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序

　
す
で
に
雜
誌
『
思
想
』
へ
唯
物
史
觀
覺
書
と
し
て
載
せ
た
三
つ
の
論
文
に
、
い
ま
新
た
に
草
し
た
「
ヘ

ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
」
な
る
一
篇
を
加
え
て
、
人
の
勸
め
に
從
つ
て
、
私
は
こ
こ
に
一
小
册
子
を
編
む
。

固
よ
り
ど
こ
ま
で
も
覺
書
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
凡
て
が
單
に
暗
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
み
で
あ
つ
て
未
だ
十
分

に
規
定
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
を
一
層
具
體
的
に
、
そ
し
て
一
層
包
括
的
に
、
規
定
す
る
こ
と
若
く
は
規

定
し
直
す
こ
と
は
、
私
に
と
つ
て
な
ほ
將
來
の
課
題
と
し
て
殘
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
課
題
の
解
決
の
た
め

に
、
若
し
こ
の
書
が
幾
人
な
り
と
も
同
情
者
を
集
め
、
進
ん
で
は
協
力
者
を
贏
ち
得
た
な
ら
ば
、
私
の
望

外
の
幸
福
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
小
篇
は
そ
の
特
殊
な
る
成
立
の
事
情
を
負
う
て
或
る
程
度
ま
で
夫
々
獨
立
し
て
ゐ
は
す
る
が
、

少
く
と
も
方
法
的
な
る
も
の
に
關
し
て
は
一
の
共
通
の
意
圖
の
も
と
に
繋
り
合
つ
て
ゐ
る
。
私
は
そ
れ
ら

の
も
の
に
於
て
理﹅
論﹅
の﹅
系﹅
譜﹅
學﹅
（G

enealogie der Theorien

）
を
目
論
見
た
の
で
あ
る
。
如
何
に
し
て
一

定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
出
生
し
、
成
長
し
、
崩
壞
し
、
そ
し
て
新
し
い
も
の
に
よ
つ
て
代
ら
れ
る
か
、
の

系
統
を
理
解
す
る
こ
と
が
私
の
企
て
に
屬
し
て
ゐ
た
。
こ
の
系
譜
學
の
根
本
命
題
は
、
歴﹅
史﹅
に﹅
於﹅
て﹅
存﹅
在﹅
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は﹅
存﹅
在﹅
を﹅
抽﹅
象﹅
す﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
に﹅
よ﹅
つ﹅
て﹅
理﹅
論﹅
を﹅
抽﹅
象﹅
す﹅
る﹅
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
私
は
こ
の
こ
と
を
マ
ル

ク
ス
か
ら
學
ん
だ
。
そ
れ
は
實
に
マ
ル
ク
ス
が
「
歴
史
的
抽
象
」
（historische A

bstraktion

）
と
呼
ん

だ
と
こ
ろ
の
過
程
で
あ
る
。
　
　
我
々
は
更
に
更
に
多
く
の
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
か
ら
學
び
得
る
し
ま
た
學

ば
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

　
こ
こ
に
收
め
ら
れ
た
諸
論
文
の
成
立
に
機
會
を
與
へ
ら
れ
た
河
上
肇
博
士
並
び
に
京
都
帝
國
大
學
經
濟

學
批
判
會
の
諸
氏
に
對
し
て
私
は
今
ま
た
改
め
て
謝
意
を
表
し
た
い
と
思
ふ
。

　
　
千
九
百
二
十
八
年
四
月
十
六
日
　
東
京
に
於
て
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人
間
學
の
マ
ル
ク
ス
的
形
態

　
　
　
　
　
　
　
一

　
人
間
の
生
活
に
於
け
る
日
常
の
經
驗
は
つ
ね
に
言
葉
に
よ
つ
て
導
か
れ
て
ゐ
る
。
普
通
の
場
合
ロ
ゴ
ス

は
人
間
の
生
活
を
あ
ら
か
じ
め
支
配
す
る
位
置
に
あ
る
。
我
々
は
通
常
我
々
の
既
に
有
す
る
ロ
ゴ
ス
の
見

地
か
ら
存
在
と
交
渉
す
る
。
我
々
は
我
々
の
經
驗
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
言
葉
を
も
つ
て
語
ら
れ
得
る
や

う
に
、
言
葉
に
よ
つ
て
解
決
さ
れ
得
る
や
う
に
、
恰
も
そ
の
仕
方
に
於
て
存
在
を
經
驗
す
る
の
で
あ
る
。

經
驗
の
斯
く
の
如
き
仕
方
か
ら
私
は
私
の
基﹅
礎﹅
經﹅
驗﹅
と
呼
ぶ
も
の
を
區
別
す
る
。
日
常
の
經
驗
が
ロ
ゴ
ス

に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
て
ゐ
る
の
に
反
し
て
、
基
礎
經
驗
は
ロ
ゴ
ス
に
指
導
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
却
て
み
づ

か
ら
ロ
ゴ
ス
を
指
導
し
、
要
求
し
、
生
産
す
る
經
驗
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
葉
の
支
配
か
ら
獨
立
で
あ
る
と

い
ふ
意
味
で
ひ
と
つ
の
全
く
自
由
な
る
、
根
源
的
な
る
經
驗
で
あ
る
。
し
か
る
に
經
驗
は
ロ
ゴ
ス
に
於
て

表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
救
は
れ
、
公
共
性
を
得
て
、
安
定
に
お
か
れ
る
こ
と
が
出
來
る
か
ら
、
我
々

の
經
驗
が
ロ
ゴ
ス
の
指
導
の
も
と
に
立
つ
て
を
り
、
ま
た
立
つ
こ
と
が
出
來
る
限
り
、
我
々
に
は
何
の
不
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安
も
起
る
こ
と
が
な
い
。
最
も
公
共
的
な
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
常
識
に
も
と
づ
い
て
凡
て
の
存
在
と
關
係
し
、

常
識
の
言
葉
の
解
決
し
得
る
や
う
に
あ
ら
ゆ
る
存
在
と
交
渉
す
る
普
通
の
生
に
、
不
安
の
屬
す
る
こ
と
が

な
い
の
は
當
然
で
あ
ら
う
。
基
礎
經
驗
は
そ
の
本
來
の
性
格
と
し
て
既
存
の
ロ
ゴ
ス
を
も
つ
て
救
濟
さ
れ
、

止
揚
さ
れ
得
ぬ
も
の
で
あ
る
、
し
た
が
つ
て
そ
れ
は
そ
れ
の
存
在
に
於
て
不
安
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
ロ
ゴ

ス
は
經
驗
を
固
定
し
、
停
止
せ
し
め
る
作
用
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
ロ
ゴ
ス
の
支
配
し
能
は
ぬ
根
源
的
な

る
經
驗
は
動
性
と
し
て
存
在
す
る
の
外
な
い
で
あ
ら
う
。
不
安
的
動
性
は
基
礎
經
驗
の
最
も
根
本
的
な
る

規
定
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
言
葉
は
經
驗
を
救
ひ
、
そ
れ
を
公
に
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
れ
に
謂
は
ば

光
を
與
へ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
在
來
の
言
葉
を
も
つ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
と
こ
ろ
の
根
源
的
な
る

經
驗
は
そ
れ
に
對
し
て
闇
と
し
て
經
驗
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
基
礎
經
驗
は
現
實
の
經
驗
と
し
て
は
ひ
と
つ

の
闇
で
あ
る
＊
。

　
＊
　
拙
稿
、
解
釋
學
的
現
象
學
の
基
礎
概
念
（
「
思
想
」
第
六
十
三
號
）
參
照
。

　
私
は
基
礎
經
驗
の
名
を
借
り
て
或
る
神
祕
的
な
る
も
の
、
形
而
上
學
的
な
る
も
の
を
意
味
し
よ
う
と
欲

す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ま
さ
に
そ
の
反
對
で
あ
る
＊
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
全
く
單
純
な
る
、
原
始
的

な
る
事
實
に
對
す
る
概
念
で
あ
る
。
私
は
在
る
、
私
は
他
の
人
々
と
共
に
在
り
、
他
の
事
物
の
中
に
在
る
。

こ
れ
を
經
驗
の
最
も
基
本
的
な
形
式
と
見
做
す
と
き
、
私
は
私
以
外
の
事
物
及
び
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
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が
私
の
意
識
に
依
存
す
る
、
と
は
主
張
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
世
界
の
存
在
は
固
よ
り
私
自
身
の
存
在

と
同
じ
や
う
に
根
源
的
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
然
し
な
が
ら
、
私
は
基
礎
經
驗
の
概
念
を
も
つ
て
素
朴
實
在

論
的
思
想
か
ら
私
を
明
確
に
、
決
定
的
に
分
離
せ
し
め
よ
う
と
思
ふ
。
我
々
を
め
ぐ
つ
て
在
る
世
界
の
存

在
は
、
例
へ
ば
か
の
物
自
體
の
如
く
、
我
々
の
交
渉
か
ら
全
然
獨
立
に
、
自
體
に
於
て
完
了
し
た
存
在
を

保
つ
て
ゐ
る
の
で
な
く
し
て
、
却
て
そ
れ
は
我
々
の
交
渉
に
於
て
初
め
て
そ
の
存
在
性
を
顯
は
に
す
る
。

人
間
が
他
の
存
在
の
中
に
在
る
仕
方
は
植
物
が
他
の
植
物
に
圍
ま
れ
て
ゐ
る
關
係
と
は
異
つ
て
ゐ
る
。
人

間
は
い
つ
で
も
他
の
存
在
と
交
渉
的
關
係
に
あ
り
、
こ
の
關
係
の
故
に
、
そ
し
て
こ
の
關
係
に
於
て
、
存

在
は
彼
に
と
つ
て
凡
て
有
意
味
的
で
あ
り
、
そ
し
て
存
在
の
擔
ふ
と
こ
ろ
の
意
味
は
、
彼
の
交
渉
の
仕
方

に
應
じ
て
初
め
て
具
體
的
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
存
在
は
彼
の
交
渉
の
過
程
に
於
て
意
味
を
具
現
し

て
ゆ
き
、
そ
し
て
か
か
る
も
の
と
し
て
現
實
的
に
な
つ
て
ゆ
く
。
そ
れ
の
み
で
は
な
い
の
で
あ
る
、
人
間

そ
の
も
の
の
存
在
も
ま
た
實
に
こ
の
や
う
な
交
渉
の
關
係
に
於
て
初
め
て
自
己
み
づ
か
ら
に
對
し
て
現
實

的
に
な
り
、
こ
の
や
う
な
交
渉
の
過
程
に
於
て
次
第
に
自
己
み
づ
か
ら
に
對
し
て
現
實
的
に
な
つ
て
ゆ
く
。

約
言
す
れ
ば
、
人
間
は
他
の
存
在
と
動
的
雙
關
的
關
係
に
立
つ
て
を
り
、
他
の
存
在
と
人
間
と
は
動
的
雙

關
的
に
そ
の
存
在
に
於
て
意
味
を
實
現
す
る
。
存
在
は
我
々
の
交
渉
に
於
て
現
實
的
に
な
り
、
そ
し
て
そ

れ
に
即
し
て
我
々
の
存
在
の
現
實
性
は
成
立
す
る
。
か
か
る
關
係
を
有
す
る
こ
と
が
ま
さ
し
く
人
間
の
根

7 人間學のマルクス的形態



本
的
な
る
規
定
で
あ
つ
て
、
そ
の
故
に
こ
そ
人
間
は
彼
の
世
界
を
所
有
す
る
存
在
で
あ
る
の
で
あ
る
＊
＊
。

嘗
て
屡
述
べ
た
や
う
に
、
人
間
は
「
世
界
に
於
け
る
存
在
」
で
あ
る
、
こ
れ
に
反
し
て
植
物
の
如
き
存
在

は
彼
の
世
界
を
持
つ
と
云
ふ
こ
と
が
出
來
な
い
。
と
こ
ろ
で
經
驗
と
は
一
般
に
右
の
動
的
雙
關
的
關
係
の

構
造
の
全
體
の
名
で
あ
り
、
基
礎
經
驗
と
は
そ
れ
の
特
殊
な
る
も
の
、
即
ち
存
在
に
對
す
る
人
間
の
交
渉

の
仕
方
が
既
に
在
る
ロ
ゴ
ス
に
よ
つ
て
あ
ら
か
じ
め
強
制
さ
れ
る
こ
と
な
き
も
の
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
＊
　
こ
の
點
に
關
し
て
我
々
の
謂
ふ
基
礎
經
驗
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
な
純
粹
經
驗
と
の
異
同
を
吟
味
す
る

　
　
の
は
興
味
深
く
、
利
益
多
き
こ
と
で
あ
ら
う
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
も
彼
の
純
粹
持
續
が
言
葉
に
支
配
さ
れ

　
　
ぬ
も
の
で
あ
る
に
反
し
て
、
日
常
の
經
驗
が
言
葉
に
よ
つ
て
分
離
さ
れ
、
固
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

　
　
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
（
〔H

. B
ergson, Essai sur les donne'es im

m
e'diates de la conscience, p.99

　
　 et suiv.

〕
）
。
我
々
と
の
根
本
的
な
相
違
は
、
我
々
が
基
礎
經
驗
の
歴
史
性
を
特
に
主
張
し
よ
う

　
　
と
す
る
に
對
し
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
は
一
般
に
歴
史
性
の
思
想
が
缺
け
て
ゐ
る
の
に
由
來
す
る
。

　
＊
＊
　
マ
ル
ク
ス
も
云
つ
て
ゐ
る
、
「
（
私
の
環
境
に
對
す
る
私
の
關
係
　
　
﹇
交
渉
的
關
係 

〔V
er

　
　ha:ltnis

〕
﹈
　
　
が
私
の
意
識
で
あ
る
。
）
關
係
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
私
に
と
つ
て
存
在

　
　
す
る
、
動
物
は
何
物
に
對
し
て
も
關
係
せ
ず
そ
し
て
一
般
に
關
係
し
な
い
。
動
物
に
と
つ
て
は
他
に

　
　
對
す
る
彼
の
關
係
が
關
係
と
し
て
存
在
し
な
い
。
」
（M

arx-Engels A
rchiv, 

Ⅰ. B
and, S. 247.

）
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基
礎
經
驗
に
對
す
る
ロ
ゴ
ス
に
於
て
私
は
二
つ
の
種
類
若
く
は
段
階
を
區
別
し
よ
う
と
思
ふ
。
第
一
次

の
ロ
ゴ
ス
は
基
礎
經
驗
を
な
ほ
そ
れ
の
直
接
性
に
於
て
表
現
す
る
。
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
（
人
間
學
）
は
、

最
初
に
そ
し
て
原
始
的
に
は
、
第
一
次
的
な
る
ロ
ゴ
ス
に
屬
す
る
。
こ
こ
に
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
と
は
人﹅

間﹅
の﹅
自﹅
己﹅
解﹅
釋﹅
の
謂
で
あ
る
。
人
間
は
彼
の
生
活
の
過
程
に
於
て
彼
み
づ
か
ら
の
本
質
に
關
し
て
何
等
か

の
仕
方
に
於
て
解
釋
を
與
へ
る
や
う
に
餘
儀
な
く
さ
れ
る
に
到
る
。
こ
の
解
釋
の
仕
方
そ
の
も
の
は
彼
の

基
礎
經
驗
に
よ
つ
て
つ
ね
に
必
然
的
に
一
定
の
方
向
に
決
定
さ
れ
る
。
人
間
は
、
し
た
が
つ
て
彼
の
基
礎

經
驗
も
、
固
よ
り
歴
史
的
社
會
的
に
限
定
さ
れ
て
在
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
自
己
解
釋
は
ま
た
言
ふ
ま

で
も
な
く
歴
史
的
社
會
的
な
る
限
定
の
も
と
に
立
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
に
ひ
と
は
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
が

抽
象
的
一
般
的
な
る
形
式
に
於
て
恰
も
永
遠
の
體
系
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
考
へ
て
は

な
ら
な
い
。
在
る
も
の
は
た
だ
具
體
的
な
る
歴
史
的
な
る
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
各
の
時
代
に
屬

す
る
人
間
は
彼
に
特
有
な
仕
方
に
於
て
の
み
存
在
に
對
し
て
根
源
的
に
交
渉
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
こ
の

交
渉
の
仕
方
に
於
て
ま
さ
し
く
存
在
は
彼
に
對
し
て
現
實
的
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
し
て
そ
れ
と
同

時
に
彼
は
ま
さ
し
く
彼
の
存
在
を
そ
の
存
在
に
於
て
自
覺
し
、
把
握
す
る
。
彼
が
、
例
へ
ば
、
特
に
感
性

的
活
動
と
い
は
る
べ
き
性
格
を
有
す
る
交
渉
の
仕
方
を
も
つ
て
絶
え
ず
存
在
と
交
渉
す
る
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
彼
は
恰
も
斯
く
交
渉
す
る
こ
と
に
於
て
、
自
己
の
存
在
を
感
性
的
實
踐
的
な
る
存
在
と
し
て
理
解
す
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る
に
到
る
で
あ
ら
う
。
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
生
の
根
源
的
な
る
具
體
的
な
る
交
渉
の
中
か
ら
直
接
に
産

れ
る
ロ
ゴ
ス
で
あ
つ
て
、
私
が
そ
れ
を
第
一
次
的
な
る
ロ
ゴ
ス
と
名
づ
け
る
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。
然
る

に
ひ
と
た
び
こ
の
ロ
ゴ
ス
の
産
出
さ
れ
る
や
否
や
、
そ
れ
は
却
て
み
づ
か
ら
主
と
な
つ
て
、
人
間
の
生
活

の
あ
ら
ゆ
る
經
驗
を
支
配
し
、
指
導
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
我
々
の
生
の
現
實
の
中
に
織
り
込
ま
れ
、

我
々
の
行
動
も
制
作
も
こ
の
ロ
ゴ
ス
の
見
地
か
ら
意
味
づ
け
ら
れ
、
實
行
さ
れ
、
更
に
進
ん
で
は
、
我
々

の
生
の
表
現
も
生
産
も
た
だ
そ
れ
の
見
地
か
ら
し
て
の
み
認
識
さ
れ
、
評
價
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
人

間
が
彼
の
存
在
そ
し
て
そ
れ
の
本
質
を
如
何
に
解
釋
す
る
か
は
、
彼
の
生
に
於
け
る
實
踐
ま
た
生
に
つ
い

て
の
認
識
の
仕
方
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
最
も
根
本
的
な
る
根
源
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
人
間
に
關
す

る
ロ
ゴ
ス
の
斯
く
の
如
き
支
配
的
な
る
力
も
勿
論
そ
の
限
界
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
生
の
基
礎

經
驗
か
ら
生
れ
、
そ
れ
の
把
握
と
し
て
、
表
現
と
し
て
、
こ
の
基
礎
經
驗
そ
の
も
の
を
活
か
し
、
發
展
さ

せ
る
こ
と
に
役
立
つ
こ
と
の
出
來
た
ロ
ゴ
ス
は
、
そ
れ
が
絶
對
的
な
る
專
制
的
な
る
位
置
を
占
め
る
こ
と

に
よ
つ
て
、
今
は
却
て
生
そ
の
も
の
を
抑
制
し
、
壓
迫
す
る
に
到
る
。
變
化
し
運
動
す
る
生
に
於
け
る
基

礎
經
驗
が
或
る
強
度
と
擴
延
と
に
達
す
る
と
き
、
そ
れ
は
も
は
や
ロ
ゴ
ス
の
壓
迫
に
堪
へ
る
こ
と
が
不
可

能
と
な
り
、
却
て
こ
の
舊
き
ロ
ゴ
ス
に
反
對
し
反
抗
し
て
、
み
づ
か
ら
新
し
き
ロ
ゴ
ス
を
要
求
す
る
。
我

々
は
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
辯﹅
證﹅
法﹅
的﹅
な﹅
る﹅
關
係
を
發
見
し
得
る
で
あ
ら
う
。
基
礎
經
驗
の
發
展
形
式
と
し
て
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そ
れ
の
發
展
を
促
進
せ
し
め
る
ロ
ゴ
ス
は
、
基
礎
經
驗
の
發
展
が
一
定
の
段
階
に
到
達
す
る
に
及
ん
で
、

そ
れ
の
發
展
に
對
す
る
桎
梏
に
轉
化
す
る
＊
。
ロ
ゴ
ス
と
基
礎
經
驗
と
の
間
の
矛
盾
、
そ
れ
に
伴
ふ
ア
ン

ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
變
革
は
か
く
し
て
或
る
時
に
は
徐
々
に
そ
し
て
他
の
時
に
は
急
激
に
生
起
す
る
の
で
あ

る
。
私
は
こ
の
過
程
を
ロ﹅
ゴ﹅
ス﹅
の﹅
第﹅
一﹅
次﹅
變﹅
革﹅
過﹅
程﹅
と
名
づ
け
る
で
あ
ら
う
。

　
＊
　
こ
こ
に
私
は
發
展
形
式
（Entw

icklungsform

）
と
い
ふ
語
を
マ
ル
ク
ス
が
彼
の
唯
物
史
觀
を
規

　
　
定
し
た
句
（
〔M

arx, Zur K
ritik der politischen O

:konom
ie, V

orw
ort.

〕
）
の
中
か
ら
轉
用
し
た
。

　
　
　
第
二
次
の
ロ
ゴ
ス
を
私
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
概
念
を
も
つ
て
總
括
し
よ
う
。
そ
れ
に
は
あ
ら
ゆ
る
種
類

の
精
神
科
學
あ
る
ひ
は
歴
史
的
社
會
的
科
學
が
屬
す
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
第
一
次
的
な
る
ロ
ゴ
ス
と
の

相
違
は
、
後
者
が
基
礎
經
驗
を
な
ほ
そ
れ
の
直
接
性
に
於
て
表
現
す
る
の
に
反
し
て
、
前
者
は
そ
れ
を
媒

介
者
を
通
じ
て
把
握
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
媒
介
と
な
る
も
の
は
そ
の
時
代
の
學
問
的
意
識
、
哲
學

的
意
識
で
あ
つ
て
、
私
の
謂
ふ par excellence 
な
る
「
公
共
圈
」
に
外
な
ら
な
い
。
經
驗
を
救
ふ
と
い

ふ
ロ
ゴ
ス
の
課
題
は
、
そ
れ
が
客
觀
的
な
る
公
共
性
を
得
る
こ
と
に
よ
つ
て
初
め
て
滿
足
に
解
決
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
か
か
る
公
共
性
に
對
す
る
ロ
ゴ
ス
の
衝
動
は
、
そ
れ
が
そ
の
當
時
の
學
問
的
も
し
く
は
哲

學
的
意
識
に
よ
つ
て
「
基
礎
付
け
ら
れ
」
、
「
客
觀
化
さ
れ
る
」
こ
と
に
努
力
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
故
に
我
々
は
、
人
間
の
自
己
解
釋
（Selbstauslegung

）
と
し
て
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
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に
對
立
さ
せ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
人﹅
間﹅
の﹅
自﹅
己﹅
了﹅
解﹅
（
〔Selbstversta:ndigung

〕
）
と
し
て
規
定
し

得
る
で
あ
ら
う
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
於
て
は
經
驗
の
表
現
は
夫
々
の
時
代
の
學
問
ま
た
は
哲
學
に
よ
つ
て

媒
介
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
も
の
に
よ
つ
て
客
觀
的
に
限
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
第
一
次
の
ロ
ゴ
ス

は
生
の
根
源
的
な
る
交
渉
の
中
か
ら
直
接
に
生
れ
て
そ
れ
を
直
接
に
反
映
し
、
自
己
み
づ
か
ら
の
う
ち
に

は
基
礎
付
け
ら
れ
、
客
觀
化
さ
れ
る
こ
と
に
對
す
る
要
求
は
い
ま
だ
顯
は
で
な
い
の
で
あ
る
。
固
よ
り
こ

の
も
の
と
雖
も
、
そ
れ
が
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
以
上
、
客
觀
性
へ
の
要
求
は
そ
れ
自
身
の
中
に
含
ま
れ
て
ゐ
る

の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
自
覺
さ
れ
る
場
合
こ
の
も
の
は
た
だ
ち
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ま
で
發
展
す
る
で
あ

ら
う
。
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
最
初
に
そ
し
て
原
始
的
に
は
ひ
と
つ
の
第
一
次
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
し
か
し
そ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
態
に
於
て
存
在
す
る
こ
と
が
出
來
、
そ
し
て
ま
た
事
實
上
時
と

し
て
は
か
か
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
來
た
。
然
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
人
々
か
ら
殆
ど
全
く
見
逃
さ
れ
て

ゐ
る
、
そ
し
て
私
が
こ
こ
に
特
に
高
調
し
よ
う
と
す
る
重
要
な
役
目
を
演
じ
て
來
た
の
は
、
多
く
の
場
合

第
一
次
の
ロ
ゴ
ス
と
し
て
で
あ
る
。
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
、
恰
も
カ
ン
ト
の
シ
ェ
マ
テ
ィ
ス
ム
ス
に
於

け
る
時
間
が
直
觀
と
範
疇
と
を
媒
介
す
る
や
う
に
、
基
礎
經
驗
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
を
媒
介
す
る
。
け
だ

し
そ
れ
は
、
一
方
で
は
、
生
の
交
渉
の
中
か
ら
直
接
に
産
れ
る
も
の
と
し
て
そ
れ
自
身
或
る
意
味
で
は
基

礎
經
驗
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
他
方
で
は
、
そ
れ
は
既
に
そ
れ
自
身
ロ
ゴ
ス
と
し
て
他
の
意
味
で
は
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イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
屬
す
る
が
故
に
、
能
く
兩
者
を
媒
介
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
媒

介
す
る
こ
と
に
於
て
ア﹅
ン﹅
ト﹅
ロ﹅
ポ﹅
ロ﹅
ギ﹅
ー﹅
の﹅
構﹅
造﹅
は﹅
イ﹅
デ﹅
オ﹅
ロ﹅
ギ﹅
ー﹅
の﹅
構﹅
造﹅
を﹅
規﹅
定﹅
す﹅
る﹅
こ
と
と
な
る
。

そ
し
て
ま
さ
に
そ
こ
に
人
間
學
が
第
一
次
の
ロ
ゴ
ス
と
し
て
有
す
る
機
能
の
全
き
重
要
さ
は
横
は
つ
て
ゐ

る
。
そ
し
て
そ
の
意
味
に
於
て
ま
さ
し
く
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
社
會
的
科
學
の
基
礎
で
あ
る
と
云
は

れ
る
こ
と
が
出
來
る
。
け
れ
ど
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
最
も
注
意
す
べ
き
事
柄
は
、
各
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

あ
つ
て
は
そ
れ
の
構
造
を
規
定
す
る
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
が
直
接
に
は
顯
は
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

む
し
ろ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
堅
き
概
念
の
組
織
を
破
壞
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
そ
れ
の
根
柢
を
な
す
隱
れ
た
る

ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
發
見
さ
れ
得
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
成

立
に
あ
た
つ
て
そ
れ
の
規
定
力
と
し
て
は
た
ら
い
て
ゐ
る
、
し
か
し
ひ
と
た
び
後
者
が
成
立
し
終
る
や
否

や
、
前
者
み
づ
か
ら
は
後
者
の
中
に
埋
沒
し
沒
入
し
て
し
ま
ふ
。
私
は
今
こ
れ
ら
の
事
情
を
多
少
詳
細
に

分
析
し
て
み
よ
う
。

　
精
神
科
學
は
生
、
殊
に
そ
れ
に
於
け
る
實
踐
そ
の
も
の
の
中
か
ら
出
生
し
、
成
長
し
た
。
こ
の
學
問
の

分
化
は
生
の
分
化
、
殊
に
そ
れ
の
實
踐
の
領
域
に
於
け
る
分
化
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
て
來
た
＊
。
精
神
科

學
の
對
象
を
な
す
歴
史
的
社
會
的
存
在
は
人
間
を
基
體
と
し
て
成
立
す
る
世
界
で
あ
る
。
自
然
は
言
ふ
ま

で
も
な
く
そ
れ
の
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
で
あ
る
に
相
違
な
い
が
、
そ
れ
は
た
だ
人
間
と
交
渉
し
彼
の
生
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と
關
係
す
る
限
り
に
於
て
の
み
こ
の
世
界
へ
這
入
つ
て
來
る
こ
と
が
出
來
る
。
歴
史
は
ひ
と
つ
の
人
間
的

な
る
、
人
間
中
心
的
な
る
世
界
で
あ
る
。
純
粹
な
る
自
然
主
義
の
立
場
に
と
つ
て
は
一
般
に
歴
史
は
存
在

し
得
な
い
。
歴
史
的
世
界
は
人
間
が
そ
れ
を
作
る
と
こ
ろ
の
、
作
り
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
彼
が

み
づ
か
ら
そ
の
中
に
住
む
と
こ
ろ
の
世
界
で
あ
る
。
人
間
は
こ
の
世
界
に
單
に
對﹅
立﹅
す﹅
る﹅
の
で
な
く
、
却

