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言
葉
は
魔
術
的
な
は
た
ら
き
を
す
る
。
或
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
唯
物
論

の
名
は
、
す
で
に
最
初
か
ら
何
か
い
か
が
わ
し
い
も
の
、
汚
ら
わ
し
い
も
の

を
暗
示
す
る
。
彼
ら
は
そ
の
名
を
聞
く
と
き
、
肩
を
ゆ
す
ぶ
り
、
十
字
を
切

っ
て
去
り
、
そ
れ
を
真
面
目
に
相
手
に
す
る
こ
と
を
さ
え
、
何
か
為
す
ま
じ

き
卑
し
き
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
己
の
唯
物
論

と
し
て
憚
る
と
こ
ろ
な
く
主
張
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
も
は
や
誰
も
見
逃

す
こ
と
の
出
来
ぬ
現
実
の
勢
力
で
あ
る
。
一
般
に
現
実
を
回
避
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
思
想
の
高
貴
さ
を
示
そ
う
と
す
る
者
は
、
た
だ
単
に
然し
か
自
己
を
粧
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う
の
み
で
あ
り
、
か
え
っ
て
た
ま
た
ま
彼
の
思
索
の
怯
懦
と
怠
慢
と
を
暴
露

す
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
つ
て
哲
学
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
感
激
に

よ
っ
て
著
し
い
進
展
を
遂
げ
た
よ
う
に
、
今
は
ま
た
そ
れ
は
何
ら
か
の
仕
方

で
マ
ル
ク
ス
主
義
と
交
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
恐
ら
く
現
在
の
無
生
産
的
な

る
状
態
を
脱
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
そ
れ
自
身
多
岐
多
様
な

る
意
味
に
お
い
て
語
ら
れ
る
唯
物
論
の
長
い
歴
史
の
列
に
属
し
て
い
る
。
人

々
は
こ
れ
に
特
に
近﹅
代﹅
的﹅
唯﹅
物﹅
論﹅
の
名
を
負
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
と
き
冠
せ

ら
れ
た
近
代
的
と
は
正
確
に
は
何
を
い
う
の
で
あ
る
か
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は

そ
の
い
か
な
る
構
成
の
故
に
、
そ
も
そ
も
唯
物
論
と
し
て
自
己
を
規
定
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
を
正
し
く
捉
え
よ
う
と
す
る
者
は
、
唯
物
論
の
名
と
と
も
に
不
幸
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に
も
最
も
し
ば
し
ば
連
想
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
一
は
理
論
的
見
解
に
関

す
る
、
他
は
実
践
的
態
度
に
関
す
る
、
唯
物
論
の
か
の
二
つ
の
形
態
を
遠
く

に
追
い
退
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
第
一
に
生
理
学
的

唯
物
論
で
は
な
い
。
そ
れ
は
意
識
の
現
象
が
脳
髄
の
物
質
的
構
造
そ
の
も
の

か
ら
導
き
出
さ
れ
、
も
し
く
は
思
想
が
、
あ
た
か
も
尿
が
腎
臓
か
ら
排
泄
さ

れ
る
よ
う
に
、
人
間
の
脳
髄
か
ら
分
泌
さ
れ
る
と
い
う
が
ご
と
き
こ
と
を
説

く
も
の
で
は
な
い
。
か
く
の
ご
と
き
唯
物
論
は
、
そ
れ
を
マ
ル
ク
ス
が
形
而

上
学
的
と
銘
打
っ
て
排
斥
し
た
当
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ま
た
マ
ル
ク

ス
主
義
は
第
二
に
倫
理
学
的
唯
物
論
で
も
な
い
。
そ
れ
は
人
間
の
一
切
の
行

為
を
物
質
的
欲
望
の
満
足
と
個
人
的
幸
福
の
追
求
と
に
従
属
せ
し
め
よ
う
と

い
う
主
張
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
よ
う
な
快
楽
主
義
的
、
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功
利
主
義
的
思
想
に
対
し
て
手
酷
し
い
攻
撃
を
加
え
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い

て
は
つ
ね
に
侮
蔑
と
憎
悪
と
を
も
っ
て
語
っ
て
い
る
。

　
十
八
世
紀
風
の
、
粗
雑
な
る
、
粗
野
な
る
唯
物
論
が
退
け
ら
れ
た
後
に
、

我
々
は
ま
ず
い
か
に
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
論
の
た
め
に
、
現
実
の

地
盤
を
獲
得
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
す
で
に
、
唯
物
史
観
の
構
造
を

規
定
す
る
人
間
学
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
基
礎
経
験
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ

と
を
論
述
し
た
。
し
た
が
っ
て
近
代
的
唯
物
論
が
ま
た
実
に
近﹅
代﹅
的﹅
無﹅
産﹅
者﹅

的﹅
基﹅
礎﹅
経﹅
験﹅
の
う
ち
に
そ
の
理
論
の
具
体
的
な
る
根
源
を
有
す
る
と
い
う
こ

と
を
明
白
な
ら
し
め
る
こ
と
が
、
我
々
の
現
在
の
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
の
課
せ
ら
れ
た
問
題
を
十
分
に
解
決
し
得
る
こ
と
を
期

待
す
る
。
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私
の
意
味
す
る
基
礎
経
験
と
は
現
実
の
存
在
の
構
造
の
全
体
で
あ
る
。
現

実
の
存
在
は
つ
ね
に
歴
史
的
必
然
的
に
限
定
さ
れ
た
一
定
の
構
造
的
連
関
に

お
い
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。
存
在
の
組
織
　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
τ

ά
ξ
ι
ς
　
　
は
、
最
も
原
始
的
に
は
、
そ
れ
ら
の
全
体
を
構
成
す
る
契
機

で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
人
間
の
存
在
と
自
然
の
存
在
と
の
動
的
双
関
的
統
一
の

う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
現
実
性
に
お
い
て
あ
る
限
り
、
人
間
は

自
然
に
お
け
る
存
在
す
な
わ
ち
生
で
あ
り
、
そ
し
て
自
然
は
こ
の
生
に
関
係

し
て
限
定
さ
れ
て
ゆ
く
存
在
で
あ
る
。
基
礎
経
験
が
我
々
に
と
っ
て
構﹅
造﹅
づ﹅

け﹅
ら﹅
れ﹅
た﹅
ま
た
は
組
織
づ
け
ら
れ
た
存﹅
在﹅
、
し
た
が
っ
て
ま
さ
に
現
実
の
存

在
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
以
上
、
人
々
は
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
、
何﹅
者﹅
か﹅
の﹅

意﹅
識﹅
も
し
く
は
体
験
が
直
接
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
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私
が
無
産
者
的
基
礎
経
験
と
い
う
と
き
、
私
は
特
に
無
産
者
の
体
験
す
る
、

あ
る
い
は
無
産
者
の
み
の
体
験
し
得
る
意
識
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

か
え
っ
て
私
は
そ
れ
に
よ
っ
て
特
殊
な
る
構
造
あ
る
現
実
の
存
在
そ
の
も
の

を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
は
基
礎
経
験
の
名
に
お
い
て
な
に
よ
り
も

存
在
的
な
る
も
の
を
理
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
決
し
て
意
識
的
な
る
も
の
、

し
た
が
っ
て
ま
た
観
念
的
な
る
も
の
を
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
私
は
意
識
的
な
る
も
の
、
観
念
的
な
る
も
の
が
一
定
の
構
造
と
組
織

と
を
有
す
る
　
　
そ
れ
故
に
こ
そ
ま
さ
に
存
在
は
運
動
し
、
発
展
す
る
こ
と

が
出
来
る
、
　
　
存
在
の
運
動
と
発
展
の
過
程
に
お
い
て
初
め
て
、
現
実
的

に
な
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
い
と
思
う
。
基
礎
経
験
の
「
基
礎
」
と
は
、

こ
の
も
の
が
種
々
な
る
意
識
形
態
の
根
柢
と
な
っ
て
、
そ
れ
を
規
定
す
る
こ
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と
を
表
わ
す
の
で
あ
る
。
現
実
の
存
在
そ
の
も
の
を
特
に
「
経
験
」
と
称
す

る
の
は
、
さ
き
に
も
記
し
た
ご
と
く
、
存
在
を
そ
れ
自
体
に
お
い
て
完
了
し

た
も
の
と
見
な
す
と
こ
ろ
の
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
特
に
運﹅
動﹅
に
お
い
て
把

握
す
る
こ
と
な
く
、
か
え
っ
て
静
的
な
る
も
の
に
固
定
す
る
傾
向
を
含
む
と

こ
ろ
の
、
素
朴
実
在
論
か
ら
我
々
を
出
来
る
限
り
截
然
と
区
別
す
る
た
め
で

あ
る
。
か
く
し
て
基
礎
経
験
と
は
、
相
互
に
自
己
の
存
在
性
を
規
定
し
つ
つ

発
展
す
る
諸
契
機
を
有
す
る
、
動
的
な
る
、
全
体
的
な
る
存
在
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
し
か
る
に
存
在
を
組
織
づ
け
、
構
造
づ
け
る
も
の
は
、
根
本
的
に
は

人
間
の
存
在
の
交
渉
の
仕
方
で
あ
る
。
こ
の
交
渉
の
仕
方
そ
の
も
の
は
歴
史

的
社
会
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
無
産
者
的
」
と
は
こ
の
よ

う
な
交
渉
の
仕
方
の
い
わ
ば
ひ
と
つ
の
歴
史
的
類
型
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に

9



よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
現
実
的
存
在
そ
の
も
の
の
歴
史
的
な
る
性
格
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
我
々
は
そ
れ
を
恐
ら
く
正
当
に
存
在
の
歴﹅
史﹅
的﹅
範﹅
疇﹅
の
ひ
と
つ
に

算
え
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
無
産
者
的
基
礎
経
験
の
構
造
を
根
源
的
に
規
定
す
る
も
の
は
労
働
で

あ
る
。
無
産
者
は
感
性
的
実
践
と
し
て
特
性
づ
け
ら
れ
る
交
渉
の
仕
方
を
も

っ
て
存
在
と
交
渉
す
る
。
こ
の
と
き
、
彼
ら
が
そ
れ
を
も
っ
て
、
ま
た
そ
れ

と
と
も
に
働
く
と
こ
ろ
の
物
は
、
も
し
労
働
と
い
う
こ
と
が
そ
の
本
質
を
維

持
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
心
の
映
像
と
い
う
ご
と
き
観
念
的
な
る

も
の
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
実
践
は
そ
れ
の
存
在
に
お
い
て
そ
れ
の
対

象
が
実
践
す
る
者
と
は
異
な
る
他
の
独
立
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
本
質
的

に
必
然
的
に
要
求
す
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
最
も
徹
底
し
た
観
念
論
者
で
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あ
っ
た
フ
ィ
ヒ
テ
に
あ
っ
て
さ
え
、
自
我
は
自
己
の
「
実
践
的
な
る
」
本
質

を
発
揮
す
る
た
め
に
、
自
己
の
克
服
す
べ
き
「
抵
抗
」
と
し
て
、
自
我
な
ら

ぬ
も
の
を
要
請
し
、
か
く
し
て
必
然
的
に
非
我
を
定
立
す
る
に
到
る
、
と
考

え
ら
れ
た
。
む
し
ろ
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
我
の
実
践
的
な
る
根
本
規
定
か
ら
感
覚
、

し
た
が
っ
て
感
性
的
な
る
世
界
を
演
繹
し
た
。
人
間
が
実
践
的
に
交
渉
す
る

限
り
、
彼
の
は
た
ら
き
か
け
る
存
在
が
そ
れ
の
存
在
に
お
い
て
空
無
な
る
影

で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
も
と
よ
り
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
は
、
実
践

