と

し
て
へ
ー
ゲ
ル
の 

中
に
^

着
す
る
。

こ
の
分
裂
、
こ
の
断
絶
こ
そ

「

需

」

の

裳

歡

で

あ

る

、
と
へ

丨
ゲ
レ 

は
考
え
'7
-

、
こ

の

「

分
裂」

は

「

近
代」

の
隅
々
に
ま
で
渗
透
し
て

い

る

。

そ 

れ

メ
'(
-

'E

識
の
領
域
に
お
い
て
は

r

主
観」

と「

客
観」

の
分
裂
と
し

て

現

わ

れ

、
 

(-
4

社
会
観
の
領
域
に
お
い
て
は

「
国
家」

と

「

市
民
社
会

」

と

な

っ

て

現

れ

る

。
 

(

そ
し
て
、、

.;

ッ、
タ
I

は
そ
の
点
、：
と

く

に

篇
し
て
は

い
な
'

い
が
、
あ

え

て

の

ベ 

れ
は
®

方
法
•

論
理
と
し
て
は

「

弁
証
法」

と

な

.っ
で
現
れ
る

.
で

あ

ろ

う

。)

以
丄
は
書
評
者
培
身
の
バ
ィ
ァ
ス
が
か
か
っ
て
い

る

可
能
性
を
含
め
て
、
 

こ
の
木
の
大
摑
み
な
あ
ら
す
じ
で

あ
る
。
へ
I

ゲ
ル
弁
証
法
の
根
源
は

何
か
、
 

と
い
う
問
い
は
、
そ
れ
尚
体
、
哲
学
史
や
論
理
学
史
の

上

で

と

り

あ

げ

う

る

大 

問
題
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
、
そ
の
限
界
内
で
も
討
議
で

き
う
る
問
題
で
.

あ

ろ
 

う
。

.

だ
が
、

へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
成
果
は
、
単
に
方
法
：

=

論
理
と
し
て
の
弁
証
法 

に
解
消
す
る

も
の
で
は
な
く
、

そ
の

社

会

観

(

具
体
的
に
は
法

哲
学
と
し
て
完 

成
す

る)

に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
を

み
る
と
き
、

へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
、

根
本
的 

な

M

§

を
、
il
l

に
哲
学
史
や
論
理
学
史
の
限
定
さ
れ

た

領
域
に
も

と

め

る 

の
で
は
な
く
的
代
そ
の
も
の
、
時
代
の
課
題
全
体
に

も
と
め
る
著
者
の
態
度 

は
き
わ
め
て
強
力
な
説
得
力
を

も

っ

て
い
る
。

著
渚
は
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
休
系
の
根
源
は

.「

フ
ラ
ン
ス
革
命

」

だ
と
答
え
た
。
 

フ
ラ
ン
ス
取
命
が
生
み
出
し
た

「

過
去」

と

「

未
来」

の

断

絶

卩
分
裂
を
、
へ

一
〇
四

(
一

〇
四

)

丨
ゲ
ル
は
直
視
す
る
。

そ
し
て
こ
の
分
裂
の
一
方
に

加
担
し
、
他
方
を
拒
色
す 

る
の
で
は
な
く
、

こ
の
分
裂

こ
そ
が
、
近
代
の
蓮
で

あ
る
と
へ
丨

ゲ
ル
は
'

 

た
。
世
界
史
は

「

分
裂」

に
よ
っ

て

そ

の

讓

性
を
保
証
さ
れ
る
。
つ
ま
り 

「

分
裂」

こ
そ
、

「

速
続」

が
実
現
さ
れ
る
形
式
と
な
る
。
こ
う
し
て
矛
爵
？
 

理
と
し
て
の
弁
証
法
も

獲

さ

れ

た

の

で
あ
ろ
う
。

絶
対
化
さ
れ
て
い
た
主
観 

と

產

の

分
裂
は
、
人
間
の

認
識
の
本
来
的
な
統
一
姓
が
保
持
さ
れ
る
形
式
と 

み
ら
れ
る
。
社
会
観
の
次
元
で
は
、

国
家
と
市
民
社
会
の
分

裂

が

、

社
会
的
、 

ぁ
の
炉
一
性
が

実
現
さ
れ
る
形
式
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
一 

切
の
特
性
は
、、
H

へ
-

ゲ
ル
が
、
時
代
の
課
題
と

し
て
の
フ
ラ
ン
ス
革
命 

の
問
題
に
、
哲
学
の
立
場
か
ら

(
=

=

世
界
の
論
理

化)