て
絶
え
ず
彼
自
身
そ
れ
の
基
本
的
な
る
契
機
と
し
て
そ
れ
と
密
に
交﹅
渉﹅
す﹅
る﹅
、
　
　
そ
れ
は
「
對
象
的
存

在
界
」
で
は
な
く
し
て
「
交
渉
的
存
在
界
」
で
あ
る
、
　
　
し
た
が
つ
て
そ
れ
は
彼
に
と
つ
て
彼
が
そ
れ

と
交
渉
す
る
と
こ
ろ
の
具
體
的
な
る
仕
方
を
離
れ
て
は
現
實
的
に
な
る
こ
と
が
絶
對
的
に
不
可
能
で
あ
る

で
あ
ら
う
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
こ
の
世
界
に
向
ふ
と
こ
ろ
の
認
識
も
こ
の
具
體
的
な
る
交
渉
を
離
れ
て
は

そ
れ
に
接
近
す
べ
き
如
何
な
る
現
實
の
通
路
も
見
出
す
こ
と
が
出
來
ぬ
で
あ
ら
う
。
精
神
科
學
と
生
と
の

不
離
な
る
關
係
は
根
本
的
に
は
こ
こ
に
そ
の
深
き
根
據
を
も
つ
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
歴
史

的
社
會
的
存
在
界
を
構
成
す
る
者
と
し
て
、
そ
し
て
同
時
に
そ
れ
と
交
渉
す
る
者
と
し
て
、
人
間
は
、
單

に
精
神
で
は
な
く
む
し
ろ
精
神
物
理
的
統
一
で
あ
り
、
單
に
思
惟
す
る
主
觀
で
な
く
却
て
意
志
、
感
情
、

表
象
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
自
己
を
表
現
す
る
統
一
的
主
體
で
あ
る
。
精
神
科
學
の
對
象
が
生
の
交
渉
を
離

れ
て
現
實
的
に
な
り
得
ぬ
以
上
、
ま
た
そ
れ
を
離
れ
て
こ
の
學
問
の
認
識
は
對
象
へ
の
現
實
の
通
路
を
も

つ
こ
と
が
出
來
ぬ
以
上
、
こ
の
學
問
に
於
て
認
識
主
觀
と
云
は
る
べ
き
も
の
は
、
單
に
表
象
し
思
惟
す
る
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主
觀
で
な
く
、
具
體
的
な
る
全
體
的
な
る
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
で
あ
ら
う
。

こ
の
學
問
の
領
域
に
於
て
嘗
て
偉
大
な
る
業
績
を
爲
し
遂
げ
た
人
々
の
多
く
が
單
な
る
理
論
家
で
な
く
同

時
に
強
大
な
る
實
踐
家
で
あ
つ
た
こ
と
も
同
じ
理
由
か
ら
む
し
ろ
當
然
の
こ
と
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
で
あ

ら
う
。
さ
て
、
人
間
は
彼
が
存
在
と
交
渉
す
る
仕
方
に
應
じ
て
直
接
に
自
己
の
存
在
を
把
握
す
る
。
彼
は

存
在
を
語
る
こ
と
に
即
し
て
そ
れ
に
於
て
自
己
を
語
る
。
　
　
一
切
の
物
は
、
人
間
の
交
渉
を
受
け
る
程

度
に
應
じ
て
、
人
間
に
と
つ
て
見
ゆ
る
も
の
と
な
り
、
即
ち
初
め
て
物﹅
と
な
り
、
こ
こ
に
於
て
そ
の
稱
呼
、

そ
の
名
稱
を
與
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
ノ
ア
レ
に
よ
れ
ば
、
「
固
有
の
人
間
の
活
動
が
原

本
的
語
根
の
内
容
と
し
て
留
ま
る
の
で
あ
る
＊
＊
。
」
　
　
こ
の
過
程
に
於
て
彼
が
自
己
を
語
る
と
こ
ろ

の
言
葉
即
ち
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
が
生
れ
る
と
共
に
、
こ
の
ロ
ゴ
ス
は
ひ
と
つ
の
獨
立
な
る
力
と
な
り
、

彼
の
經
驗
の
先
導
と
な
り
、
支
配
者
と
な
る
。
こ
の
と
き
彼
の
經
驗
す
る
存
在
は
凡
て
人
間
學
的
な
る
限

定
の
も
と
に
立
つ
こ
と
と
な
る
。
か
や
う
に
し
て
、
高
次
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
歴
史
的
社
會
的
諸
科
學
が
自

己
の
研
究
の
出
發
點
に
於
て
與
へ
ら
れ
た
る
現
實
と
し
て
見
出
す
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
つ
ね
に
既
に
斯
く

の
如
く
人
間
學
的
な
る
限
定
の
も
と
に
あ
る
存
在
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
存
在
が

こ
れ
ら
の
學
問
に
向
つ
て
提
起
す
る
課
題
は
、
基
礎
經
驗
と
人
間
學
と
の
間
に
矛
盾
の
存
在
し
て
ゐ
な
い

限
り
に
於
て
、
そ
れ
は
同
時
に
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
が
そ
れ
ら
に
對
し
て
提
出
す
る
課
題
を
意
味
す
る
で
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あ
ら
う
。
し
た
が
つ
て
ま
た
そ
の
限
り
に
於
て
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
存
在
の
問
題
を
殘
り
な
く
解
決
し

終
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
や
が
て
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
が
そ
れ
に
課
す
る
限
り
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に

も
な
る
で
あ
ら
う
。
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
間
に
こ
の
場
合
に
あ
つ
て
は
矛
盾
が
存

在
し
な
い
。
そ
こ
で
後
者
が
一
の
完
了
し
た
、
客
觀
的
な
る
體
系
と
し
て
組
織
さ
れ
る
と
き
、
前
者
は
こ

の
も
の
に
於
て
充
全
に
表
現
さ
れ
、
か
く
し
て
そ
れ
は
安
定
を
得
て
後
者
の
中
に
埋
沒
し
沒
入
し
て
し
ま

ふ
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
概
念
體
系
に
於
て
そ
れ
の
構
造
を
規
定
す
る
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
が
何
故
に
直
接

に
顯
は
で
な
い
か
は
明
瞭
に
な
つ
た
。
尤
も
基
礎
經
驗
と
人
間
學
と
の
間
に
矛
盾
の
存
在
す
る
場
合
、
若

く
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
存
在
の
問
題
を
滿
足
に
解
決
し
て
ゐ
な
い
場
合
、
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
が
こ
れ
ら

の
も
の
の
間
に
あ
つ
て
ひ
と
つ
の
獨
立
な
る
力
と
し
て
、
自
己
の
存
在
を
維
持
し
、
主
張
し
よ
う
と
す
る

の
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
さ
て
、
ひ
と
た
び
成
立
し
た
と
こ
ろ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
は
我
々
の
生
活
に
徹
底
的
に
干
渉
す
る
に
到
る
。
我
々
は
そ
れ
の
立
場
か
ら
の
み
存
在
と
交
る
や
う
に

さ
せ
ら
れ
、
そ
れ
の
解
決
し
得
る
問
題
の
み
を
存
在
に
於
て
見
る
や
う
に
強
ひ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
固
よ
り

經
驗
の
客
觀
的
な
る
表
現
で
あ
り
、
把
握
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
恰
も
斯
く
干
渉
す
る
こ
と
に
於
て
、

む
し
ろ
經
驗
を
導
き
、
教
へ
、
そ
れ
を
活
か
し
、
發
展
さ
せ
る
に
役
立
つ
こ
と
が
出
來
る
。
然
し
な
が
ら

經
驗
の
發
展
が
一
定
の
段
階
に
達
す
る
と
き
、
斯
く
干
渉
す
る
こ
と
は
、
却
て
ま
さ
し
く
そ
れ
の
根
源
的
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な
る
發
展
を
拘
束
し
、
妨
害
す
る
こ
と
と
な
る
。
即
ち
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
經
驗
の
發
展
形
式
か
ら
そ
れ
の

桎
梏
に
ま
で
轉
化
す
る
。
ロ
ゴ
ス
と
經
驗
と
の
間
の
こ
の
辯﹅
證﹅
法﹅
的﹅
な﹅
る﹅
關
係
に
於
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
變
革
の
運
動
は
時
と
し
て
は
緩
慢
に
そ
し
て
時
と
し
て
は
急
速
に
成
就
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ

を
ロ﹅
ゴ﹅
ス﹅
の﹅
第﹅
二﹅
次﹅
變﹅
革﹅
過﹅
程﹅
と
呼
ば
う
と
思
ふ
。
我
々
は
こ
こ
に
素
晴
ら
し
い
革
命
を
見
る
。
數
世
紀

に
亙
つ
て
大
伽
藍
の
如
く
聳
え
て
ゐ
た
概
念
體
系
が
徐
々
に
動
搖
を
始
め
、
昨
日
ま
で
帝
王
の
如
く
君
臨

し
て
ゐ
た
思
想
體
系
が
一
朝
に
し
て
權
威
を
失
墜
す
る
。
人
々
は
か
の
文
藝
復
興
期
に
於
け
る
、
か
の
啓

蒙
時
代
に
於
け
る
變
動
を
想
ひ
起
し
て
み
る
が
好
い
。
然
る
に
こ
の
や
う
な
目
覺
し
い
變
動
を
觀
察
す
る

に
あ
た
つ
て
、
ひ
と
は
こ
の
過
程
の
根
抵
に
横
は
つ
て
ゐ
る
ひ
と
つ
の
決
定
的
な
る
要
素
を
見
落
し
て
は

な
ら
な
い
。
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
基
礎
經
驗
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
を
媒
介
す
る
の
で
あ
る
が
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
變
革
は
ま
た
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
變
革
に
よ
つ
て
媒
介
さ
れ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
自
己
の

研
究
を
出
發
す
る
に
際
し
て
直
接
與
件
と
し
て
見
出
す
と
こ
ろ
の
現
實
が
そ
も
そ
も
既
に
人
間
學
的
な
る

限
定
の
も
と
に
あ
る
限
り
、
そ
れ
と
經
驗
と
の
間
の
辯
證
法
的
な
る
運
動
は
、
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
運

動
に
よ
つ
て
媒
介
さ
れ
る
こ
と
な
く
し
て
は
起
り
得
な
い
で
あ
ら
う
。
高
次
の
ロ
ゴ
ス
の
變
革
は
低
次
の

ロ
ゴ
ス
の
變
革
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
る
。
ロ
ゴ
ス
の
第
一
次
變
革
過
程
が
既
に
行
は
れ
た
後
、
あ
る
ひ
は

少
く
と
も
現
に
行
は
れ
つ
つ
あ
る
場
合
で
な
い
な
ら
ば
、
ロ
ゴ
ス
の
第
二
次
變
革
過
程
は
生
ず
る
こ
と
が
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な
い
。
前
者
の
運
動
は
後
者
の
そ
れ
に
比
し
て
、
見
た
と
こ
ろ
顯
著
で
な
い
た
め
に
、
人
々
に
氣
附
か
れ

ぬ
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
そ
れ
は
一
層
直
接
的
で
あ
り
、
一
層
浸
透
的
で
あ
り
、
一
層
普
遍

的
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
人
目
を
惹
く
に
足
る
變
化
も
、
若
し
そ
れ
が
こ
の
や
う
な
基
礎
を
缺
い
て

ゐ
る
な
ら
ば
、
眞
實
で
な
く
、
現
實
的
で
も
な
く
、
却
て
た
だ
既
成
概
念
の
整
理
で
あ
り
、
折
衷
で
あ
り
、

修
正
と
補
足
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
苟
も
根
本
的
な
る
、
徹
底
的
な
る
、
生
命
あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
變

革
に
際
し
て
は
、
ひ
と
は
そ
の
背
後
に
、
た
と
ひ
そ
れ
が
顯
は
で
な
い
に
せ
よ
、
必
ず
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ

ー
の
本
質
的
な
る
變
革
を
見
逃
す
こ
と
が
出
來
ぬ
で
あ
ら
う
。

　
＊
　W

. D
ilthey, Einleitung in die G

eistesw
issenschaften (G

esam
m

elte Schriften, 

Ⅰ. B
and), S. 2

　
　1 u. 39. 

參
照
。

　
＊
＊
　
〔Ludw
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oire', D

er U
rsprung der Sprache, S. 369.

〕

　
人
間
學
の
位
置
と
意
義
と
は
右
の
敍
述
に
よ
つ
て
極
め
て
簡
單
な
が
ら
明
か
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
私
は

そ
れ
に
よ
つ
て
同
時
に
私
の
當
面
の
問
題
で
あ
る
唯
物
史
觀
の
解
釋
に
關
し
て
必
要
な
手
懸
り
を
捉
へ
得

た
か
の
や
う
に
思
ふ
。
唯
物
史
觀
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
ひ
と
つ
の
　
　
右
に
規
定
し
た
概
念
の
意
味
に
於

て
　
　
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
そ
れ
は
如
何
な
る
基
礎
經
驗
に
も
と
づ
き
、
如
何
な
る
人
間
學
　
　
こ

の
も
の
は
勿
論
唯
物
史
觀
の
概
念
體
系
そ
の
も
の
に
於
て
は
直
接
に
顯
は
で
な
い
が
、
　
　
に
倚
つ
て
組
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織
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
で
あ
ら
う
か
。
斯
く
問
ふ
こ
と
は
、
唯
物
史
觀
を
ひ
と
つ
の
固
定
し
た

ド
グ
マ
と
し
て
單
純
に
信
奉
す
る
の
で
な
く
、
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
凝
結
し
た
體
系
と
し
て
外
面
的
に
批
評

す
る
の
で
も
な
く
、
却
て
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
生
け
る
生
命
と
し
て
根
本
的
に
把
握
す
る
た
め
に
は
避
く
べ

か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
と
私
は
信
ず
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
政
治
學
が
彼
等
の
ア
ン

ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
を
除
い
て
理
解
さ
れ
な
い
や
う
に
、
唯
物
史
觀
は
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
マ
ル
ク
ス
的
形

態
を
先
づ
認
識
す
る
こ
と
な
し
に
は
到
底
完
全
に
理
解
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
若
し
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
に
對
し
て
人
間
學
が
有
す
る
重
要
な
意
味
を
認
め
な
い
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

に
關
す
る
テ
ー
ゼ
』
に
つ
い
て
「
新
し
い
世
界
觀
の
天
才
的
な
る
萠
芽
を
藏
し
て
ゐ
る
最
初
の
文
書
と
し

て
こ
の
上
な
く
貴
重
な
も
の
で
あ
る
」
、
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
云
つ
た
言
葉
の
意
味
は
つ
ひ
に
十
分
に
理
解

さ
れ
得
な
い
で
あ
ら
う
。
我
々
は
こ
の
貴
重
な
る
文
書
に
於
て
マ
ル
ク
ス
の
人
間
學
に
出
會
ふ
。
唯
物
史

觀
は
一
箇
の
獨
立
し
た
、
特
色
あ
る
人
間
學
の
上
に
立
つ
世
界
觀
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
そ
れ
は
、
ひ

と
り
經
濟
學
者
に
と
つ
て
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
哲
學
者
に
と
つ
て
、
そ
し
て
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
人
間
に

と
つ
て
研
究
さ
る
べ
き
事
柄
な
の
で
あ
る
。
唯
物
史
觀
は
今
や
ひ
と
つ
の
現
實
で
あ
る
。
何
人
も
こ
れ
と

對
質
す
べ
く
迫
ら
れ
て
ゐ
る
。
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二

「
ド
イ
ツ
に
と
つ
て
は
宗
教
の
批
判
は
本
質
に
於
て
は
終
つ
て
ゐ
る
、
そ
し
て
宗
教
の
批
判
は
あ
ら
ゆ
る

批
判
の
前
提
で
あ
る
」
、
と
い
ふ
語
を
も
つ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
千
八
百
四
十
四
年
『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
律
哲
學

批
判
』
の
序
論
を
書
き
起
し
て
ゐ
る
。
一
切
の
批
判
、
從
て
ま
た
經
濟
學
批
判
の
、
前
提
で
あ
る
と
考
へ

ら
れ
た
宗
教
批
判
の
仕
事
は
實
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
つ
て
爲
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
彼
の
劃
期

的
な
著
述
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
に
於
て
遂
行
し
た
こ
の
仕
事
は
、
若
い
マ
ル
ク
ス
に
よ
つ
て
全
き
情

熱
を
も
つ
て
迎
へ
ら
れ
た
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
後
年
、
「
こ
の
書
が
齎
し
た
救
ひ
の
力
が
ど
の
や
う
な
も
の

で
あ
つ
た
か
は
、
み
づ
か
ら
こ
れ
を
體
驗
し
た
者
で
な
け
れ
ば
想
像
が
つ
か
ぬ
。
世
を
擧
げ
て
感
激
し
た
、

我
々
は
皆
ひ
と
と
き
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
徒
で
あ
つ
た
」
、
と
告
白
し
て
ゐ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
の
宗
教
批
判
は
い
つ
た
い
何
を
爲
し
遂
げ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
に
於
て
何
が
マ
ル
ク
ス
及
び
エ
ン

ゲ
ル
ス
に
か
く
も
決
定
的
な
影
響
を
與
へ
た
の
で
あ
る
か
。

　
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
宗
教
批
判
に
於
て
發
見
さ
れ
た
の
は
人
間
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
宗
教
は
人

間
と
動
物
と
の
本
質
的
な
差
異
に
基
礎
を
も
つ
て
ゐ
る
、
動
物
は
如
何
な
る
宗
教
も
も
た
な
い
。
人
間
と

動
物
と
の
本
質
的
な
區
別
は
意
識
に
あ
る
。
し
か
る
に
嚴
密
な
意
味
に
於
け
る
意
識
は
そ
の
も
の
に
と
つ
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て
そ
れ
の
種
あ
る
ひ
は
そ
れ
の
本
質
性
が
對
象
で
あ
る
と
こ
ろ
に
の
み
存
在
す
る
。
こ
の
や
う
な
意
識
は

無
限
な
る
も
の
の
意
識
と
離
す
こ
と
が
出
來
ぬ
、
制
限
さ
れ
た
意
識
は
本
來
の
意
味
に
於
て
は
何
等
の
意

識
で
も
な
い
。
無
限
な
る
も
の
の
意
識
に
於
て
は
意
識
に
と
つ
て
自
己
の
本
質
の
無
限
性
が
對
象
で
あ
る
。

對
象
に
於
て
人
間
は
自
己
み
づ
か
ら
を
意
識
す
る
、
對
象
の
意
識
は
人
間
の
自
己
意
識
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
宗
教
は
無
限
な
る
も
の
の
意
識
で
あ
る
。
從
て
そ
れ
は
人
間
の
、
有
限
な
、
制
限
さ
れ
た
彼
の
本
質
に

つ
い
て
の
で
は
な
く
、
却
て
彼
の
無
限
な
る
本
質
に
つ
い
て
の
、
意
識
の
ほ
か
の
何
物
で
も
あ
り
得
な
い
。

神
的
本
質
と
は
人
間
的
本
質
の
他
の
も
の
で
は
な
く
、
し
か
し
個
人
的
な
現
實
的
な
人
間
の
制
限
か
ら
離

れ
て
、
對
象
化
さ
れ
た
、
即
ち
ひ
と
つ
の
他
の
、
彼
と
は
異
る
、
獨
立
の
存
在
と
し
て
直
觀
さ
れ
、
崇
拜

さ
れ
た
、
人
間
の
本
質
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
主
觀
的
に
若
く
は
人
間
の
側
に
於
て
本
質
の
意
義
を

も
つ
も
の
は
、
ま
た
客
觀
的
に
若
く
は
對
象
の
側
に
於
て
本
質
の
意
義
を
有
す
る
。
神
的
本
質
の
あ
ら
ゆ

る
規
定
は
そ
れ
故
に
人
間
的
本
質
の
規
定
で
あ
る
。
宗
教
は
人
間
の
本
質
的
な
る
規
定
を
人
間
か
ら
引
離

し
て
そ
れ
を
獨
立
な
る
本
質
と
し
て
神
化
す
る
。
こ
の
と
き
單
に
人
間
の
悟
性
的
規
定
、
道
徳
的
規
定
が

神
の
規
定
と
し
て
對
象
化
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
特
に
彼
の
感
情
的
、
感
性
的
規
定
が
神
の
も
の

と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
神
は
愛
で
あ
る
、
と
い
ふ
の
は
、
人
間
の
愛
が
神
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ

り
、
神
は
惱
み
、
感
ず
る
神
で
あ
る
、
と
教
會
が
教
へ
る
の
は
、
人
間
の
苦
惱
や
感
覺
や
が
神
的
本
質
の
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も
の
で
あ
る
の
を
意
味
す
る
、
三
位
一
體
の
教
理
は
人
間
の
性
愛
や
友
情
の
投
射
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に

し
て
我
々
は
、
「
神
學
の
祕
密
は
人
間
學
で
あ
る
」
、
と
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
＊
。
宗
教
は
人
間
の
本
質

の
自
己
内
に
於
け
る
反
射
で
あ
り
、
反
映
で
あ
る
。
人
間
は
彼
に
對
立
す
る
存
在
と
し
て
神
を
自
己
に
對

せ
し
め
る
。
人
間
が
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
神
で
は
な
く
、
神
が
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
人
間
で
な
い
。

神
と
人
間
と
は
兩
極
端
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
眞
實
を
言
へ
ば
、
そ
れ
を
も
つ
て
宗
教
が
成
立
す
る
と

こ
ろ
の
こ
の
對
立
、
こ
の
乖
離
は
人
間
と
彼
自
身
の
本
質
と
の
乖
離
で
あ
る
。
「
人
間
　
　
こ
れ
が
宗
教

の
祕
密
で
あ
る
　
　
は
彼
の
本
質
を
對
象
化
し
、
そ
し
て
然
る
後
ふ
た
た
び
、
自
己
を
、
こ
の
對
象
化
さ

れ
た
、
ひ
と
つ
の
主
體
、
ひ
と
つ
の
人
格
に
ま
で
轉
化
さ
れ
た
本
質
の
對
象
と
す
る
＊
＊
。
」
こ
の
過
程

に
於
て
神
的
本
質
は
萬
能
な
る
絶
對
者
と
し
て
人
間
に
臨
む
に
到
る
。
然
し
な
が
ら
彼
に
對
す
る
對
象
の

力
は
彼
み
づ
か
ら
の
本
質
の
力
に
外
な
ら
な
い
。
感
情
の
對
象
の
力
は
感
情
の
力
で
あ
り
、
理
性
の
對
象

の
力
は
理
性
そ
の
も
の
の
力
で
あ
り
、
意
志
の
對
象
の
力
は
意
志
の
力
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
宗
教
は

「
人
間
の
自
己
分
離
」
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
表
現
す
る
な
ら
ば
「
人
間
の
自
己
疎
外
」
（die m

ens

chliche Selbst entfrem
dung

）
で
あ
る
。

　
＊
　
〔Feuerbach, V

orla:ufige Thesen zur R
eform

 der Philosophie (Sa:m
m

tliche W
erke, H

rsg. v.

　
　 B

olin und Jodl, 

Ⅱ. B
d., S. 222.)

〕.
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＊
＊
　D

as W
esen des C

hristenthum
s (

Ⅵ. B
and, S. 37.).

　
宗
教
の
祕
密
を
暴
露
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
見
出
さ
れ
た
も
の
は
人
間
で
あ
つ
た
。
神
と
は
何
か
、
と
い

ふ
從
來
の
神
學
の
根
本
問
題
は
、
神
と
は
人
間
で
あ
る
、
と
い
と
も
簡
單
に
答
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

「
人
間
を
否
定
す
る
の
は
宗
教
を
否
定
す
る
の
謂
で
あ
る
＊
。
」
人
間
が
宗
教
を
作
る
の
で
あ
つ
て
、
宗

教
が
人
間
を
作
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
全
く
重
大
な
る
轉
換
を
見
定
め
ず

に
は
ゐ
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
「
宗
教
の
批
判
は
人
間
を
迷
ひ
か
ら
醒
め
し
め
、
そ
れ
に
よ
つ
て
彼
が
ひ

と
り
の
覺
醒
し
た
、
理
性
に
達
し
た
人
間
の
如
く
に
考
へ
、
行
ひ
、
彼
の
存
在
を
形
造
り
、
そ
れ
に
よ
つ

て
彼
が
自
己
み
づ
か
ら
の
周
圍
を
、
ま
た
か
く
て
彼
の
眞
實
の
太
陽
の
周
圍
を
運
動
す
る
や
う
に
せ
し
め

る
。
宗
教
は
た
だ
、
人
間
が
自
分
自
身
の
周
圍
を
𢌞
轉
し
て
ゐ
な
い
間
、
人
間
の
周
圍
を
め
ぐ
る
幻
想
的

太
陽
に
過
ぎ
な
い
＊
＊
。
」
今
や
人
間
は
自
己
み
づ
か
ら
の
上
に
立
つ
こ
と
が
可
能
に
な
つ
た
、
彼
は
自

己
み
づ
か
ら
を
中
心
と
し
て
𢌞
轉
し
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
彼
が
宗
教
に
與
へ
る
こ
と
に
よ
つ
て
失

つ
た
彼
の
本
質
を
取
戻
す
た
め
に
、
神
へ
で
は
な
く
彼
自
身
へ
正
當
に
復
歸
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
ふ
の

が
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
仕
事
の
當
然
の
歸
結
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
云
つ
て
ゐ
る
、
「
宗
教
の
批
判
は
、

人
間
が
人
間
に
と
つ
て
最
高
の
存
在
で
あ
る
、
と
い
ふ
教
義
を
も
つ
て
終
る
、
し
た
が
つ
て
そ
れ
は
、
そ

の
中
で
は
人
間
が
一
の
賤
め
ら
れ
た
、
隷
從
さ
せ
ら
れ
た
、
見
棄
て
ら
れ
た
、
輕
蔑
す
べ
き
存
在
で
あ
る
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と
こ
ろ
の
一
切
の
關
係
を
覆
さ
う
と
す
る
無
上
命
令
を
も
つ
て
終
る
＊
＊
＊
。
」
　
　
つ
い
で
な
が
ら
、

彼
が
『
資
本
』
に
謂
ふ
「
自
由
の
王
國
」
は
か
か
る
顛
覆
の
完
成
さ
れ
た
状
態
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
　
　

宗
教
の
批
判
は
人
間
を
超
人
間
的
な
外
部
的
な
力
へ
の
隷
屬
か
ら
救
ひ
、
彼
を
し
て
彼
自
身
が
産
出
し
た

關
係
に
よ
つ
て
み
づ
か
ら
束
縛
さ
れ
る
こ
と
か
ら
自
由
な
ら
し
め
る
こ
と
を
絶
對
的
に
命
令
す
る
の
で
あ

る
。
「
そ
れ
故
に
眞
理
の
彼
岸
（das Jenseits der W

ahrheit

）
が
消
滅
し
た
後
に
は
、
此
岸
の
眞
理

（die W
ahrheit des D

iesseits

）
を
建
設
す
る
こ
と
が
歴
史
の
任
務
で
あ
る
。
人
間
の
自
己
疎
外
の
神
聖

な
る
姿
が
面
被
を
剥
が
れ
て
し
ま
つ
た
後
に
は
、
そ
の
神
聖
な
ら
ぬ
姿
に
於
け
る
自
己
疎
外
の
面
被
を
剥

ぐ
と
い
ふ
こ
と
が
ま
づ
歴
史
に
仕
へ
る
哲
學
の
任
務
で
あ
る
。
天
國
の
批
判
は
か
く
し
て
地
上
の
批
判
に
、

宗
教
の
批
判
は
法
律
の
批
判
に
、
神
學
の
批
判
は
政
治
の
批
判
に
變
じ
て
來
る
」
、
と
マ
ル
ク
ス
は
考
へ

た
の
で
あ
る
と
。

　
＊
　Feuerbach, D

as W
esen des C

hristenthum
s (

Ⅵ, 54.).

　
＊
＊
　M
arx, Zur K

ritik der H
egelschen R

echtsphilosophie (A
us dem

 literarischen N
achlass von

　
　 K
arl M

arx und Friedrich Engels, H
rsg. v. M

ehring, 

Ⅰ. B
and, S. 385.).

　
＊
＊
＊
　O

p. cit., S. 392.