は
ど
こ
ま
で
も
叡
智
的
活
動
で
あ
っ
た
か
ら
、
自
我
が
み
ず
か
ら
の
抵
抗
と

し
て
定
立
す
る
非
我
も
な
お
か
つ
観
念
的
な
る
性
格
を
失
う
こ
と
が
な
い
、

と
彼
は
思
惟
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
我
々
に

と
っ
て
実
践
は
、
労
働
と
し
て
、
そ
れ
自
身
人
間
的
感
性
的
活
動
で
あ
る
が
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故
に
、
か
く
の
ご
と
き
交
渉
の
仕
方
に
お
い
て
そ
の
存
在
性
を
顕
わ
に
す
る

存
在
は
、
最
後
ま
で
独
立
な
る
、
感
性
的
に
し
て
物
質
的
な
る
存
在
の
ほ
か

に
何
物
で
も
あ
り
得
な
い
。
労
働
は
あ
ら
ゆ
る
観
念
論
を
不
可
能
に
す
る
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
い
う
、
「
観
念
論
の
根
本
欠
陥
は
ま
さ
に
、
そ
れ
が

世
界
の
客
観
性
ま
た
は
主
観
性
に
関
す
る
、
実
在
性
ま
た
は
非
実
在
性
に
関

す
る
問
題
を
、
単
に
理
論
的
な
立
場
か
ら
提
出
し
、
そ
し
て
解
決
す
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。
け
れ
ど
実
際
に
は
世
界
は
、
そ
れ
が
意
志
の
、
存
在
に
対
す
る
、

ま
た
所
有
に
対
す
る
意
志
の
客
体
で
あ
る
の
故
を
も
っ
て
の
み
、
も
と
も
と

は
じ
め
て
、
悟
性
の
客
体
な
の
で
あ
る
＊
。
」
心
の
外
に
世
界
が
実
在
す
る

か
否
か
、
そ
し
て
こ
の
世
界
が
感
性
的
物
質
的
で
あ
る
か
否
か
、
の
思
弁
的

な
る
問
題
は
、
労
働
に
お
い
て
存
在
と
交
渉
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
問
題
と
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な
る
こ
と
さ
え
出
来
ぬ
、
ひ
と
つ
の
原
始
的
な
る
事
実
に
お
い
て
解
決
さ
れ

て
あ
る
事
柄
で
あ
る
。

　
＊
　Feuerbach, U

eber Spiritualism
us und M

aterialism
us, besonders i

　
　n B

eziehung auf die W
illensfreiheit, 

Ⅹ, 216.

　
と
こ
ろ
で
労
働
に
お
い
て
自
然
と
構
造
的
連
関
に
立
つ
者
と
し
て
人
間
は

ま
た
彼
自
身
感
性
的
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は
彼
の
物
質
的
な
力
を

も
っ
て
絶
え
ず
自
然
に
は
た
ら
き
か
け
、
か
く
交
渉
す
る
こ
と
に
お
い
て
直

接
に
彼
は
自
己
の
存
在
を
感
性
的
と
し
て
把
握
す
る
。
す
な
わ
ち
労
働
は
自

然
を
感
性
と
し
て
、
そ
し
て
人
間
を
ま
た
か
か
る
も
の
と
し
て
構
造
づ
け
る
。

こ
の
場
合
ひ
と
は
感
性
を
抽
象
的
に
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
感
覚

そ
の
も
の
も
し
く
は
純
粋
感
覚
と
い
う
が
ご
と
き
も
の
を
意
味
す
る
の
で
な
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い
。
か
え
っ
て
感
性
と
は
存
在
の
「
存
在
の
仕
方
」
の
概
念
で
あ
る
。
そ
れ

は
魂
ま
た
は
意
識
そ
の
も
の
の
作
用
を
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
現

実
的
な
る
人
間
の
「
存
在
」
　
　
「
私
は
魂
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
人
間
で

あ
る
」
、
と
プ
ル
タ
ー
ク
の
失
わ
れ
た
書
の
断
片
の
中
で
す
で
に
ひ
と
り
の

ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
が
い
っ
て
い
る
、
　
　
が
そ
の
存
在
の
現
実
性
に
お
い

て
存
在
す
る
ひ
と
つ
の
特
殊
な
る
仕
方
を
示
す
の
で
あ
る
。
人
間
は
言
う
ま

で
も
な
く
精
神
物
理
的
統
一
体
で
あ
る
。
こ
の
存
在
を
感
性
的
と
し
て
規
定

す
る
と
き
、
そ
れ
は
感
覚
主
義
的
観
念
論
の
立
場
を
採
る
も
の
で
は
も
と
よ

り
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
ま
た
そ
れ
は
精
神
か
ら
絶
対
に
分
離
さ
れ
た
物

質
を
説
く
機
械
的
唯
物
論
の
立
場
に
与
す
る
も
の
で
も
断
じ
て
な
い
。
「
真

理
は
唯
物
論
で
も
観
念
論
で
も
な
く
、
生
理
学
で
も
心
理
学
で
も
な
い
。
真
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理
は
た
だ
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
（
人
間
学
）
で
あ
る
＊
」
、
と
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
は
い
っ
て
い
る
。
彼
は
抽
象
的
な
観
念
論
や
唯
物
論
に
反
対
し
て
、

具
体
的
な
る
、
人
間
学
的
な
る
立
場
を
支
持
す
る
。
単
に
霊
魂
が
考
え
た
り
、

感
じ
た
り
す
る
の
で
な
い
と
同
じ
く
、
ま
た
単
に
脳
髄
が
考
え
た
り
、
感
じ

た
り
す
る
の
で
な
い
。
意
識
と
は
か
え
っ
て
全
体
的
な
人
間
的
存
在
の
具
体

的
な
る
存
在
の
仕
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
「
意
識
（das B

ew
u

sstsein

）
と
は
意
識
さ
れ
た
存
在
（das bew

usste Sein

）
以
外
の
何
物
で
も

決
し
て
あ
り
得
な
い
」
、
と
い
っ
た
の
は
こ
の
意
味
に
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

で
あ
ろ
う
。
総
じ
て
精
神
と
物
質
と
を
絶
対
的
に
対
立
せ
し
め
、
そ
の
一
つ

を
排
し
て
そ
の
他
を
樹
て
る
思
想
は
、
い
ず
れ
も
抽
象
的
思
惟
の
産
物
に
過

ぎ
ぬ
。
そ
こ
で
ま
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
記
し
て
い
る
、
「
人
間
を
身
体
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と
精
神
に
、
感
性
的
本
質
と
非
感
性
的
本
質
と
に
分
離
す
る
こ
と
は
、
た
だ

ひ
と
つ
の
理
論
的
な
る
分
離
で
あ
る
。
実
践
に
お
い
て
、
生
に
お
い
て
、
我

々
は
こ
の
分
離
を
否
定
す
る
＊
＊
。
」
実
践
に
お
い
て
生
き
る
マ
ル
キ
シ
ス

ト
は
観
念
論
者
で
あ
り
得
な
い
と
と
も
に
、
抽
象
的
な
意
味
に
お
け
る
唯
物

論
の
把
持
者
で
あ
る
こ
と
も
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
唯
物
論
と
観
念

論
の
問
題
は
、
物
質
か
ら
意
識
を
「
導
き
出
し
」
、
も
し
く
は
思
惟
か
ら
存

在
を
「
演
繹
す
る
」
と
い
う
が
ご
と
き
、
そ
れ
自
身
す
で
に
形
而
上
学
的
な

る
見
地
か
ら
放
た
れ
て
、
他
の
地
盤
に
移
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
マ
ル
ク
ス
主

義
は
い
か
に
し
て
、
具
体
性
を
失
う
こ
と
な
し
に
し
か
も
唯
物
論
で
あ
り
得

る
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
存
在
は
人
間
が
そ
れ

と
交
渉
す
る
仕
方
に
応
じ
て
そ
の
存
在
性
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
人
間
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は
ま
た
か
く
の
ご
と
く
交
渉
す
る
仕
方
に
即
し
て
直
接
に
自
己
の
本
質
を
把

握
す
る
。
そ
れ
故
に
労
働
す
な
わ
ち
感
性
的
物
質
的
な
る
実
践
に
お
い
て
存

在
と
交
渉
す
る
と
こ
ろ
の
者
は
、
自
己
の
存
在
の
存
在
性
あ
る
い
は
存
在
の

仕
方
を
感
性
的
物
質
的
と
し
て
理
解
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
マ

ル
ク
ス
主
義
の
唯
物
論
に
い
う
「
物
」
と
は
か
く
し
て
最
初
に
人
間
の
自
己

解
釈
の
概
念
で
あ
り
、
我
々
の
用
語
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
一
つ
の
解﹅
釈﹅
学﹅

的﹅
概﹅
念﹅
で
あ
っ
て
、
純
粋
な
る
物
質
そ
の
も
の
を
意
味
す
べ
き
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
労
働
こ
そ
実
に
具
体
的
な
る
唯
物
論
を
構
成
す
る
根
源
で
あ
る
。

　
＊
　Feuerbach, W

ider den D
ualism

us von Leib und Seele etc., 

Ⅱ, 3

　
　40.

　
＊
＊
　O

p. cit., 

Ⅱ, 345.
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労
働
は
そ
の
一
層
具
体
的
な
る
規
定
に
お
い
て
生
産
で
あ
る
。
し
か
る
に

近
代
的
な
る
生
産
は
そ
の
様
式
に
お
い
て
特
に
社
会
的
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス

は
『
経
済
学
批
判
』
の
序
説
の
首
め
に
い
っ
て
い
る
、
「
社
会
に
お
い
て
生

産
し
つ
つ
あ
る
人
々
が
　
　
し
た
が
っ
て
人
々
の
社
会
的
に
規
定
さ
れ
た
生

産
が
言
う
ま
で
も
な
く
出
発
点
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
や
リ
カ
ア
ド
が
そ
れ
を
も

っ
て
始
め
る
と
こ
ろ
の
、
個
々
の
孤
立
的
な
猟
夫
や
漁
夫
は
、
十
八
世
紀
の

想
像
力
な
き
空
想
に
属
す
る
。
」
我
々
の
研
究
は
現
実
に
は
存
在
せ
ぬ
一
個

の
抽
象
体
で
あ
る
ロ
ビ
ン
ソ
ン
を
も
っ
て
始
む
べ
き
で
な
く
、
社
会
に
お
い

て
生
産
し
つ
つ
あ
る
人
間
を
出
発
点
と
す
べ
き
で
あ
る
。
人
間
は
彼
ら
相
互

に
一
定
の
関
係
に
入
り
込
む
こ
と
な
く
し
て
は
生
産
し
得
な
い
。
彼
ら
は
彼

ら
の
活
動
を
相
互
に
交
換
し
て
の
み
生
産
す
る
。
社
会
的
で
あ
る
限
り
、
私
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は
い
つ
ま
で
も
単
に
私
と
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
の
活
動
に

お
い
て
相
互
の
間
に
作
用
し
合
う
限
り
、
我
は
汝
と
な
り
、
汝
は
我
と
な
る
。

私
は
私
に
対
し
て
は
我
で
あ
り
、
同
時
に
他
の
人
に
対
し
て
は
汝
で
あ
る
。

私
は
主
観
で
あ
る
と
と
も
に
客
観
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

の
次
の
言
葉
は
正
し
い
、
「
現
実
的
な
我
は
た
だ
そ
れ
に
汝
が
対
立
す
る
と

こ
ろ
の
我
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
者
自
身
は
他
の
我
に
対
し
て
は
汝
で
あ
り
、