、
良
正
面
に
ぶ

っ
つ
か
っ 

た
結
果
と
し
て
う
ま
れ
た
。
百
科
全
書
的
な
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の

想
源
太
フ
ラ
ン 

ス
革
命
で
あ
っ
た
、
と
著
岩
は
い
い
た
い
の
で

あ
る
。
 

f

㈢

# 

-
V

^

^

上
の
^

^

の
*
!
1-に

a r
f l

者
の
主
体
が
、
や
や
入
り
込
み
す
ぎ
て
い
る
こ 

と
は
自
覚
せ

ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
リ
ッ
タ
丨
は
•「

国
家」

と

「

市
爱 

社
会」

の
分
裂
の
問
題
を

の
べ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
書
評

渚
が
の
べ
た
よ
う 

な
形

で

そ
の
も
の
と
し
て
、
と
り
あ
げ
て
は
い
な
い
。
リ
ッ
タ
丨
息
の
力 

点
は
、

む
し
ろ
市
民
社

含
具
体
的
内
容
が
、
ァ
ダ
ム
•
ス
ミ
ス
と
ひ
と
し
く 

「

欲
塱

の
体
系」

で
あ
る
こ
と
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の

世
界
史
的
意
義
た
る
、「

自 

由」

の
普
遍

化
が
、
実
は

こ
の
市
民
社
会
の

普
遍
化
、
そ
し
て
よ
り
具
本
的
に 

は

「

欲
望
の
体
系

」

の
普
遍
化
に

も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
に 

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ

れ

は

、

各
節
の
標
題
を
み
て
も
判
る
こ
と
と
忍

う
。
こ
の
よ
う
な
、
書
評
者
身
の
バ
イ
ア
ス
は
、
や
は
り
、
若
き
マ
ル
ク
ス 

が
、
さ
し
当
っ
て
へ
ー
ゲ
ル

「

法
哲
学」

の
克
服
か
ら
出
発
し
た
、
と
い
う
事 

実
、
す
な
わ
ち
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
る

「

国
家」

と

「

市
民
社
会

」

の
関
係
把
握
の 

批
半
力
ら
出
発
し
た
と
い
う
事
英
か
ら
由
来
し
て
い
る
。

つ

ま

り

、

書
評
者 

は
こ
の
著
作
が
そ
れ
だ
け
で

も

も

っ
て
い
る
恩
恵
を
十
分
に
感
じ
な
が
ら
も
、
 

同
時
に
、
こ
の
著
作
の
後
に
つ
づ
く
べ
き
、
へ
ー
ゲ
ル
か
ら
マ
ル
ク
ス
へ
の
道 

を
も
よ
も
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

む
し
ろ
評
価
の
部
分
と
し
て
、
さ
い
ご
に
の
ベ
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
 

も
し
わ
れ
わ
れ
が
、

へ
ー
ゲ

ル
，：！！：

休
の
で
は
な
く
、
マ
ル
ク
ス
の
立
場
に
立 

ち
、
現
代
史
の
：：：：で
へ
ー
ゲ
ル
を
み
る
と
き
、
こ
の
著
作
は
へ
ー
ゲ
ル
の
ポ
ジ 

テ
ィ
ヴ
な
業
級
を
確
認
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
る
た
め
に
、
あ
ま
り
に
も
わ
れ 

わ
れ
を
へ
ー
ゲ
ル
に
ひ
き
つ
け
、
同
意
さ
せ
、
そ
の
結
梁
、
マ
ル
ク
ス
と
へ
ー 

ゲ
ル
と
の
決
定
的
な
恙
與
に
対
し
盲
目
な
ら
し
め
る
。
マ
ル
ク
ス
が
へ
ー
ゲ
ル 

を
+
 

兄
服
す
る
た
め
に
な
し
た
、
あ

の

^

闘
は
、

一
体
何
の
た
め
で
あ
っ
た
の 

か
、
と
い
う
そ
の
点
を
不
分
明
な
ら
し
め
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
著
者
向
身
の
立 