　
批
判
の
原
理
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
つ
て
人
間
で
あ
つ
た
。
「
新
し
い
哲
學
は
、
人
間
を
、
人
間
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の
土
臺
と
し
て
自
然
を
も
含
め
て
、
哲
學
の
唯
一
の
、
普
遍
の
、
最
高
の
對
象
と
す
る
　
　
人
間
學
を
そ

れ
故
に
、
生
理
學
を
も
含
め
て
、
普
遍
學
と
す
る
＊
。
」
宗
教
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
た
だ
そ
れ
の
根
柢
で

あ
る
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
に
よ
つ
て
の
み
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
出
來
る
。
神
學
の
祕
密
が
人
間
學
で
あ
る

や
う
に
、
思
辨
哲
學
の
祕
密
は
神
學
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
學
は
神
學
の
教
説
の
最
も
合
理
的
な
る
表

現
に
外
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
哲
學
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
ま
た
そ
れ
の
基
礎
を
な
す
と
こ
ろ
の
ア
ン
ト

ロ
ポ
ロ
ギ
ー
に
よ
つ
て
最
も
よ
く
批
判
さ
れ
得
る
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
で
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
從
へ
ば
、

人
間
と
は
最
も
現
實
的
な
る
原
理
の
謂
で
あ
る
。
彼
は
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
第
二
版
の
序
文
の
中

で
、
彼
の
批
判
の
仕
事
を
囘
顧
し
て
「
こ
の
哲
學
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
實
體
、
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
、

シ
ェ
リ
ン
グ
の
絶
對
的
同
一
者
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
對
精
神
、
簡
單
に
言
へ
ば
抽
象
的
な
る
、
た
だ
思
惟
さ

れ
若
く
は
想
像
さ
れ
た
る
の
み
な
る
存
在
で
は
な
く
、
却
て
ひ
と
つ
の
現
實
的
な
る
、
あ
る
ひ
は
む
し
ろ

最
も
現
實
的
な
る
存
在
、
即
ち
人
間
を
、
し
た
が
つ
て
最
も
實
證
的
な
る
實
在
原
理
を
、
そ
れ
の
原
理
と

し
て
も
つ
＊
＊
」
、
と
記
し
て
ゐ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
批
判
は
、
單
に
そ
れ
の
内
的
矛
盾
、
そ
れ
の
論

理
的
困
難
を
指
摘
す
る
と
い
ふ
が
如
き
、
形
式
的
な
、
抽
象
的
な
る
道
を
辿
る
べ
き
で
な
く
し
て
、
そ
れ

の
現
實
的
地
盤
を
明
瞭
に
し
て
、
そ
れ
と
具
體
的
存
在
と
の
聯
關
を
決
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
行
は

れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
「
哲
學
は
か
く
し
て
自
己
み
づ
か
ら
を
始
點
と
せ
ず
、
却
て
そ
れ
の
反
對
を
、
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非
哲
學
を
始
點
と
す
べ
き
で
あ
る
。
」
「
哲
學
の
端
初
は
神
で
な
く
、
絶
對
者
で
な
く
、
絶
對
者
若
く
は

理
念
の
客
語
と
し
て
の
存
在
で
も
な
い
、
　
　
哲
學
の
端
初
は
有
限
な
る
も
の
、
限
定
さ
れ
た
も
の
、
現

實
的
な
る
も
の
で
あ
る
＊
＊
＊
。
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
批
判
が
、
一
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
他
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
、
一
の
理
論
に
他
の
理
論
を
對
立
せ
し
め
る
こ
と
を
も
つ
て
始
め
ら
る
べ
き
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ

る
理
論
、
凡
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
現
實
の
土
臺
を
吟
味
す
る
こ
と
を
も
つ
て
始
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
、

と
い
ふ
こ
と
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
マ
ル
ク
ス
に
教
へ
た
最
も
重
要
な
思
想
で
あ
る
。

　
＊
　
〔Feuerbach, G

rundsa:tze der Philosophie der Zukunft (

Ⅱ, 317.

）.

〕

　
＊
＊
　V

orrede zur zw
eiten A

uflage vom
 

”W
esen des C

hristenthum
s

“ (

Ⅶ, 283.).

　
＊
＊
＊
　
〔V

orla:ufige Thesen zur R
eform

 der Philosophie (

Ⅱ, 230, 235.).

〕

　
然
し
な
が
ら
人
間
を
一
切
の
隷
屬
的
關
係
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
、
マ
ル
ク
ス
が
要
求
し
た
全
面
的
な

る
批
判
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
哲
學
の
範
圍
内
で
遂
行
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
つ
た
。
フ
ォ
イ

エ
ル
バ
ッ
ハ
は
神
學
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
そ
れ
の
根
柢
に
横
は
る
と
こ
ろ
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
に
解
消

し
た
。
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
を
も
つ
て
彼
は
神
學
の
完
成
と
考
へ
ら
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
辨
哲
學
に
反
對

し
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
彼
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
神
學
と
完
全
な
分
離
を
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

神
學
が
彼
の
人
間
解
釋
を
あ
ら
か
じ
め
一
定
の
方
向
に
規
定
し
て
ゐ
る
。
彼
が
分
析
し
た
の
は
神
學
と
關
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係
す
る
限
り
に
於
て
の
人
間
で
あ
る
。
彼
は
現
實
の
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
根
源
的
に

研
究
す
る
こ
と
な
く
、
却
て
宗
教
に
於
て
反
射
さ
れ
る
限
り
の
人
間
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
神

學
を
手
懸
り
と
し
て
研
究
し
て
ゐ
る
の
に
過
ぎ
な
い
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
人
間
の
本
質
が
ど
こ
ま
で

も
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
と
見
做
し
、
宗
教
こ
そ
人
間
と
動
物
と
を
區
別
す
る
標
準
で
あ
る
と
考
へ
る
。

そ
こ
で
は
人
間
に
於
け
る
宗
教
の
最
も
決
定
的
な
支
配
が
既
に
豫
想
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
點
に
於
て
彼
の

ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
思
辨
哲
學
と
共
通
の
前
提
に
立
つ
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
來
る
。
そ
こ
で
マ
ル

ク
ス
が
、
「
ド
イ
ツ
の
批
判
は
、
そ
れ
の
最
近
の
努
力
に
い
た
る
ま
で
、
哲
學
の
地
盤
を
去
ら
な
か
つ
た
。

そ
れ
は
そ
れ
の
一
般
的
哲
學
的
前
提
を
吟
味
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
の
全
體
の
問
題
は
却
て
一
定
の
哲
學

的
體
系
、
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
の
體
系
の
地
盤
の
上
に
成
長
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
答
に
於
て
の
み
な

ら
ず
、
既
に
問
題
そ
の
も
の
に
於
て
ひ
と
つ
の
神
祕
化
が
存
し
た
」
、
と
評
し
て
ゐ
る
の
は
正
當
で
あ
ら

う
＊
。
尤
も
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
感
性
と
感
覺
と
を
著
し
く
重
ん
じ
は
し
た
が
、
そ
し
て
そ
こ
に
ヘ
ー

ゲ
ル
と
の
相
違
は
あ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
は
こ
れ
ら
の
も
の
そ
の
も
の
を
さ
へ
直
ち
に
宗
教
的
に

解
釋
し
て
少
し
も
怪
し
ま
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
「
人
間
は
か
く
し
て
、
彼
が
動
物
の
如
く
制
限
さ
れ
た

感
覺
論
者
で
な
く
、
絶
對
的
な
る
感
覺
論
者
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
、
人
間
で
あ
る
。
此
れ

ま
た
は
彼
れ
の
感
覺
的
な
る
も
の
で
な
く
、
一
切
の
感
性
的
な
る
も
の
、
世
界
、
無
限
な
る
も
の
が
、
し
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か
も
そ
れ
が
純
粹
に
そ
れ
自
身
の
た
め
に
、
即
ち
美
的
享
樂
の
た
め
に
、
彼
の
感
官
、
彼
の
感
覺
の
對
象

で
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
、
人
間
は
人
間
で
あ
る
＊
＊
。
」
私
は
こ
の
文
章
に
於
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の

基
礎
經
驗
が
雄
辯
に
語
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
見
逃
す
こ
と
が
出
來
な
い
。
　
　
（
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の

「
人
間
」
は
、
例
へ
ば
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
「
ル
チ
ン
デ
」
に
於
て
最
も
美
し
い
表
現
を
見
出
し
は
し
な

い
だ
ら
う
か
。
）
　
　
實
際
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
學
と
は

全
く
異
る
仕
方
に
於
て
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
じ
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
基
礎
經
驗
の
表
現
で
あ
る
か
の
如

く
に
思
は
れ
る
。
二
人
が
共
に
、
こ
の
基
礎
經
驗
の
最
も
古
典
的
な
表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
シ
ュ
ラ
イ

エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
『
宗
教
論
』
（
〔R

eden u:ber die R
eligion

〕
）
か
ら
影
響
さ
れ
た
こ
と
は
、
事
實

の
我
々
に
教
へ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
基
礎
經
驗
の
創
造
的
な
過
程
の
中
に
生
き
て
ゐ
た

の
に
反
し
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
そ
れ
の
崩
壞
し
て
ゆ
く
過
程
を
代
表
す
る
。
神
學
上
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
生
け
る
生
そ
の
も
の
か
ら
解
釋
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
既
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
が
ロ
マ
ン

テ
ィ
ク
の
基
礎
經
驗
の
中
で
企
て
た
天
才
的
な
仕
事
に
屬
す
る
の
で
あ
つ
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
そ

れ
の
徹
底
し
た
、
し
か
し
も
は
や
こ
の
基
礎
經
驗
の
頽
廢
を
表
現
す
る
繼
續
者
で
あ
る
。
一
般
に
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
根
本
的
な
る
批
判
と
變
革
は
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
根
源
的
な
る
、
本
質
的
な
る
變
革
な
く
し

て
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
る
に
我
々
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
人
間
學
に
於
て
こ
の
や
う
な
原
理
的
な
る
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變
革
を
認
め
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
そ
れ
の
感
覺
論
的
、
唯
物
論
的
傾
向
も
今
や
衰
亡
し
つ
つ
あ
る
基
礎

經
驗
の
頽
廢
的
な
る
形
態
で
あ
つ
て
、
ま
さ
に
新
た
に
發
展
し
つ
つ
あ
る
基
礎
經
驗
の
積
極
的
な
る
把
握

で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
＊
　M

arx-Engels A
rchiv, 

Ⅰ. B
d., S. 235.

　
＊
＊
　Feuerbach, W

ider den D
ualism

us von Leib und Seele, Fleisch und G
eist (

Ⅱ, 350.

）.

　
ひ
と
つ
の
全
く
新
し
い
基
礎
經
驗
が
發
展
し
つ
つ
あ
つ
た
。
無
産
者
的
基
礎
經
驗
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ

れ
の
發
展
が
一
定
の
段
階
に
達
し
た
と
き
、
そ
れ
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
流
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
と
必

然
的
に
衝
突
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
彼
の
人
間
學
を
覆
す
べ
き
基
礎
經
驗
が
既
に
成
長
し
つ
つ
あ
つ
た

に
拘
ら
ず
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
そ
れ
を
知
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
彼

に
無
産
者
的
基
礎
經
驗
の
缺
け
て
ゐ
る
こ
と
を
屡
指
摘
し
且
つ
こ
れ
を
非
難
し
て
ゐ
る
。
彼
は
遂
に
千
八

百
四
十
八
年
と
い
ふ
年
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
彼
に
と
つ
て
こ
の
年
は
現
實
の
世
界
と
の
最
後
の
絶
縁
、

孤
獨
生
活
へ
の
隱
退
を
意
味
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
さ
て
進
展
の
過
程
に
あ
つ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
基
礎
經

驗
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
人
間
學
と
矛
盾
に
陷
り
、
こ
こ
に
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
變
革
は
必
然
的
に

行
は
れ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
こ
の
變
革
を
把
握
し
た
の
は
實
に
マ
ル
ク
ス
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
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三

　
マ
ル
ク
ス
學
に
於
け
る
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
無
産
者
的
基
礎
經
驗
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
。
先
づ
無
産

者
は
世
界
に
對
し
て
絶
え
ず
實
踐
的
に
は
た
ら
き
か
け
る
が
故
に
、
彼
等
は
か
く
交
渉
す
る
こ
と
に
於
て

自
己
の
本
質
を
實
踐
と
し
て
把
握
す
る
。
し
か
る
に
如
何
な
る
實
踐
も
感
性
な
く
し
て
は
行
は
れ
な
い
か

ら
、
彼
等
は
つ
ね
に
實
踐
的
に
交
渉
す
る
こ
と
に
於
て
人
間
の
本
質
を
感
性
と
し
て
解
釋
す
る
に
到
る
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
抽
象
的
思
惟
を
も
つ
て
滿
足
せ
ず
、
直
觀
を
欲
し
た
け
れ
ど
も
、
彼
は
感
性
を
實

踐
的
活
動
と
し
て
理
解
し
て
ゐ
な
い
。
彼
は
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
に
於
て
た
だ
觀
想
的
受
動
的
態
度

の
み
を
純
粹
に
人
間
的
な
も
の
と
見
、
こ
れ
に
反
し
て
實
踐
的
活
動
は
凡
て
た
だ
そ
の
汚
ら
は
し
い
ユ
ダ

ヤ
的
現
象
形
態
に
於
て
の
み
捉
へ
ら
れ
て
輕
蔑
さ
れ
、
そ
れ
の
本
質
的
な
根
源
的
な
意
義
に
於
て
理
解
さ

れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
つ
て
は
、
「
感
性
的
、
即
ち
受
動
的
、
受
容
的
」
（sinnlich, d. i. leid

end, receptiv

）
の
謂
で
あ
つ
た
が
＊
、
マ
ル
ク
ス
は
無
産
者
的
基
礎
經
驗
か
ら
し
て
感
性
を
も
つ
て

「
實
踐
的
な
、
人
間
的
　
感
性
的
な
活
動
」
（
〔die praktische, m

enschlichsinnliche Ta:tigkeit

〕
）

と
し
て
解
さ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
し
、
そ
し
て
ま
た
實
に
斯
く
解
し
た
の
で
あ
る
＊
＊
。

　
＊
　V

orrede zur zw
eiten A

uflage vom
 

”W
esen des C

hristenthum
s

“ (

Ⅶ, 283.).
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＊
＊
　
〔D

ie Thesen u:ber Feuerbach, 5.

〕

　
し
か
る
に
實
踐
は
そ
れ
の
對
象
の
存
在
を
必
然
的
に
前
提
す
る
。
若
し
は
た
ら
き
か
く
べ
き
何
物
も
存

在
し
な
い
か
、
或
は
こ
の
も
の
が
單
に
我
々
の
觀
念
的
影
像
に
過
ぎ
な
い
か
で
あ
る
な
ら
ば
、
感
性
的
活

動
と
し
て
の
實
踐
即
ち
勞
働
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ら
う
。
人
間
が
勞
働
す
る
に
あ
た
つ
て
は
、
彼
が
そ
れ

を
も
つ
て
、
そ
れ
に
對
し
て
勞
働
す
べ
き
何
物
か
が
既
に
そ
こ
に
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
こ
の
も
の

は
彼
か
ら
獨
立
な
る
「
他
の
も
の
」
と
し
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
も
の
を
我
々
は
一
般
に
自
然
と

呼
ん
で
ゐ
る
。
自
然
と
は
人
間
に
と
つ
て
既
に
そ
こ
に
あ
る
他
の
も
の
で
あ
る
。
　
　
ギ
リ
シ
ア
人
は
自

然
的
存
在
を
※
π
ο
ε
※
μ
ε
ν
ο
ν
（
既
に
そ
こ
に
横
は
つ
て
ゐ
る
も
の
）
と
考
へ
た
。
　
　
然
し
な

が
ら
若
し
こ
の
他
の
も
の
が
ど
こ
ま
で
も
他
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
ま
た
勞
働
は
存
在
し
得
な
い
。
勞
働

の
概
念
は
物
に
は
た
ら
き
か
け
て
そ
れ
を
變
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
自
然
は

人
間
に
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
謂
は
ば
人
間
化
さ
れ
る
。
い
ま
大
工
が
机
を
作
る
と
す
る

な
ら
ば
、
彼
は
彼
の
前
に
横
は
つ
て
ゐ
る
木
材
を
加
工
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ
の
加
工
の
仕
方
は
人
間
の

存
在
の
規
定
に
よ
つ
て
限
定
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
作
ら
る
べ
き
机
は
ま
た
人
間
の
存
在
の
規
定
に
よ

つ
て
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
例
へ
ば
そ
れ
の
高
さ
は
人
間
の
身
長
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

更
に
ま
た
勞
働
に
於
て
は
人
間
そ
の
も
の
も
ひ
と
つ
の
自
然
力
と
し
て
、
彼
の
身
體
に
屬
す
る
自
然
力
、
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手
や
足
を
は
た
ら
か
せ
る
。
か
く
て
勞
働
の
過
程
に
於
て
自
然
と
人
間
と
の
對
立
物
は
同
一
性
に
持
ち
來

た
さ
れ
る
。
「
人
間
は
こ
の
運
動
に
よ
つ
て
彼
の
外
部
の
自
然
に
作
用
し
、
そ
れ
を
變
化
す
る
と
共
に
、

彼
は
同
時
に
彼
み
づ
か
ら
の
性
質
を
變
化
す
る
＊
。
」
何
故
か
な
ら
ば
、
彼
は
彼
自
身
の
中
に
眠
つ
て
ゐ

る
能
力
を
喚
び
起
す
の
で
な
け
れ
ば
自
然
を
變
化
し
得
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
彼
は
そ
の
能
力
を
對
象
的

に
規
定
す
る
の
で
な
け
れ
は
こ
の
變
化
を
有
效
に
成
就
し
得
な
い
。
大
工
は
彼
の
可
能
な
る
力
を
現
實
的

に
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
し
て
そ
の
際
こ
の
力
を
彼
の
は
た
ら
き
か
け
る
對
象
に
即
し
て
規
定
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
の
み
仕
事
を
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
彼
は
仕
事
を
す
る
こ
と
に
於
て
自

己
を
變
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
し
て
自
然
と
人
間
と
は
勞
働
の
過
程
に
あ
つ
て
辯
證
法
的
統
一

に
於
て
運
動
す
る
が
故
に
、
我
々
は
こ
れ
を
ひ
と
つ
の
自
己
變
化
（
〔Selbstvera:nderung

〕
）
と
し
て

辯
證
法
的
に
合
理
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
云
つ
た
、
「
環
境
と
人
間
的
活

動
と
の
變
化
の
合
致
、
あ
る
ひ
は
自
己
變
化
は
、
た
だ
革
命
的
實
踐
と
し
て
の
み
把
握
さ
れ
且
つ
合
理
的

に
理
解
さ
れ
得
る
＊
＊
。
」
我
々
は
こ
こ
に
唯﹅
物﹅
辯﹅
證﹅
法﹅
の
最
も
原
始
的
な
る
根
源
的
な
る
形
態
を
見
出

す
こ
と
が
出
來
る
。
唯
物
史
觀
は
、
時
と
し
て
全
く
誤
解
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
人
間
は
環
境
の
産
物
で

あ
る
、
な
ど
と
い
ふ
が
如
き
俗
流
の
理
論
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
や
う
な
思
想
に
對
し
て
マ

ル
ク
ス
は
、
「
環
境
と
教
育
と
の
變
化
に
關
す
る
唯
物
論
的
學
説
は
、
環
境
が
人
間
に
よ
つ
て
變
化
さ
れ
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そ
し
て
教
育
者
自
身
が
教
育
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
を
忘
れ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
社
會
を

二
つ
の
部
分
　
　
そ
の
一
つ
は
そ
の
他
を
超
越
す
る
　
　
に
分
た
ね
ば
な
ら
ぬ
」
、
と
云
つ
て
断
然
と
反

對
し
て
ゐ
る
。

　
＊
　D

as K
apital, 

Ⅰ,140.

　
＊
＊
　
〔D

ie Thesen u:ber Feuerbach, 3.

〕

　
自
然
と
人
間
と
の
辯
證
法
は
ひ
と
つ
の
最
も
重
要
な
る
思
想
、
即
ち
存﹅
在﹅
の﹅
歴﹅
史﹅
性﹅
の
認
識
に
我
々
を

導
く
で
あ
ら
う
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
存
在
の
歴
史
性
に
つ
い
て
は
何
事
も
理
解
す
る
こ
と
が
な
か
つ

た
。
彼
は
彼
を
め
ぐ
る
感
性
的
な
る
世
界
が
永
遠
の
昔
か
ら
全
く
直
接
に
輿
へ
ら
れ
た
、
つ
ね
に
同
一
な

る
事
物
で
あ
る
か
の
如
く
思
惟
す
る
。
け
れ
ど
も
最
も
單
純
な
感
性
的
對
象
、
例
へ
ば
櫻
樹
で
さ
へ
、
た

だ
社
會
的
發
展
、
産
業
と
商
業
的
交
通
に
よ
つ
て
の
み
彼
に
與
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
櫻
樹
は
や
う
や
く

數
世
紀
前
に
商
業
に
よ
つ
て
我
々
の
地
帶
に
移
植
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
そ
れ
は
一
定
の

時
代
に
於
け
る
一
定
の
社
會
の
か
か
る
行
動
に
よ
つ
て
初
め
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
感
性
に
輿
へ
ら
れ

た
の
で
あ
る
、
と
云
つ
て
マ
ル
ク
ス
は
彼
に
反
對
し
て
ゐ
る
。
靜
觀
的
な
る
、
受
容
的
な
る
感
性
を
も
つ

て
存
在
と
交
渉
す
る
者
に
と
つ
て
は
、
直
接
的
な
る
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
謂
ふ
「
感
性
的
確
實
性
」

（die sinnliche G
ew

issheit

）
の
認
識
に
と
ど
ま
り
得
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
實
踐
的
な
る
、
そ
れ
自
身
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過
程
的
な
る
活
動
に
於
て
存
在
と
絶
え
ず
交
渉
す
る
者
に
と
つ
て
は
、
存
在
は
そ
れ
を
そ
れ
の
γ
έ
ν
ε

σ
ι
ς
に
於
て
、
過
程
に
於
て
、
し
た
が
つ
て
歴
史
に
於
て
把
捉
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
初
め
て
現
實
的

に
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
我
々
に
は
も
は
や
單
純
な
る
自
然
は
存
在
し
な
い
。
自
然
も
ま
た
歴
史
的

に
限
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
で
自
然
と
人
間
と
は
辯
證
法
的
に
相
交
渉
す
る
が
故
に
、
自
然
の
歴
史
は

ま
た
人
間
の
歴
史
と
相
互
に
制
約
し
、
か
く
て
そ
れ
ら
は
一
つ
の
辯
證
法
的
な
る
、
歴
史
的
な
る
過
程
に

於
て
發
展
す
る
。
「
我
々
は
た
だ
一
の
唯
一
な
る
科
學
、
歴
史
の
科
學
を
知
る
の
み
で
あ
る
＊
。
」
唯
物

史
觀
は
そ
れ
故
に
自
然
に
絶
對
的
に
對
立
す
る
も
の
と
し
て
の
歴
史
に
關
す
る
理
論
で
は
な
く
、
全
世
界

の
運
動
過
程
に
就
て
の
一
の
全
體
的
な
る
世
界
觀
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
一
切
の
世
界
の
進
行
を
自
己
運
動

に
お
い
て
、
自
發
的
發
展
に
お
い
て
、
生
け
る
實
在
に
お
い
て
把
握
す
る
＊
＊
。
」

　
＊
　M

arx-Engels A
rchiv, 

Ⅰ, 237.

　
＊
＊
　
河
上
博
士
譯
、
『
レ
ー
ニ
ン
の
辯
證
法
』
、
一
〇
七
頁
。

　
自
然
は
人
間
の
感
性
的
實
踐
的
な
る
交
渉
に
於
て
そ
れ
の
歴
史
性
に
於
て
把
握
さ
れ
た
。
こ
の
交
渉
の

過
程
に
於
て
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
の
歴
史
性
の
理
解
さ
れ
ぬ
理
由
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ら
う
。
け
だ
し

人
間
は
自
然
と
辯
證
法
的
統
一
に
於
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
單
に
思
惟
し
觀
照
す
る
の
み
な
る
人
間
に
と

つ
て
は
、
自
己
の
本
質
を
孤
獨
な
る
存
在
と
し
て
解
釋
す
る
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
然
し
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な
が
ら
、
實
踐
的
な
る
人
間
は
、
彼
等
の
生
産
に
於
て
た
だ
に
自
然
に
は
た
ら
き
か
け
る
の
み
な
ら
ず
、

ま
た
人
間
相
互
の
間
に
も
作
用
し
合
ふ
。
彼
等
は
一
定
の
樣
式
に
於
て
共
同
に
作
用
し
ま
た
彼
等
の
活
動

を
相
互
に
交
換
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
生
産
す
る
。
生
産
す
る
た
め
に
は
彼
等
は
相
互
に
一
定
の
關
係

に
入
り
込
み
、
そ
し
て
こ
の
社
會
的
關
係
に
於
て
の
み
彼
等
の
自
然
へ
の
は
た
ら
き
か
け
は
生
じ
、
生
産

は
生
ず
る
の
で
あ
る
。
實
踐
的
で
あ
る
限
り
人
間
は
必
然
的
に
社
會
的
で
あ
り
、
そ
し
て
、
「
一
切
の
社

會
的
生
活
は
本
質
上
實
踐
的
で
あ
る
＊
。
」
し
か
る
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
人
間
を
彼
等
の
與
へ
ら
れ

た
社
會
的
聯
關
に
於
て
、
彼
等
の
現
實
の
生
活
關
係
に
於
て
捉
へ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
「
人
間
」
と
い
ふ

抽
象
體
と
し
て
理
解
し
た
。
彼
は
人
間
を
歴
史
的
社
會
的
生
活
過
程
か
ら
抽
象
し
て
、
恰
も
永
遠
に
變
ら

ぬ
人
間
自
體
が
あ
り
、
そ
し
て
彼
の
本
質
が
常
住
な
る
宗
教
的
感
情
に
あ
る
か
の
如
く
考
へ
た
。
こ
の
人

間
の
根
本
的
規
定
は
意
識
で
あ
り
、
そ
し
て
意
識
の
本
性
は
そ
れ
が
自
己
の
本
質
を
種
（G

attung

）
に

於
て
對
象
と
す
る
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
種
と
は
「
内
的
な
、
暗
默
な
、
多
數
の
個
人
を
自
然
的
に
結
合
す

る
普
遍
性
」
に
外
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
、
と
マ
ル
ク
ス
は
云
ふ
。
人
間
の
本
質
が
種
の
意
識
に
あ
る
と

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
考
へ
て
ゐ
る
限
り
、
彼
は
い
ま
だ
「
現
實
的
な
る
、
歴
史
的
な
る
人
間
」
を
知
ら

な
い
の
で
あ
る
。
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
新
し
い
宗
教
の
核
心
を
な
し
て
ゐ
た
抽
象
人
の
崇
拜
は
、
現

實
の
人
間
と
彼
等
の
歴
史
的
發
展
に
關
す
る
學
問
（die W

issenschaft von den w
irklichen M

enschen u
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nd ihrer geschichtlichen Entw
icklung

）
に
よ
つ
て
代
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
＊
＊
。
」
彼
の
ア
ン
ト
ロ

ポ
ロ
ギ
ー
は
必
然
的
に
變
革
さ
る
べ
き
理
由
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
固
よ
り
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
人
間
と

人
間
と
の
關
係
を
全
く
無
視
し
た
の
で
は
な
い
。
「
人
間
の
本
質
は
た
だ
共
同
社
會
の
う
ち
に
、
人
間
と

人
間
と
の
統
一
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
」
、
と
彼
は
云
つ
て
ゐ
る
＊
＊
＊
。
け
れ
ど
も
彼
は
人
間
と
人

間
と
の
統
一
を
、
人
類
の
存
在
す
る
限
り
決
し
て
變
る
こ
と
な
き
も
の
と
し
て
觀
念
的
に
把
握
さ
れ
た
性

愛
や
友
情
や
に
於
て
の
み
見
出
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
抽
象
人
か
ら
現
實
の
生
き
た

人
間
に
達
す
る
た
め
に
は
、
人
間
を
「
歴
史
に
於
て
行
動
す
る
」
も
の
と
し
て
考
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
＊
　
〔D

ie Thesen u:ber Feuerbach, 8.

〕

　
＊
＊
　Engels, Ludw

ig Feuerbach und der A
usgang der klassischen Philosophie (H

rsg. v. D
unck

　
　er), S. 48.

　
＊
＊
＊
　
〔G
rundsa:tze der Philosophie der Zukunft, 

Ⅱ, 318.