客
観
で
あ
る
。
し
か
る
に
観
念
的
な
我
に
と
っ
て
は
、
客
観
一
般
が
存
在
し

な
い
よ
う
に
、
い
か
な
る
汝
も
ま
た
存
在
し
な
い
＊
。
」
我
と
汝
と
の
統
一

と
し
て
人
間
の
現
実
性
は
初
め
て
成
立
す
る
。
人
間
は
ひ
と
つ
の
綜﹅
合﹅
的﹅
概﹅

念﹅
で
あ
る
。
「
私
は
た
だ
主
観
　
客
観
（Sabjekt-O

bjekt

）
と
し
て
あ
り
、

思
惟
し
、
否
、
感
覚
す
る
＊
＊
。
」
し
か
し
な
が
ら
こ
の
と
き
、
主
客
の
綜
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合
、
も
し
く
は
統
一
（Einheit

）
と
い
う
の
は
、
両
者
の
同
一
（
〔Identita

:t
〕
）
と
直
接
に
は
等
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
い
わ
ゆ
る

同
一
哲
学
諸
体
系
（
〔Identita:tssystem

e

〕
）
は
主
観
と
客
観
と
の
絶
対

的
な
同
一
性
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
我
々
に
と
っ
て
我
と
汝
、
主

観
と
客
観
は
ど
こ
ま
で
も
互
に
相
異
な
る
他
の
存
在
で
あ
る
、
　
　
も
し
そ

う
で
な
い
な
ら
ば
相
互
の
間
の
実
践
的
交
渉
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
、
　
　
そ

し
て
あ
た
か
も
そ
の
理
由
に
よ
っ
て
人
間
は
、
社
会
的
存
在
と
し
て
、
主
客

の
綜
合
で
あ
る
。
私
は
、
私
の
存
在
の
現
実
性
の
最
後
に
し
て
最
初
の
根
拠

か
ら
、
本
質
的
に
私
を
私
以
外
の
他
の
存
在
に
関
係
さ
せ
る
存
在
で
あ
り
、

こ
の
関
係
な
く
し
て
あ
り
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
お
の
お
の
の
人
間
の

存
在
が
主
観
・
客
観
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
意
味
に
お
い
て
独
立
的
で
あ
る
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な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
も
は
や
、
あ
ら
ゆ
る
客
観
を
生
産
す
る
も
の
と
し
て
の
、

も
し
く
は
支
持
す
る
も
の
と
し
て
観
念
的
な
絶
対
自
我
、
ま
た
は
純
粋
意
識

は
、
ど
こ
に
も
存
在
す
べ
き
余
地
を
見
出
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
社
会
的
生

産
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
絶
対
的
観
念
論
を
不
可
能
に
す
る
。

　
＊
　Feuerbach, U

eber Spiritualism
us und M

aterialism
us etc., 

Ⅹ, 21

　
　4.

　
＊
＊
　Ebd., 215.

　
　
　
　
　
　
二

　
人
間
が
社
会
的
に
生
産
す
る
こ
と
に
お
い
て
相
交
渉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

21



こ
こ
に
ひ
と
つ
の
著
し
い
現
象
が
生
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
意﹅
識﹅
の﹅
埋﹅
没﹅
が
そ

れ
で
あ
る
。
従
来
の
唯
物
論
が
処
理
す
る
に
最
も
苦
し
ん
だ
と
こ
ろ
の
、
し

た
が
っ
て
そ
れ
ら
の
す
べ
て
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
お
い
て
試
金
石
で

あ
っ
た
と
こ
ろ
の
「
意
識
の
問
題
」
は
、
こ
の
現
象
を
根
本
的
に
把
握
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
無
理
な
し
に
、
具
体
的
に
解
決
さ
れ
得
る
、
と
私
は
信

ず
る
。

　
現
代
の
認
識
論
の
中
心
問
題
は
意
識
で
あ
る
。
意
識
が
む
し
ろ
今
の
哲
学

に
と
っ
て
唯
一
の
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
研
究
対
象
を
形
造
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
い
か
な
る
哲
学
も
必
ず
取
扱
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
最
初
に
し
て
最
後
の
問

題
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
自
明
な
る
、
永
遠
な
る
問
題
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
に
と
っ
て
自
明
な
る
も
の
は
多
く
の
場
合

22マルクス主義と唯物論



我
々
に
と
っ
て
悪
し
き
因
縁
で
あ
る
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
永
遠
な
る
も

の
は
時
と
し
て
我
々
に
と
っ
て
宿
命
で
あ
る
も
の
を
意
味
す
る
。
我
々
は
か

く
の
ご
と
き
も
の
を
支
配
し
得
る
位
置
に
身
を
お
く
の
で
な
け
れ
ば
、
我
々

の
学
問
、
ま
た
我
々
の
生
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
現
代
の
哲
学

は
意
識
の
問
題
に
対
し
て
そ
れ
を
自
由
に
な
し
得
る
優
越
な
る
立
場
を
発
見

し
得
る
の
で
な
い
な
ら
ば
、
恐
ら
く
身
動
き
の
な
ら
ぬ
、
も
は
や
前
進
す
る

こ
と
の
出
来
ぬ
状
態
に
固
着
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
状
態
を
脱
却

す
る
た
め
に
は
、
哲
学
は
我
々
が
歴﹅
史﹅
的﹅
破﹅
壊﹅
的﹅
方﹅
法﹅
と
名
づ
け
よ
う
と
欲

す
る
特
殊
な
る
方
法
に
し
た
が
っ
て
、
自
己
の
道
を
開
拓
し
て
ゆ
か
ね
ば
な

ら
ぬ
。
け
だ
し
一
切
の
存
在
は
歴
史
的
で
あ
り
、
歴
史
的
な
る
存
在
は
す
べ

て
我
々
を
解
放
す
る
こ
と
か
ら
我
々
を
圧
迫
す
る
こ
と
に
ま
で
必
然
的
に
転
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化
す
る
矛
盾
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
を
歴
史
的
必
然
性
の
根
源
に
お
い

て
把
握
す
る
こ
と
が
我
々
の
要
求
す
る
方
法
で
あ
る
＊
。

　
＊
　
我
々
の
学
問
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
意
義
を
有
す
る
こ
の
方
法
に
つ

　
　
い
て
は
他
の
場
合
に
詳
論
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
発
見
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
い
か
な
る
存
在
も
も
と
も

と
か
ら
単
純
に
あ
る
の
で
な
く
、
我
々
が
歴
史
に
お
い
て
そ
れ
に
出
会
い
そ

れ
を
見
出
し
て
在
る
の
で
あ
る
。
意
識
が
哲
学
の
中
心
に
現
わ
れ
て
来
た
に

は
歴
史
が
あ
る
。
外
的
社
会
的
生
活
の
一
切
を
排
し
て
個
人
の
内
面
的
生
活

に
唯
一
の
、
最
高
の
価
値
を
お
く
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
的
態
度
に
お
い
て
意

識
は
初
め
て
そ
の
存
在
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
宗
教
的
関
心
の

要
求
に
し
た
が
っ
て
、
内
的
世
界
の
実
在
性
と
独
自
性
と
を
明
ら
か
に
し
、
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意
識
の
事
実
の
無
限
な
る
豊
富
さ
を
顕
わ
に
し
た
の
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
発
見
さ
れ
闡
明
さ
れ
た
意
識
は
、
デ
カ
ル
ト
に
至
っ

て
、
知
識
、
殊
に
数
学
、
力
学
等
の
認
識
の
確
実
性
の
基
礎
づ
け
に
対
す
る

関
心
に
よ
っ
て
著
し
い
変
容
に
出
会
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
あ
っ
て

は
、
意
識
は
そ
れ
が
精
神
生
活
に
と
っ
て
何
物
か
を
意
味
す
る
限
り
に
お
い

て
解
明
さ
れ
た
に
反
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
意
識
の
解
釈
は
絶
え
ず
学
的
認
識

に
対
す
る
支
配
的
な
る
関
心
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
＊
。
カ
ン
ト
は
さ
ら

に
、
彼
に
お
い
て
は
ま
た
数
学
的
自
然
科
学
の
普
遍
妥
当
性
の
権
利
づ
け
が

そ
の
中
心
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
関
心
か
ら
そ
れ
ま
で
は
「
存

在
の
領
域
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
意
識
を
意
識
一
般
の
概
念
の
も
と
に
「
主

観
」
と
し
て
解
釈
し
直
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
主
観
は
も
は
や
存
在
の
一
つ
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で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
向
う
に
廻
し
て
そ
れ
を

統
括
す
る
と
い
う
普
遍
的
意
味
を
負
う
も
の
と
な
っ
た
。
最
近
に
お
い
て
フ

ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
、
　
　
彼
に
と
っ
て
も
数
学
や
形
式
論
理
学
の
認
識

の
理
念
性
の
モ
デ
ル
で
あ
る
、
　
　
デ
カ
ル
ト
の
物
心
二
元
論
を
排
棄
し
つ

つ
、
し
か
も
意
識
を
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
場
合
で
は
そ
の
最
も
根
本
的

な
る
規
定
は
神
と
関
係
さ
せ
ら
れ
て
恐
怖
や
欲
望
と
し
て
顕
わ
に
さ
れ
た
と

こ
ろ
の
意
識
の
存
在
を
、
デ
カ
ル
ト
の C

ogito ergo sum
 

の
方
向
に
徹
底

し
て
解
釈
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
も
の
に
す
べ
て
の
存
在
が
そ
れ
に
還
元
さ

れ
る
と
い
う
普
遍
的
意
味
を
担
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
も
と
も

と
宗
教
的
内
面
性
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
見
出
さ
れ
、
そ
の
意
味
に
お
い

て
そ
の
存
在
を
規
定
さ
れ
た
意
識
は
、
そ
の
後
次
第
に
そ
の
根
源
を
離
れ
て
、
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純
粋
な
る
理
論
、
そ
れ
も
主
と
し
て
形
式
論
理
学
、
数
学
、
自
然
科
学
等
の

基
礎
づ
け
を
な
す
べ
き
任
務
を
負
わ
さ
れ
て
、
つ
い
に
そ
の
視
点
か
ら
の
み

根
本
的
に
は
解
釈
さ
れ
闡
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
＊
＊
。
こ
の
転
釈
（U

m
deutung

）
の
過
程
に
お
い
て
意
識
は
次
第
に
普
遍
的
意
味
を
獲
得
し
た
。

け
れ
ど
こ
の
普
遍
的
意
味
は
、
マ
ル
ク
ス
的
用
語
に
お
け
る
「
妖
怪
的
対
象

性
」
（
〔gespenstige G
egensta:ndlichkeit

〕
）
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
。
か
つ
て
人
間
の
生
を
解
放
す
る
役
目
を
も
っ
て
い
た
意
識

は
、
今
は
そ
れ
の
固
定
さ
れ
た
妖
怪
的
対
象
性
に
よ
っ
て
我
々
を
身
動
き
も

な
ら
ず
支
配
す
る
。
意
識
は
今
や
矛
盾
の
存
在
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
的

唯
物
論
は
こ
の
矛
盾
の
解
決
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
＊
　
デ
カ
ル
ト
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
の
対
立
を
、
デ
カ
ル
ト
と
、
彼
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と
同
時
代
に
生
き
て
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
に
つ
な
が
っ
て