場
か
ら
も
く
る
も
の
で
あ
り
、
著
者
诌
身
も
、

分
の
中
問
的
な
立
場
を
自
覚 

し
て
い
る
。
そ
れ
は
注

11

に
も
か
な
り
明
確
に
現
れ
て
い
る
。
著
者
は
、

一
方 

で
デ
ィ
ル
タ
イ
や
グ

ロ

ッ
ク
ナ
ー
ら
の
よ
う
に
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
問
題
す
ベ 

て
を
、
政
治
社
会
と
は
没
交
渉
の
も
の
と
し
*
哲
学
内
部
だ
け
の
問
題
と
す
る 

よ
う
な
.

立
場
を
批
判
し
て
い
る
。

(

も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば

「

へ
I

ゲ
ル
と
フ
ラ 

ン
ス
革
命」

と
い
う
題
名
は
最
初
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。

)

だ
が
、
他
方
で
は
、

ル
ヵ 

丨
チ
の

「

劳
き
へ
ー
ゲ
ル

」

が
代
表
す
る

よ

う

な

、

政
治
、
社
会
的
視
点
か
ら 

す

る

(
「

表
象」

を
と
ら
え
よ
う
と
す
る

)

へ
ー
ゲ
ル
研
究
の
意
義
を
十
分
に
み

と
め
、か
つ
う
け
い
れ
つ
つ
も
、著
者
は
決
し
て
こ
れ
に
全
面
的
に
賛
同
す
る
訳 

で
は
な
い
。
著
者
は
ル
.ヵ
ー
チ
ら
の
問
題
提
起
を
し
っ
か
り
と
う
け
と
め
な
が 

ら
も
、
そ
の
立
場
は

「

政
治
や
社
会
の
問
題
に
還
元
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い 

.

へ
ー
ゲ
ル
の
思
想
内
容
の
す
べ
て
が
、
そ
れ
自
身
独

S
の
意
味
を
失
っ
て
し
ま 

う」
(

訳
一
一

一

頁)

と
み
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
著
者
の
立
場
は
独
特
の
も
の
で
あ
り
、
中
間
的
な
性
格
を
も
っ
て 

い
る
。
つ
ま
り
、
著
者
は
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
対
決
す
る 

こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、

「

い
っ
た
い
へ
ー
ゲ
ル
か
务
に 

と
っ
て
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

」
(

傍
点
は
書
評
者

)

と
い
う 

こ
と
を
問
う
立
場
に
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
、

「

哲
学」

の
立
場
か
ら
、

フ
ラ
ン 

ス
革
命
の
意
義
を
問
う
と
い
う
視
点
な
の
で
あ
る
。

著
者
と
と
も
に
わ
れ
わ
れ
は
へ
ー
ゲ
ル
に
内
在
し
へ
ー
ゲ
ル
を
理
解
し
、
へ
 

丨
ゲ
ル
哲
学
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
業
績
を
知
る
。
そ
し
て
そ
う
す
る

こ
と
こ
よ
っ
 

て
へ
ー
ゲ
ル
と
著
者
が
前
提
と
す
る

「

哲
学」

の
立
場
を
う
け
い
れ
、
か
つ
前 

提
と
し
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
著
作
に
満
足 

し
な
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
前
提
さ
れ
た

「

哲
学
の
立
場

」

と
は
何 

か
、

を
知
り
、

か
つ
、

そ
れ
を
批
判
す
れ
ば
い
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
よ
っ 

て
、
こ
の
節
の
は
じ
め
に
の
ベ
た
へ
ー
ゲ
ル
か
ら

マ
ル
ク
ス
へ
、と
い
う
問
題
、
 

よ
り
具
体
的
に
は
市
民
社
会
と
国
家
の
関
係
把
握
の
批
判
の
問
題
に

も
こ
た
え 

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
著
者
リ
ッ
タ
ー
の
課
題
で
は
な
か
っ
た

。

.