〕

　
神
學
的
觀
念
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ま
で
發
展
し
た
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
人
間
學
は
、
新
興
の
無
産
者
的
基
礎
經
驗
を
把
握
す
る
マ
ル
ク
ス
の
人
間
學
に
よ
つ
て
、

必
然
的
に
押
し
退
け
ら
れ
た
。
マ
ル
ク
ス
の
人
間
學
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
そ
れ
と
對
質
せ
ね
ば
な
ら

な
か
つ
た
歴
史
的
状
況
に
於
て
ま
た
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ま
で
展
開
さ
れ
た
＊
。
そ
れ
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は
無
産
者
的
基
礎
經
驗
の
中
か
ら
直
接
に
生
れ
る
第
一
次
の
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
自

覺
さ
れ
た
、
そ
の
當
時
の
學
問
的
意
識
に
於
て
客
觀
的
公
共
性
の
中
へ
持
ち
出
さ
れ
た
形
態
に
外
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
我
々
は
マ
ル
ク
ス
、
殊
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
が
、
一
方
で
は

消
極
的
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
そ
れ
に
よ
つ
て
限
定
さ
れ
て
ゐ
る
と
共
に
、
他
方
で
は
積
極
的
に
、

そ
の
當
時
支
配
的
な
學
問
的
意
識
で
あ
つ
た
自
然
科
學
に
よ
つ
て
特
に
著
し
く
色
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と

を
怪
し
む
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
人
間
學
を
、
後
者
が
ヘ
ー
ゲ

ル
の
思
辨
哲
學
を
抽
象
的
で
あ
る
と
考
へ
た
や
う
に
、
抽
象
的
で
あ
る
と
し
て
排
斥
し
た
。
け
だ
し
如
何

な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
そ
れ
自
身
と
し
て
絶
對
的
に
抽
象
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
學
と

雖
も
そ
れ
の
誕
生
の
地
盤
で
あ
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
を
支
配
し
た
汎
神
論
的
な
る
基
礎
經
驗
に
と
つ
て
は
具

體
的
で
あ
り
現
實
的
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
抽
象
的
で
あ
る
か
否
か
は
、
そ

れ
が
現﹅
實﹅
の﹅
基
礎
經
驗
に
對
す
る
關
係
に
於
て
決
定
さ
れ
る
。
現
代
に
支
配
的
な
る
無
産
者
的
基
礎
經
驗

に
對
し
て
は
、
そ
れ
と
の
必
然
的
な
る
聯
關
な
き
凡
て
の
思
想
は
、
現﹅
代﹅
の﹅
意﹅
識﹅
に
と
つ
て
抽
象
的
で
あ

る
外
な
く
、
そ
し
て
現
代
の
意
識
の
み
が
、
他
の
箇
所
で
明
か
に
さ
れ
る
や
う
に
、
我
々
に
は
唯
一
の
現

實
的
な
る
意
識
で
あ
る
。
さ
て
マ
ル
ク
ス
の
人
間
學
に
於
て
最
も
重
要
な
の
は
、
繰
り
返
し
て
記
せ
ば
、

一
は
人
間
の
實
踐
的
感
性
的
な
る
活
動
或
ひ
は
勞
働
の
根
源
性
の
思
想
で
あ
り
、
他
は
存
在
の
原
理
的
な
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る
歴
史
性
の
思
想
で
あ
る
。
然
る
に
一
般
に
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
構
造
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
構
造
を
限

定
す
る
か
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
も
の
こ
そ
ま
さ
に
唯
物
史
觀
の
構
造
を
限
定
す
る
最
も
根
源
的
な
契
機
で

あ
る
。
か
く
て
唯
物
史
觀
は
無
産
者
的
基
礎
經
驗
の
上
に
、
そ
れ
の
規
定
す
る
人
間
學
の
限
定
の
上
に
、

成
立
し
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
學﹅
問﹅
の﹅
階﹅
級﹅
性﹅
の
理
論
も
ま
た
私
が
第
一
節
に
述
べ
た
基

礎
經
驗
と
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
相
互
制
約
の
原
理
か
ら
最
も
根
本
的
に
把
握
さ
れ
得

る
で
あ
ら
う
。

　
＊
　
『
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
中
で
、
マ
ル
ク
ス
は
歴
史
に
於
て
行
動
す
る
人
間
を
次
の

　
　
如
く
規
定
し
た
。
先
づ
最
初
に
、
歴
史
を
作
り
得
る
た
め
に
は
人
間
は
生
活
す
る
こ
と
が
出
來
ね
ば

　
　
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
生
活
に
は
何
よ
り
も
飮
食
、
住
居
、
衣
服
、
な
ほ
そ
の
他
若
干
の
も
の
が
屬
す

　
　
る
。
第
一
の
歴
史
的
行
爲
は
そ
れ
故
に
、
こ
れ
ら
の
欲
望
を
滿
足
さ
せ
る
た
め
の
手
段
を
作
る
こ
と
、

　
　
即
ち
物
質
的
生
活
そ
の
も
の
の
生
産
で
あ
る
。
第
二
に
、
滿
足
さ
せ
ら
れ
た
最
初
の
欲
望
そ
の
も
の
、

　
　
滿
足
さ
せ
る
行
爲
、
そ
し
て
既
に
獲
得
さ
れ
た
、
滿
足
さ
せ
る
た
め
の
器
具
は
、
更
に
新
し
い
欲
望

　
　
に
導
く
。
そ
し
て
こ
の
新
し
い
欲
望
の
生
産
は
第
一
の
歴
史
的
行
爲
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
最
初
か
ら

　
　
歴
史
的
發
展
の
中
へ
入
り
込
む
と
こ
ろ
の
第
三
の
關
係
は
、
彼
等
自
身
の
生
活
を
日
々
新
た
に
す
る

　
　
人
間
が
、
他
の
人
間
を
作
り
、
繁
殖
し
始
め
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
夫
婦
、
親
子
の
間
の
關
係
、
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即
ち
家
族
が
そ
れ
で
あ
る
。
　
　
初
め
に
は
唯
一
の
社
會
的
關
係
で
あ
る
家
族
は
、
後
に
は
、
増
大

　
　
し
た
欲
望
が
新
し
い
社
會
的
關
係
を
、
そ
し
て
増
大
し
た
人
間
の
數
が
新
し
い
欲
望
を
作
る
と
き
、

　
　
從
屬
的
な
關
係
と
な
る
。
　
　
以
上
の
も
の
は
人
間
の
社
會
的
活
動
の
三
つ
の
方
面
若
く
は
契
機
で

　
　
あ
る
。
し
か
る
に
そ
れ
ら
の
活
動
は
凡
て
社
會
的
で
あ
る
が
故
に
言
葉
に
よ
つ
て
行
は
れ
る
。
言
葉

　
　
は
他
の
人
間
と
の
交
通
の
欲
望
と
必
要
と
か
ら
生
れ
る
。
言
葉
は
意
識
と
共
に
古
く
、
む
し
ろ
言
葉

　
　
こ
そ
實
踐
的
な
る
、
他
の
人
間
に
對
し
て
も
存
在
し
、
し
た
が
つ
て
ま
た
私
自
身
に
對
し
て
も
存
在

　
　
す
る
、
現
實
的
な
る
意
識
そ
の
も
の
で
あ
る
。
意
識
は
根
源
的
な
る
歴
史
的
關
係
の
第
四
の
契
機
で

　
　
あ
る
。

　
私
は
最
初
に
基
礎
經
驗
は
ロ
ゴ
ス
に
於
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
安
定
を
獲
得
す
る
と
云
つ
た
。

若
し
さ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
無
産
者
的
基
礎
經
驗
は
唯
物
史
觀
に
於
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
果
し

て
安
定
に
お
か
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
基
礎
經
驗
の
特
殊
性
に
よ
つ
て
絶
對
に
不
可

能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
基
礎
經
驗
は
そ
れ
の
特
殊
性
に
於
て
根
源
的
に
實
踐
的
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
と
つ
て
は
意
識
を
變
革
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
最
大
の
關
心
で
あ
り
得
ず
、
却
て
存

在
そ
の
も
の
を
變
革
す
る
こ
と
が
第
一
の
關
心
事
な
の
で
あ
る
。
從
て
そ
こ
で
は
、
マ
ル
ク
ス
が
云
つ
た

や
う
に
、
「
理
論
は
物
質
的
な
る
力
と
な
る
。
」
し
か
し
て
他
方
で
は
、
斯
く
の
如
き
特
性
を
有
す
る
基
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礎
經
驗
の
充
全
な
る
表
現
で
あ
る
た
め
に
は
、
唯
物
史
觀
は
ま
た
そ
れ
自
身
實
踐
を
止
揚
す
る
こ
と
な
く

し
て
は
理
論
と
し
て
も
成
立
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
意
識
の
變
革
の
範
圍
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
が

出
來
な
い
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
變
革
に
よ
つ
て
直
ち
に
眞
に
人
間
的
な
る
文
化
が

創
造
さ
れ
得
る
か
の
や
う
に
思
惟
す
る
。
然
し
な
が
ら
マ
ル
ク
ス
は
云
ふ
、
「
意
識
を
攣
革
し
よ
う
と
い

ふ
こ
の
要
求
は
、
結
局
、
現
に
存
在
す
る
も
の
を
他
の
仕
方
で
解
釋
し
よ
う
と
い
ふ
、
即
ち
そ
れ
を
他
の

解
釋
に
よ
つ
て
承
認
し
よ
う
と
い
ふ
要
求
に
外
な
ら
な
い
。
」
「
哲
學
者
は
世
界
を
種
々
に
解
釋
し
た
だ

け
だ
、
世
界
を
變
革
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
だ
。
」
マ
ル
ク
ス
學
は
ひ
と
つ
の
革
命
的
な
る
理
論
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
こ
の
理
論
が
根
源
的
に
實
踐
的
な
る
、
現
存
の
事
物
を
革
命
的
に
變
化
す
る
こ
と
に
於
て
自

己
の
本
質
を
見
出
す
と
こ
ろ
の
無
産
者
的
基
礎
經
驗
に
よ
つ
て
限
定
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
よ
つ
て
必
然
的

で
あ
る
で
あ
ら
う
。
「
一
定
の
時
代
に
於
け
る
革
命
的
な
る
思
想
の
存
在
は
既
に
革
命
的
な
る
階
級
の
存

在
を
前
提
す
る
＊
。
」
そ
し
て
他
方
か
ら
考
へ
る
な
ら
ば
、
無
産
者
的
基
礎
經
驗
は
そ
れ
の
發
展
形
式
で

あ
る
ロ
ゴ
ス
、
唯
物
史
觀
を
戰
ひ
と
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
、
そ
れ
を
指
導
と
し
、
指
針
と
す
る
こ
と
に

よ
つ
て
の
み
、
自
己
み
づ
か
ら
を
發
展
せ
し
め
る
こ
と
が
出
來
る
。
し
か
る
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
ひ
と
つ

の
物
質
的
な
る
力
と
な
り
得
る
た
め
に
は
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
現
實
の
基
礎
經
驗
を
的
確
に
把
握
し

て
ゐ
る
と
共
に
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
指
導
原
理
と
す
べ
き
現
實
の
基
礎
經
驗
が
ま
た
そ
れ
に
對
し
て
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必
要
な
だ
け
十
分
に
發
展
し
て
ゐ
る
の
で
な
け
れ
は
な
ら
ぬ
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
目﹅
的﹅
意﹅
識﹅
的﹅
に
經
驗
に

對
し
て
は
た
ら
き
得
る
た
め
に
は
、
基
礎
經
驗
が
自﹅
然﹅
成﹅
長﹅
的﹅
に
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
發
展
の
過
程

に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
基
礎
經
驗
は
つ
ね
に
自
然
成
長
的
に
自
己
を
表
現
す
べ
き
ロ
ゴ
ス
を
要

求
す
る
、
け
れ
ど
ロ
ゴ
ス
は
基
礎
經
驗
に
對
し
て
は
明
か
に
「
他
の
も
の
」
で
あ
る
。
基
礎
經
驗
は
自
己

を
發
展
せ
し
め
る
た
め
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
即
ち
「
他
の
も
の
」
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
他

の
も
の
」
は
し
か
し
そ
れ
自
身
現
實
の
基
礎
經
驗
に
於
て
具
體
的
な
地
盤
を
も
つ
て
ゐ
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
基
礎
經
驗
は
自
己
か
ら
出
て
、
「
他
の
も
の
」
に
移
り
、
し
か
も
こ
の
「
他
の
も
の
」
が
自
己

の
把
握
で
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
「
他
の
も
の
」
に
移
る
こ
と
が
自
己
に
還
る
こ
と
と
な
る
。
レ
ー
ニ
ン

が
好
ん
で
用
ゐ
た
自
然
成
長
性
と
目
的
意
識
性
と
の
兩
概
念
の
關
係
は
こ
の
や
う
に
辯
證
法
的
に
把
握
さ

る
べ
き
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
基
礎
經
驗
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
辯
證
法
的
統
一
の
要
求
は
、
經
驗
の
現﹅
實﹅

の﹅
段﹅
階﹅
の
分
析
研
究
を
つ
ね
に
要
求
せ
ず
に
は
ゐ
な
い
で
あ
ら
う
。
か
く
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
こ
の
辯

證
法
的
統
一
の
故
に
、
經
驗
を
變
化
し
發
展
さ
せ
る
と
共
に
自
己
を
變
化
し
發
展
さ
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な

い
。
經
驗
の
發
展
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
發
展
と
は
相
互
に
制
約
す
る
。
こ
れ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
實
現
の
過

程
に
於
て
所
謂
方﹅
向﹅
轉﹅
換﹅
が
要
求
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
さ
て
、
我
々
の
研
究
は
、
マ
ル
ク
ス
が
、
「
哲

學
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
止
揚
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
實
現
さ
れ
得
な
い
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
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哲
學
を
實
現
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
自
己
を
止
揚
し
得
な
い
」
、
と
云
つ
た
言
葉
に
多
少
の
解
明
を
與
へ

得
た
で
あ
ら
う
＊
＊
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
二
七
・
五
）
　
　

　
＊
　M

arx-Engels A
rchiv, 

Ⅰ, S. 266. 

ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
マ
ル
ク
ス
的
形
態
を
論
ず
る
に
當
つ

　
　
て
、
階
級
の
理
論
は
決
し
て
見
逃
す
べ
か
ら
ざ
る
、
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
私
は
そ
れ
に
つ
い
て

　
　
の
研
究
を
後
の
機
會
に
讓
る
こ
と
に
し
た
。

　
＊
＊
　Zur K

ritik der H
egelschen R

echtsphilosophie (N
achlass, 

Ⅰ, S, 398.).
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マ
ル
ク
ス
主
義
と
唯
物
論

　
　
　
　
　
　
　
一

　
言
葉
は
魔
術
的
な
は
た
ら
き
を
す
る
。
或
る
人
々
に
と
つ
て
は
、
唯
物
論
の
名
は
、
既
に
最
初
か
ら
何

か
い
か
が
は
し
い
も
の
、
汚
ら
は
し
い
も
の
を
暗
示
す
る
。
彼
等
は
そ
の
名
を
聞
く
と
き
、
肩
を
ゆ
す
ぶ

り
、
十
字
を
切
つ
て
去
り
、
そ
れ
を
眞
面
目
に
相
手
に
す
る
こ
と
を
さ
へ
、
何
か
爲
す
ま
じ
き
卑
し
き
こ

と
で
あ
る
と
考
へ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
自
己
を
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
來
ぬ
現
實
の
勢
力
で
あ
る
。
一
般
に
現
實
を
囘
避
す
る
こ
と
に

よ
つ
て
思
想
の
高
貴
さ
を
示
さ
う
と
す
る
者
は
、
た
だ
單
に
然
か
自
己
を
粧
ふ
の
み
で
あ
り
、
却
て
た
ま

た
ま
彼
の
思
索
の
怯
懦
と
怠
慢
と
を
暴
露
す
る
に
外
な
ら
な
い
。
嘗
て
哲
學
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
對
す
る

感
激
に
よ
つ
て
著
し
い
進
展
を
遂
げ
た
や
う
に
、
今
は
ま
た
そ
れ
は
何
等
か
の
仕
方
で
マ
ル
ク
ス
主
義
と

交
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
恐
ら
く
現
在
の
無
生
産
的
な
る
状
態
を
脱
し
得
る
で
あ
ら
う
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は

そ
れ
自
身
多
岐
多
樣
な
る
意
味
に
於
て
語
ら
れ
る
唯
物
論
の
長
い
歴
史
の
列
に
屬
し
て
ゐ
る
。
人
々
は
こ
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れ
に
特
に
近
代
的
唯
物
論
の
名
を
負
は
せ
て
ゐ
る
。
こ
の
と
き
冠
せ
ら
れ
た
近
代
的
と
は
正
確
に
は
何
を

謂
ふ
の
で
あ
る
か
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
そ
の
如
何
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
ら
う
か
。

　
こ
の
問
を
正
し
く
捉
へ
よ
う
と
す
る
者
は
、
唯
物
論
の
名
と
共
に
不
幸
に
も
最
も
屡
聯
想
さ
れ
て
ゐ
る

と
こ
ろ
の
、
一
は
理
論
的
見
解
に
關
す
る
、
他
は
實
踐
的
態
度
に
關
す
る
、
唯
物
論
の
か
の
二
つ
の
形
態

を
遠
く
に
追
ひ
退
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
第
一
に
生
理
學
的
唯
物
論
で
は
な
い
。

そ
れ
は
意
識
の
現
象
が
腦
髓
の
物
質
的
構
造
そ
の
も
の
か
ら
導
き
出
さ
れ
、
若
く
は
思
想
が
、
恰
も
尿
が

腎
臓
か
ら
排
泄
さ
れ
る
や
う
に
、
人
間
の
腦
髓
か
ら
分
泌
さ
れ
る
と
い
ふ
が
如
き
こ
と
を
説
く
も
の
で
は

な
い
。
斯
く
の
如
き
唯
物
論
は
、
そ
れ
を
マ
ル
ク
ス
が
形
而
上
學
的
と
銘
打
つ
て
排
斥
し
た
當
の
も
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
は
第
二
に
倫
理
學
的
唯
物
論
で
も
な
い
。
そ
れ
は
人
間
の
一
切
の

行
爲
を
物
質
的
欲
望
の
滿
足
と
個
人
的
幸
福
の
追
求
と
に
從
屬
せ
し
め
よ
う
と
す
る
主
張
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
や
う
な
快
樂
主
義
的
、
功
利
主
義
的
思
想
に
對
し
て
手
酷
し
い
攻
撃
を
加
へ
て

を
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
つ
ね
に
侮
蔑
と
憎
惡
と
を
も
つ
て
語
つ
て
ゐ
る
。

　
十
八
世
紀
風
の
、
粗
雜
な
る
、
粗
野
な
る
唯
物
論
が
退
け
ら
れ
た
後
に
、
我
々
は
先
づ
如
何
に
し
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
論
の
た
め
に
、
現
實
の
地
盤
を
獲
得
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
我
々
は
既
に
、
唯
物
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史
觀
の
構
造
を
規
定
す
る
人
間
學
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
基
礎
經
驗
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
論
述
し

た
。
し
た
が
つ
て
近
代
的
唯
物
論
が
ま
た
實
に
近﹅
代﹅
的﹅
無﹅
産﹅
者﹅
的﹅
基﹅
礎﹅
經﹅
驗﹅
の
う
ち
に
そ
の
理
論
の
具
體

的
な
る
根
源
を
有
す
る
と
い
ふ
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
ら
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
。

　
私
の
意
味
す
る
基
礎
經
驗
と
は
現
實
の
存
在
の
構
造
の
全
體
で
あ
る
。
現
實
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
聯
關
に
於
て
組
織
さ
れ
て
ゐ
る
。
存
在
の
組
織
　
　
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
謂
ふ
τ
ά
ξ
ι
ς
　
　
は
、
最
も
原
始
的
に
は
、
そ
れ
の
全
體
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
雙
關
的
統
一
の
う
ち
に
横
は
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
現
實
性
に

於
て
在
る
限
り
、
人
間
は
自
然
に
於
け
る
存
在
即
ち
生
で
あ
り
、
そ
し
て
自
然
は
こ
の
生
に
關
係
し
て
限

定
さ
れ
て
ゆ
く
存
在
で
あ
る
。
基
礎
經
驗
が
我
々
に
と
つ
て
構﹅
造﹅
づ﹅
け﹅
ら﹅
れ﹅
た﹅
ま
た
は
組
織
づ
け
ら
れ
た

存﹅
在﹅
、
し
た
が
つ
て
ま
さ
に
現
實
の
存
在
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
以
上
、
人
々
は
こ
の
概
念
に
よ
つ
て
、

何﹅
者﹅
か﹅
の﹅
意﹅
識﹅
若
く
は
體
驗
が
直
接
に
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
と
考
へ
て
は
な
ら
な
い
。
私
が
無
産
者
的
基
礎

經
驗
と
い
ふ
と
き
、
私
は
特
に
無
産
者
の
體
驗
す
る
、
或
ひ
は
無
産
者
の
み
の
體
驗
し
得
る
意
識
を
謂
つ

て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
却
て
私
は
そ
れ
に
よ
つ
て
特
殊
な
る
構
造
あ
る
現
實
の
存
在
そ
の
も
の
を
指
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
は
基
礎
經
驗
の
名
に
於
て
な
に
よ
り
も
存
在
的
な
る
も
の
を
理
解
す
べ
き
で
あ
つ
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て
、
決
し
て
意
識
的
な
る
も
の
、
從
て
ま
た
觀
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
、
觀
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
、
發
展
す
る
こ
と
が
出
來
る
、
　
　
存
在
の
運
動
と
發
展
の
過
程
に
於
て
初
め

て
、
現
實
的
に
な
る
と
い
ふ
こ
と
を
主
張
し
た
い
と
思
ふ
。
基
礎
經
驗
の
「
基
礎
」
と
は
、
こ
の
も
の
が

種
々
な
る
意
識
形
態
の
根
柢
と
な
つ
て
、
そ
れ
を
規
定
す
る
こ
と
を
表
は
す
の
で
あ
る
。
現
實
の
存
在
そ

の
も
の
を
特
に
「
經
驗
」
と
稱
す
る
の
は
、
さ
き
に
も
記
し
た
如
く
、
存
在
を
そ
れ
自
體
に
於
て
完
了
し

た
も
の
と
見
做
す
と
こ
ろ
の
、
從
て
そ
れ
を
特
に
運﹅
動﹅
に
於
て
把
握
す
る
こ
と
な
く
、
却
て
靜
的
な
る
も

の
に
固
定
す
る
傾
向
を
含
む
と
こ
ろ
の
、
素
朴
實
在
論
か
ら
我
々
を
出
來
る
限
り
截
然
と
區
別
す
る
た
め

で
あ
る
。
か
く
し
て
基
礎
經
驗
と
は
、
相
互
に
自
己
の
存
在
性
を
規
定
し
つ
つ
發
展
す
る
諸
契
機
を
有
す

る
、
動
的
な
る
、
全
體
的
な
る
存
在
に
外
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
會
的

に
限
定
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
「
無
産
者
的
」
と
は
こ
の
や
う
な
交
渉
の
仕
方
の
謂
は
ば
ひ
と
つ
の

歴
史
的
類
型
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
た
現
實
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
當
に
存
在
の
歴﹅
史﹅
的﹅
範﹅
疇﹅
の
ひ
と
つ
に
算
へ
得
る
で
あ
ら
う
。

　
さ
て
無
産
者
的
基
礎
經
驗
の
構
造
を
根
源
的
に
規
定
す
る
も
の
は
勞
働
で
あ
る
。
無
産
者
は
感﹅
性﹅
的﹅
實﹅
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踐﹅
と
し
て
特
性
づ
け
ら
れ
る
交
渉
の
仕
方
を
も
つ
て
存
在
と
交
渉
す
る
。
こ
の
と
き
、
彼
等
が
そ
れ
を
も

つ
て
、
ま
た
そ
れ
と
共
に
働
く
と
こ
ろ
の
物
は
、
若
し
勞
働
と
い
ふ
こ
と
が
そ
の
本
質
を
維
持
す
べ
き
で

あ
る
な
ら
ば
、
彼
等
の
心
の
映
像
と
い
ふ
が
如
き
觀
念
的
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
實
踐
は

そ
れ
の
存
在
に
於
て
そ
れ
の
對
象
が
實
踐
す
る
者
と
は
異
る
他
の
獨
立
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
本
質
的

に
必
然
的
に
要
求
す
る
。
さ
う
で
あ
る
か
ら
、
最
も
徹
底
し
た
觀
念
論
者
で
あ
つ
た
フ
ィ
ヒ
テ
に
あ
つ
て

さ
へ
、
自
我
は
自
己
の
「
實
踐
的
な
る
」
本
質
を
發
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
へ
ら
れ
た
。

む
し
ろ
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
我
の
實
踐
的
な
る
根
本
規
定
か
ら
感
覺
、
し
た
が
つ
て
感
性
的
な
る
世
界
を
演
繹

し
た
。
人
間
が
實
踐
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
於
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
於
て
は
、
實
踐
は
ど
こ
ま
で
も
叡
智
的
活

動
で
あ
つ
た
か
ら
、
自
我
が
み
づ
か
ら
の
抵
抗
と
し
て
定
立
す
る
非
我
も
な
ほ
か
つ
觀
念
的
な
る
性
格
を

失
ふ
こ
と
が
な
い
、
と
彼
は
思
惟
す
る
こ
と
が
出
來
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
我
々
に
と
つ
て

實
踐
は
、
勞
働
と
し
て
、
そ
れ
自
身
人
間
的
感
性
的
活
動
で
あ
る
が
故
に
、
斯
く
の
如
き
交
渉
の
仕
方
に

於
て
そ
の
存
在
性
を
顯
は
に
す
る
存
在
は
、
最
後
ま
で
獨
立
す
る
、
感
性
的
に
し
て
物
質
的
な
る
存
在
の

ほ
か
の
何
物
で
も
あ
り
得
な
い
。
勞
働
は
あ
ら
ゆ
る
觀
念
論
を
不
可
能
に
す
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
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云
ふ
、
「
觀
念
論
の
根
本
缺
陷
は
ま
さ
に
、
そ
れ
が
世
界
の
客
觀
性
ま
た
は
主
觀
性
に
關
す
る
、
實
在
性

ま
た
は
非
實
在
性
に
關
す
る
問
題
を
、
單
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
實
際
に
は
世
界
は
、
そ
れ
が
意
志
の
、
存
在
に
對
す
る
、
ま
た
所
有
に
對
す
る
意
志
の
客
體

で
あ
る
の
故
を
も
つ
て
の
み
、
も
と
も
と
、
は
じ
め
て
、
悟
性
の
客
體
な
の
で
あ
る
＊
。
」
心
の
外
に
世

界
が
實
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
辨
的
な
る
問
題
は
、

勞
働
に
於
て
存
在
と
交
渉
す
る
者
に
と
つ
て
は
、
問
題
と
な
る
こ
と
さ
へ
出
來
ぬ
、
ひ
と
つ
の
原
始
的
な

る
事
實
に
於
て
解
決
さ
れ
て
あ
る
事
柄
で
あ
る
。

　
＊
　Feuerbach, U

eber Spiritualism
us und M

aterialism
us, besonders in B

eziehung auf die W
illen

　
　sfreiheit, 

Ⅹ, 216.