　
　
い
た
パ
ス
カ
ル
と
の
対
照
に
お
い
て
眺
め
る
こ
と
は
、
我
々
に
と
っ
て

　
　
教
訓
多
き
こ
と
で
あ
る
で
あ
ろ
う
（
拙
著
『
パ
ス
カ
ル
に
お
け
る
人
間

　
　
の
研
究
』
参
照
）
。

　
＊
＊
　
現
代
の
心
理
学
も
ま
た
主
知
的
傾
向
か
ら
自
由
で
な
い
。
そ
こ
で

　
　
は
知
覚
、
表
象
、
注
意
、
思
惟
な
ど
が
主
な
る
問
題
を
形
成
し
て
い
る
。

　
　
こ
れ
に
反
し
て
中
世
の
哲
学
的
心
理
学
に
お
い
て
は
如
何
で
あ
る
か
。

　
　
情
緒
も
し
く
は
情
念
（Passiones

）
は
そ
れ
の
最
も
好
ん
で
取
扱
っ
た

　
　
対
象
で
あ
っ
た
。
近
世
の
初
め
に
当
っ
て
も
、
デ
カ
ル
ト
や
ス
ピ
ノ
ザ

　
　
は
、
そ
の
主
知
主
義
的
傾
向
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
情
念
に
つ
い
て

　
　
詳
細
な
、
卓
越
し
た
研
究
を
遺
し
て
い
る
。
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我
々
が
足
を
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
世
界
の
中
に
踏
み
入
れ
る
と
き
、
そ
こ
に

は
全
く
新
し
い
展
望
が
開
け
る
。
我
々
は
も
は
や
い
わ
ゆ
る
主
観
の
概
念
に

出
会
う
こ
と
が
な
い
。
今
日
主﹅
観﹅
と
呼
ぶ
代
り
に
ギ
リ
シ
ア
人
は
我﹅
﹅々

（
ς
）

と
い
っ
た
。
主
観
が
我
々
で
あ
る
と
同
時
に
、
主
観
の
内
容
と
し
て
の
意
識

に
対
し
て
、
我
々
は
言﹅
葉﹅
（
λ
ς
）
と
し
て
内
容
を
規
定
さ
れ
た
。
ギ
リ
シ

ア
人
に
と
っ
て
は
人
間
は
本
質
的
に
社
会
的
で
あ
り
、
孤
独
な
る
人
間
と
い

う
が
ご
と
き
は
そ
れ
自
身
矛
盾
し
た
概
念
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
我
は
最

初
か
ら
我
々
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
社
会
的
で
あ
る
限
り
、
意
識
は
つ
ね
に

た
だ
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
、
む
し
ろ
ロ
ゴ
ス
に
お
い
て
の
み
存
在
す

る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
で
彼
ら
は
人
間
を
二
重
の
規
定
に
お
い
て
、
す
な

わ
ち
、
社
会
的
な
る
生
存
（
ζ
※
ο
ν
　
π
ο
λ
ι
τ
ι
κ
※
ν
）
と
し
て
、
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言
葉
あ
る
生
存
（
ζ
※
ο
ν
　
λ
ο
γ
ι
σ
τ
ι
κ
※
ν
）
と
し
て
、
最
も

根
本
的
に
規
定
し
得
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
社
会
的
に
生
き
る
限
り
、
個

人
の
意
識
は
公
共
的
な
る
存
在
で
あ
る
言
葉
の
中
に
埋
没
す
る
。
個
人
は
自

己
の
意
識
を
言
葉
を
も
っ
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
の
主
観
性
を

言
葉
の
中
に
没
入
せ
し
め
て
、
そ
れ
を
公
共
的
な
ら
し
め
る
こ
と
な
し
に
は
、

社
会
的
に
交
渉
し
得
な
い
。
言
葉
こ
そ
社
会
に
お
い
て
唯
一
の
現﹅
実﹅
的﹅
な﹅
る﹅

意﹅
識﹅
で
あ
る
。
人
間
を
歴
史
的
社
会
的
存
在
と
し
て
考
察
し
た
マ
ル
ク
ス
は

い
っ
て
い
る
、
「
言
葉
は
意
識
と
と
も
に
古
い
、
　
　
言
葉
は
実
践
的
な
る
、

他
の
人
間
に
対
し
て
も
存
在
す
る
、
し
た
が
っ
て
私
自
身
に
と
っ
て
も
存
在

す
る
、
現
実
的
な
る
意
識
で
あ
る
。
そ
し
て
言
葉
は
、
意
識
と
同
じ
く
、
他

の
人
間
と
の
交
通
の
欲
望
と
必
要
と
か
ら
初
め
て
、
生
ず
る
＊
。
」
こ
こ
で
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は
運
動
す
る
空
気
の
層
、
音
、
簡
単
に
言
え
ば
言
葉
の
形
式
に
お
い
て
現
わ

れ
る
物
質
と
結
合
し
た
精
神
が
意
識
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
物
質
を
呪

う
「
純
粋
な
る
」
意
識
は
実
践
的
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
我
々
は
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
思
想
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
、

「
人
間
は
人
間
に
話
す
と
い
う
器
官
を
通
じ
て
彼
の
最
も
内
面
的
な
思
想
、

感
情
、
欲
望
を
み
ず
か
ら
進
ん
で
伝
達
す
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
感
性
的
に
言

い
表
わ
さ
れ
た
本
質
か
ら
区
別
さ
れ
て
、
魂
、
内
面
、
本
質
そ
の
も
の
は
一

体
何
で
あ
る
の
か
＊
＊
。
」

　
＊
　M
arx-Engels A

rchiv, 

Ⅰ. B
d., S 247.

　
＊
＊
　Feuerbach, W

ider den D
ualism

us von Leib und Seele etc., 

Ⅱ

　
　, 343.

31



　
そ
れ
故
に
私
は
進
ん
で
言
葉
が
存
在
に
及
ぼ
す
は
た
ら
き
の
う
ち
最
も
注

目
す
べ
き
も
の
に
関
し
て
研
究
し
よ
う
。
言
葉
は
そ
の
具
体
性
に
お
い
て
社

会
的
で
あ
る
。
話
す
と
い
う
こ
と
は
、
或
る
人
が
、
或
る
物
に
つ
い
て
、
或

る
人
に
対
し
て
話
す
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
＊
。
言
葉
の
こ
の
構
造
に

よ
っ
て
、
語
ら
れ
た
物
は
、
語
る
私
の
も
の
で
も
な
く
、
聴
く
彼
の
も
の
で

も
な
く
、
誰
と
い
う
特
定
の
人
の
も
の
で
な
く
、
我
々
の
共
同
の
も
の
に
な

る
。
こ
の
と
き
存
在
を
所
有
す
る
者
は
「
我
々
」
で
あ
り
、
「
世
間
」
で
あ

り
、
範
疇
的
な
る
意
味
に
お
け
る
「
ひ
と
」
（
ド
イ
ツ
語
の
”m

an

“
　
　

フ
ラ
ン
ス
語
の
《on

》
）
で
あ
る
。
言
葉
の
媒
介
を
通
じ
て
初
め
て
存
在
は

十
分
な
る
意
味
で
公
共
的
と
な
る
。
そ
し
て
世
界
を
相
互
い
に
公
共
的
に
所

有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
初
め
て
社
会
は
成
立
す
る
。
言
葉
が
社
会
的
で

32マルクス主義と唯物論



あ
る
と
い
う
の
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
社
会
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
人
間
が
ロ
ゴ
ス
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
彼
の
特
に
社
会

的
な
る
存
在
で
あ
る
理
由
だ
と
述
べ
て
い
る
＊
＊
。
し
か
る
に
存
在
が
言
葉

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
社
会
的
と
な
り
、
「
ひ
と
」
と
い
う
範
疇
に
お
い
て

成
立
す
る
世
界
へ
這
入
っ
て
来
る
と
き
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
著
し
い
性
格
を

担
う
に
到
る
。
我
々
が
存
在
の
凡﹅
庸﹅
性﹅
も
し
く
は
中﹅
和﹅
性﹅
と
名
づ
け
る
も
の

が
そ
れ
で
あ
る
。
私
が
い
ま
机
を
買
い
に
行
く
と
す
る
。
私
は
家
具
屋
の
主

人
に
向
っ
て
「
机
を
く
れ
」
と
い
う
。
こ
の
と
き
彼
は
私
を
た
だ
ち
に
理
解

し
て
、
若
干
の
机
を
取
り
出
し
て
私
に
示
す
で
あ
ろ
う
。
彼
が
私
を
理
解
し

得
る
の
は
机
が
言
葉
に
お
い
て
中
和
的
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
家
具

店
よ
り
の
帰
途
私
は
電
車
に
乗
る
。
車
の
中
に
は
高
位
高
官
の
人
も
あ
る
で
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あ
ろ
う
。
場
末
の
商
人
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
悲
し
み
に
充
て
る
人
も
あ

り
、
喜
び
に
溢
れ
た
る
人
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
場
合
そ

れ
ら
の
人
々
の
す
べ
て
は
乗
客
と
い
う
言
葉
に
お
い
て
凡
庸
化
さ
れ
、
む
し

ろ
こ
の
言
葉
の
見
地
か
ら
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
二
、
三
の
空

席
が
車
中
に
見
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
私
は
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
構
わ
ず

私
に
与
え
ら
れ
た
席
に
腰
を
卸
す
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
ら
の
空
席
が
す

べ
て
空
席
と
し
て
中
和
的
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
存
在
が
か
く
の
ご
と
く
中

和
性
に
お
い
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
特
に
社
会
的
な
る
実
践
は
可

能
に
な
る
。
机
が
も
し
中
和
的
に
存
在
し
得
な
い
な
ら
ば
、
商
人
は
机
を
売

り
、
私
は
机
を
買
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
言
葉
は
そ
の
根
源

性
に
お
い
て
理
論
的
で
な
く
か
え
っ
て
実
践
的
で
あ
る
。
存
在
の
凡
庸
性
の
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現
象
は
こ
の
こ
と
を
何
よ
り
も
明
ら
か
に
す
る
。
言
葉
が
本
来
社
会
的
実
践

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
の
は
、
ロ
ゴ
ス
と
と
も
に
ま
ず
第
一
に

論
理
あ
る
い
は
理
論
を
考
え
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
今
の
人
々
に
と
っ
て
極

め
て
大
切
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
と
関
係
し
て
、
存
在
の
中
和
性
が
あ
た
か
も

概
念
の
普
遍
性
に
基
づ
く
も
の
の
ご
と
く
見
な
す
普
通
に
行
な
わ
れ
て
い
る

誤
解
か
ら
、
ひ
と
は
全
く
自
由
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
が
家
具
屋
と
理
解

し
合
う
の
は
机
と
い
う
概
念
の
普
遍
性
に
よ
る
の
で
あ
る
、
と
一
般
に
は
思

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
が
「
机
を
く
れ
」
と
い
う
と
き
、
私
は

抽
象
的
な
る
、
す
な
わ
ち
理
論
的
に
普
遍
的
な
る
机
を
意
味
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
か
え
っ
て
私
は
一
個
の
具
体
的
な
る
、
現
実
的
な
る
机
を
買
お
う

と
欲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
と
き
机
と
い
う
言
葉
は
私
が
商
人
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の
示
す
種
々
な
る
机
を
選
択
し
吟
味
し
た
後
買
っ
て
帰
る
と
こ
ろ
の
全
く
特

定
の
机
を
ま
さ
に
最
初
か
ら
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
も
し
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
、
何
故
に
商
人
は
一
個
の
机
の
代
り
に
数
個
の
机
を
取
り
出
し
、