»

忠
実
な
紹
介
に
移
ろ
う

。

'

1

〇

五

(

一
〇
五

)



第
一
•軍
時
代
と
哲
学

 

,
第

一

節

ハ

イ

ム

の

へ

ー
ゲ
ル
批
判 

第
二
節
時
代
と
哲
学
の
使
命 

第

二

章

フ

ラ

ン

ス

革

命

と

の

対
決 

笫

一

節

フ

ラ

ン

ス

革

命

と

へ
！
ゲ
ル 

第

二

節

フ

ラ

ン

ス

革

命

と

11

|:界
史

第
三
節
権
利
と
し
て
の
囟
山

 

、
 

第
三
章
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
中
心
問
題 

第

一

節
歴
史
的
山
来
と
近
代
と
の
断
絶

.

第
二
節
近
代
と
分
裂
、
客
観
性
と
主
観
性 

第

三

節

T1
J

R

社
会
と
欲
轺
の
体
系 

第
四
節
市
民
社
会
と
万
人
の
由
山 

第
五
節
結
び 

(

注
と
付
録

)

以
上
が
本
書
の
構
成
で
あ
る
。

第
一
章
の
問
題
提
起
は
、
ル
ド
ル
フ
.
ハ
イ
ム
の
へ

ー

ゲ
ル
批
判
か
ら
は
じ 

め
ら
れ
る
。

ハ
イ
ム
は
一
八
五
七
年
、

へ
ー
ゲ
ル
の

「

法
哲
学」

す
な
わ
ち
、
 

政
治
哲
学
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
反
動
的
国
家
権
力
を
聖
化
す
る
も
の
だ
と
し
て 

批
判
し
た
。
周
知
の
と
お
り

' 

こ
れ
は
靑
年
へ
ー
ゲ
ル
派
の
へ
ー
ゲ
ル
批
判
の 

継
艰
で
あ
り
、
そ
の
総
括
で
あ
っ
た
。

(

注
の
2

参
照
、
八
十
六
頁

)

へー

ゲ
ル 

は
、
哲
学

—

論
理
学
的
方
法
を

「

市
民
社
会

」

や
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
把
握
に
あ 

て
は
め
た
の
に
対
し
、
ハ
イ
ム
の
へ

I

ゲ
ル
批
判
の
核
心
は
、
ま
さ
に
、
市
民 

社
会
や
フ
ラ
ン
ス
茁
命
に
は
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
方
法
の
適
用
が
妥
当
し
な

一
〇
六

(

一
〇
六

)

い
、
と

い

う

点
に
あ
っ
た
。
近
代
社
会
や
国
家
は
、
祌
的
な

も

の

.
、哲
学
的
な 

も
の
と
は
無
関
係
な
の
だ
、
と
ハ
イ
ム
は
主
張
す
る
。

(

以
上
第
一
節

)

ハ
イ
ム
の
考
え
で
は
、
近
代
市
民
社
会
は
神
学
と
形
而
上
学
の
世
界
の
外
に 

あ
り
、
か
つ
ま
た
、
人
間
を
神
学
や
形
而
上
学
の
世
界
の
外
に
解
放
し
た
の
で 

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
ム
の
へ
ー
ゲ
ル
批
判
に
対
し
、
リ
ッ
タ

ー

は
へ
ー
ゲ 

ル
の
本
来
の
意
図
を
内
在
的
に
了
解
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の 

積
極
的
意
味
を
救
い
出
そ
う
と
す
る
。

へ
！
ゲ
ル
は

「

存
在
す

る
も
の
と
は
理 

性
だ」

と
す
る
立
場
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
近
代
市
民
社
会
そ
の
も
の
を
も
、
伝 

統

的

な

「

哲
学」

の
立
場
か
ら
把
握
し
よ
う
と
し
た
の
だ
、
と
著
者
は
い
う
。
 

一
見

「

偶
然
と
恣
意
と
の
手
に
委
ね
ら
れ

」
「

神
に
見
捨
て
ら
れ

J
、

形
而
上
学 

や
伝
統
的
哲
学
'の
外
に
出
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
み
え
る
こ
の
近
代
の
国
家
と
市 

民
社
会
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
生
み
出
し
た
歴
史
の
未
来
を
、

へ
ー
ゲ
ル
は

「

哲 

学」

の
立
場
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
だ
。

(

以
上
第
二
節

)