　
と
こ
ろ
で
勞
働
に
於
て
自
然
と
構
造
的
聯
關
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
つ
て
絶
え
ず
自
然
に
は
た
ら
き
か
け
、
斯
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
。
即
ち
勞
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
覺
そ
の
も
の
若
く
は
純
粹
感
覺
と
い
ふ
が
如
き
も
の
を
意
味
す
る
の
で
な
い
。

却
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
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謂
ふ
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
こ
の
現
實
的
な
る
人
間
の
「
存
在
」
　
　
「
私
は
魂
で
な
く
、
却
て
人
間
で
あ

る
」
、
と
ブ
ル
タ
ー
ク
の
失
は
れ
た
書
の
斷
片
の
中
で
既
に
ひ
と
り
の
ギ
リ
シ
ア
の
哲
學
者
が
云
つ
て
ゐ

る
、
　
　
が
そ
の
存
在
の
現
實
性
に
於
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
ふ
ま
で
も
な
く
精
神
物
理
的
統
一
體
で
あ
る
。
こ
の
存
在
を
感
性
的
と
し
て
規
定
す
る
と
き
、
そ
れ

は
感
覺
主
義
的
觀
念
論
の
立
場
を
採
る
も
の
で
は
固
よ
り
な
い
が
、
然
し
な
が
ら
ま
た
そ
れ
は
精
神
か
ら

絶
對
に
分
離
さ
れ
た
物
質
を
説
く
機
械
的
唯
物
論
の
立
場
に
與
す
る
も
の
で
も
斷
じ
て
な
い
。
「
眞
理
は

唯
物
論
で
も
觀
念
論
で
も
な
く
、
生
理
學
で
も
心
理
學
で
も
な
い
。
眞
理
は
た
だ
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー

（
人
間
學
）
で
あ
る
＊
」
、
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
云
つ
て
ゐ
る
。
彼
は
抽
象
的
な
觀
念
論
や
唯
物
論

に
反
對
し
て
、
具
體
的
な
る
、
人
間
學
的
な
る
立
場
を
支
持
す
る
。
單
に
靈
魂
が
考
へ
た
り
、
感
じ
た
り

す
る
の
で
な
い
と
同
じ
く
、
ま
た
單
に
腦
髓
が
考
へ
た
り
、
感
じ
た
り
す
る
の
で
な
い
。
意
識
と
は
却
て

全
體
的
な
人
間
的
存
在
の
具
體
的
な
る
存
在
の
仕
方
に
外
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

云
つ
た
の
は
こ
の
意
味
に
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
總
じ
て
精
神
と
物
質
と
を
絶
對
的
に
對
立
せ

し
め
、
そ
の
一
を
排
し
て
そ
の
他
を
樹
て
る
思
想
は
、
い
づ
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
ゐ
る
、
「
人
間
を
身
體
と
精
神
に
、
感
性
的
本
質
と
非
感
性
的
本
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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
。
實
踐
に
於
て
、
生
に
於
て
、
我

々
は
こ
の
分
離
を
否
定
す
る
＊
＊
。
」
實
踐
に
於
て
生
き
る
マ
ル
キ
シ
ス
ト
は
觀
念
論
者
で
あ
り
得
な
い

と
共
に
、
抽
象
的
な
意
味
に
於
け
る
唯
物
論
の
把
持
者
で
あ
る
こ
と
も
出
來
な
い
で
あ
ら
う
。
か
く
て
唯

物
論
と
觀
念
論
の
問
題
は
、
物
質
か
ら
意
識
を
「
導
出
し
」
、
若
く
は
思
惟
か
ら
存
在
を
「
演
繹
す
る
」

と
い
ふ
が
如
き
、
そ
れ
自
身
既
に
形
而
上
學
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
如
何
に
し
て
、
具
體
性
を
失
ふ
こ
と
な
し
に
然
も
唯
物
論
で
あ
り
得
る
で
あ
ら

う
か
。
答
は
既
に
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
存
在
は
人
間
が
そ
れ
と
交
渉
す
る
仕
方
に
應
じ
て
そ
の
存
在
性
を

規
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
人
間
は
ま
た
斯
く
の
如
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
勞
働
即
ち
感
性
的
物
質
的
な
る
實
踐
に
於
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
ひ
は
存
在
の
仕
方
を
感
性
的
物
質
的
と
し
て
理
解
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
で
あ

ら
う
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
唯
物
論
に
謂
ふ
「
物
」
と
は
か
く
し
て
最
初
に
は
人
間
の
自
己
解
釋
の
概
念
で

あ
り
、
我
々
の
用
語
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
一
の
解﹅
釋﹅
學﹅
的﹅
概﹅
念﹅
で
あ
つ
て
、
純
粹
な
る
物
質
そ
の
も
の

を
意
味
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
勞
働
こ
そ
實
に
具
體
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, 340.

　
＊
＊
　O

p. cit., 

Ⅱ, 345.
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勞
働
は
そ
の
一
層
具
體
的
な
る
規
定
に
於
て
生
産
で
あ
る
。
し
か
る
に
近
代
的
な
る
生
産
は
そ
の
樣
式

に
於
て
特
に
社
會
的
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
『
經
濟
學
批
判
』
の
序
説
の
首
め
に
云
つ
て
ゐ
る
、
「
社
會

に
於
て
生
産
し
つ
つ
あ
る
人
々
が
　
　
從
て
人
々
の
社
會
的
に
規
定
さ
れ
た
生
産
が
言
ふ
ま
で
も
な
く
出

發
點
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
や
リ
カ
ア
ド
が
そ
れ
を
も
つ
て
始
め
る
と
こ
ろ
の
、
個
々
の
孤
立
的
な
獵
夫
や
漁

夫
は
、
十
八
世
紀
の
想
像
力
な
き
空
想
に
屬
す
る
。
」
我
々
の
研
究
は
現
實
に
は
存
在
せ
ぬ
一
個
の
抽
象

體
で
あ
る
ロ
ビ
ン
ソ
ン
を
も
つ
て
始
む
べ
き
で
な
く
、
社
會
に
於
て
生
産
し
つ
つ
あ
る
人
間
を
出
發
點
と

す
べ
き
で
あ
る
。
人
間
は
彼
等
相
互
に
一
定
の
關
係
に
入
り
込
む
こ
と
な
く
し
て
は
生
産
し
得
な
い
。
彼

等
は
彼
等
の
活
動
を
相
互
に
交
換
し
て
の
み
生
産
す
る
。
社
會
的
で
あ
る
限
り
、
私
は
い
つ
ま
で
も
單
に

私
と
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
そ
の
活
動
に
於
て
相
互
の
間
に
作
用
し
合
ふ
限
り
、
我
は
汝
と

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

は
主
觀
で
あ
る
と
共
に
客
觀
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
實

的
な
我
は
た
だ
そ
れ
に
汝
が
對
立
す
る
と
こ
ろ
の
我
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
者
自
身
は
他
の
我
に
對
し
て

は
汝
で
あ
り
、
客
觀
で
あ
る
。
し
か
る
に
觀
念
的
な
我
に
と
つ
て
は
、
客
觀
一
般
が
存
在
し
な
い
や
う
に
、

如
何
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
實
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
觀
　
客
觀
（Subjekt-O

bjekt

）
と
し
て
在
り
、
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思
惟
し
、
否
、
感
覺
す
る
＊
＊
。
」
然
し
な
が
ら
こ
の
と
き
、
主
客
の
綜
合
、
若
く
は
統
一
（Einheit

）

と
謂
ふ
の
は
、
兩
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
所
謂
同
一
哲
學
諸
體
系
（
〔Identita:tssystem

e

〕
）
は
主
觀
と
客
觀
と
の
絶
對
的
な
同
一
性
を
主
張

し
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
我
々
に
と
つ
て
は
我
と
汝
、
主
觀
と
客
觀
は
ど
こ
ま
で
も
互
に
相
異
る
他
の
存

在
で
あ
る
、
　
　
若
し
さ
う
で
な
い
な
ら
ば
相
互
の
間
の
實
踐
的
交
渉
は
不
可
能
で
あ
る
で
あ
ら
う
、
　

　
そ
し
て
恰
も
そ
の
理
由
に
よ
つ
て
人
間
は
、
社
會
的
存
在
と
し
て
、
主
客
の
綜
合
で
あ
る
。
私
は
、
私

の
存
在
の
現
實
性
の
最
初
に
し
て
最
後
の
根
據
か
ら
、
本
質
的
に
私
を
私
以
外
の
他
の
存
在
に
關
係
さ
せ

る
存
在
で
あ
り
、
こ
の
關
係
な
く
し
て
は
在
り
得
な
い
。
こ
の
や
う
に
し
て
各
の
人
間
の
存
在
が
主
觀
・

客
觀
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
意
味
に
於
て
獨
立
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
も
は
や
、
あ
ら
ゆ
る
客
觀

を
生
産
す
る
も
の
と
し
て
の
、
若
く
は
支
持
す
る
も
の
と
し
て
の
觀
念
的
な
絶
對
自
我
、
ま
た
は
純
粹
意

識
は
、
何
處
に
も
存
在
す
べ
き
餘
地
を
見
出
し
得
な
い
で
あ
ら
う
。
社
會
的
生
産
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
絶

對
的
觀
念
論
を
不
可
能
に
す
る
。

　
＊
　Feuerbach, U

eber Spiritualism
us und M

aterialism
us etc., 

Ⅹ, 214.

　
＊
＊
　Ebd., 215.
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二

　
人
間
が
社
會
的
に
生
産
す
る
こ
と
に
於
て
相
交
渉
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
著
し
い
現

象
が
生
れ
る
。
即
ち
意﹅
識﹅
の﹅
埋﹅
沒﹅
が
そ
れ
で
あ
る
。
從
來
の
唯
物
論
が
處
理
す
る
に
最
も
苦
し
ん
だ
と
こ

ろ
の
、
し
た
が
つ
て
そ
れ
ら
の
凡
て
に
對
し
て
あ
ら
ゆ
る
機
會
に
於
て
試
金
石
で
あ
つ
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
つ
て
の
み
無
理
な
し
に
、
具
體
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
學
に
と
つ
て
唯
一
の
、
あ
る
ひ

は
凡
て
の
研
究
對
象
を
形
造
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
如
何
な
る
哲
學
も
必
ず
取
扱
は
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
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
我
々
に
と
つ
て
自
明
な
る
も
の
は
多
く
の
場
合
我
々
に
と
つ
て
惡
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
つ
て
宿
命
で
あ
る
も
の
を
意
味
す
る
。
我
々

は
斯
く
の
如
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
學
問
、
ま
た
我
々
の
生

を
發
展
さ
せ
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
現
代
の
哲
學
は
意
識
の
問
題
に
對
し
て
そ
れ
を
自
由
に
な
し
得
る
優

越
な
る
立
場
を
發
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
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出
來
ぬ
状
態
に
固
着
さ
れ
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
。
こ
の
状
態
を
脱
却
す
る
た
め
に
は
、
哲
學
は
我
々
が
歴﹅

史﹅
的﹅
破﹅
壞﹅
的﹅
方﹅
法﹅
と
名
づ
け
よ
う
と
欲
す
る
特
殊
な
る
方
法
に
從
つ
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
凡
て
我
々
を
解
放
す
る
こ
と

か
ら
我
々
を
壓
迫
す
る
こ
と
に
ま
で
必
然
的
に
轉
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
於
て
把
握
す
る
こ
と
が
我
々
の
要
求
す
る
方
法
で
あ
る
＊
。

　
＊
　
我
々
の
學
問
に
と
つ
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
ら
う
。

　
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
發
見
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
如
何
な
る
存
在
も
元
々
か
ら
單
純
に
在
る
の
で
な
く
、

我
々
が
歴
史
に
於
て
そ
れ
に
出
會
ひ
そ
れ
を
見
出
し
て
在
る
の
で
あ
る
。
意
識
が
哲
學
の
中
心
に
現
は
れ

て
來
た
に
は
歴
史
が
あ
る
。
外
的
社
會
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
價
値
を
お
く
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
的
態
度
に
於
て
意
識
は
初
め
て
そ
の
存
在
に
於
て
捉
へ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
宗
教
的
關
心
の
要
求
に
從
つ
て
、
内
的
世
界
の
實
在
性
と
獨
自
性
と
を
明
か
に
し
、
意
識
の
事
實

の
無
限
な
る
豐
富
さ
を
顯
は
に
し
た
の
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
あ
つ
た
。
か
く
し
て
發
見
さ
れ
闡
明
さ

れ
た
意
識
は
、
デ
カ
ル
ト
に
至
つ
て
、
知
識
、
殊
に
數
學
、
力
學
等
の
認
識
の
確
實
性
の
基
礎
付
に
對
す

る
關
心
に
よ
つ
て
著
し
い
變
容
に
出
會
つ
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
あ
つ
て
は
、
意
識
は
そ
れ
が
精
神
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生
活
に
と
つ
て
何
物
か
を
意
味
す
る
限
り
に
於
て
解
明
さ
れ
た
に
反
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
意
識
の
解
釋
は

絶
え
ず
學
的
認
識
に
對
す
る
支
配
的
な
る
關
心
に
よ
つ
て
導
か
れ
て
ゐ
る
＊
。
カ
ン
ト
は
更
に
、
彼
に
於

て
は
ま
た
數
學
的
自
然
科
學
の
普
遍
妥
當
性
の
權
利
付
が
そ
の
中
心
問
題
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の

關
心
か
ら
そ
れ
ま
で
は
「
存
在
の
領
域
」
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
の
意
識
を
意
識
一
般
の
概
念
の
も
と
に
「
主

觀
」
と
し
て
解
釋
し
直
し
た
。
そ
れ
と
共
に
主
觀
は
も
は
や
存
在
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、
む
し

ろ
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
向
ふ
に
𢌞
は
し
て
そ
れ
を
統
括
す
る
と
い
ふ
普
遍
的
意
味
を
負
ふ
も
の
と
な
つ
た
。

最
近
に
於
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
學
は
、
　
　
彼
に
と
つ
て
も
數
學
や
形
式
論
理
學
が
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
關
係
さ
せ
ら
れ
て
恐
怖
や
欲
望
と
し
て
顯
は
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
釋
す
る
と
共
に
、

こ
の
も
の
に
凡
て
の
存
在
が
そ
れ
に
還
元
さ
れ
る
と
い
ふ
普
遍
的
意
味
を
擔
は
せ
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
に

し
て
、
も
と
も
と
宗
教
的
内
面
性
と
の
つ
な
が
り
に
於
て
見
出
さ
れ
、
そ
の
意
味
に
於
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
、
純
粹
な
る
理
論
、
そ
れ
も
主
と
し
て
形
式
論

理
學
、
數
學
、
自
然
科
學
等
の
認
識
の
基
礎
付
を
す
べ
き
任
務
を
負
は
さ
れ
て
、
遂
に
そ
の
視
點
か
ら
の

み
根
本
的
に
は
解
釋
さ
れ
闡
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
＊
＊
。
こ
の
轉
釋
（U

m
deutung

）
の
過
程
に
於
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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
於
け

る
「
妖
怪
的
對
象
性
」
（
〔gespenstige G

egensta:ndlichkeit

〕
）
の
う
ち
に
横
は
つ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な

い
。
嘗
て
は
人
間
の
生
を
解
放
す
る
役
目
を
も
つ
て
ゐ
た
意
識
は
、
今
は
そ
れ
の
固
定
さ
れ
た
妖
怪
的
對

象
性
に
よ
つ
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
對
立
を
、
デ
カ
ル
ト
と
、
彼
と
同
時
代
に
生
き
て
ゐ
て
ア

　
　
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
に
つ
な
が
つ
て
ゐ
た
パ
ス
カ
ル
と
の
對
照
に
於
て
眺
め
る
こ
と
は
、
我
々

　
　
に
と
つ
て
教
訓
多
き
こ
と
で
あ
る
で
あ
ら
う
（
拙
著
『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』
參
照
）
。

　
　
　
＊
＊
　
現
代
の
心
理
學
も
ま
た
主
知
的
傾
向
か
ら
自
由
で
な
い
。
そ
こ
で
は
知
覺
、
表
象
、
注
意
、
思

　
　
惟
な
ど
が
主
な
る
問
題
を
形
成
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
中
世
の
哲
學
的
心
理
學
に
於
て
は
如
何

　
　
で
あ
る
か
。
情
緒
若
く
は
情
念
（passiones
）
は
そ
れ
の
最
も
好
ん
で
取
扱
つ
た
對
象
で
あ
つ
た
。

　
　
近
世
の
初
め
に
當
つ
て
も
、
デ
カ
ル
ト
や
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
そ
の
主
知
主
義
的
傾
向
に
も
拘
ら
ず
、
ま

　
　
た
情
念
に
つ
い
て
詳
細
な
、
卓
越
し
た
研
究
を
遺
し
て
ゐ
る
。

　
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
所
謂
主
觀
の
概
念
に
出
會
ふ
こ
と
が
な
い
。
今
日
主﹅
觀﹅
と
呼
ぶ
代
り
に
ギ
リ
シ
ア
人
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は
我﹅
﹅々

（
ς
）
と
云
つ
た
。
主
觀
が
我
々
で
あ
る
と
同
時
に
、
主
觀
の
内
容
と
し
て
の
意﹅
識﹅
に
對
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
つ
て
は
人
間
は
本
質
的
に
社
會

的
で
あ
り
、
孤
獨
な
る
人
間
と
い
ふ
が
如
き
は
そ
れ
自
身
矛
盾
し
た
概
念
で
あ
つ
た
。
從
て
我
は
最
初
か

ら
我
々
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
社
會
的
で
あ
る
限
り
、
意
識
は
つ
ね
に
た
だ
ロ
ゴ
ス
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
、

む
し
ろ
ロ
ゴ
ス
に
於
て
の
み
存
在
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
そ
こ
で
彼
等
は
人
間
を
二
重
の
規
定
に
於
て
、

即
ち
、
社
會
的
な
る
生
存
（
ζ
※
ο
ν
　
π
ο
λ
ι
κ
※
ν
）
と
し
て
、
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
へ
た
の
で
あ
る
。
社
會
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
沒
す
る
。
個
人
は
自
己
の
意
識
を

言
葉
を
も
つ
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
れ
の
主
觀
性
を
言
葉
の
中
に
沒
入
せ
し
め
て
、
そ
れ
を
公

共
的
な
ら
し
め
る
こ
と
な
し
に
は
、
社
會
的
に
交
渉
し
得
な
い
。
言
葉
こ
そ
社
會
に
於
て
唯
一
の
現﹅
實﹅
的﹅

な﹅
る﹅
意﹅
識﹅
で
あ
る
。
人
間
を
歴
史
的
社
會
的
存
在
と
し
て
考
察
し
た
マ
ル
ク
ス
は
云
つ
て
ゐ
る
、
「
言
葉

は
意
識
と
共
に
古
い
、
　
　
言
葉
は
實
踐
的
な
る
、
他
の
人
間
に
對
し
て
も
存
在
す
る
、
從
て
ま
た
私
自

身
に
と
つ
て
も
存
在
す
る
、
現
實
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
は
運
動
す
る
空
氣
の
層
、
音
、
簡
單

に
言
へ
ば
言
葉
の
形
式
に
於
て
現
は
れ
る
物
質
と
結
合
し
た
精
神
が
意
識
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
物
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質
を
呪
ふ
「
純
粹
な
る
」
意
識
は
實
踐
的
で
あ
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
我
々
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
於

て
も
同
じ
や
う
な
思
想
を
見
出
す
こ
と
が
出
來
る
、
「
人
間
は
人
間
に
話
と
い
ふ
器
官
を
通
じ
て
彼
の
最

も
内
面
的
な
思
想
、
感
情
、
欲
望
を
自
ら
進
ん
で
傳
達
す
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
感
性
的
に
言
表
さ
れ
た
本

質
か
ら
區
別
さ
れ
て
、
魂
、
内
面
、
本
質
そ
の
も
の
は
一
體
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.

　
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
關
し
て
研

究
し
よ
う
。
言
葉
は
そ
の
具
體
性
に
於
て
社
會
的
で
あ
る
。
話
す
と
い
ふ
こ
と
は
、
或
る
人
が
、
或
る
物

に
つ
い
て
、
或
る
人
に
對
し
て
話
す
と
い
ふ
構
造
を
も
つ
て
ゐ
る
＊
。
言
葉
の
こ
の
構
造
に
よ
つ
て
、
語

ら
れ
た
物
は
、
語
る
私
の
も
の
で
も
な
く
、
聽
く
彼
の
も
の
で
も
な
く
、
誰
と
い
ふ
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
於
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
ひ
に
公
共
的
に
所
有
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
ま
た
初
め
て
社
會
は
成
立
す
る
。
言
葉
が
社
會
的
で
あ
る
と

い
ふ
の
は
、
言
葉
に
よ
つ
て
社
會
が
存
在
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
人
間
が
ロ
ゴ
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ス
を
も
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
彼
の
特
に
社
會
的
な
る
存
在
で
あ
る
理
由
だ
と
述
べ
て
ゐ
る
＊
＊
。
然
る
に
存

在
が
言
葉
に
よ
つ
て
表
現
さ
れ
て
社
會
的
と
な
り
、
「
ひ
と
」
と
い
ふ
範
疇
に
於
て
成
立
す
る
世
界
へ
這

入
つ
て
來
る
と
き
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
著
し
い
性
格
を
擔
ふ
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
ひ
に
行
く
と
す
る
。
私
は
家
具
屋
の
主
人

に
向
つ
て
「
机
を
く
れ
」
と
云
ふ
。
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
ら
う
。
彼
が
私
を
理
解
し
得
る
の
は
机
が
言
葉
に
於
て
中
和
的
に
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で

あ
る
。
家
具
店
よ
り
の
歸
途
私
は
電
車
に
乘
る
。
車
の
中
に
は
高
位
高
官
の
人
も
あ
る
で
あ
ら
う
、
場
末

の
商
人
も
あ
る
で
あ
ら
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
ら
う
。

然
し
な
が
ら
こ
の
場
合
そ
れ
ら
の
人
々
の
凡
て
は
乘
客
と
い
ふ
言
葉
に
於
て
凡
庸
化
さ
れ
、
む
し
ろ
こ
の

言
葉
の
見
地
か
ら
經
驗
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
づ
れ
で
あ
る
か
を
構
は
ず
私
に
與
へ
ら
れ
た
席
に
腰
を
卸
す
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
そ
れ
ら
の
空

席
が
凡
て
空
席
と
し
て
中
和
的
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
存
在
が
斯
く
の
如
く
中
和
性
に
於
て
在
る
こ
と
に

よ
つ
て
、
我
々
の
特
に
社
會
的
な
る
實
踐
は
可
能
に
な
る
。
机
が
若
し
中
和
的
に
存
在
し
得
な
い
な
ら
ば
、

商
人
は
机
を
賣
り
、
私
は
机
を
買
ふ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
言
葉
は
そ
の
根
源
性
に
於
て
理

論
的
で
な
く
却
て
實
踐
的
で
あ
る
。
存
在
の
凡
庸
性
の
現
象
は
こ
の
こ
と
を
何
よ
り
も
明
か
に
す
る
。
言
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葉
が
本
來
社
會
的
實
踐
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
理
解
す
る
の
は
、
ロ
ゴ
ス
と
共
に
先
づ
第
一
に
論
理
或

ひ
は
理
論
を
考
へ
る
こ
と
に
慣
れ
て
ゐ
る
今
の
人
々
に
と
つ
て
極
め
て
大
切
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
と
關
係

し
て
、
存
在
の
中
和
性
が
恰
も
概
念
の
普
遍
性
に
基
く
も
の
の
如
く
見
做
す
普
通
に
行
は
れ
て
ゐ
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
ふ
の
は
机
と
い
ふ
概
念
の
普

遍
性
に
依
る
の
で
あ
る
、
と
一
般
に
は
思
は
れ
て
ゐ
る
。
然
し
な
が
ら
、
私
が
「
机
を
く
れ
」
と
云
ふ
と

き
、
私
は
抽
象
的
な
る
、
即
ち
理
論
的
に
普
遍
的
な
る
机
を
意
味
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
却
て
私
は
一

個
の
具
體
的
な
る
、
現
實
的
な
る
机
を
買
は
う
と
欲
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
と
き
机
と
い
ふ

言
葉
は
私
が
商
人
の
示
す
種
々
な
る
机
を
選
擇
し
吟
味
し
た
後
買
つ
て
歸
る
と
こ
ろ
の
全
く
特
定
の
机
を

ま
さ
に
最
初
か
ら
意
味
し
て
ゐ
る
わ
け
で
も
な
い
。
若
し
さ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
故
に
商
人
は
一
個
の

机
の
代
り
に
數
個
の
机
を
取
り
出
し
、
そ
し
て
何
故
に
私
は
選
擇
と
吟
味
を
行
ふ
か
、
は
理
解
し
難
き
こ

と
で
あ
ら
う
。
存
在
の
中
和
性
は
概
念
の
抽
象
性
も
し
く
は
普
遍
性
に
よ
つ
て
成
立
す
る
の
で
も
な
く
、

ま
た
反
對
に
そ
れ
の
特
殊
性
も
し
く
は
個
別
性
に
よ
つ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ

そ
れ
は
獨
立
な
る
、
具
體
的
な
る
、
し
か
も
夫
々
の
存
在
を
表
現
す
る
。
簡
單
に
云
へ
ば
、
そ
れ
は
存
在

の Jew
eiligkeit 

の
謂
で
あ
る
。
現
實
の
ど
れ
で
も
の
存
在
が
凡
庸
性
と
い
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
意
味
さ
れ

る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
謂
ふ
τ
※
　
※
κ
α
σ
τ
ο
ν
と
は
か
か
る
性
格
に
於
け
る
存
在
で
あ
つ
て
、
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多
く
の
場
合
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
個
別
的
な
る
も
の
の
謂
で
は
な
い
。
言
葉
が
最
初
に
は
實
踐
的
性

質
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
實
踐
が
本
質
的
に
は
社
會
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
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
と
き
存
在
は
勿
論
交
渉
的
存
在
で
あ
る
。
前
段
で
述
べ
た
、

「
意
識
　
主
觀
」
の
形
式
に
あ
つ
て
は
そ
れ
に
對
す
る
も
の
は
客
觀
ま
た
は
對
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
於
て
は
そ
れ
に
對
す
る
も
の
は
交
渉
的
存
在
で
あ
る
の

外
な
い
。
そ
れ
故
に
ギ
リ
シ
ア
人
は
物
を
π
ρ
※
γ
μ
α
と
い
ふ
語
で
表
は
し
た
。
と
こ
ろ
で
存
在
の
凡

庸
性
に
於
て
意
識
の
埋
沒
の
行
は
れ
る
こ
と
は
固
よ
り
明
か
で
あ
ら
う
。
我
々
が
存
在
に
對
し
て
懷
く
愛

も
憎
み
も
、
主
觀
的
な
る
も
の
、
内
面
的
な
る
も
の
の
一
切
は
そ
こ
で
は
埋
沒
し
て
し
ま
ひ
、
從
て
存
在

の
主
觀
的
な
る
、
内
面
的
な
る
規
定
は
そ
こ
で
は
隱
さ
れ
蔽
は
れ
て
し
ま
ふ
。
け
れ
ど
も
か
く
し
て
失
は

れ
る
も
の
に
比
し
て
得
ら
れ
る
も
の
は
一
層
大
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
人
間
の
社
會
的
な
る
、
實
踐
的
な
る

規
定
は
そ
こ
に
於
て
發
揮
さ
れ
、
滿
足
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
最
も
注

意
す
べ
き
こ
と
に
は
、
嘗
て
は
こ
の
や
う
に
人
間
の
社
會
性
を
發
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
發
展
に
對
す
る
桎
梏
に
ま
で
轉
化
し
た
。
か
か
る
轉
化
が
行
は
れ
る
た
め
に

は
、
現
實
の
存
在
そ
の
も
の
の
構
造
に
於
て
既
に
重
大
な
變
化
が
成
就
さ
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
だ
し
近
代
に
於
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
、
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遂
に
は
普
遍
的
範
疇
と
な
る
に
及
ん
で
、
存
在
の
凡
庸
性
は
人
間
の
社
會
性
の
發
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
陷
り
、
そ
れ
と
共
に
ロ
ゴ
ス
も
ま
た
同

じ
矛
盾
に
陷
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
我
々
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
で
あ
ら
う
。

　
＊
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
言
葉
が
三
つ
の
も
の
か
ら
結
合
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
既
に
述
べ
て
ゐ
る
。
即

　
　
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
ε

　
　
ρ
έ
γ
ε
ι
）
、
第
三
に
は
そ
の
人
に
對
し
て
彼
が
話
す
と
こ
ろ
の
人
（
π
ρ
ς
　
※
ν
）
。A

rist

　
　oteles, A

rs rhetorica, A
. 3.

　
＊
＊
　D

erselbe, Politica, A
. 2.