そ
し
て
何
故
に
私
は
選
択
と
吟
味
を
行
な
う
か
、
は
理
解
し
難
き
こ
と
で
あ

ろ
う
。
存
在
の
中
和
性
は
概
念
の
抽
象
性
も
し
く
は
普
遍
性
に
よ
っ
て
成
立

す
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
反
対
に
そ
れ
の
特
殊
性
も
し
く
は
個
別
性
に
よ
っ

て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
独
立
な
る
、
具
体

的
な
る
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
を
表
現
す
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
そ
れ

は
存
在
の Jew

eiligkeit 

の
謂いい
で
あ
る
。
現
実
の
ど
れ
で
も
の
存
在
が
凡
庸

性
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
τ
※
　

※
κ
α
σ
τ
ο
ν
と
は
か
か
る
性
格
に
お
け
る
存
在
で
あ
っ
て
、
多
く
の
場
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合
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
個
別
的
な
る
も
の
の
謂
で
は
な
い
。
言
葉
が
最

初
に
は
実
践
的
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
実
践
が
本
質
的
に
は
社

会
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
存
在
の
凡
庸
性
は
そ
の
根
源
を
も
っ

て
い
る
。
こ
の
と
き
存
在
は
も
ち
ろ
ん
交
渉
的
存
在
で
あ
る
。
前
段
で
述
べ

た
、
「
意
識
　
主
観
」
の
形
式
に
あ
っ
て
は
そ
れ
に
対
す
る
も
の
は
客
観
ま

た
は
対
象
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
「
言
葉
　
我
々
」
の

形
式
に
お
い
て
そ
れ
に
対
す
る
も
の
は
交
渉
的
存
在
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
。

そ
れ
故
に
ギ
リ
シ
ア
人
は
物
を
π
ρ
※
γ
μ
α
と
い
う
語
で
表
わ
し
た
。
と

こ
ろ
で
存
在
の
凡
庸
性
に
お
い
て
意
識
の
埋
没
の
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
も
と

よ
り
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
存
在
に
対
し
て
懐
く
愛
も
憎
し
み
も
、
主

観
的
な
る
も
の
、
内
面
的
な
る
も
の
の
一
切
は
そ
こ
で
は
埋
没
し
て
し
ま
い
、
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し
た
が
っ
て
存
在
の
主
観
的
な
る
、
内
面
的
な
る
規
定
は
そ
こ
で
は
隠
さ
れ

蔽
わ
れ
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
か
く
し
て
失
わ
れ
る
も
の
に
比
し
て
得
ら
れ

る
も
の
は
一
層
大
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
社
会
的
な
る
、
実
践
的
な
る

規
定
は
そ
こ
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
、
満
足
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
も
注
意
す
べ
き
こ
と
に
は
、
か
つ
て
は
こ
の
よ

う
に
人
間
の
社
会
性
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
ち
得
た
存
在
の
凡
庸
性
は
、

今
で
は
そ
れ
の
発
展
に
対
す
る
桎
梏
に
ま
で
転
化
し
た
。
か
か
る
転
化
が
行

な
わ
れ
る
た
め
に
は
、
現
実
の
存
在
そ
の
も
の
の
構
造
に
お
い
て
す
で
に
重

大
な
変
化
が
成
就
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
近
代
に
お
け
る

存
在
の
凡
庸
化
の
原
理
は
商﹅
品﹅
で
あ
る
。
商
品
が
次
第
に
支
配
的
範
疇
と
な

り
、
つ
い
に
は
普
遍
的
範
疇
と
な
る
に
及
ん
で
、
存
在
の
凡
庸
性
は
人
間
の
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社
会
性
の
発
展
を
拘
束
し
、
妨
害
す
る
こ
と
に
ま
で
到
達
し
た
。
存
在
の
凡

庸
性
は
か
く
し
て
矛
盾
に
陥
り
、
そ
れ
と
と
も
に
ロ
ゴ
ス
も
ま
た
同
じ
矛
盾

に
陥
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
我
々
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る

で
あ
ろ
う
。

　
＊
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
言
葉
が
三
つ
の
も
の
か
ら
結
合
さ
れ
て
い
る
こ

　
　
と
を
す
で
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
は
話
す
人
（
έ
γ
ο
ν

　
　
）
、
第
二
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
彼
が
話
す
と
こ
ろ
の
も
の
（
π
έ
γ
ς

　
　
　
※
ν
）
。A

ristoteles, A
rs rhetorica, A

. 3.

　
＊
＊
　D

erselbe, politica, A
. 2.

　
資
本
主
義
社
会
の
全
体
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
の
根
本
的
性
格
を
示
そ
う

と
し
た
、
マ
ル
ク
ス
の
二
つ
の
大
な
る
、
成
熟
し
た
著
作
が
、
と
も
に
商
品
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の
分
析
を
も
っ
て
始
め
ら
れ
て
い
る
の
は
偶
然
で
な
い
。
社
会
と
は
近
代
に

お
い
て
は
現
実
に
は
商
品
生
産
社
会
で
あ
る
。
人
類
の
発
展
の
現
段
階
に
あ

っ
て
は
、
い
か
な
る
問
題
も
、
そ
れ
の
究
極
の
分
析
は
必
ず
商
品
を
指
し
示

し
、
そ
れ
の
最
後
の
謎
は
つ
ね
に
商
品
の
構
造
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。

商
品
の
問
題
は
特
殊
科
学
と
し
て
の
経
済
学
の
特
殊
問
題
で
は
な
く
、
さ
ら

に
そ
れ
の
中
心
問
題
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
か
え
っ
て
資
本
主
義
社
会
そ

の
も
の
の
全
体
的
な
る
問
題
で
あ
る
。
商
品
の
構
造
は
こ
の
社
会
に
お
け
る

あ
ら
ゆ
る
存
在
の
対
象
性
の
形
式
の
原
型
で
あ
る
。
こ
の
社
会
的
特
性
に
応

じ
て
、
存
在
の
凡
庸
化
の
傾
向
は
極
限
に
ま
で
推
し
拡
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て

そ
れ
に
応
じ
て
意
識
は
我
々
の
現
実
の
生
活
か
ら
ま
す
ま
す
埋
没
し
、
か
く

て
存
在
の
物
質
化
は
い
よ
い
よ
支
配
的
と
な
る
。
そ
こ
で
は
人
間
の
労
働
、
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そ
の
最
も
内
面
的
な
る
も
の
も
、
一
個
の
商
品
に
過
ぎ
な
い
。
最
も
物
質
的

な
る
労
働
と
い
え
ど
も
、
も
と
よ
り
そ
れ
が
精
神
的
な
る
意
味
を
有
し
得
る

こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
或
る
時
は
他
に
仕
え
て
他
の
た
め
に
働
く

と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
の
道
義
的
精
神
の
現
わ
れ
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。
し
か
る
に
商
品
が
全
体
の
社
会
的
存
在
の
普
遍
的
範
疇
と
し
て
支

配
す
る
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
単
に
人
間
相
互
の
間
の
意
識
的
な
る

関
係
の
み
な
ら
ず
、
一
切
の
社
会
的
関
係
そ
の
も
の
が
埋
没
し
、
没
入
し
て

し
ま
う
。
商
品
の
構
造
の
本
質
は
人
間
の
間
の
関
係
が
物
質
性
の
性
格
を
え
、

か
よ
う
に
し
て
こ
の
も
の
に
そ
れ
自
身
の
厳
密
な
法
則
性
に
お
い
て
人
間
の

間
の
関
係
の
一
切
の
痕
跡
を
隠
蔽
す
る
と
こ
ろ
の
、
か
の
妖
怪
的
対
象
性
を

賦
与
す
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
本
来
お
の
お
の
の
労
働
は
社
会
的
全
体
的
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労
働
の
一
部
分
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
部
分
は
互
い
に
依
存

す
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
こ
と
は
、
我
々
の
社
会
に
お
い
て
は
、
事
実
上
は
相

互
の
た
め
に
働
く
と
こ
ろ
の
人
間
の
間
の
社
会
的
連
関
は
、
我
々
の
眼
に
隠

さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
形
式
に
お
い
て
、
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
資

本
主
義
の
世
界
に
お
い
て
は
人
間
の
間
に
お
け
る
労
働
結
合
は
眼
に
見
え
ぬ

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
。
事
物
が
す
べ
て
商
品
の
形

態
を
と
り
、
市
場
に
お
い
て
運
動
し
、
そ
し
て
人
間
が
合
理
的
に
市
場
を
支

配
す
る
の
で
な
く
、
か
え
っ
て
市
場
が
そ
の
価
格
を
も
っ
て
人
間
を
支
配
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
間
の
関
係
は
か
く
の
ご
と
く
に
し
て
商
品
の

間
に
お
け
る
関
係
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
マ
ル
ク
ス
が
「
商
品

の
魔
術
性
」
（Fetischcharakter der W

are

）
と
呼
ん
で
そ
の
秘
密
を
暴
露
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し
た
と
こ
ろ
の
も
の
の
意
義
で
あ
る
。
彼
は
次
の
ご
と
く
記
し
て
い
る
、

「
商
品
形
態
の
全
秘
密
は
そ
れ
故
に
単
純
に
、
そ
れ
が
人
間
に
彼
ら
自
身
の

労
働
の
社
会
的
性
質
を
、
労
働
生
産
物
そ
の
も
の
の
対
象
的
性
質
と
し
て
、

こ
れ
ら
の
物
の
社
会
的
な
る
自
然
性
質
と
し
て
反
射
し
、
か
く
し
て
ま
た
総

労
働
に
対
す
る
生
産
者
の
社
会
的
関
係
を
、
彼
ら
の
外
部
に
存
在
す
る
対
象

の
社
会
的
関
係
と
し
て
反
射
す
る
と
こ
ろ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
の qui

d pro quo 

に
よ
っ
て
、
労
働
生
産
物
は
商
品
、
す
な
わ
ち
感
性
的
に
超
感

性
的
な
る
、
あ
る
い
は
社
会
的
な
る
物
と
な
る
。
…
…
こ
こ
に
人
々
の
眼
に

物
と
物
と
の
関
係
の
幻
想
的
形
態
を
採
っ
て
映
ず
る
も
の
は
、
た
だ
人
間
自

身
の
一
定
の
社
会
的
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
＊
。
」
商
品
の
世
界
の
こ
の
魔

術
的
性
質
は
、
商
品
を
生
産
す
る
労
働
の
特
有
な
る
社
会
的
性
質
か
ら
生
ず
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る
の
で
あ
る
。
こ
の
根
本
的
事
実
に
よ
っ
て
、
そ
の
背
後
に
真
実
に
は
人
間

の
相
互
的
労
働
が
隠
れ
て
い
る
事
物
の
運
動
は
自
己
の
法
則
に
し
た
が
っ
て

固
有
の
運
動
を
し
、
そ
し
て
逆
に
人
間
を
支
配
す
る
に
到
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
人
間
に
彼
自
身
の
活
動
、
彼
自
身
の
労
働
が
或
る
客
観
的
な
る
も
の
、

彼
か
ら
独
立
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
商
品
と
し
て
、
彼
を
人
間
と
は
縁
な
き

自
身
の
法
則
性
に
よ
っ
て
支
配
す
る
も
の
と
し
て
対
立
す
る
こ
と
と
な
る
。

簡
単
に
言
え
ば
、
人
間
は
人
間
み
ず
か
ら
の
作
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
支
配
さ

れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
「
人
間
の
自
己
疎
外
」
（die m

enschliche Selbste

ntfrem
dung

）
は
成
就
さ
れ
る
。
資
本
主
義
社
会
の
特
質
は
存
在
の
凡
庸
化

が
か
く
の
ご
と
き
自
己
疎
外
に
お
い
て
普
遍
的
に
完
成
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
＊
　D

as K
apital, 

Ⅰ, 38-39.