リ
ッ
タ

ー

の

ハ

イ

ム

批
判
は
、
だ
か
ら
、

へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
が
、
国
家
権
力 

を

神
聖
化
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
、

と

い

う

こ

と

を

否
定
す
る
の
で
は
な 

く
、
そ
れ
が
へ
ー
ゲ
ル
の
意
図
で
も
な
け
れ
ば
、

へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
固
有
の
意 

a'

で
も
な
い
、
と
主
張
す

る

と

こ
ろ
に
核
心
が
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
意 

義
は
、
哲
学
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
近
代
市
民
社
会
を
自
己
の
対
象
と
し
た
、
 

と

い

う

こ

と

自
体
の
中
に
あ
る
。

(

以
上
書
評
者
の
注
釈

)

第
二
章
。

へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
、

「

哲
学
の
全
使
命
が
ひ
た
す
ら
集
中
し
て 

.

い
く
出
来
窜
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
あ

.

る
。
し
か
も
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
よ
う 

に
、
ひ
た
す
ら
苹
命
の
哲
学
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
問
題
を
中
心
的
な
核 

と
し
て
い
る
哲
学
は
、
他
に
は
一
つ
も
な
い
。

」
(

十
九
頁)

「

へ
ー
ゲ
ル
は
ど
ん

な
場
合
に
も
フ
ラ
ン
ス
苹
命
を
肯
矩
し
て
い
た
。
こ
の
肯
宠
ほ
ど
は
っ
き
り
し 

た
も
の
は
な
い

」
(

二
十
四
頁

)

こ
れ
に
は
注
訳
は
不
驳
で
あ
ろ
う
。

(

以
上
第 

一
節)

，

で
は
へ
I

ゲ
ル
に
と
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
世
界
史
に
対
し
て
提
出
し
た 

問
題
と
は
何
か
。
そ
れ
は

「

内

出

」

の
政
治
的
実
現
と

い

う

問
題
で
あ
る
。
 

「
S
-

5
J

と
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
理
念
で
あ
り
、

へ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
を

-

；

S

分
の 

哲

学
の

「

唯
一
の
素
材

」

と
し
、
前
提
と
し
た
。

そ

う

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

か 

れ
は
フ
ラ

ゾ
ス
革
命
を
哲
学
の
対
象
と

す

る

と

同
時
に
、
哲
学
を

ま

さ

に

時
代 

の
哲
学
と
し
た
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
取
命
が
は
じ
め
て

「
S

由
1_

を
原
理
に
ま
で
高
め
、
社
会
•
国
家 

の
！：：！！

的
に
ま
で
高
め
た
。
そ
し
て
こ
の
.こ
と
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
世
界
史
上
の 

意
味
な
の
で
あ
る
。
法
の
哲
学
の
任
務
は
だ
か
ら
，

「

自
由
の
法
形
式
を
発
見 

す
る」

こ
と
、
自
出
な
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い

「

法
秩
序
を
作
り
出
す
こ
と
.」

と 

な
る
。
.

(

以
上
第
二
節

)

フ
ラ
ン
ス
革
命
が
、
人
間
の

_

ft
l

を
万
人
の
s

ri
l

と
し
、
そ
れ
を
法
.の
原
理 

に
ま
で
高
め
た
。
い
ま
や
権
利
と
し
て
の
自
由
は
、
類
と
い
う
普
遍
性
に
到
達 

し
た
*

そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

「

由
'
沿」

と
い
う
ィ
デ
|

を
、
政
治
的 

に
法

と

国
家
の
内
容
.に
す

る

と

い
う
課
题
に
時
代
を
直
面
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ 

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
哲
学
は
時
代
の
課
逆
と
は
無 

関
係
な
抽
象
的
思
弁
の
学
で
は
な
い
。
そ
れ
は

「

原
理」

を
、
時
代
そ
の
も
の 

の
中
か
ら
と

り

出
し
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

以
上
第
三
節

)

第
三
箪
。
さ
て
、
第
二
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
の
対
決
か 

ら
、

一
休
ど
ん
な
具
体
的
課
題
が
へ

I

ゲ
ル
哲
学
に
提
起
さ
れ

る
こ
と
に
な
る

m

評

か
、
そ
し
て
そ
の
解
決
が
へ

ー

ゲ
ル
哲
学
に
ど
ん
な
特
色
を
与
え
る
こ
と
に
な 

る
か
そ
れ
が
こ
の
章
の
主
霞
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
原
理
的
に
肯
定
し
た
。
し
か
し
他
方
、
か
れ 