　
資
本
主
義
社
會
の
全
體
を
明
か
に
し
そ
れ
の
根
本
的
性
格
を
示
さ
う
と
し
た
、
マ
ル
ク
ス
の
二
つ
の
大

な
る
、
成
熟
し
た
著
作
が
、
共
に
商
品
の
分
析
を
も
つ
て
始
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
偶
然
で
な
い
。
社
會
と

は
近
代
に
於
て
は
現
實
に
は
商
品
生
産
社
會
で
あ
る
。
人
類
の
發
展
の
現
段
階
に
あ
つ
て
は
、
如
何
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
は
つ
て
ゐ
る
。
商
品
の
問
題
は
特
殊
科
學
と
し
て
の
經
濟
學
の
特
殊
問
題
で
は
な
く
、
更
に
そ

れ
の
中
心
問
題
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
却
て
資
本
主
義
社
會
そ
の
も
の
の
全
體
的
な
る
問
題
で
あ
る
。

商
品
の
構
造
は
こ
の
社
會
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
對
象
性
の
形
式
の
原
型
で
あ
る
。
こ
の
社
會
的
特
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性
に
應
じ
て
、
存
在
の
凡
庸
化
の
傾
向
は
極
限
に
ま
で
推
し
擴
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
應
じ
て
意
識

は
我
々
の
現
實
の
生
活
か
ら
益
埋
沒
し
、
か
く
て
存
在
の
物
質
化
は
愈
支
配
的
と
な
る
。
そ
こ
で
は
人
間

の
勞
働
、
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
勞
働
と
雖
も

固
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
へ
て

他
の
た
め
に
働
く
と
い
ふ
こ
と
が
、
一
の
道
義
的
精
神
の
現
は
れ
で
あ
る
こ
と
も
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
然

る
に
商
品
が
全
體
の
社
會
的
存
在
の
普
遍
的
範
疇
と
し
て
支
配
す
る
資
本
主
義
社
會
に
於
て
は
、
單
に
人

間
相
互
の
間
の
意
識
的
な
る
關
係
の
み
な
ら
ず
、
一
切
の
社
會
的
關
係
そ
の
も
の
が
埋
沒
し
、
沒
入
し
て

し
ま
ふ
。
商
品
の
構
造
の
本
質
は
人
間
の
間
の
關
係
が
物
質
性
の
性
格
を
得
、
か
や
う
に
し
て
こ
の
も
の

に
そ
れ
自
身
の
嚴
密
な
法
則
性
に
於
て
人
間
の
間
の
關
係
の
一
切
の
痕
跡
を
隱
蔽
す
る
と
こ
ろ
の
、
か
の

妖
怪
的
對
象
性
を
賦
與
す
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
本
來
各
の
勞
働
は
社
會
的
全
體
的
勞
働
の
一
部
分
で

あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
凡
て
の
部
分
は
互
に
依
存
す
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
こ
と
は
、
我
々
の
社
會
に
於

て
は
、
事
實
上
は
相
互
の
た
め
に
働
く
と
こ
ろ
の
人
間
の
間
の
社
會
的
聯
關
は
、
我
々
の
眼
に
隱
さ
れ
て

し
ま
ふ
や
う
な
形
式
に
於
て
、
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
世
界
に
於
て
は
人
間
の
間
に
於

け
る
勞
働
結
合
は
眼
に
見
え
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
に
因
つ
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
、
却
て
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市
場
が
そ
の
價
格
を
も
つ
て
人
間
を
支
配
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
間
の
關
係
は
斯
く
の
如
く
に

し
て
商
品
の
間
に
於
け
る
關
係
と
し
て
現
は
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
祕
密
を
暴
露
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
の
意
義
で
あ
る
。
彼

は
次
の
如
く
記
し
て
ゐ
る
、
「
商
品
形
態
の
全
祕
密
は
そ
れ
故
に
單
純
に
、
そ
れ
が
人
間
に
彼
等
自
身
の

勞
働
の
社
會
的
性
質
を
、
勞
働
生
産
物
そ
の
も
の
の
對
象
的
性
質
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
物
の
社
會
的
な
る

自
然
性
質
と
し
て
反
射
し
、
か
く
し
て
ま
た
總
勞
働
に
對
す
る
生
産
者
の
社
會
的
關
係
を
、
彼
等
の
外
部

に
存
在
す
る
對
象
の
社
會
的
關
係
と
し
て
反
射
す
る
と
こ
ろ
に
横
は
つ
て
ゐ
る
。
こ
の quid pro quo 

に

よ
つ
て
、
勞
働
生
産
物
は
商
品
、
即
ち
感
性
的
に
超
感
性
的
な
る
、
或
は
社
會
的
な
る
物
と
な
る
。
…
…

こ
こ
に
人
々
の
眼
に
物
と
物
と
の
關
係
の
幻
想
的
形
態
を
採
つ
て
映
ず
る
も
の
は
、
唯
人
間
自
身
の
一
定

の
社
會
的
關
係
に
外
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
勞
働
の

特
有
な
る
社
會
的
性
質
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
根
本
的
事
實
に
よ
つ
て
、
そ
の
背
後
に
眞
實
に
は

人
間
の
相
互
的
勞
働
が
隱
れ
て
ゐ
る
事
物
の
運
動
は
自
己
の
法
則
に
從
つ
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
つ
て
、
人
間
に
彼
自
身
の
活
動
、
彼
自
身
の
勞
働
が
或
る
客

觀
的
な
る
も
の
、
彼
か
ら
獨
立
な
る
も
の
、
即
ち
商
品
と
し
て
、
彼
を
人
間
と
は
縁
な
き
自
身
の
法
則
性

に
よ
つ
て
支
配
す
る
も
の
と
し
て
對
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
簡
單
に
言
へ
ば
、
人
間
は
人
間
み
づ
か
ら
の
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作
つ
た
も
の
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
る
。
こ
こ
に
於
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
會
の
特
質
は
存
在
の
凡
庸
化
が
斯
く
の
如
き
自
己
疎
外
に

於
て
普
遍
的
に
完
成
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
＊
　D

as K
apital, 

Ⅰ, 38-39.

　
こ
の
社
會
に
あ
つ
て
無
産
者
的
存
在
の
可
能
性
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
社
會
的
存
在
の
客
觀

的
現
實
性
は
、
そ
れ
の
直﹅
接﹅
性﹅
に
於
て
は
、
無
産
者
に
と
つ
て
も
有
産
者
に
と
つ
て
も
「
同
一
」
で
あ
る
。

け
だ
し
無
産
者
は
資
本
主
義
的
社
會
秩
序
の
必
然
的
産
物
と
し
て
現
は
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
。
然
し
な
が
ら
兩
階
級
が
こ
の
同
一
な
る
直
接
的
現

實
性
を
、
そ
れ
の
媒﹅
介﹅
性﹅
に
於
て
、
本
來
の
客
體
的
現
實
性
に
ま
で
高
め
る
範
疇
は
、
兩
階
級
の
存
在
の

存
在
の
仕
方
の
相
異
る
に
從
つ
て
、
根
本
的
に
相
異
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
こ

と
を
次
の
如
き
明
瞭
な
言
葉
を
も
つ
て
言
ひ
現
は
し
て
ゐ
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
は
す
。
し
か
し
第
一
の
階
級
は
こ
の
自
己
疎
外
に
於
て
幸
福
さ
と
確
實
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
於
て
人
間
的
存
在
の
假
象
を
所
有
す
る
。

第
二
の
も
の
は
こ
の
疎
外
に
於
て
否
定
さ
れ
た
の
を
感
じ
、
そ
れ
に
於
て
彼
の
無
力
と
非
人
間
的
存
在
の

現
實
性
を
見
る
。
」
彼
は
更
に
我
々
に
語
る
、
「
一
切
の
人
間
性
か
ら
の
、
人
間
性
の
假
象
か
ら
さ
へ
も
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の
抽
象
は
、
發
達
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
於
て
實
踐
的
に
完
成
さ
れ
て
ゐ
る
が
故
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
の
生
活
條
件
の
う
ち
に
、
今
の
社
會
の
凡
て
の
生
活
條
件
は
そ
れ
の
最
も
非
人
間
的
頂
點
に
於
て

總
括
さ
れ
て
ゐ
る
が
故
に
、
人
間
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
於
て
自
己
自
身
を
亡
失
し
て
を
り
、
然
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
ふ
べ
か
ら
ざ
る
、
絶
對
的
に
命
令
す
る
と
こ
ろ
の
窮
迫
に
　
　
必
然
性
の
實
踐
的
表
現
に
　
　
よ
つ
て

直
接
的
に
、
こ
の
非
人
間
性
に
對
す
る
叛
逆
に
ま
で
餘
儀
な
く
さ
れ
て
ゐ
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
や
う
に
し
て
、
同
じ
直

接
的
現
實
性
に
對
し
て
相
反
す
る
二
樣
の
實
踐
的
態
度
が
可
能
と
な
る
。
有
産
者
は
こ
の
社
會
の
自
己
疎

外
に
於
て
彼
等
の
存
在
を
肯
定
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
の
存
在
の
必
然
性
に
從
つ
て
、
こ
の
疎
外
の
現
象

形
態
を
そ
れ
の
資
本
主
義
的
地
盤
か
ら
、
從
て
そ
れ
の
歴
史
性
か
ら
游
離
せ
し
め
て
、
そ
れ
を
獨
立
の
も

の
と
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
　
　
商
品
形
態
に
於
て
構
造
づ
け
ら
れ
た
人
間
の
間
の
關
係
を
　
　
人
間
の
關

係
の
可
能
性
一
般
の
無
時
間
的
な
る
典
型
と
し
て
永
遠
化
す
る
。
斯
く
の
如
き
永
遠
化
は
一
應
可
能
で
あ

る
か
の
如
く
見
え
る
。
何
故
な
ら
今
や
商
品
の
構
造
は
社
會
的
存
在
一
般
の
對
象
性
の
原
型
と
し
て
普
遍

的
意
味
を
擔
ふ
こ
と
に
ま
で
到
達
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
等
は
こ
の
永
遠
化
を
實
現
す
る
た
め
に

所
謂
「
永
遠
な
る
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
打
ち
建
て
、
所
謂
「
普
遍
妥
當
的
な
る
」
理
論
を
築
き
上
げ
る
。
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眞
實
を
言
へ
ば
、
こ
の
そ
れ
自
身
抽
象
的
な
る
永
遠
性
若
く
は
普
遍
妥
當
性
は
、
商
品
に
於
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
外
な
ら
な
い
。
資
本
主
義
の
發
展
の
過
程
に
於

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
這
入
つ

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
、
從
て
現
實
の
存
在
か
ら
游
離
さ
れ
た
、
惡
し
き
意
味
に
於
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
移
り
變

つ
て
ゆ
き
、
か
く
し
て
逆
に
人
間
性
の
發
展
を
抑
制
し
、
壓
迫
す
る
。
然
し
な
が
ら
有
産
者
に
は
こ
の
や

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
與
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
な
ぜ
か
な
ら
ば

彼
等
の
存
在
は
そ
こ
に
於
て
直
接
に
肯
定
さ
れ
て
を
り
、
そ
れ
故
に
存
在
を
過
程
に
於
て
、
歴
史
に
於
て

考
察
す
る
こ
と
が
拒
ま
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
無
産
者
は
現
在
の
社
會
に
於
て
そ
の

存
在
が
否
定
さ
れ
て
ゐ
る
が
故
に
、
ま
さ
し
く
そ
の
否
定
性
の
故
に
、
存
在
を
運
動
性
に
於
て
、
歴
史
性

に
於
て
把
握
す
る
こ
と
が
出
來
、
ま
た
把
握
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
等
は
所
謂
永
遠
な
る
理
論
が
資
本
主

義
社
會
の
歴
史
的
條
件
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
理
解
す
る
。
「
支
配
階
級
の
思
想
が
各
の
時
代
に
於

て
支
配
的
な
る
思
想
で
あ
る
＊
＊
。
」
彼
等
は
所
謂
普
遍
妥
當
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
從
つ

て
、
必
然
的
に
批
判
的
で
あ
る
。
私
は
更
に
こ
の
批
判
の
特
性
、
そ
し
て
そ
れ
と
關
係
し
て
、
マ
ル
ク
ス
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主
義
的
唯
物
論
の
特
性
を
見
る
で
あ
ら
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
實
か
ら
の
游
離
に
於
て
見
出
し
た
批
判
は
、
必
然
的
に
現
實
そ
の
も
の
か
ら
出
發

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
從
て
唯
物
論
は
そ
の
限
り
に
於
て
先
づ
現
實
主
義
、
實
證
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
從
事
し
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
す
で
に
記
し

て
ゐ
る
、
「
思
辨
は
宗
教
を
し
て
た
だ
、
思
辨
み
づ
か
ら
が
考
へ
た
、
そ
し
て
宗
教
よ
り
も
遙
か
に
よ
く

語
つ
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
づ
か
ら
を

語
ら
し
め
る
。
私
は
單
に
そ
れ
の
聽
手
と
通
譯
を
な
し
、
そ
れ
の
後
見
を
な
さ
な
い
。
案
出
す
る
こ
と
で

な
く
、
　
　
被
ひ
を
去
る
こ
と
、
〔
現
實
の
存
在
を
顯
は
に
す
る
こ
と
〕
、
が
私
の
唯
一
の
目
的
で
あ
つ

た
。
正
し
く
見
る
こ
と
が
私
の
唯
一
の
努
力
で
あ
つ
た
＊
。
」
即
ち
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
中
で
彼
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の
行
は
う
と
し
た
こ
と
は
、
「
物
に
忠
實
な
、
そ
れ
の
對
象
に
最
も
嚴
密
に
く
つ
つ
い
て
ゆ
く
、
歴
史
的

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

 G
egenstand sich aufs Strengste anschliessende, hi

storisch-philosophische A
nalyse

）
に
外
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
斯
う
も
云
つ
て
ゐ
る
、

「
私
は
精
神
上
の
自
然
研
究
者
に
外
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
經
驗
の
謂
で
あ
る
。
若
し
我
々
が
同
樣

の
思
想
を
マ
ル
ク
ス
に
於
て
見
出
し
得
な
か
つ
た
な
ら
ば
む
し
ろ
不
思
議
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
實
際
、
彼

は
云
つ
て
ゐ
る
、
「
我
々
が
そ
れ
を
も
つ
て
始
め
る
と
こ
ろ
の
前
提
は
、
隨
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
想
像
に
於
て
の
み
抽
象
し
得
る
、
現
實
的
な
前
提
で
あ

る
。
…
…
こ
れ
ら
の
前
提
は
純
粹
に
經
驗
的
な
方
法
で
確
め
ら
れ
る
こ
と
が
出
來
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
實
的
な
前
提
か
ら
出
發
し
、
そ
れ
を
瞬
時

と
雖
も
離
れ
な
い
。
そ
の
前
提
は
、
何
等
か
の
空
想
的
な
閉
鎖
性
と
固
定
性
に
於
け
る
人
間
で
は
な
く
、

却
て
一
定
の
條
件
の
も
と
に
於
け
る
、
彼
等
の
現
實
的
な
、
經
驗
的
に
見
る
こ
と
の
出
來
る
發
展
過
程
に

於
け
る
人
間
で
あ
る
。
」
と
い
ふ
言
葉
に
出
會
ふ
。
マ
ル
ク
ス
は
唯
物
史
觀
の
歴
史
考
察
を
、
從
來
の
觀

念
的
な
歴
史
敍
述
に
對
立
せ
し
め
て
、
「
現
實
的
な
歴
史
敍
述
」
（die reale G

eschichtschreibung

）

と
呼
ん
で
ゐ
る
＊
＊
＊
＊
。
恰
も
そ
の
や
う
に
マ
ル
ク
ス
主
義
は
本
來
の
意
味
に
於
け
る
現
實
主
義
で
あ
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る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
的
構
成
の
必
然
的
歸
結
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
理
論

は
も
と
も
と
自
己
の
う
ち
に
實
踐
の
契
機
を
含
ん
で
ゐ
る
。
然
る
に
存
在
に
對
し
て
實
踐
的
に
は
た
ら
き

か
け
、
そ
れ
を
實
踐
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
從
ふ
の
で
な
け
れ
は
征
服
さ
れ
な
い
」
、
と
は
ベ
ー
コ
ン
の
有
名
な
言
葉
で
あ
る
。
現

實
の
變
革
の
理
論
は
、
現
實
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
來
ぬ
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
革
命
の
理
論
と
し
て
、
現
實
か
ら
游
離
し
た
惡
し
き
意
味

に
於
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.

　
＊
＊
　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
實
踐
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
於
て
フ
ラ
ン
ス
の
唯
物
論
と
對
質
す
る
に
際
し
て
、
そ
れ
の
こ
の
意
義
を
明
か
に
し
て
ゐ
る
。
彼
に
從

へ
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
來
の
自
然
科
學
の
中
へ
流
れ
込
ん
で
し
ま
つ
た
に
反
し
て
、
後
者
は
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直
接
に
社
會
主
義
ま
た
は
共
産
主
義
と
結
合
し
た
。
例
へ
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
ゐ
る
。
共
産
主
義
と
十
八
世
紀
の
唯
物
論
と
の
聯
關
は
、
主
と
し
て
、
こ
の
も
の
が

神
學
や
觀
念
論
的
な
形
而
上
學
、
そ
し
て
兩
者
か
ら
影
響
さ
れ
て
ゐ
る
道
徳
に
對
し
て
行
つ
た
批
判
の
鋭

さ
の
う
ち
に
存
す
る
。
唯
物
論
は
神
學
の
獨
斷
的
な
信
仰
、
形
而
上
學
と
倫
理
學
と
の
説
く
永
遠
な
る
觀

念
や
理
念
に
反
對
し
て
、
時
と
境
遇
と
に
應
じ
て
人
間
の
道
徳
や
價
値
判
斷
の
變
化
す
る
こ
と
を
教
へ
た
。

マ
ル
ク
ス
は
イ
ギ
リ
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
社
會
主
義
ま
た
は
共
産
主
義
が
唯
物
論
の
社
會
批
判
的
方
面
と

特
に
密
接
に
結
合
し
て
ゐ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
彼
は
、
「
人
間
の
本
性
の
善
、
平
等
な
知
的
天
分
、

經
驗
、
習
慣
、
教
育
の
萬
能
、
人
間
に
對
す
る
外
的
境
遇
の
影
響
、
産
業
の
重
大
な
意
味
、
享
樂
の
是
認
、

等
々
に
關
す
る
唯
物
論
の
説
か
ら
、
そ
れ
と
共
産
主
義
及
び
社
會
主
義
と
の
必
然
的
な
聯
關
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
た
。
唯
物
論
の
實
踐
哲
學
が
何
よ
り
も
特

に
共
産
主
義
の
基
礎
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
は
同
時
に
、
こ
の
實
踐
哲
學
と
關

係
す
る
唯
物
論
の
理
論
的
方
面
の
、
從
て
ま
た
こ
の
實
踐
哲
學
そ
の
も
の
の
缺
陷
を
紛
ふ
方
な
く
認
識
し

た
。
こ
の
缺
陷
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
つ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
れ
は
一
の
抽
象
的
理
論
に
終
り
、
そ
の
上
に
立
て
ら
れ
た
實
踐
哲

學
は
ま
た
一
の
空
想
に
終
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
眞
に
現
實
的
な
、
そ
し
て
そ
の
意
味
に
於
て
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眞
に
學
問
的
な
方
法
を
知
ら
な
か
つ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
』
の
中
で
、
「
抽
象
的
、
自
然
科
學
的
唯

物
論
の
缺
陷
が
歴
史
的
過
程
を
除
外
す
る
に
あ
る
＊
＊
」
こ
と
を
記
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
「
唯

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

aterialistische und daher w
iss

enschaftliche M
ethode

）
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
的
方
法
は
、
現
實
を
そ
れ
の
現
實
性
に
於
て
、
歴
史
的
過

程
に
於
て
把
握
す
る
。
第
二
に
、
「
あ
ら
ゆ
る
從
來
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
缺
陷
は
、
對
象
、
現
實
性
、
感
性
が
た
だ
客
觀
の
ま
た
は
直
觀
の
形
式
の
も
と
に
於
て

の
み
把
握
さ
れ
、
感
性
的
・
人
間
的
活
動
、
實
踐
と
し
て
把
握
さ
れ
ず
、
主
觀
的
に
把
握
さ
れ
な
い
こ
と

で
あ
る
＊
＊
＊
。
」
所
謂
「
純
粹
な
る
唯
物
論
者
達
」
は
、
人
間
を
靜
的
、
觀
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
つ
て
は
、
生
産
行
爲
　
　
人
間
相
互
と
自
然
と
の
材
料

交
換
行
爲
　
　
が
、
人
間
の
存
在
の
、
生
活
の
、
意
識
の
基
底
で
あ
る
。
「
初
め
に
行
爲
が
あ
つ
た
」

（A
m

 A
nfang w

ar die Tat

）
、
そ
れ
故
に
人
間
は
思
惟
す
る
前
に
行
爲
し
て
ゐ
た
、
　
　
こ
れ
が
マ
ル

ク
ス
主
義
的
唯
物
論
の
根
抵
で
あ
る
。

　
＊
　N

achlass, 

Ⅱ, 238-239.

　
＊
＊
　D

as K
apital, 

Ⅰ, S. 336 A
nm

erkung.

　
＊
＊
＊
　
〔D

ie Thesen u:ber Feuerbach, 1.

〕
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從
來
の
唯
物
論
は
恰
も
右
の
缺
陷
の
故
に
、
そ
れ
の
上
に
立
つ
變
革
的
實
踐
は
單
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
描

く
に
と
ど
ま
り
、
或
は
そ
れ
自
身
は
現
存
の
世
界
の
革
命
的
變
革
に
到
る
こ
と
な
く
單
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
理
論
的
變
革
を
要
求
す
る
に
と
ど
ま
つ
た
。
こ
れ
ら
の
唯
物
論
は
凡
て
片
端
で
あ
る
。
け
だ
し
唯
物
論

は
、
空
想
的
實
踐
に
は
し
る
と
き
そ
れ
の
現
實
主
義
的
本
質
を
失
ひ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
範
圍
内
に
終
始

す
る
と
き
そ
れ
の
唯
物
主
義
的
特
質
を
發
揮
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
簡
單
に
言
へ
ば
、
そ
れ
ら
の
凡
て

は
理﹅
論﹅
と﹅
實﹅
踐﹅
と﹅
の﹅
辯﹅
證﹅
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
會
主
義
に
對
し

て
自
己
を
科
學
的
社
會
主
義
と
し
て
規
定
す
る
。
「
革
命
の
理
論
な
く
し
て
如
何
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
實
の
忠
實
な
歴
史
的
哲
學
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
實
踐
的
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
云
ふ
、

「
實
踐
的
唯
物
論
者
、
即
ち
共
産
主
義
者
に
と
つ
て
は
、
現
存
の
世
界
を
革
命
す
る
こ
と
、
現
在
の
事
物

に
實
踐
的
に
は
た
ら
き
か
け
、
變
化
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
＊
。
」
然
し
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は

理
論
と
實
踐
と
を
、
第
一
の
も
の
、
第
二
の
も
の
と
し
て
、
單
に
對
立
せ
し
め
る
の
で
な
く
、
却
て
兩
者

を
辯
證
法
的
統
一
に
も
ち
き
た
す
。
そ
こ
で
は
理
論
は
實
踐
の
要
求
す
る
限
り
の
理
論
で
あ
り
、
實
踐
は

理
論
に
指
導
さ
れ
る
限
り
の
實
踐
で
あ
る
。
理
論
と
實
踐
と
の
對
立
物
は
相
互
に
制
約
し
合
ひ
、
實
踐
は
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理
論
に
指
導
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
發
展
し
、
か
く
し
て
發
展
し
た
實
踐
は
更
に
新
し
き
段
階
に
於
け
る

理
論
を
要
求
す
る
。
理
論
は
實
踐
を
發
展
さ
せ
る
と
共
に
自
己
を
發
展
さ
せ
、
か
く
し
て
發
展
し
た
理
論

は
更
に
新
し
き
段
階
に
於
け
る
實
踐
を
要
求
す
る
。
理
論
と
實
踐
と
は
か
か
る
必
然
的
統
一
に
於
て
各
の

段
階
を
通
じ
て
相
互
に
發
展
す
る
。
斯
く
の
如
き
辯
證
法
的
統
一
の
故
に
、
理
論
は
決
し
て
現
實
の
地
盤

か
ら
游
離
す
る
こ
と
が
出
來
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
惡
し
き
意
味
に
於
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
は
つ
て
ゐ
る
。

ま
た
恰
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
ふ
べ
き
で
な
く
、

却
て
つ
ね
に
發
展
の
過
程
に
あ
る
現
實
的
な
る
理
論
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
が

從
來
の
哲
學
的
用
語
法
に
於
け
る
相
對
主
義
若
く
は
絶
對
主
義
の
如
何
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
實
踐
と
の
辯
證
法
的
統
一
に
於
て
マ
ル
ク
ス
主
義
は
そ
れ
の
現﹅

實﹅
性﹅
の
頂
點
に
到
達
す
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
が
單
に
從
來
の
唯
物
論
に
對
し
て
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
あ
ら

ゆ
る
觀
念
論
に
對
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
、
實
に
斯

く
の
如
き
辯
證
法
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
こ
の
や
う
な
特
質
は
マ
ル
ク
ス
主
義
が
無
産
者

的
基
礎
經
驗
を
そ
れ
の
現
實
の
地
盤
と
す
る
限
り
必
然
的
な
る
歸
結
と
し
て
生
れ
る
で
あ
ら
う
。
今
ひ
と

り
の
勞
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
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し
て
そ
れ
を
組
合
は
せ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
勞
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
ゐ
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

實
踐
は
必
然
的
に
鉋
を
か
け
る
法
則
を
要
求
す
る
に
到
る
。
あ
る
ひ
は
鋸
を
用
ゐ
る
法
則
は
必
然
的
に
鉋

を
使
ふ
法
則
に
ま
で
轉
化
す
る
。
斯
く
の
如
く
、
無
産
者
的
勞
働
者
に
あ
つ
て
は
理
論
と
實
踐
と
は
辯
證

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
つ
て
は
所
謂
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
實
踐
と
の
辯
證
法
的
統
一
を
知
る
が
故
に
、
そ
れ
は
如
何
な
る
當
爲
を
も
、

如
何
な
る
ゾ
ル
レ
ン
を
も
知
り
得
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
云
ふ
、
「
共
産
主
義
は
我
々
に
と
つ
て
作
り
出
さ

る
べ
き
状
態
で
は
な
い
、
現
實
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
實
的
な
る
運
動
を
共
産
主
義
と
呼
ぶ
。
こ
の
運
動
の
諸
條
件
は
今
現
存
す
る
前
提
か
ら

生
ず
る
＊
。
」
そ
こ
で
エ
ン
ゲ
ル
ス
も
ま
た
云
つ
て
ゐ
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
付
け
な
か
つ
た
、
却
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
會
の
必
然
的
な
崩
潰
の
上
に
基
礎
付
け
た
、
彼
は
、
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ひ
と
つ
の
單
純
な
事
實
で
あ
る
、
剩
餘
價
値
は
支
拂
は
れ
ざ
る
勞
働
か
ら
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
こ

と
を
語
る
の
を
も
つ
て
滿
足
す
る
＊
＊
。
」
と
こ
ろ
で
マ
ル
ク
ス
主
義
に
從
へ
ば
、
こ
の
理
論
的
な
必
然

性
は
必
ず
實
踐
的
な
表
現
を
得
て
ゐ
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
實
踐
的
な
表
現
（der praktische A

usdruck der N
othw

endigkeit

）
で
あ
る
、
と
マ

ル
ク
ス
は
考
へ
る
。
今
や
人
類
の
大
衆
が
全
く
「
無
産
」
と
な
り
終
り
、
彼
等
の
貧
困
は
も
は
や
忍
び
難

き
も
の
と
な
つ
た
。
か
か
る
現
實
を
將
來
し
た
資
本
主
義
的
生
産
方
法
は
も
は
や
「
堪
へ
難
き
」
力
と
な

り
、
そ
れ
を
革
命
す
る
こ
と
は
も
は
や
止
む
を
得
ざ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
無
産
者
の
生
活
の
窮
迫
は
か
く

し
て
も
は
や
拒
否
し
得
ぬ
絶
對
的
命
令
に
於
て
社
會
の
變
革
を
命
令
す
る
。
こ
れ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理

論
の
「
實
踐
的
前
提
」
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
理
論
と
實
踐
と
の
辯
證
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
は
つ
て
ゐ
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
等
の
基
礎
經
驗
の
特
殊
な
る
構
造
の
故
に
生
れ
な
が
ら
の
辯
證
論
者
で
あ
る
か
ら
、

彼
等
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
等
の
現
實
、
そ
し
て
全
社
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會
そ
の
も
の
の
現
實
と
は
少
し
の
縁
も
な
き
何
等
か
精
神
的
な
る
方
法
に
從
ふ
こ
と
が
出
來
な
い
。
む
し

ろ
彼
等
の
物
質
的
要
求
を
最
も
徹
底
的
に
主
張
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
、
單
に
彼
等
の
現
實
の
み
な
ら

ず
、
現
實
の
全
社
會
を
變
革
し
得
る
こ
と
を
こ
の
辯
證
法
は
彼
等
に
必
然
的
に
認
識
せ
し
め
る
。
然
し
な

が
ら
、
眞
實
を
語
る
な
ら
ば
、
物
質
の
最
も
徹
底
的
な
る
主
張
に
よ
つ
て
解
放
さ
れ
る
も
の
は
、
辯
證
法

の
本
質
に
從
つ
て
、
單
に
物
質
の
み
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
既
に
マ
ル
ク
ス
は
云
つ
て
ゐ
る
、
「
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
は
だ
が
、
彼
自
身
の
生
活
條
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
總
括
さ
れ
て
ゐ
る
今
日
の
社
會
の
一
切
の
非
人
間
的
生

活
條
件
を
止
揚
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
彼
自
身
の
生
活
條
件
を
止
揚
し
得
な
い
＊
。
」
無
産
階
級
運
動

の
本
質
は
、
彼
れ
若
く
は
此
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
從
つ
て
、
却
て
一
切

の
階
級
を
止
揚
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
實
現
さ
れ
な
い
。
恰
も
そ
の
や
う
に
、
物
質
の
解
放
を
要
求
す
る

無
産
者
は
、
此
れ
若
く
は
彼
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
、
辯
證
法
的
唯
物
論
の
内
的
本
質
そ
の
も
の
に
從

つ
て
、
却
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
物
質
を
主

張
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
解
放
さ
れ
る
の
は
單
な
る
物
質
の
み
で
は
な
い
、
單
な
る
精
神
で
は
も
と
よ
り
な
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い
。
却
て
物
質
と
精
神
と
は
止
揚
さ
れ
て
全
體
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
ら
う
、
埋
沒
し
た
意
識
は
囘
復
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
は

物
質
的
精
神
的
人
間
の
全
體
が
そ
れ
の
全
體
性
に
於
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
與
へ
得
た
こ
と
を
期
待
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
二
七
・
七
）
　
　