44マルクス主義と唯物論



　
こ
の
社
会
に
あ
っ
て
無
産
者
的
存
在
の
可
能
性
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
社
会
的
存
在
の
客
観
的
現
実
性
は
、
そ
れ
の
直﹅
接﹅
性﹅
に
お
い
て
は
、

無
産
者
に
と
っ
て
も
有
産
者
に
と
っ
て
も
「
同
一
」
で
あ
る
。
け
だ
し
無
産

者
は
資
本
主
義
的
社
会
秩
序
の
必
然
的
産
物
と
し
て
現
わ
れ
る
。
一
切
の
生

の
か
の
物
質
化
を
そ
れ
故
に
無
産
者
は
有
産
者
と
共
同
に
分
有
す
る
。
し
か

し
な
が
ら
両
階
級
が
こ
の
同
一
な
る
直
接
的
現
実
性
を
、
そ
れ
の
媒﹅
介﹅
性﹅
に

お
い
て
、
本
来
の
客
体
的
現
実
性
に
ま
で
高
め
る
範
疇
は
、
両
階
級
の
存
在

の
存
在
の
仕
方
の
相
異
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
根
本
的
に
相
異
な
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
こ
と
を
次
の
ご
と
き
明
瞭
な
言
葉
を

も
っ
て
言
い
現
わ
し
て
い
る
、
「
有
産
階
級
と
無
産
者
の
階
級
と
は
同
一
の

人
間
的
自
己
疎
外
を
現
わ
す
。
し
か
し
第
一
の
階
級
は
こ
の
自
己
疎
外
に
お
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い
て
幸
福
さ
と
確
実
さ
を
感
じ
、
こ
の
疎
外
を
彼
自
身
の
力
と
し
て
知
り
、

そ
し
て
そ
れ
に
お
い
て
人
間
的
存
在
の
仮
象
を
所
有
す
る
。
第
二
の
も
の
は

こ
の
疎
外
に
お
い
て
否
定
さ
れ
た
の
を
感
じ
、
そ
れ
に
お
い
て
彼
の
無
力
と

非
人
間
的
存
在
の
現
実
性
を
見
る
。
」
彼
は
さ
ら
に
我
々
に
語
る
、
「
一
切

の
人
間
性
か
ら
の
、
人
間
性
の
仮
象
か
ら
さ
え
も
の
抽
象
は
、
発
達
し
た
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
お
い
て
実
践
的
に
完
成
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
の
生
活
条
件
の
う
ち
に
、
今
の
社
会
の
す
べ
て
の
生
活
条
件
は

そ
れ
の
最
も
非
人
間
的
頂
点
に
お
い
て
総
括
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
人
間
は

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
お
い
て
自
己
自
身
を
亡
失
し
て
お
り
、
し
か
し
な
が

ら
同
時
に
こ
の
亡
失
の
理
論
的
意
識
を
獲
た
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
も
は
や
拒

む
べ
か
ら
ざ
る
、
も
は
や
掩
う
べ
か
ら
ざ
る
、
絶
対
的
に
命
令
す
る
と
こ
ろ
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の
窮
迫
に
　
　
必
然
性
の
実
践
的
表
現
に
　
　
よ
っ
て
直
接
的
に
、
こ
の
非

人
間
性
に
対
す
る
叛
逆
に
ま
で
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
そ
れ
故
に

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
自
己
を
解
放
し
得
る
し
、
ま
た
解
放
せ
ざ
る
を
得
ぬ

＊
。
」
こ
の
よ
う
に
し
て
、
同
じ
直
接
的
現
実
性
に
対
し
て
相
反
す
る
二
様

の
実
践
的
態
度
が
可
能
と
な
る
。
有
産
者
は
こ
の
社
会
の
自
己
疎
外
に
お
い

て
彼
ら
の
存
在
を
肯
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
存
在
の
必
然
性
に
し
た
が

っ
て
、
こ
の
疎
外
の
現
象
形
態
を
そ
れ
の
資
本
主
義
的
地
盤
か
ら
、
し
た
が

っ
て
そ
れ
の
歴
史
性
か
ら
游
離
せ
し
め
て
、
そ
れ
を
独
立
の
も
の
と
し
、
そ

し
て
そ
れ
を
　
　
商
品
形
態
に
お
い
て
構
造
づ
け
ら
れ
た
人
間
の
間
の
関
係

を
　
　
人
間
の
関
係
の
可
能
性
一
般
の
無
時
間
的
な
る
典
型
と
し
て
永
遠
化

す
る
。
か
く
の
ご
と
き
永
遠
化
は
一
応
可
能
で
あ
る
か
の
ご
と
く
見
え
る
。

47



な
ぜ
な
ら
今
や
商
品
の
構
造
は
社
会
的
存
在
一
般
の
対
象
性
の
原
型
と
し
て

普
遍
的
意
味
を
担
う
こ
と
に
ま
で
到
達
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
ら
は

こ
の
永
遠
化
を
実
現
す
る
た
め
に
い
わ
ゆ
る
「
永
遠
な
る
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
打
ち
建
て
、
い
わ
ゆ
る
「
普
遍
妥
当
的
な
る
」
理
論
を
築
き
上
げ
る
。
真

実
を
言
え
ば
、
こ
の
そ
れ
自
身
抽
象
的
な
る
永
遠
性
も
し
く
は
普
遍
妥
当
性

は
、
商
品
に
お
け
る
人
間
の
自
己
疎
外
の
、
人
間
性
そ
の
も
の
か
ら
の
抽
象

の
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
資
本
主
義
の
発
展
の
過
程
に
お
い
て
、
商
品
の

構
造
は
絶
え
ず
一
層
深
く
、
一
層
運
命
的
に
、
一
層
構
成
的
に
人
間
の
意
識

の
中
に
は
い
っ
て
ゆ
く
。
あ
ら
ゆ
る
ロ
ゴ
ス
は
商
品
の
範
疇
の
普
遍
的
な
る
、

決
定
的
な
る
支
配
の
も
と
に
、
人
間
か
ら
抽
象
さ
れ
た
、
し
た
が
っ
て
現
実

の
存
在
か
ら
游
離
さ
れ
た
、
悪
し
き
意
味
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
移
り
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変
っ
て
ゆ
き
、
か
く
し
て
逆
に
人
間
性
の
発
展
を
抑
制
し
、
圧
迫
す
る
。
し

か
し
な
が
ら
有
産
者
に
は
こ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
批
判
す
る
可
能
性

が
そ
の
存
在
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
彼
ら
の
存
在

は
そ
こ
に
お
い
て
直
接
に
肯
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
存
在
を
過
程
に
お

い
て
、
歴
史
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
拒
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
に
反
し
て
、
無
産
者
は
現
在
の
社
会
に
お
い
て
そ
の
存
在
が
否
定
さ
れ
て

い
る
が
故
に
、
ま
さ
し
く
そ
の
否
定
性
の
故
に
、
存
在
を
運
動
性
に
お
い
て
、

歴
史
性
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
把
握
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

彼
ら
は
い
わ
ゆ
る
永
遠
な
る
理
論
が
資
本
主
義
社
会
の
歴
史
的
条
件
の
上
に

立
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
。
「
支
配
階
級
の
思
想
が
お
の
お
の
の
時
代

に
お
い
て
支
配
的
な
る
思
想
で
あ
る
＊
＊
。
」
彼
ら
は
い
わ
ゆ
る
普
遍
妥
当
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的
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
有
産
者
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
過
ぎ
な
い
こ
と

を
理
解
す
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
そ
の
存
在
の
必
然
性
に
し
た
が
っ

て
、
必
然
的
に
批
判
的
で
あ
る
。
私
は
さ
ら
に
こ
の
批
判
の
特
性
、
そ
し
て

そ
れ
と
関
係
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
論
の
特
性
を
見
る
で
あ
ろ
う
。

　
＊
　D

ie H
eilige Fam

ilie oder K
ritik der kritischen K

ritik, N
achlass, 

　
　
Ⅱ B

and, S. 132-133.

　
＊
＊
　M

arx-Engels A
rchiv, 

Ⅰ, 265.

　
　
　
　
　
　
三

　
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
現
実
か
ら
の
游
離
に
お
い
て
見
出
し
た
批
判
は
、
必
然
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的
に
現
実
そ
の
も
の
か
ら
出
発
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
た
が
っ
て
唯
物
論
は
そ

の
限
り
に
お
い
て
ま
ず
現
実
主
義
、
実
証
主
義
を
意
味
す
る
。
マ
ル
ク
ス
の

先
蹤
と
し
て
、
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
批
判
に
従
事
し
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
は
、
す
で
に
記
し
て
い
る
、
「
思
弁
は
宗
教
を
し
て
た
だ
、
思
弁
み
ず

か
ら
が
考
え
た
、
そ
し
て
宗
教
よ
り
も
遙
か
に
よ
く
語
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の

を
、
語
ら
し
め
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
か
ら
自
己
を
規
定
せ
し
め
る
こ
と
な
く
、

宗
教
を
規
定
す
る
。
そ
れ
は
自
己
か
ら
出
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
る
に
私
は

宗
教
を
し
て
自
己
み
ず
か
ら
を
語
ら
し
め
る
。
私
は
単
に
そ
れ
の
聴
手
と
通

訳
を
な
し
、
そ
れ
の
後
見
を
な
さ
な
い
。
案
出
す
る
こ
と
で
な
く
、
　
　
被

い
を
去
る
こ
と
、
〈
現
実
の
存
在
を
顕
わ
に
す
る
こ
と
〉
、
が
私
の
唯
一
の

目
的
で
あ
っ
た
。
正
し
く
見
る
こ
と
が
私
の
唯
一
の
努
力
で
あ
っ
た
＊
。
」
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す
な
わ
ち
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
中
で
彼
の
行
な
お
う
と
し
た
こ
と
は
、

「
物
に
忠
実
な
、
そ
れ
の
対
象
に
最
も
厳
密
に
く
っ
つ
い
て
ゆ
く
、
歴
史
的

　
哲
学
的
分
析
＊
＊
」
（eine sachgetreue, ihrem

 G
egenstand sich aufs 

Strengste anschliessende, historischphilosophische A
nalyse

）
に
ほ
か
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
こ
う
も
い
っ
て
い
る
、
「
私
は
精
神
上

の
自
然
研
究
者
に
ほ
か
な
ら
ぬ
、
と
こ
ろ
で
自
然
研
究
者
は
器
具
な
し
に
は
、

物
質
的
な
る
手
段
な
し
に
は
何
事
も
な
し
得
な
い
。
」
物
質
的
な
る
手
段
と

は
経
験
の
謂
で
あ
る
。
も
し
我
々
が
同
様
の
思
想
を
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
見

出
し
得
な
か
っ
た
な
ら
ば
む
し
ろ
不
思
議
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
彼
は

い
っ
て
い
る
、
「
我
々
が
そ
れ
を
も
っ
て
始
め
る
と
こ
ろ
の
前
提
は
、
随
意

な
も
の
で
は
な
く
、
ド
グ
マ
で
は
な
い
、
そ
れ
は
、
そ
れ
か
ら
ひ
と
は
た
だ
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想
像
に
お
い
て
の
み
抽
象
し
得
る
、
現
実
的
な
前
提
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
ら