は
フ
ラ
ン
ス
茁
命
が
、
自
凼
の
法
形
式
を
確
立
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
は
っ
き 

り
と
み
と
め
る
。
革
命

.
は
新
し
い
革
^1

叩
を
よ
び
、
反
革
命
を
生
み
、
そ
し
て
テ 

ル
I

ル
を
生
む
。
そ
れ
は
自
然
法
思
想
が
想
定
し
た
よ
う
な
、
理
性
の
社
会
で 

は
な
い
。
革
命
の
立
場
も
、
革
命
を
脅
か
す
反
革
命

(
=

復
古

)

の
侧
も
、
方 

向
こ
そ
ち
が
え
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
世
界
史
の
断
絶
と
み
る
点
で
は
共
通
し
て
い 

る
。
復
古
主
義
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
代
表
す

る
近
代
を
歴
史
の
没
落
と
考
え
、
 

反
対
に
革
命
の
側
は
近
代
を
人
間
の
解
放
と
考
え
る
。
復
古
主
義
は
近
代
を
ご 

み
箱
行
き
と
考
え
、
革
命
は
歴
史
的
過
去
を
ご
み
箱
行
き
と
み
る
。
互
に
他
方 

を
絶
対
的
に
否
定
す
る
点
で
は
共
通
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
ど
ち
ら
に
も 

組
せ
ず
、
こ
の
世
界
史
の
断
絶

——

近
代
と
過
去
の
相
互
排
除

——

の
問
題
を 

根
底
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
対
立
す
る
両
者
を
、

「

対 

を
な
し
た
相
関
者

」
「

同
一
の
根
源
を
持
っ
て
い
る

」

も
の
、

と
し
て
と
ら
え 

る
。

(

以
上
第
一
節

)

こ

の

「

断
絶」

=
「

分
裂」

を
、

へ
ー
ゲ
ル
は
近
代
の
根
本
構
造
と
み
る
の
で 

あ
る
。
こ
の
分
裂
は
近
代
と
、
近
代
の
啓
蒙
的
悟
性
が
つ
く
り
出
し
た
も
の
で 

あ
り
、
啓
蒙
の
勝
利
が
生
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

啓
蒙
的
悟
性
と
科
学
と
は
、
た
と
え
ば
神
殿
を
単
な
る
物
、
丸
太
と
石
の
集 

合
物
に
し
た
。
客
観
性
の
世
界
は
こ
叹
よ
う
に
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
。
だ
か
ら 

こ
そ
神
殿
の
美
、
真
、
意
味

(

そ
し
て
価
値

)

は
、
感
情
や
心
情
の
中
に
、
主
観 

性
と
し
て
保
持
さ
れ
る
こ
と

-

と
な
る
。
だ
が
、
神
殿
は
神
殿
で
あ
る
か
ぎ
り
、

一
〇
七

(

一
〇
七

)



そ
の
ど
ち
ら
か
一

方

だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
統

j

な
の
で
あ
る
。
人
間
と
そ
の 

世
界
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。

へ

ー

ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な

「

分
裂」

を
近
代
1»
:

界 

と
そ
の
と
の
形
式
と
考
え
、

「

分
裂

」

そ
の
も
の
が
、

実
は
対
象
が
本
来 

も
っ
て
い
る
統
一
が
保
存
さ
れ
る
形
式
で
あ
る
と
考
え
る
。

「

こ
の
分
裂
の
一
方
の
側
か
、
他
方
の
側
か
、.
そ
の
ど
ち
ら
か
に
組
す
る
こ 

と

に

よ
っ

て
、
自

分

の

組
し
な
か

っ

た
侧
を
存
在
し
な
い

も

の

と

み
な
し
て
、
 

そ
れ
を
消
滅
さ
せ
る
可
能
性
な
ど
な
い

」
(

五
十
八
頁)

。

(

以
上
第
二
節)