　
＊
　N

achlass, 
Ⅱ, 133.
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プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
哲
學

　
　
　
　
　
　
　
一

　
唯
物
史
觀
の
哲
學
的
基
礎
の
把
握
に
際
し
て
私
の
用
ゐ
て
來
た
諸
概
念
は
、
多
少
と
も
大
膽
な
も
の
で

あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
私
は
そ
れ
ら
の
も
の
が
種
々
な
る
誤
解
を
誘
ひ
得
る
こ
と
を
懸
念
せ
ず
に
は
ゐ

ら
れ
な
か
つ
た
。
私
の
こ
の
懸
念
は
現
實
に
理
由
の
な
い
も
の
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
誤

解
は
最
も
簡
單
な
事
柄
に
關
し
て
最
も
起
り
易
い
、
と
い
ふ
人
性
論
的
な
法
則
は
こ
の
場
合
に
も
例
外
を

作
る
こ
と
を
欲
し
な
か
つ
た
。
私
は
從
來
屡
交
渉
及
び
交
渉
的
存
在
（das pragm

atische Sein

）
と
い
ふ

が
如
き
語
を
使
用
し
慣
は
し
た
。
そ
こ
か
ら
直
ち
に
或
る
人
た
ち
は
、
私
の
見
地
を
も
つ
て
プ
ラ
グ
マ
チ

ズ
ム
の
そ
れ
で
あ
る
、
と
極
め
て
無
雜
作
に
結
論
す
る
こ
と
が
出
來
た
＊
。
こ
の
誤
解
は
、
そ
れ
が
全
く

素
朴
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
恐
ら
く
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
か
く
し
て
私
は
私
の
思

想
を
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
と
對
質
せ
し
め
る
必
要
を
感
じ
た
。
こ
の
こ
と
は
私
自
身
に
と
つ
て
決
し
て
無
駄

で
は
な
く
、
寧
ろ
甚
だ
歡
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
が
マ
ル
ク
ス
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へ
宛
て
た
手
紙
の
中
で
述
べ
て
ゐ
る
次
の
言
葉
は
ま
た
、
一
定
の
理
論
の
生
命
と
發
展
と
に
關
し
て
も
眞

理
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
「
鬪
爭
は
力
と
生
氣
と
を
黨
に
與
へ
る
。
定
つ
た
形
態
の

無
い
こ
と
そ
し
て
明
か
に
限
ら
れ
た
境
界
の
缺
け
て
ゐ
る
こ
と
は
、
黨
の
無
力
の
最
も
有
力
な
證
左
だ
。

純
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
黨
は
愈
強
力
に
な
る
。
」
私
は
こ
の
對
質
を
こ
れ
に
よ
つ
て
同
時
に
マ
ル

キ
シ
ズ
ム
が
こ
の
側
面
か
ら
闡
明
さ
れ
て
ゆ
く
や
う
に
遂
行
す
る
で
あ
ら
う
。

　
＊
　
秋
山
次
郎
氏
は
『
マ
ル
ク
ス
主
義
』
（
一
九
二
七
年
）
七
月
、
八
月
、
九
月
の
三
號
に
亙
つ
て
、

　
　
『
公
式
社
會
主
義
者
の
哲
學
』
及
び
『
唯
物
論
と
觀
念
論
』
な
る
二
論
文
を
發
表
さ
れ
、
河
上
博
士

　
　
の
『
唯
物
史
觀
に
關
す
る
自
己
清
算
』
（
『
社
會
問
題
研
究
』
第
七
十
七
册
以
下
續
載
）
を
批
評
さ

　
　
れ
た
。
今
こ
こ
に
私
は
同
氏
と
河
上
博
士
と
の
間
に
割
り
込
ん
で
論
議
を
試
み
よ
う
と
す
る
者
で
は

　
　
な
い
。
私
と
關
係
す
る
唯
一
つ
の
點
は
斯
う
で
あ
る
。
秋
山
氏
は
、
博
士
が
そ
の
自
己
清
算
の
中
で

　
　
私
の
文
章
を
引
合
ひ
に
出
さ
れ
た
（
特
に
第
七
十
九
册
）
の
に
對
し
て
、
そ
れ
を
再
び
引
摺
り
出
さ

　
　
れ
て
、
そ
れ
を
根
據
と
し
て
博
士
の
立
場
を
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
そ
れ
で
あ
る
と
論
斷
さ
れ
た
（
特

　
　
に
八
月
號
）
。
即
ち
氏
は
博
士
の
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
理
由
の
一
つ
は
少
く
と
も
私
の
思
想
の
中
に

　
　
横
は
つ
て
ゐ
る
と
思
惟
さ
れ
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
秋
山
氏
の
行
論
は
不
幸
に
し
て
十
分
に
分
析

　
　
的
で
な
く
、
却
て
著
し
く
神
託
的
調
子
を
帶
び
て
ゐ
る
た
め
に
、
私
は
同
氏
の
主
張
の
基
礎
を
把
握
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す
る
の
に
困
難
を
覺
え
る
。
そ
れ
だ
か
ら
私
は
氏
の
議
論
に
直
接
に
應
答
す
る
こ
と
を
や
め
て
、
む

　
　
し
ろ
私
自
身
の
見
地
を
眞
直
に
説
述
し
た
い
と
思
ふ
。
そ
れ
に
よ
つ
て
私
は
秋
山
氏
の
論
難
に
對
し

　
　
て
明
瞭
に
自
己
を
釋
明
し
得
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
こ
の
場
合
私
は
固
よ
り
神
託
の
如
く
に
語
る
こ

　
　
と
を
好
ま
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
』
の
フ
ラ
ン
ス
譯
の
出
版
に
際
し
て
書
か
れ
た
書
簡
の
中
で
、

　
　
彼
の
用
ゐ
た
特
異
な
る
方
法
が
「
分
析
の
方
法
」
で
あ
つ
た
こ
と
を
云
つ
て
ゐ
る
。
分
析
的
で
あ
る

　
　
こ
と
は
如
何
な
る
學
問
的
研
究
に
と
つ
て
も
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
。
更
に
新
し
い
誤
解
の
起
ら
な
い
た

　
　
め
に
、
私
の
唯
物
史
觀
解
釋
が
河
上
博
士
の
も
の
と
同
一
で
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
は
特
に
記
さ
れ
て

　
　
お
く
必
要
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
私
は
二
三
の
概
念
の
内
容
を
規
定
す
る
こ
と
を
も
つ
て
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
私
の
意

味
す
る
「
交
渉
」
は
所
謂
實
踐
と
は
直
接
に
同
一
で
な
い
の
で
あ
る
。
實
踐
は
勿
論
一
つ
の
交
渉
で
あ
り
、

特
に
そ
れ
の
優
越
な
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
然
し
後
者
は
前
者
よ
り
も
一
層
包
括
的
な
概
念
で
あ
る
。
そ

れ
故
に
私
は
實
踐
を
ひ
と
つ
の
交
渉
の
「
仕
方
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
つ
て
、
交
渉
の
仕
方
に
は
實
踐
　
　
こ

の
も
の
が
既
に
歴
史
的
に
多
種
多
樣
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
　
　
以
外
に
な
ほ
他
の
も
の
、
例
へ
ば
藝
術
的
、

宗
教
的
な
ど
が
あ
る
。
一
般
に
交
渉
と
は
人
間
の
存
在
が
世
界
の
存
在
に
對
す
る
動
的
雙
關
的
關
係
の
謂

で
あ
る
。
こ
れ
を
特
に
交
渉
と
名
づ
け
る
の
は
、
こ
の
關
係
を
所
謂
主
觀
・
客
觀
の
關
係
に
還
元
し
よ
う
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と
す
る
こ
と
な
く
、
却
て
そ
れ
を
そ
の
具
體
性
に
於
て
取
扱
は
う
と
す
る
た
め
に
外
な
ら
な
い
。
近
代
の

認
識
論
は
存
在
を
凡
て
客
觀
の
側
に
推
し
遣
り
、
こ
れ
に
反
し
て
主
觀
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
存
在
と
は
異

る
存
在
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
そ
れ
に
對
立
せ
し
め
る
。
し
か
る
に
我
々
は
認
識
の
問
題
と
雖
も
、
そ
れ
が

十
分
具
體
的
に
把
握
さ
れ
る
限
り
、
存
在
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
も
の
の
發
展
の
過
程
に
於
て
現
實
的
に

形
成
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
と
考
へ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
存
在
の
存
在
の
仕
方
ま
た
は
性
格
が
存
在
の

交
渉
の
仕
方
に
よ
つ
て
根
源
的
に
規
定
さ
れ
る
と
理
解
し
、
更
に
斯
く
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
存
在

は
現
實
的
に
は
初
め
て
存
在
す
る
と
見
做
す
點
に
於
て
は
、
我
々
は
か
の
先
驗
哲
學
の
根
本
思
想
を
襲
う

て
ゐ
る
と
言
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
一
切
の
現
實
的
な
る
存
在
は
つ
ね
に
一
定
の
性
格
を
擔
つ
て
ゐ
る
。
交

渉
に
於
て
そ
の
存
在
性
を
規
定
さ
れ
ざ
る
存
在
は
、
ギ
リ
シ
ア
的
に
表
現
す
れ
ば
、
存
在
無
き
存
在
、
即

ち
μ
※
ο
ν
で
あ
る
。
單
に
在
る
も
の
は
い
ま
だ
在
る
と
も
言
ひ
得
な
い
。
如
何
に
在
る
か
に
於
て
限
定

さ
れ
る
と
き
初
め
て
在
る
も
の
は
現
實
的
な
意
味
に
於
て
在
る
と
語
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
認
識
の
問
題

を
存
在
の
問
題
の
展
開
秩
序
に
於
て
捕
捉
す
る
點
で
唯
物
論
に
接
近
し
な
が
ら
、
し
か
も
抽
象
的
な
唯
物

論
に
我
々
が
反
對
す
る
の
は
主
と
し
て
こ
れ
に
依
る
の
で
あ
る
。
否
む
し
ろ
、
存
在
そ
の
も
の
は
交
渉
の

一
定
の
仕
方
に
應
じ
て
、
或
ひ
は
唯
物
論
的
に
或
ひ
は
觀
念
論
的
に
、
そ
の
性
格
を
規
定
さ
れ
る
の
で
あ

つ
て
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
理
論
と
し
て
の
唯
物
論
若
く
は
觀
念
論
は
必
然
的
に
生
れ
て
來
る
。
と
こ
ろ
で
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存
在
の
交
渉
の
仕
方
は
い
つ
で
も
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
一
定
の
歴
史
的
規
定
を
有
す
る
交
渉
の

仕
方
の
根
源
的
な
る
特
性
に
應
じ
て
、
觀
念
論
ま
た
は
唯
物
論
は
一
定
の
時
代
に
於
て
、
そ
の
現
實
性
に

於
て
規
定
さ
れ
て
成
立
す
る
。
兩
者
を
單
に
抽
象
的
に
對
立
せ
し
め
、
そ
の
孰
れ
が
眞
で
あ
る
か
を
單
に

抽
象
的
に
決
定
し
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
な
く
、
却
て
そ
れ
ら
を
存
在
の
大
い
な
る
歴
史
的
進
行
の
道
程
に

於
て
眺
め
、
そ
の
必
然
性
と
そ
の
意
義
と
を
具
體
的
に
把
握
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
は
、
我
々
の
哲
學
の

企
て
に
屬
し
て
ゐ
る
＊
。
　
　
マ
ル
ク
ス
は
『
共
産
黨
宣
言
』
の
中
で
、
如
何
に
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が

歴
史
に
於
て
一
の
甚
だ
革
命
的
な
る
役
割
を
演
じ
た
」
か
を
、
極
め
て
鮮
か
に
敍
述
し
て
ゐ
る
。
ブ
ル
ジ

ョ
ア
的
基
礎
經
驗
の
中
か
ら
發
生
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
雖
も
一
定
の
歴
史
的
時
代
に
あ
つ
て
は
頗
る
革

命
的
な
る
眞
理
と
し
て
妥
當
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
か
く
し
て
私
は
無
産
者
的
基
礎
經
驗
即
ち
感
性
的
實

踐
な
る
交
渉
の
仕
方
に
よ
つ
て
構
造
づ
け
ら
れ
た
存
在
か
ら
出
發
し
て
、
そ
こ
に
生
れ
る
人
間
學
の
特
殊

な
る
形
態
を
明
瞭
に
し
、
そ
し
て
こ
の
も
の
に
よ
つ
て
そ
の
構
成
を
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
唯
物
史
觀
の
理
論

の
成
立
を
跡
づ
け
よ
う
と
試
み
て
來
た
。
我
々
は
全
く
同
一
の
見
地
か
ら
マ
ル
ク
ス
經
濟
學
の
諸
礎
石
を

も
ま
た
理
解
さ
れ
得
る
も
の
と
な
す
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。
例
へ
ば
、
そ
の
勞
働
價
値
説
の
如
き
、

或
ひ
は
生
産
力
の
根
源
性
の
主
張
の
如
き
、
我
々
は
そ
の
必
然
性
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
基
礎
經
驗
に
よ
つ

て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
把
握
し
得
る
。
存
在
は
理
論
を
し
て
必
然
的
に
一
定
の
方
向
に
向
つ
て
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抽
象
を
遂
行
せ
し
め
る
。
こ
の
抽
象
性
は
存
在
と
の
生
け
る
聯
關
か
ら
産
れ
る
必
然
的
な
る
限
定
で
あ
つ

て
、
そ
こ
に
理
論
が
現
實
を
變
革
し
得
る
力
は
孕
ま
れ
て
ゐ
る
。
從
て
こ
の
抽
象
性
は
具
體
性
で
あ
る
。

限
定
こ
そ
力
な
れ
、
と
は
單
に
生
の
知
慧
の
み
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
＊
　
こ
こ
に
我
々
は
、
も
と
よ
り
そ
の
意
圖
に
於
て
我
々
の
も
の
と
は
距
つ
て
ゐ
る
に
せ
よ
、
デ
ィ
ル

　
　
タ
イ
の
謂
ふ
「
形
而
上
學
の
現
象
學
」
（
〔Pha:nom

enologie der M
etaphysik

〕
）
の
理
念
に
つ

　
　
い
て
想
ひ
起
す
。

　
然
る
に
交
渉
の
右
の
意
味
に
應
じ
て
交
渉
的
存
在
と
い
ふ
概
念
の
意
味
も
與
へ
ら
れ
る
。
プ
ラ
グ
マ
チ

ズ
ム
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
π
ρ
ς
と
同
一
で
あ
り
、
こ
の
も
の
は
行
動
ま
た
は
行
爲
を
意
味
す
る
。
プ
ラ
グ

マ
チ
ズ
ム
は
主
と
し
て
プ
ラ
グ
マ
の
こ
の
意
味
に
固
執
し
て
ゐ
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ス
に
據
れ
ば
、
そ
の
概
念

は
千
八
百
七
十
八
年
、
チ
ャ
ー
ル
ス
・
ピ
ア
ス
に
よ
つ
て
初
め
て
哲
學
の
中
へ
導
き
入
れ
ら
れ
た
＊
。
ピ

ア
ス
は
考
へ
る
。
ひ
と
つ
の
思
想
の
意
味
を
顯
は
に
す
る
た
め
に
は
、
我
々
は
た
だ
そ
れ
が
如
何
な
る
行

爲
を
産
み
出
す
に
適
し
て
ゐ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
行
爲
が
我
々
に
と
つ
て
思
想
の
唯

一
つ
の
意
味
で
あ
る
。
或
る
思
想
の
眞
理
性
を
決
定
す
る
も
の
は
、
そ
れ
の
論
理
的
歸
結
で
な
く
し
て
、

却
て
そ
れ
の
實
踐
的
歸
結
（practical consequence

）
で
あ
る
。
事
實
、
ひ
と
つ
の
事
柄
に
關
し
て
論
理

的
に
は
各
齊
合
的
な
る
二
つ
以
上
の
理
論
の
成
立
の
可
能
な
こ
と
は
屡
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
の
間
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に
あ
つ
て
そ
の
如
何
な
る
も
の
が
眞
理
で
あ
る
か
は
ひ
と
り
實
踐
ば
か
り
が
裁
斷
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
、
既
に
ギ
リ
シ
ア
に
於
て
π
ρ
ς
　
π
ρ
※
γ
μ
α
）
と
い
ふ
表
現
を
用
ゐ
よ
う
と
思
ふ
。

こ
の
語
の
意
味
に
於
て
何
を
高
調
す
る
か
と
い
ふ
點
で
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
と
我
々
の
見
地
と
の
差
異
は
既

に
明
瞭
で
あ
る
で
あ
ら
う
。

　
＊
　W

illiam
 Jam

es, Pragm
atism

, p.46.

　
＊
＊
　
プ
ラ
グ
マ
な
る
言
葉
の
こ
の
や
う
な
廣
義
の
使
用
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ひ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の

　
　 die pragm

atische G
eschichte 

の
概
念
に
つ
い
て
考
へ
て
み
る
が
よ
い
（
〔H

egel, V
orlesungen u

　
　:ber die Philosophie der G
eschichte, R

eclam
-A

usgabe, S. 38.

〕
）
。
ひ
と
は
か
か
る
も
の
と
し

　
　
て
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
歴
史
を
見
る
こ
と
が
出
來
る
（W

. D
ilthey, D

ie Jugen

　
　dgeschichte H

egels, G
esam

m
elte Schriften, 

Ⅳ, 8. 

參
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
二

　
さ
て
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
次
の
如
き
契
機
を
有
す
る
理
論
で
あ
る
。
第
一
に
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
實
踐

を
重
ん
ず
る
こ
と
に
よ
つ
て
眞
理
を
動
的
過
程
的
に
把
握
す
る
。
そ
れ
は
眞
理
に
つ
い
て
の
一
の
發
生
説
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（genetic theory

）
で
あ
る
。
主
知
主
義
者
の
假
想
は
眞
理
が
本
質
的
に
惰
性
的
な
、
靜
的
な
關
係
を
意

味
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
に
反
し
て
、
プ
ラ
グ
マ
チ
ス
ト
は
先
天
的
な
る
理
由
、
固
定
さ
れ
た
原
理
、

閉
鎖
さ
れ
た
體
系
、
所
謂
絶
對
者
を
排
斥
す
る
。
「
眞
理
は
眞
と
成
る
、
諸
の
出
來
事
に
よ
つ
て
眞
と
爲

さ
れ
る
。
そ
れ
の
眞
理
性
は
實
に
ひ
と
つ
の
出
來
事
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
過
程
で
あ
る
、
即
ち
そ
れ
が
自

己
を
實
證
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
過
程
、
そ
れ
の
實
證
・
過
程
で
あ
る
＊
。
」
我
々
の
觀
念
は
我
々
を
、
そ

れ
が
喚
び
起
す
と
こ
ろ
の
行
爲
や
他
の
觀
念
を
通
じ
て
、
經
驗
の
他
の
諸
部
分
へ
導
い
て
ゆ
く
。
こ
の
や

う
な
結
合
と
移
動
と
が
一
點
か
ら
一
點
へ
と
進
行
し
、
そ
し
て
そ
の
と
き
何
處
ま
で
も
調
和
と
一
致
と
が

存
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
そ
の
觀
念
の
證
明
な
の
で
あ
る
。
私
は
今
こ
の
牛
の
通
る
路
に
沿
う
て
一
軒
の

家
の
表
象
を
も
つ
て
ゐ
る
、
私
が
こ
の
心
の
像
に
從
つ
て
こ
の
小
徑
を
辿
つ
て
現
實
に
家
を
見
出
す
、
こ

の
表
象
は
そ
こ
で
證
明
を
得
る
。
斯
く
の
如
く
單
純
に
そ
し
て
十
分
に
實
證
さ
れ
た
指
導
（leading

）
が

ま
さ
に
眞
理
・
過
程
の
原
型
で
あ
る
。
第
二
に
、
眞
理
を
指
導
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
プ
ラ

グ
マ
チ
ズ
ム
は
自
己
を
單
な
る
方
法
と
し
て
告
知
す
る
。
合
理
主
義
者
は
宇
宙
の
所
謂
原
理
を
魔
術
的
な

言
葉
を
も
つ
て
名
づ
け
る
、
こ
の
言
葉
を
所
有
す
る
こ
と
が
彼
等
に
と
つ
て
は
、
宇
宙
そ
の
も
の
を
所
有

す
る
こ
と
で
あ
る
。
善
、
物
質
、
理
性
、
絶
對
者
な
ど
は
こ
の
や
う
な
言
葉
に
屬
し
、
そ
れ
を
所
有
す
る

と
き
彼
等
の
形
而
上
學
的
探
究
は
終
結
を
告
げ
る
。
し
か
る
に
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
ひ
と
を
し
て
休
憩
せ
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し
め
な
い
。
ひ
と
は
彼
の
所
有
す
る
各
の
言
葉
の
實
際
上
の
效
果
を
試
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
彼
は
そ
れ
を
彼

の
經
驗
の
流
の
う
ち
に
於
て
働
か
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
解
決
と
い
ふ
よ
り
も
、
む
し
ろ
一
層
多
く
の

仕
事
に
對
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
そ
し
て
更
に
特
に
現
存
の
存
在
が
變
化
さ
れ
得
る
が
如
き
諸
の
途

へ
の
指
示
で
あ
る
。
か
く
て
理
論
は
道
具
（instrum

ent

）
と
な
る
。
そ
れ
は
我
々
が
そ
こ
に
安
住
し
得

る
と
こ
ろ
の
、
謎
に
對
す
る
答
で
は
な
い
。
我
々
は
そ
の
上
に
横
臥
す
る
こ
と
な
く
、
我
々
は
運
動
を
續

行
す
る
。
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
強
張
れ
る
理
論
を
嫋
か
に
し
て
仕
事
に
着
か
し
む
る
方
法
で
あ
る
。
そ
れ

は
方
法
と
し
て
、
特
殊
な
る
結
果
で
な
く
、
却
て
一
定
の
態
度
で
あ
る
。
第
一
の
事
物
、
原
理
、
範
疇
、

必
然
性
か
ら
眼
を
背
け
て
、
最
後
の
事
物
、
結
實
、
歸
結
、
事
實
へ
と
眼
を
向
け
る
と
こ
ろ
の
態
度
で
あ

る
。
か
く
し
て
第
三
に
、
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
足
場
は
明
か
に
經
驗
で
あ
る
。
そ
れ
の
趨
く
と
こ
ろ
は
具

體
と
充
實
、
行
爲
と
力
で
あ
る
。

　
＊
　Jam

es, Pragm
atism

, p. 201.

　
然
る
に
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
經
驗
論
と
し
て
特
殊
性
を
有
す
る
。
第
一
に
そ
れ
は
經
驗
「
論
」
の
偏
執

を
も
た
ぬ
こ
と
を
誇
つ
て
ゐ
る
。
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
方
法
で
あ
る
以
外
、
如
何
な
る
ド
グ
マ
で
も
、
如

何
な
る
理
論
的
教
説
で
も
な
い
。
從
て
そ
れ
は
單
に
方
法
の
上
で
合
理
主
義
や
主
知
主
義
に
反
對
す
る
の

み
で
あ
つ
て
、
教
説
内
容
の
上
で
こ
れ
ら
の
も
の
に
絶
對
に
對
立
し
て
ゐ
る
と
は
考
へ
な
い
。
最
も
抽
象
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的
な
觀
念
と
雖
も
、
そ
れ
が
具
體
的
な
生
に
と
つ
て
何
等
か
の
效
果
を
現
は
す
限
り
、
そ
れ
が
現
實
の
經

驗
の
な
か
で
何
等
か
の
收
穫
を
齎
す
限
り
、
そ
れ
は
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
に
と
つ
て
、
「
そ
の
限
り
に
於
て
」

（in so far forth

）
眞
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ジ
ェ
ー
ム
ス
は
か
の
「
絶
對
者
」
を
‘its bare holiday-gi

ving value
’
に
從
つ
て
、
し
か
し
そ
の
制
限
内
に
於
て
は
充
分
に
承
認
し
て
ゐ
る
＊
。
む
し
ろ
プ
ラ
グ

マ
チ
ズ
ム
の
最
も
著
し
い
精
神
は
こ
の
方
法
が
理
論
的
論
爭
の
「
仲
裁
者
」
（m

ediator

）
で
あ
り
、

「
調
停
者
」
（reconciler

）
で
あ
ら
う
と
欲
す
る
と
こ
ろ
に
横
は
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
本
質
的
に
は
新
し

い
哲
學
で
は
な
く
て
、
古
來
の
多
く
の
哲
學
的
傾
向
と
調
和
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
却
て
そ
れ
ら
の
間
の

鬪
爭
を
仲
裁
す
る
と
い
ふ
課
題
を
負
う
て
ゐ
る
。
世
界
の
實
體
は
物
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
心
で
あ
る
か
、

一
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
多
で
あ
る
か
、
　
　
こ
れ
ら
の
問
題
に
關
す
る
議
論
は
限
な
く
盡
き
る
こ
と
が
な

い
。
こ
の
や
う
な
場
合
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
的
方
法
は
そ
の
各
の
思
想
を
夫
々
の
實
踐
的
歸
結
に
從
つ
て
解

釋
す
る
こ
と
を
努
め
る
。
そ
し
て
若
し
そ
こ
に
如
何
な
る
實
踐
的
差
異
も
辿
ら
れ
る
こ
と
が
出
來
な
い
な

ら
ば
、
そ
の
と
き
に
は
相
排
す
る
二
つ
の
思
想
は
實
質
的
に
は
同
一
の
も
の
を
意
味
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
一
切
の
爭
論
の
無
駄
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
他
の
と
き
に
は
、
各
の
意
見
は
銘
々
の
實
踐
的

現
實
的
價
値
（practical cash-value

）
に
應
じ
て
、
「
そ
の
限
り
に
於
て
」
互
に
眞
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
今
後
の
軋
轢
の
不
用
で
あ
る
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
る
。
「
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
的
方
法
は
第
一
に
、
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さ
な
く
て
は
果
つ
る
こ
と
な
き
が
如
き
形
而
上
學
的
諸
論
爭
調
停
の
方
法
で
あ
る
＊
＊
。
」
我
々
は
こ
こ

に
於
て
ジ
ェ
ー
ム
ス
自
身
が
云
つ
て
ゐ
る
や
う
に
、
如
何
に
そ
れ
が
「
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
」
で
あ
る
か
を

見
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
＊
＊
＊
。

　
＊
　O

p. cit., p. 72 ff.

　
＊
＊
　Ibid., p. 45.

　
＊
＊
＊
　Ibid., p. 81.

　
第
二
に
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
從
來
の
あ
ら
ゆ
る
經
驗
論
の
態
度
よ
り
も
一
層
徹
底
的
で
あ
る
。
ジ
ェ
ー

ム
ス
は
斯
く
の
如
き
立
場
を
特
に
「
根
本
的
經
驗
論
」
（radical em

piricism

）
と
呼
ん
で
ゐ
る
。
經
驗

に
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
到
達
す
る
の
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
内
在
性
の
立
場
で
あ
る
。
ジ
ェ
ー
ム

ス
は
こ
れ
を
次
の
如
く
表
現
し
て
ゐ
る
、
「
我
々
の
經
驗
の
一
つ
の
部
分
は
、
そ
れ
が
觀
察
さ
れ
得
る
若

干
の
方
面
の
何
等
か
の
一
つ
に
於
て
そ
れ
が
ま
さ
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
す
る
た
め
に
、
他
の
部
分
に

凭
り
懸
る
と
し
て
も
、
經
驗
は
一
の
全
體
と
し
て
自
己
包
括
的
で
あ
り
、
そ
し
て
何
物
に
も
凭
れ
懸
ら
な

い
＊
。
」
こ
の
こ
と
か
ら
次
の
こ
と
が
結
果
す
る
、
「
苟
も
知
る
と
い
ふ
が
如
き
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、

知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
は
兩
者
共
に
經
驗
の
部
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
＊
＊
。
」
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ

ム
に
從
へ
ば
、
そ
れ
自
身
我
々
の
經
驗
の
部
分
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
と
こ
ろ
の
觀
念
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
我
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々
を
助
け
て
我
々
の
經
驗
の
他
の
部
分
と
滿
足
な
る
關
係
に
這
入
ら
し
め
る
限
り
に
於
て
眞
と
成
る
。
む

し
ろ
我
々
が
眞
と
す
る
思
想
は
、
恰
も
そ
れ
が
我
々
の
經
驗
に
於
け
る
一
契
機
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
は

働
く
こ
と
が
出
來
、
我
々
は
そ
の
思
想
の
指
導
に
よ
つ
て
經
驗
の
特
殊
の
中
に
浸
り
、
こ
の
も
の
と
有
利

な
結
合
を
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
か
く
し
て
私
は
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
が
近
代
の
生
の
哲
學
と
共
通
の
原
理

の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
の
を
知
る
。
生
の
哲
學
の
根
本
原
理
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
繰
り
返
し
述
べ
て
ゐ
る
と

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
す
る
」
と
い
ふ
こ
と
に
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
に
と

つ
て
は
認
識
も
ま
た
我
々
の
生
の
機
能
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
の
眞
理
性
は
そ
れ
が
我
々
の
生
に
と
つ
て

有
用
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
「
眞
理
は
、
普
通
に
想
像
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、

善
か
ら
區
別
さ
れ
た
、
そ
し
て
そ
れ
と
對
等
な
範
疇
で
は
な
く
、
善
の
一
種
で
あ
る
＊
＊
＊
。
」
生
を
超

越
す
る
が
如
き
如
何
な
る
認
識
の
原
理
も
な
く
、
却
て
こ
の
も
の
は
生
そ
の
も
の
に
よ
つ
て
根
源
的
に
制

約
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
ジ
ェ
ー
ム
ス
は
氣
質
（tem

peram
ent

）
が
嚴
密
に
客
觀
的
な
る
前
提
の
如
何

な
る
も
の
よ
り
も
哲
學
者
に
對
し
て
一
層
強
い
偏
執
を
輿
へ
る
と
考
へ
る
。
或
る
者
が
柔
軟
な
る
心
の
人

（the tender-m
inded

）
で
あ
る
か
若
く
は
強
靱
な
る
心
の
人
（the tough-m

inded

）
で
あ
る
か
に
從
つ

て
、
現
實
的
に
彼
の
採
る
哲
學
上
の
立
場
が
定
ま
る
。
氣
質
が
そ
の
願
望
と
拒
否
と
を
も
つ
て
哲
學
を
限

定
す
る
。
そ
し
て
斯
く
の
如
く
認
識
が
生
の
流
の
中
に
織
り
込
ま
れ
る
に
應
じ
て
、
認
識
の
問
題
は
存
在
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の
問
題
に
轉
化
し
、
從
て
こ
の
場
合
最
も
決
定
的
な
こ
と
は
生
の
存
在
そ
の
も
の
が
如
何
に
把
握
さ
れ
る

か
と
い
ふ
こ
と
に
聯
關
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。

　
＊
　Essays in R

adical Em
piricism

, p. 193.