の
前
提
は
純
粋
に
経
験
的
な
方
法
で
確
め
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
＊
＊
＊
。
」

ま
た
我
々
は
、
「
こ
の
考
察
の
仕
方
は
無
前
提
で
は
な
い
。
そ
れ
は
現
実
的

な
前
提
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
を
瞬
時
と
い
え
ど
も
離
れ
な
い
。
そ
の
前
提
は
、

何
ら
か
の
空
想
的
な
閉
鎖
性
と
固
定
性
に
お
け
る
人
間
で
は
な
く
、
か
え
っ

て
一
定
の
条
件
の
も
と
に
お
け
る
、
彼
ら
の
現
実
的
な
、
経
験
的
に
見
る
こ

と
の
出
来
る
発
展
過
程
に
お
け
る
人
間
で
あ
る
。
」
と
い
う
言
葉
に
出
会
う
。

マ
ル
ク
ス
は
唯
物
史
観
の
歴
史
考
察
を
、
従
来
の
観
念
的
な
歴
史
叙
述
に
対

立
せ
し
め
て
、
「
現
実
的
な
歴
史
叙
述
」
（die reale G

eschichtschreibun

g

）
と
呼
ん
で
い
る
＊
＊
＊
＊
。
あ
た
か
も
そ
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
主
義
は

本
来
の
意
味
に
お
け
る
現
実
主
義
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
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主
義
の
理
論
的
構
成
の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
論
は
も
と

も
と
自
己
の
う
ち
に
実
践
の
契
機
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
る
に
存
在
に
対
し

て
実
践
的
に
は
た
ら
き
か
け
、
そ
れ
を
実
践
的
に
支
配
し
得
る
た
め
に
は
、

存
在
そ
れ
自
身
の
法
則
を
認
識
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
自
然
は
そ
れ
に
従
う
の

で
な
け
れ
ば
征
服
さ
れ
な
い
」
、
と
は
ベ
ー
コ
ン
の
有
名
な
言
葉
で
あ
る
。

現
実
の
変
革
の
理
論
は
、
現
実
に
ど
こ
ま
で
も
か
ぶ
り
つ
い
て
そ
れ
の
運
動

の
法
則
を
見
究
め
る
ほ
か
方
法
を
も
つ
こ
と
が
出
来
ぬ
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、

革
命
の
理
論
と
し
て
、
現
実
か
ら
游
離
し
た
悪
し
き
意
味
に
お
け
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
＊
　V

orrede zur zw
eiten A

uflage vom
 

”W
esen des C

hristenthum
s,

　
　
“
Ⅶ, 283.
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＊
＊
　O

p cit., 

Ⅶ, 290.
　
＊
＊
＊
　M

arx-Engels A
rchiv, 

Ⅰ, 237.
　
＊
＊
＊
＊
　Zur K

ritik der politischen 

〔O
:konom

ie

〕, 

※.

　
唯
物
論
の
批
判
的
実
践
的
意
義
を
認
識
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
『
神
聖
家
族
』
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
唯
物
論
と
対
質
す
る
に

際
し
て
、
そ
れ
の
こ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
彼
に
従
え
ば
、
フ
ラ

ン
ス
の
唯
物
論
に
は
そ
の
起
源
を
デ
カ
ル
ト
に
も
つ
も
の
と
、
ロ
ッ
ク
に
も

つ
も
の
と
の
二
つ
の
方
向
が
存
在
す
る
。
前
者
は
本
来
の
自
然
科
学
の
中
へ

流
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
に
反
し
て
、
後
者
は
直
接
に
社
会
主
義
ま
た
は
共
産

主
義
と
結
合
し
た
。
例
え
ば
フ
ー
リ
エ
は
直
接
に
フ
ラ
ン
ス
の
唯
物
論
の
思

想
か
ら
出
立
し
て
い
る
。
共
産
主
義
と
十
八
世
紀
の
唯
物
論
と
の
連
関
は
、
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主
と
し
て
、
こ
の
も
の
が
神
学
や
観
念
論
的
な
形
而
上
学
、
そ
し
て
両
者
か

ら
影
響
さ
れ
て
い
る
道
徳
に
対
し
て
行
な
っ
た
批
判
の
鋭
さ
の
う
ち
に
存
す

る
。
唯
物
論
は
神
学
の
独
断
的
な
信
仰
、
形
而
上
学
と
倫
理
学
と
の
説
く
永

遠
な
る
観
念
や
理
念
に
反
対
し
て
、
時
と
境
遇
と
に
応
じ
て
人
間
の
道
徳
や

価
値
判
断
の
変
化
す
る
こ
と
を
教
え
た
。
マ
ル
ク
ス
は
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
フ

ラ
ン
ス
の
社
会
主
義
ま
た
は
共
産
主
義
が
唯
物
論
の
社
会
批
判
的
方
面
と
特

に
密
接
に
結
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
、
「
人
間
の
本
性
の

善
、
平
等
な
知
的
天
分
、
経
験
、
習
慣
、
教
育
の
万
能
、
人
間
に
対
す
る
外

的
境
遇
の
影
響
、
産
業
の
重
大
な
意
味
、
享
楽
の
是
認
、
等
々
に
関
す
る
唯

物
論
の
説
か
ら
、
そ
れ
と
共
産
主
義
お
よ
び
社
会
主
義
と
の
必
然
的
な
連
関

を
洞
見
す
る
に
は
、
大
な
る
慧
眼
を
少
し
も
必
要
と
し
な
い
＊
。
」
と
述
べ
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た
。
唯
物
論
の
実
践
哲
学
が
何
よ
り
も
特
に
共
産
主
義
の
基
礎
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
は
同
時
に
、
こ
の
実
践
哲
学
が
何
よ

り
も
特
に
共
産
主
義
の
基
礎
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ル

ク
ス
は
同
時
に
、
こ
の
実
践
哲
学
と
関
係
す
る
唯
物
論
の
理
論
的
方
面
の
、

し
た
が
っ
て
ま
た
こ
の
実
践
哲
学
そ
の
も
の
の
欠
陥
を
紛
う
方
な
く
認
識
し

た
。
こ
の
欠
陥
は
第
一
に
、
十
八
世
紀
の
機
械
的
唯
物
論
が
存
在
の
歴
史
性

に
つ
い
て
何
事
も
理
解
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
れ
は
一

つ
の
抽
象
的
理
論
に
終
り
、
そ
の
上
に
立
て
ら
れ
た
実
践
哲
学
は
ま
た
一
つ

の
空
想
に
終
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
真
に
現
実
的
な
、
そ
し
て
そ

の
意
味
に
お
い
て
真
に
学
問
的
な
方
法
を
知
ら
な
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
は

『
資
本
』
の
中
で
、
「
抽
象
的
、
自
然
科
学
的
唯
物
論
の
欠
陥
が
歴
史
的
過
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程
を
除
外
す
る
に
あ
る
＊
＊
」
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、

「
唯
一
の
唯
物
論
的
な
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
学
問
的
な
方
法
」
（die einzig

 m
aterialistische und daher w

issenschaftliche M
ethode

）
で
あ
る
マ
ル
ク

ス
的
方
法
は
、
現
実
を
そ
れ
の
現
実
性
に
お
い
て
、
歴
史
的
過
程
に
お
い
て

把
握
す
る
。
第
二
に
、
「
あ
ら
ゆ
る
従
来
の
唯
物
論
（
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

の
そ
れ
を
も
計
算
に
入
れ
て
）
の
主
欠
陥
は
、
対
象
、
現
実
性
、
感
性
が
た

だ
客
観
の
ま
た
は
直
観
の
形
式
の
も
と
に
お
い
て
の
み
把
握
さ
れ
、
感
性
的

・
人
間
的
活
動
、
実
践
と
し
て
把
握
さ
れ
ず
、
主
観
的
に
把
握
さ
れ
な
い
こ

と
で
あ
る
＊
＊
＊
。
」
い
わ
ゆ
る
「
純
粋
な
る
唯
物
論
者
達
」
は
、
人
間
を

静
的
、
観
照
的
存
在
と
し
て
分
析
し
、
分
解
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
マ
ル
ク

ス
主
義
に
と
っ
て
は
、
生
産
行
為
　
　
人
間
相
互
と
自
然
と
の
材
料
交
換
行
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為
　
　
が
、
人
間
の
存
在
の
、
生
活
の
、
意
識
の
基
底
で
あ
る
。
「
初
め
に

行
為
が
あ
っ
た
」
（A

m
 A

nfang w
ar die Tat

）
、
そ
れ
故
に
人
間
は
思
惟

す
る
前
に
行
為
し
て
い
た
、
　
　
こ
れ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
論
の
根
柢

で
あ
る
。

　
＊
　N

achlass, 
Ⅱ, 238-239

　
＊
＊
　D

as K
apital, 

Ⅰ, S. 336 

〔A
nm

e`rkung

〕.

　
＊
＊
＊
　
〔D

ie Thesen u:ber Feuerbach

〕, 

Ⅰ.

　
従
来
の
唯
物
論
は
あ
た
か
も
右
の
欠
陥
の
故
に
、
そ
れ
の
上
に
立
つ
変
革

的
実
践
は
単
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
描
く
に
と
ど
ま
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
自
身
は

現
存
の
世
界
の
革
命
的
変
革
に
到
る
こ
と
な
く
単
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
理
論

的
変
革
を
要
求
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
唯
物
論
は
す
べ
て
片
端
で
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あ
る
。
け
だ
し
唯
物
論
は
、
空
想
的
実
践
に
は
し
る
と
き
そ
れ
の
現
実
主
義

的
本
質
を
失
い
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
範
囲
内
に
終
始
す
る
と
き
そ
れ
の
唯
物

主
義
的
特
質
を
発
揮
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
そ
れ
ら
の

す
べ
て
は
理﹅
論﹅
と﹅
実﹅
践﹅
と﹅
の﹅
弁﹅
証﹅
法﹅
的﹅
統﹅
一﹅
を
理
解
し
な
い
。
こ
れ
を
把
握

す
る
も
の
は
ま
さ
に
マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
論
で
あ
る
。
こ
の
も
の
は
第
一

に
理
論
を
重
ん
ず
る
。
そ
れ
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
社
会
主
義
に
対
し
て
自
己
を

科
学
的
社
会
主
義
と
し
て
規
定
す
る
。
「
革
命
の
理
論
な
く
し
て
い
か
な
る

革
命
の
運
動
も
あ
り
得
な
い
」
（
レ
ー
ニ
ン
）
、
と
は
そ
れ
の
モ
ッ
ト
ー
で

あ
る
。
現
実
の
忠
実
な
歴
史
的
哲
学
的
分
析
が
そ
れ
の
第
一
の
課
題
で
あ
る
。

第
二
に
こ
の
唯
物
論
は
本
質
的
に
実
践
的
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
い
う
、

「
実
践
的
唯
物
論
者
、
す
な
わ
ち
共
産
主
義
者
に
と
っ
て
は
、
現
存
の
世
界
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を
革
命
す
る
こ
と
、
現
在
の
事
物
に
実
践
的
に
は
た
ら
き
か
け
変
化
す
る
こ

と
が
問
題
で
あ
る
＊
。
」
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
理
論
と
実
践

と
を
、
第
一
の
も
の
、
第
二
の
も
の
と
し
て
、
単
に
対
立
せ
し
め
る
の
で
な

く
、
か
え
っ
て
両
者
を
弁
証
法
的
統
一
に
も
ち
き
た
す
。
そ
こ
で
は
理
論
は

実
践
の
要
求
す
る
限
り
の
理
論
で
あ
り
、
実
践
は
理
論
に
指
導
さ
れ
る
限
り

の
実
践
で
あ
る
。
理
論
と
実
践
と
の
対
立
物
は
相
互
に
制
約
し
合
い
、
実
践

は
理
論
に
指
導
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
し
、
か
く
し
て
発
展
し
た
実
践