へ
ー
ゲ
ル
は
、
さ
ら
に
時
代
の
具
体
的
構
造
の
研
究
に
す
す
む
。
哲
学
は
近 

代
社
会
を
対
象
と
す
る
以
上
、
哲
学
者
は
近
代
社
会
を
具
体
的
に
知
ら
ね
ば
な 

ら
な
い
。

へ
ー
ゲ
ル
は
ス
テ
ュ
ァ
ー
ト
の「
経
済
学
原
理
研
究」

を
通
じ
て
市 

斑
社
会
の
本
質
と
内
容
を
知
る
。

そ
れ
は
欲
望
と
労
働
、

分
業
そ
の
他
で
あ 

る
。

「

法
哲
学」

は
つ
い
に
こ
の
市
民
社
会
を
問
題
の
中
心
に
お
い
た
。

フ
ラ 

ン
ス
革
命
は
そ
の
根
底
か
ち
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は
ィ

ギ

リ

ス
経
済
学
に
な
ら
っ
て
、

「

市
民
社
会

」

を

「

欲
望
の 

体
系」

と
考
え
る
。
と
こ
ろ
ガ
欲

^

の
体
系
”

産

業

は

「

契
^

«_

や
「

取
弓」 

を
媒
介
と
し
て
世
界
に
拡
が
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は

1

こ

う

し

た
取
引
関
係
の
う
ち 

に
は
同
時
に
文
化
形
成
の
最
大
の
手
段
が
あ
る
の
で

あ
り
、
商
業
が
お
の
れ
の 

世
界
史
的
意
義
を
觅
出
す
の
も
こ
の
取
”
関
係
に
お
い
て
で
あ
る

» _(

こ
の
"

 

川
は
窗
評
漭
の
も
の
。
法
哲
学
ニ
四
七
節

)

と
の
べ
て
い
る
か
ら
、
欲
望
の
体
系 

が
世
界
に
拡
が
る
こ
と
は
市
段
社
会
が
世
界
史
的
意
義
を
も
つ
よ
う
に
な
る

こ 

と
と
同
義
で
あ
る
。
そ
し
て
結
局
、

フ

ラ

ン

ス
革
命
が

「

自
ri
]

」

を
普
遍
的
な 

も
の
、
類
的
な
も
の
と
し
、

一
般
的
な
、
法
の
原
理
と
し
た
の
も
、
実
は
市
民 

社

会

=

欲
望
の
体
系
の
世
界

#.
、
齊
遍
化
に
銮
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

一
〇
八

(

一
〇
八

)

る
。〈

'I
U

上
第
三
節

)

.

■

こ
う
し
て

「

市
民
社
会

」

は
世
界
史
的
意
味
を
獲
得
し
-
法
哲
学
の
中
心
に 

す
え
ら
れ
た
。
政
治
革
命
と
そ
の
理
今

I

で
あ
る

「

自
由」

も
、
実
は
市
民
社
会 

の
出
現
の
一
部
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
的
労
働
は
、
個
々
人
が
®
由
で 

あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
個
々
人
が
、
自
分
商
身
の
利
害
か
ら
、

S

分 

自
身
の
た
め
.

に
、
し
た
が
っ
て
自
由
人
と
し
て
、
分
業
社
会
に
身
を
投
ず
る
こ 

と
に
よ
っ
て
社
会
的
労
働
が
成
立
す
る
の
だ
。

だ
か
ら
、

「

自
由」

は
社
会
労 

働
の
不
可
欠
の
原
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

で
は
市
民
社
会
を

「

法
哲
学

J

の
中
心
に
す
え
た
、
と
い
う
こ
と
が
、

へ
！ 

ゲ
ル
の
課
題
で
あ
る

「

歴
史」

と

「

近
代」

と
の

断
絶
の
和
解
の

た
め
に
、

一
 

体
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

市
民
社
会
は
、

「

家
族」

や

「

国
家」

(

法
哲
学
の
第
三
部
は
家
族
，
市
民
社 

会
、
国
家
の
順
で
展
開
さ
れ
て
い
る

)

と
い
う

「

歴
史
的
秩
序

」

か
ら
欲
望
主
体 

と
し
て
の
人
間
を
分
離
す
る
。
自
己
目
的
と
な
っ
た

「

個
々
人
の
坐
存

」

は
、
 

こ
れ
ま
で
人
間
の
生
存
の
支
え
で
あ
っ
た

「

人
倫
的
、
宗
教
的
坐
活

1_
か
ら
ひ 

き
は
な
さ
れ
、
か
く
し
て
人
間
の
存
在
の
全
体
性
は

「

分
裂」

さ
せ
ら
れ
る
。
 

だ
が
、
歴
史
的
由
来
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
る
の
は
、
歴
史
を
も
た
な
い