は
さ
ら
に
新
し
き
段
階
に
お
け
る
理
論
を
要
求
す
る
。
理
論
は
実
践
を
発
展

さ
せ
る
と
と
も
に
自
己
を
発
展
さ
せ
、
か
く
し
て
発
展
し
た
理
論
は
さ
ら
に

新
し
き
段
階
に
お
け
る
実
践
を
要
求
す
る
。
理
論
と
実
践
と
は
か
か
る
必
然

的
統
一
に
お
い
て
お
の
お
の
の
段
階
を
通
じ
て
相
互
に
発
展
す
る
。
か
く
の
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ご
と
き
弁
証
法
的
統
一
の
故
に
、
理
論
は
決
し
て
現
実
の
地
盤
か
ら
游
離
す

る
こ
と
が
出
来
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
が
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り

な
が
ら
、
決
し
て
悪
し
き
意
味
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
得
な
い
理

由
は
根
本
的
に
は
こ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
あ
た
か
も
そ
の
故
に
、

ひ
と
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
概
念
の
も
と
に
固
定
し
た
ド
グ
マ
を
考
う
べ
き
で

な
く
、
か
え
っ
て
つ
ね
に
発
展
の
過
程
に
あ
る
現
実
的
な
る
理
論
を
理
解
す

べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
が
従
来
の
哲
学
的
用
語
法
に
お
け
る

相
対
主
義
も
し
く
は
絶
対
主
義
の
い
か
な
る
も
の
で
も
な
い
理
由
は
、
ま
た

ま
さ
に
そ
の
故
で
あ
る
。
こ
の
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一
に
お
い
て

マ
ル
ク
ス
主
義
は
そ
れ
の
現﹅
実﹅
性﹅
の
頂
点
に
到
達
す
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
が

単
に
従
来
の
唯
物
論
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
観
念
論
に
対

62マルクス主義と唯物論



し
て
、
理
論
と
し
て
有
す
る
最
も
固
有
な
る
も
の
、
最
も
優
越
な
る
も
の
は
、

実
に
か
く
の
ご
と
き
弁
証
法
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
特
質
は
マ
ル
ク
ス
主
義
が
無
産
者
的
基
礎
経
験
を
そ
れ
の
現
実
の
地
盤

と
す
る
限
り
必
然
的
な
る
帰
結
と
し
て
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
今
ひ
と
り
の

労
働
者
が
机
を
作
る
と
せ
よ
、
彼
は
木
材
を
鋸
で
ひ
き
、
そ
れ
に
鉋
を
か
け
、

鑿
で
孔
を
穿
ち
、
そ
し
て
そ
れ
を
組
合
わ
せ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
労
働
過

程
そ
の
も
の
か
ら
段
階
的
に
要
求
さ
れ
る
。
鋸
で
ひ
く
と
き
彼
は
そ
の
法
則

を
必
要
と
す
る
、
け
れ
ど
そ
の
と
き
彼
は
鉋
を
用
い
る
法
則
を
必
要
と
し
な

い
。
こ
の
も
の
は
彼
が
鉋
を
か
け
る
段
階
に
ま
で
進
ん
だ
と
き
初
め
て
必
要

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
鋸
で
ひ
く
実
践
は
必
然
的
に
鉋
を
か
け
る
法
則
を
要

求
す
る
に
到
る
。
あ
る
い
は
鋸
を
用
い
る
法
則
は
必
然
的
に
鉋
を
使
う
法
則

63



に
ま
で
転
化
す
る
。
か
く
の
ご
と
く
、
無
産
者
的
労
働
者
に
あ
っ
て
は
理
論

と
実
践
と
は
弁
証
法
的
統
一
に
あ
り
、
こ
れ
な
く
し
て
は
彼
は
彼
の
存
在
を

も
ち
得
な
い
か
ら
、
彼
に
と
っ
て
は
い
わ
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
成
立
の
し

よ
う
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
＊
　M

arx-Engels A
rchiv, 

Ⅰ, 241.

　
マ
ル
ク
ス
主
義
は
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一
を
知
る
が
故
に
、
そ

れ
は
い
か
な
る
当
為
を
も
、
い
か
な
る
ゾ
ル
レ
ン
を
も
知
り
得
な
い
。
マ
ル

ク
ス
は
い
う
、
「
共
産
主
義
は
我
々
に
と
っ
て
作
り
出
さ
る
べ
き
状
態
で
は

な
い
、
現
実
が
そ
れ
に
準
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
想
で
は
な
い
。
我
々
は
今
の
状

態
を
止
揚
す
る
と
こ
ろ
の
現
実
的
な
る
運
動
を
共
産
主
義
と
呼
ぶ
。
こ
の
運

動
の
諸
条
件
は
今
現
存
す
る
前
提
か
ら
生
ず
る
＊
。
」
そ
こ
で
エ
ン
ゲ
ル
ス
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も
ま
た
い
っ
て
い
る
、
「
マ
ル
ク
ス
は
そ
れ
故
に
彼
の
共
産
主
義
的
要
求
を

決
し
て
我
々
の
道
徳
的
感
情
の
上
に
基
礎
づ
け
な
か
っ
た
、
か
え
っ
て
彼
は

そ
れ
を
我
々
の
眼
前
で
毎
日
日
増
に
成
就
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
資
本
主
義
的
生

産
社
会
の
必
然
的
な
崩
潰
の
上
に
基
礎
づ
け
た
、
彼
は
、
ひ
と
つ
の
単
純
な

事
実
で
あ
る
、
剰
余
価
値
は
支
払
わ
れ
ざ
る
労
働
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
を
語
る
の
を
も
っ
て
満
足
す
る
＊
＊
。
」
と
こ
ろ
で
マ
ル
ク
ス

主
義
に
従
え
ば
、
こ
の
理
論
的
な
必
然
性
は
必
ず
実
践
的
な
表
現
を
得
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
窮
迫
（N

oth

）
は
ま
さ
に
こ

の
必
然
性
の
実
践
的
な
表
現
（der praktische A

usdruck der N
othw

endigk

eit

）
で
あ
る
、
と
マ
ル
ク
ス
は
考
え
る
。
今
や
人
類
の
大
衆
が
全
く
「
無
産
」

と
な
り
終
り
、
彼
ら
の
貧
困
は
も
は
や
忍
び
難
き
も
の
と
な
っ
た
。
か
か
る
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現
実
を
将
来
し
た
資
本
主
義
的
生
産
方
法
は
も
は
や
「
堪
え
難
き
」
力
と
な

り
、
そ
れ
を
革
命
す
る
こ
と
は
も
は
や
や
む
を
得
ざ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
無

産
者
の
生
活
の
窮
迫
は
か
く
し
て
も
は
や
拒
否
し
得
ぬ
絶
対
的
命
令
に
お
い

て
社
会
の
変
革
を
命
令
す
る
。
こ
れ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
の
「
実
践
的

前
提
」
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一
の
上

に
立
つ
が
故
に
、
全
無
産
階
級
の
物
質
的
貧
困
と
窮
迫
と
を
そ
の
理
論
の
う

ち
に
止
揚
す
る
。
こ
こ
に
マ
ル
ク
ス
主
義
が
自
己
を
唯
物
論
と
し
て
規
定
す

る
ひ
と
つ
の
根
源
は
横
た
わ
っ
て
い
る
。

　
＊
　M

arx-Engels A
rchiv, 

Ⅰ, 252.

　
＊
＊
　
〔M

ise`re de la philosophie, Pre'face

〕, p. 

Ⅻ.

　
さ
て
無
産
者
は
彼
ら
の
基
礎
経
験
の
特
殊
な
る
構
造
の
故
に
生
ま
れ
な
が
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ら
の
弁
証
論
者
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
は
自
己
を
物
質
的
窮
乏
か
ら
解
放
す
る

た
め
に
、
全
く
物
質
化
さ
れ
た
彼
ら
の
現
実
、
そ
し
て
全
社
会
そ
の
も
の
の

現
実
と
は
少
し
の
縁
も
な
き
何
ら
か
精
神
的
な
る
方
法
に
従
う
こ
と
が
出
来

な
い
。
む
し
ろ
彼
ら
の
物
質
的
要
求
を
最
も
徹
底
的
に
主
張
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
、
単
に
彼
ら
の
現
実
の
み
な
ら
ず
、
現
実
の
全
社
会
を
変
革
し
得

る
、
こ
と
を
こ
の
弁
証
法
は
彼
ら
に
必
然
的
に
認
識
せ
し
め
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
真
実
を
語
る
な
ら
ば
、
物
質
の
最
も
徹
底
的
な
る
主
張
に
よ
っ
て
解

放
さ
れ
る
も
の
は
、
弁
証
法
の
本
質
に
従
っ
て
、
単
に
物
質
の
み
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
す
で
に
マ
ル
ク
ス
は
い
っ
て
い
る
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は

だ
が
、
彼
自
身
の
生
活
条
件
を
止
揚
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
自
己
自
身
を

解
放
し
得
な
い
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
彼
の
状
態
の
う
ち
に
総
括
さ
れ
て
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い
る
今
日
の
社
会
の
一
切
の
非
人
間
的
生
活
条
件
を
止
揚
す
る
こ
と
な
く
し

て
は
、
彼
自
身
の
生
活
条
件
を
止
揚
し
得
な
い
＊
。
」
無
産
階
級
運
動
の
本

質
は
、
か
れ
も
し
く
は
こ
れ
の
無
産
者
を
解
放
す
る
こ
と
で
な
く
、
む
し
ろ

全
無
産
階
級
を
解
放
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
無
産
者
的

存
在
そ
の
も
の
の
歴
史
的
本
質
に
し
た
が
っ
て
、
か
え
っ
て
一
切
の
階
級
を

止
揚
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
実
現
さ
れ
な
い
。
あ
た
か
も
そ
の
よ
う
に
、
物

質
の
解
放
を
要
求
す
る
無
産
者
は
、
こ
れ
も
し
く
は
か
れ
の
物
質
的
欲
望
の

解
放
を
要
求
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
全
物
質
的
生
活
の
解
放
を
要
求
す
る

の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
弁
証
法
的
唯
物
論
の
内
的
本
質
そ
の
も

の
に
し
た
が
っ
て
、
か
え
っ
て
全
人
間
的
生
活
を
解
放
す
る
こ
と
な
く
し
て

は
成
就
さ
れ
な
い
。
最
も
徹
底
的
に
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
る
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の
は
単
な
る
物
質
の
み
で
は
な
い
、
単
な
る
精
神
で
は
も
と
よ
り
な
い
。
か

え
っ
て
物
質
と
精
神
と
は
止
揚
さ
れ
て
全
体
の
人
間
性
そ
の
も
の
が
解
放
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
虐
げ
ら
れ
た
物
質
は
自
由
と
な
る
で
あ
ろ
う
、

埋
没
し
た
意
識
は
回
復
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
物
質
的
精
神
的
人
間

の
全
体
が
そ
れ
の
全
体
性
に
お
い
て
輝
き
始
め
る
。
　
　
私
は
私
の
研
究
が

史
的
唯
物
論
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
多
少
の
解
明
を
与
え
得
た
こ
と
を

期
待
す
る
。

　
＊
　N

achlass, 

Ⅱ, 133.

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
二
七
・
七
）
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