「

欲
望 

の
体
系」

だ
け
で
あ
る
。
歴
史
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
は
、
人
間
の
生
存
の
自
然 

的
領
域
、
労
働
に
よ
る
欲
望
充
足
の
世
界
だ
け
で
あ
り
、
人
間
の
そ
れ
以
外
の 

領
域
は
無
視
さ
れ
る
。

「

人
格」

や

「

家
族
の
一
員

」

と

し

て

の

人
間
は
、

ま 

さ
に
こ
の
欲
蓮
の
領
域
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。

.

そ
し
て
こ
の
除
外
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
人
間
の
歴
史
的
山
来
性
と
主
観
性 

と
が
保
証
さ
れ
る
の
だ
。
市
民
社
会
は
、
人
間
の
欲
望
の
世
界
だ
け
を
内
容
と

す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
そ
の
他
の
人
間
の
領
域
を
自
己
の
外
に
お
い
た
。
こ
の 

人
間
と
社
会
の
分
裂
が
、
か
え
っ
て
人
間
と
社
会
の
総
休
性
お
ょ
び
歴
史
性 

を
保
証
す
る
の
で
あ
る
。
市
民
社
会
が
欲
望
だ
け
に
か
か
わ
り
、
歴
史
の
断
絶 

で
あ
り
、
第
二
の
自
然
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
市
民
社
会
の
外
に
、
分
裂
さ 

れ
た
形
で
、

「

人
倫
の
国
家

」

と
い
う
形
で
、

人
間
の
主
観
性
や
、

歴
史
的
速 

続
性
が
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

経
済
学
は
、
人
間
の
欲
望

=

自
然
を
扱
う
の
み
で
あ
っ
て
こ
の

「

分
裂
|_
を 

扱
わ
な
い
。

経
済
学
か
ら
排
除
さ
れ
た
人
格
や
国
家
を
扱
わ
な
い
。

(

し
た
が 

っ
て
人
間
の
半
而
を
扱
う
の
で
あ
っ
て
統

 

一
H

全
体
と
し
て
の
人
間
や
社
会
を
扱
わ 

な
い

)

そ
れ
を
扱
い
、
経
済
学
自
体
の
世
界
史
的
意
味
を
問
う
の
が
哲
学
の
任 

務
だ
、
と
へ
ー
ゲ
ル
は
考
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

「

法
哲
学」

の
国
家
は
、
市
民 

社
会
の
自
然
論
を
訂
正
す
る
任
務
を
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
人
格
を
回
復
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
へ
ー
ゲ
ル
は
国
家
を

「

人
倫
的
ィ

デ

：

の
現 

実
し
と
し
、

「

世
界
に
実
現
さ
れ
る
精
神

」
と
し
た
の
で
あ
る
。

へ
ー
、ゲ
ル
は 

い
っ
て
い
る
。

「

国
家
は
社
会
を
法
状
態
に
お
く
ば
か
り
で
な
く
、
真
に
よ
り 

高
次
の
を
於
知
ゆ
か
と
す
る

」
(

哲
学
入
門
。
.

傍
点
は
#
評
者
 

だ
か
ら
と
い

っ 

て
、
へ
ー
ゲ
ル
は
無
制
約
に
こ
の
人
倫
的
ィ
デ
ー
や
、
神
的
な
も
の
に
立
ち
返 

え
り
は
し
な
い
。

そ
れ
は
社
会
を
成
立
さ
せ
て
い
る
実
体
そ
の
も
の

(

U

欲
望 

の
体
系

)

を
、
社
会
か
ら
う
ば
う
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

こ
う
し
て
へ
ー
ゲ
ル
は
、

t

合
の
立
場
か
ら
、
革
命

I

市
民
社
会

—
欲
望
の 

体
系
を
、
把
握
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
だ
、

と
リ
ッ
タ
ー
は
い
う
。

(

以
上

第
四
節
、
第
五
節) 

'
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