　
＊
＊
　Ibid., p. 196.

　
＊
＊
＊
　Pragm

atism
, p. 75.

　
あ
ら
ゆ
る
形
態
に
於
け
る
生
の
哲
學
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
凡
て
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
要
素
を
具
へ

て
ゐ
る
。
そ
の
う
ち
最
も
鮮
明
な
も
の
の
一
つ
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
學
で
あ
る
＊
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
依
れ

ば
、
本
來
、
我
々
は
行
ふ
た
め
の
ほ
か
考
へ
な
い
。
我
々
の
知
性
は
行
爲
の
鑄
型
に
嵌
め
て
出
來
て
ゐ
る
。

「
生
の
進
化
が
そ
れ
を
型
作
つ
た
姿
に
あ
つ
て
我
々
の
知
性
は
、
我
々
の
行
爲
に
光
を
與
へ
、
事
物
に
對

す
る
我
々
の
行
爲
を
準
備
し
、
ひ
と
つ
の
與
へ
ら
れ
た
状
況
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
隨
ひ
得
る
有
利
な
若
く

は
不
利
な
諸
の
出
來
事
を
豫
見
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
本
質
的
な
機
能
と
し
て
も
つ
て
ゐ
る
＊
＊
。
」
　

　
私
は
更
に
他
の
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。
「
我
々
は
、
一
般
に
、
知
る
た
め
に
知
る
こ
と
を
狙
は
な
い
。

却
て
決
意
す
る
た
め
に
、
利
益
を
取
り
出
す
た
め
に
、
つ
ま
り
一
の
關
心
を
滿
足
さ
せ
る
た
め
に
知
る
こ

と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
如
何
な
る
點
ま
で
知
ら
る
べ
き
物
が
此
れ
ま
た
は
彼
れ
で
あ
る
か
、

如
何
な
る
既
知
の
部
類
の
中
へ
そ
れ
が
這
入
る
か
、
如
何
な
る
種
類
の
行
爲
、
運
動
ま
た
は
態
度
を
そ
れ
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が
我
々
に
示
唆
す
べ
き
で
あ
る
か
を
研
究
す
る
。
こ
れ
ら
種
々
の
可
能
な
る
行
爲
と
態
度
は
恰
も
そ
れ
だ

け
種
々
な
る
、
我
々
の
思
惟
の
、
全
然
限
定
さ
れ
た
る
概
念
的
方
向
で
あ
る
、
我
々
は
そ
れ
ら
の
も
の
に

從
ふ
ほ
か
な
い
、
ま
さ
し
く
そ
こ
に
事
物
に
對
す
る
概
念
の
適
用
は
成
立
し
て
ゐ
る
。
ひ
と
つ
の
概
念
を

ひ
と
つ
の
物
に
於
て
試
み
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ
れ
は
我
々
が
そ
れ
を
も
つ
て
爲
す
べ
き
と
こ
ろ
の
も
の
、

そ
れ
が
我
々
の
た
め
に
爲
し
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
そ
の
物
に
尋
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
物
の

上
に
ひ
と
つ
の
概
念
の
張
札
を
張
り
つ
け
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ
れ
は
そ
の
物
が
我
々
に
示
唆
す
べ
き
で
あ

ら
う
と
こ
ろ
の
行
爲
ま
た
は
態
度
の
部
類
を
精
密
な
言
葉
に
於
て
記
し
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。
＊
＊
＊
」

か
く
て
進
ん
で
、
我
々
の
知
識
は
主
と
し
て
行
爲
に
と
つ
て
有
用
な
る
も
の
、
利
用
し
得
べ
き
も
の
の
製

作
を
目
的
と
す
る
と
見
做
さ
れ
る
。
知
性
と
は
道
具
、
殊
に
道
具
を
作
る
道
具
を
製
造
す
る
能
力
の
謂
で

あ
る
。
地
球
上
に
於
け
る
人
間
の
出
現
の
時
と
し
て
我
々
の
溯
り
得
る
の
は
、
彼
等
が
最
初
の
武
器
、
最

初
の
道
具
を
製
造
し
た
日
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
人
間
は H

om
o sapiens 

と
し
て
よ
り
も H

om
o faber 

と

し
て
一
層
適
切
に
定
義
さ
れ
得
る
で
あ
ら
う
＊
＊
＊
＊
。

　
＊
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
ジ
ェ
ー
ム
ス
と
の
關
係
を
我
々
は
彼
等
自
身
の
言
葉
に
よ
つ
て
窮
ふ
こ
と
が
出
來

　
　
る
。
〔W

illiam
 Jam

es. Extraits de sa correspondance, par F. D
elattre et M

. Le B
reton, avec un

　
　e pre'face de H

enri B
ergson.

〕
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＊
＊
　
〔L'E'volution cre'atrice, p. 31.

〕

　
＊
＊
＊
　
〔Introduction a` la  m

e'taphysique (R
evue de m

e'taphysique et de m
orale, 1903, p. 16.

　
　)
〕.

　
＊
＊
＊
＊
　
〔L'E'volution  cre'atrice, p. 149 et suiv.

〕 

さ
て
全
く
異
つ
た
思
想
の
上
に
於
て
で
は

　
　
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
記
し
て
ゐ
る
、
「
勞
働
手
段
の
使
用
及
び
創
造
は
、
そ
の
萠
芽
に
於
て

　
　
は
既
に
或
る
種
の
動
物
種
屬
に
屬
し
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
特
に
人
間
的
な
勞
働
過
程
を
特
性
付
け
る
、

　
　
そ
し
て
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
そ
れ
故
に
人
間
を
道
具
を
作
る
動
物
（a toolm

aking anim
al

）
と
し
て

　
　
定
義
し
て
ゐ
る
」
（D

as K
apital, 

Ⅰ, 142.

）
。

　
然
し
な
が
ら
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
從
へ
ば
、
知
性
は
大
い
な
る
生
の
進
化
の
過
程
に
於
け
る
單
に
一
つ
の
方

向
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
創
造
的
過
程
そ
の
も
の
の
原
型
は
純
粹
持
續
（
〔dure'e pure

〕
）
で
あ
る
。
そ

の
一
々
の
瞬
間
は
個
々
異
質
的
で
あ
り
、
相
互
に
浸
透
し
て
流
動
す
る
。
こ
の
流
動
の
連
續
、
そ
れ
は
諸

の
状
態
の
一
繼
起
で
あ
り
、
そ
の
各
は
そ
れ
に
隨
ふ
と
こ
ろ
の
も
の
を
告
知
し
、
そ
れ
に
先
立
つ
と
こ
ろ

の
も
の
を
包
含
す
る
。
眞
實
を
言
へ
ば
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
私
が
こ
れ
を
既
に
通
り
越
し
て
し
ま
ひ
、
そ

し
て
私
が
そ
の
足
跡
を
見
る
た
め
に
後
を
振
返
つ
た
と
き
に
於
て
、
多
數
の
状
態
を
組
立
て
て
ゐ
る
ば
か

り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
私
が
こ
れ
を
體
驗
し
た
間
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
何
處
で
そ
れ
ら
の
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う
ち
の
或
る
一
つ
が
終
り
、
何
處
で
他
の
一
つ
が
始
る
か
と
も
言
ひ
得
ぬ
ほ
ど
、
緊
密
に
有
機
的
結
合
を

な
し
て
を
り
、
ひ
と
つ
の
共
通
の
生
に
よ
つ
て
深
く
生
か
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
實
際
、
そ
れ
ら
の
う

ち
如
何
な
る
も
の
も
始
り
も
せ
ね
ば
終
り
も
せ
ず
、
却
て
凡
て
は
相
互
に
融
合
し
て
進
展
す
る
。
持
續
と

は
過
去
を
含
み
未
來
を
咬
み
前
進
し
つ
つ
膨
れ
て
ゆ
く
絶
え
間
な
き
過
程
で
あ
る
。
然
る
に
我
々
の
知
性

は
斯
く
の
如
き
異
質
的
浸
透
的
連
續
的
發
展
を
把
握
す
る
手
段
で
な
い
。
蓋
し
我
々
の
知
性
は
同
質
性
と

反
覆
と
を
狙
ひ
、
並
置
と
空
間
化
と
を
仕
事
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
我
々
が
行
動
し
、
創
造
す
る
た
め
に

缺
く
べ
か
ら
ざ
る
條
件
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
實
在
の
認
識
に
と
つ
て
不
十
分
で
あ
り
、
不
完
全

で
あ
る
。
實
在
は
た
だ
直
觀
に
よ
つ
て
の
み
知
ら
れ
る
こ
と
が
出
來
る
。
直
觀
は
知
的
同
感
（sym

pathi

e intellectuelle

）
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
つ
て
ひ
と
は
、
物
の
獨
特
な
、
從
て
表
現
し
得
ぬ
と
こ
ろ
と
合
一

せ
ん
が
た
め
に
、
そ
の
物
の
内
部
に
身
を
運
び
込
む
。
こ
れ
に
反
し
て
知
性
に
屬
す
る
分
析
は
、
物
を
既

知
の
諸
要
素
に
、
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
物
と
他
の
諸
物
に
共
通
な
諸
要
素
に
還
元
す
る
處
理
法
で
あ
る
。

分
析
す
る
こ
と
は
そ
こ
で
物
を
そ
の
物
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
も
の
を
借
り
て
表
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。
か
く

て
凡
て
の
分
析
は
飜
譯
で
あ
り
、
記
號
に
由
つ
て
の
展
開
で
あ
り
、
ひ
と
が
研
究
す
る
新
し
い
對
象
と
ひ

と
が
既
に
知
つ
て
ゐ
る
と
信
ず
る
他
の
諸
對
象
と
の
間
の
接
觸
點
を
そ
れ
か
ら
し
て
記
述
す
る
と
こ
ろ
の

次
か
ら
次
へ
と
繼
ぐ
諸
觀
點
よ
り
採
ら
れ
た
表
現
で
あ
る
。
ひ
と
は
こ
の
つ
ね
に
不
完
全
に
と
ど
ま
る
表
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現
を
完
全
に
す
る
た
め
に
限
な
く
觀
點
を
増
加
し
、
撓
み
な
く
記
號
を
變
化
す
る
、
し
か
し
彼
は
い
つ
ま

で
も
そ
の
物
の
外
部
を
𢌞
つ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
然
る
に
直
觀
は
觀
點
の
上
に
立
つ
こ
と
な
く
、
記
號

を
用
ゐ
る
こ
と
な
く
、
原
物
を
そ
の
絶
對
性
に
於
て
内
部
か
ら
直
接
に
捕
捉
す
る
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
單

純
な
作
用
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
三

　
前
節
に
述
べ
ら
れ
た
思
想
に
對
し
て
我
々
は
如
何
な
る
態
度
を
取
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
場
合
、

最
も
屡
繰
り
返
さ
れ
て
を
り
、
そ
し
て
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
を
一
撃
に
し
て
撲
殺
し
得
る
も
の
の
如
く
普
通

に
信
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
主
張
、
即
ち
眞
理
は
人
生
に
有
用
な
る
が
故
に
眞
な
の
で
は
な
く
、
却
て
眞
な
る
が

故
に
人
生
に
有
用
な
の
で
あ
る
と
い
ふ
主
張
は
、
我
々
に
と
つ
て
多
く
の
こ
と
を
語
る
も
の
と
は
思
は
れ

ぬ
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
や
う
な
攻
撃
は
、
そ
れ
が
十
分
に
意
味
を
有
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
眞
理
と
生

と
が
或
る
分
離
に
於
て
考
へ
ら
る
べ
き
こ
と
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
或
ひ
は
、
認
識
の
問
題
が

生
の
問
題
か
ら
獨
立
に
成
立
し
得
る
領
域
を
形
造
る
と
い
ふ
こ
と
が
豫
め
承
認
さ
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
と
こ
ろ
が
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
斯
く
の
如
き
見
方
を
そ
も
そ
も
否
定
す
る
の
で
あ
つ
て
、
む
し
ろ
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認
識
が
生
の
一
契
機
に
繰
り
入
れ
ら
れ
、
從
て
認
識
の
問
題
が
存
在
の
問
題
の
な
か
へ
導
き
込
ま
れ
る
こ

と
こ
そ
、
我
々
が
注
意
し
て
お
い
た
や
う
に
、
ま
さ
に
こ
の
立
場
の
特
色
で
あ
る
。
「
知
識
の
理
論
と
生

の
理
論
と
は
我
々
に
と
つ
て
互
に
分
離
し
難
く
見
え
る
」
、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
云
ふ
。
「
知
性
を
生
の
一

般
的
進
化
の
う
ち
に
置
か
ぬ
と
こ
ろ
の
知
識
の
理
論
は
、
如
何
に
知
識
の
諸
框
が
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
か
、

如
何
に
し
て
我
々
が
そ
れ
ら
を
擴
げ
ま
た
は
そ
れ
ら
を
超
え
得
る
か
を
我
々
に
教
へ
な
い
で
あ
ら
う
＊
。
」

そ
れ
故
に
若
し
我
々
が
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
を
單
に
超
越
的
に
で
は
な
く
眞
に
内
在
的
に
批
評
し
よ
う
と
欲

す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
先
づ
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
に
於
け
る
存
在
の
概
念
を
批
判
し
、
然
る
後
に
こ
れ
と
の

聯
關
に
於
て
そ
れ
の
認
識
の
概
念
を
批
判
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
＊
　
〔L'E'volution cre'atrice,
〕 
Ⅳ.

　
ジ
ェ
ー
ム
ス
は
存
在
を
「
經
驗
」
な
る
概
念
に
よ
つ
て
表
現
し
た
。
そ
の
理
由
を
も
つ
て
直
ち
に
彼
の

立
場
を
所
謂
經
驗
論
と
見
做
し
、
そ
し
て
經
驗
論
に
附
纏
ふ
諸
弱
點
を
指
摘
し
て
こ
れ
を
片
付
け
よ
う
と

す
る
企
て
の
不
當
な
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
に
あ
つ
て
は
「
經
驗
論
者
的
氣
質

が
支
配
的
で
あ
る
」
（the em

piricist tem
per regnant

）
け
れ
ど
も
、
そ
れ
の
主
と
し
て
目
指
す
と
こ
ろ

は
知
識
を
生
の
流
の
中
に
於
て
眺
め
る
に
あ
る
か
ら
し
て
、
我
々
は
こ
れ
を
認
識
論
上
の
經
驗
論
と
同
一

視
す
る
こ
と
を
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
＊
。
我
々
に
と
つ
て
最
も
決
定
的
な
こ
と
は
む
し
ろ
ジ
ェ
ー
ム
ス
が
こ
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の
經
驗
を
直
ち
に
意﹅
識﹅
と
等
置
し
た
こ
と
で
あ
る
。
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
於
て
も
意
識
が
ま
さ
に
存﹅
在﹅
の﹅

モ﹅
デ﹅
ル﹅
で
あ
る
＊
＊
。
　
　
斯
く
の
如
く
經
驗
が
意
識
の
流
に
よ
つ
て
置
換
へ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

存
在
は
た
だ
心
理
的
主
觀
的
に
の
み
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
恰
も
そ
こ
に
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム

の
最
も
根
本
的
な
る
過
誤
は
横
は
つ
て
ゐ
る
。
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
高
調
す
る
實
踐
は
心
理
的
主
觀
的
で

あ
り
、
從
て
實
踐
を
樞
軸
と
す
る
眞
理
も
ま
た
心
理
的
主
觀
的
に
規
定
さ
れ
る
ほ
か
な
い
。
ジ
ェ
ー
ム
ス

に
よ
れ
ば
、
眞
理
は
畢
竟
信
仰
（belief

）
に
於
て
成
立
し
、
そ
れ
を
信
ず
る
こ
と
が
生
に
と
つ
て
有
用

で
あ
り
、
生
の
利
益
を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
觀
念
が
眞
な
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
經
驗
を
重
ん
ず

る
。
然
し
な
が
ら
經
驗
は
彼
に
あ
つ
て
は
心
理
的
主
觀
的
で
な
く
、
却
て
客
觀
的
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た

存
在
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
彼
に
と
つ
て
は
意
識
は
經
驗
そ
の
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
存
在
の
モ
デ
ル
で
も

な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
「
意
識
を
單
に
そ﹅
れ﹅
の﹅
（
現
實
的
な
る
生
け
る
諸
個
人
の
）
意
識
と
し
て
考
察
す
る

＊
＊
＊
」
、
即
ち
意
識
は
歴
史
に
於
て
活
動
す
る
人
間
の
存
在
の
ひ
と
つ
の
契
機
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
自
身

社
會
的
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
實
踐
を
高
調
す
る
。
け
れ
ど
も
彼
の
謂
ふ
實
踐

は
心
理
的
主
觀
的
な
る
活
動
で
は
な
く
て
、
却
て
そ
れ
は
勞
働
と
し
て
、
現
實
的
な
る
人
間
の
社
會
的
歴

史
的
に
規
定
さ
れ
た
活
動
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
存
在
及
び
そ
れ
の
實
踐
の
歴
史
性
　
　
む
し
ろ
歴
史
的

な
る
實
踐
を
も
つ
て
存
在
と
交
渉
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
存
在
は
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
て
存
在
す
る
　
　
を
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根
本
的
に
理
解
す
る
と
き
、
『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
關
す
る
テ
ー
ゼ
』
の
中
の
次
の
言
葉
は
、
そ
の
プ

ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
的
外
觀
を
除
き
去
ら
れ
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。
　
　
「
人
間
的
思
惟
に
對
象
的
眞

理
が
適
合
す
る
か
否
か
の
問
題
は
、
何
等
理
論
の
問
題
で
な
く
、
却
て
一
の
實
踐
的
な
る
問
題
で
あ
る
。

實
踐
に
於
て
人
間
は
眞
理
を
、
即
ち
彼
の
思
惟
の
現
實
性
と
力
、
此
岸
性
を
、
證
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
思

惟
　
　
實
踐
か
ら
游
離
さ
れ
た
そ
れ
　
　
の
現
實
性
ま
た
は
非
現
實
性
に
關
す
る
爭
ひ
は
、
一
の
純
粹
に

ス
コ
ラ
的
な
問
題
で
あ
る
。
」
マ
ル
ク
ス
經
濟
學
の
價
値
論
は
、
歴
史
的
客
觀
的
な
る
勞
働
の
上
に
立
つ

こ
と
に
よ
つ
て
心
理
的
主
觀
的
な
る
效
用
、
こ
の
抽
象
的
に
永
遠
な
る
價
値
を
、
從
て
ま
た
か
の
限
界
效

用
説
を
見
棄
て
た
＊
＊
＊
＊
。
恰
も
そ
の
や
う
に
、
實
踐
の
歴
史
性
の
把
握
は
我
々
を
し
て
、
眞
理
を
も

つ
て
人
生
に
有
用
な
る
も
の
と
見
做
す
と
こ
ろ
の
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
迷
妄
を
排
除
せ
し
め
る
で
あ
ら
う
。

　
＊
　
こ
こ
に
私
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
か
ら
次
の
一
節
を
引
い
て
お
か
う
。
「
テ
ー
ヌ
の
そ
れ
の
如
き
所
謂

　
　
『
經
驗
論
』
と
或
る
ド
イ
ツ
の
汎
神
論
者
の
最
も
超
越
的
な
思
辨
と
の
間
の
距
離
は
、
ひ
と
の
想
像

　
　
す
る
よ
り
は
ず
つ
と
少
い
。
方
法
は
二
つ
の
場
合
に
於
て
類
似
で
あ
る
、
そ
れ
は
飜
譯
の
諸
要
素
に

　
　
つ
い
て
恰
も
そ
れ
ら
が
原
物
の
諸
部
分
で
あ
る
か
の
や
う
に
論
ず
る
こ
と
の
う
ち
に
成
立
し
て
ゐ
る
。

　
　
し
か
る
に
眞
の
經
驗
論
は
、
原
物
そ
の
も
の
を
出
來
る
だ
け
近
く
引
き
寄
せ
、
そ
れ
の
生
命
を
究
め
、

　
　
そ
し
て
、
一
種
の
知
的
聽
診
に
よ
つ
て
そ
れ
の
魂
の
鼓
動
す
る
の
を
感
じ
る
の
を
目
的
と
す
る
と
こ
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ろ
の
も
の
で
あ
る
、
そ
し
て
こ
の
眞
の
經
驗
論
が
眞
の
形
而
上
學
で
あ
る
」
（
〔R

evue de m
e'tap

　
　hysique et de m

orale, 1903, p. 14.

〕
）
。

　
＊
＊
　
我
々
が
哲
學
的
研
究
の
中
へ
導
き
入
れ
よ
う
と
す
る
「
存
在
の
モ
デ
ル
」
若
く
は
「
認
識
の
モ

　
　
デ
ル
」
な
る
概
念
の
含
む
重
大
な
諸
問
題
に
今
は
立
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
我
々
の
モ
デ
ル
の

　
　
意
味
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
〝der exem

plarische Index

〞
と
い
ふ
語
を
も
つ
て
表
現
し
て
ゐ
る
や
う
に

　
　
見
え
る
（Edm

und H
usserl, Philosophie als strenge W

issenschaft, Logos, 

Ⅰ, S. 295.

）
。
一
般

　
　
に
認
識
の
モ
デ
ル
が
論
理
學
ま
た
は
數
學
的
自
然
科
學
に
求
め
ら
れ
、
そ
し
て
こ
の
モ
デ
ル
が
更
に

　
　
存
在
の
モ
デ
ル
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
ふ
こ
と
は
、
現
代
の
哲
學
の
著
し
い
傾
向
に
屬
す
る
。

　
　
我
々
は
そ
の
例
と
し
て
矢
張
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
哲
學
的
文
化
の
理
念
』
（
『
日
獨
學
藝
』
一
九
二
三

　
　
年
八
月
）
を
擧
げ
る
こ
と
が
出
來
る
。
こ
の
現
代
の
傾
向
を
批
評
す
る
こ
と
も
ま
た
我
々
に
と
つ
て

　
　
別
個
獨
立
の
題
目
を
作
る
で
あ
ら
う
。

　
＊
＊
＊
　M

arx-Engels A
rchiv, 

Ⅰ, S. 240.

　
＊
＊
＊
＊
　
千
八
百
五
十
六
年
四
月
二
日
附
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
宛
て
た
書
翰
の
中
に
マ
ル
ク
ス
は
記
し

　
　
て
ゐ
る
、
「
價
値
。
勞
働
量
に
純
粹
に
還
元
さ
れ
た
も
の
、
勞
働
の
尺
度
と
し
て
の
時
間
。
使
用
價

　
　
値
は
　
　
そ
れ
が
主
觀
的
に
勞
働
の usefulness 

と
し
て
見
ら
れ
る
に
せ
よ
、
若
く
は
客
觀
的
に
生
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産
物
の utility 

と
し
て
見
ら
れ
る
に
せ
よ
、
　
　
こ
こ
で
は
價
値
の
素
材
的
な
前
提
と
し
て
現
は
れ
、

　
　
こ
の
も
の
は
今
の
と
こ
ろ
全
然
經
濟
的
な
形
式
規
定
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
價
値
自
體
は
勞
働
そ
の
も

　
　
の
以
外
の
如
何
な
る
他
の
「
素
材
」
も
も
た
ぬ
。
價
値
の
こ
の
規
定
は
、
最
初
に
は
ペ
テ
ィ
に
於
て

　
　
暗
示
的
に
、
純
粹
に
は
リ
カ
ル
ド
オ
に
於
て
作
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
單
に
資
本
家
的
富
の
最

　
　
も
抽
象
的
な
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
自
身
に
於
て
既
に
次
の
こ
と
を
前
提
す
る
。
一
、
自
然
成
長
的
な

　
　
共
産
主
義
の
排
棄
（
イ
ン
ド
そ
の
他
）
、
二
、
そ
の
う
ち
で
は
交
換
が
生
産
を
そ
れ
の
全
範
圍
に
亙

　
　
つ
て
支
配
し
て
ゐ
な
い
と
こ
ろ
の
、
一
切
の
未
發
達
な
、
前
資
本
主
義
的
な
生
産
の
仕
方
の
排
棄
。

　
　
尤
も
こ
の
抽
象
、
歴
史
的
抽
象
は
、
ま
さ
に
た
だ
社
會
の
一
定
の
經
濟
的
發
展
の
基
礎
の
上
に
於
て

　
　
の
み
行
は
れ
る
こ
と
が
出
來
た
」
（B

riefw
echsel zw

ischen Friedrich Engels und K
arl M

arx, H
r

　
　sg. v. B

ebel und B
ernstein, 

Ⅱ, S. 266.

）
。

　
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
意
識
を
純
粹
持
續
の
モ
デ
ル
と
見
做
す
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
意
識
を
大
い
な

る
生
の
創
造
的
進
化
の
過
程
の
中
へ
流
し
込
ん
で
ゐ
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
彼
に
あ
つ
て
は
存
在
が
一
層
客

觀
的
に
把
握
さ
れ
て
ゐ
る
か
の
如
く
見
え
る
。
然
し
な
が
ら
、
こ
の
と
き
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
説
く
客
觀
的
な

る
生
は
、
人
々
が
屡
彼
の
哲
學
を
生
物
主
義
と
名
附
け
て
ゐ
る
や
う
に
、
一
の
生
物
學
的
な
る
生
に
外
な

ら
な
い
。
生
の
持
續
は
生
物
學
的
な
る
生
の
不
斷
の
流
動
と
發
展
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
然
る
に
若
し
生

100唯物史観と現代の意識



に
し
て
生
物
學
的
な
る
生
の
謂
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
純
粹
持
續
の
形
式
に
於
て
進
化
す
る
と
い
ふ
こ

と
は
如
何
に
し
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
出
來
る
か
。
純
粹
持
續
は
我
々
の
内
面
的
意
識
に
と
つ
て
は

恐
ら
く
直
接
に
與
へ
ら
れ
た
經
驗
で
あ
り
得
る
で
あ
ら
う
、
け
れ
ど
そ
の
故
を
も
つ
て
そ
れ
が
客
觀
的
な

る
生
物
學
的
な
る
生
の
發
展
過
程
の
形
式
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
未
だ
確
保
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
こ
の
場
合

我
々
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
す
る
や
う
に
、
生
物
學
上
の
進
化
論
に
根
據
を
求
め
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
進
化
論
に
つ
い
て
生
物
學
の
内
部
で
種
々
な
る
議
論
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
最
も
重
要
な
こ

と
は
、
そ
も
そ
も
進
化
の
概
念
そ
の
も
の
が
根
源
的
に
は
生
物
學
の
範
圍
の
中
で
生
れ
た
の
で
な
く
、
却

て
人
間
及
び
歴
史
に
關
す
る
研
究
の
う
ち
に
そ
の
誕
生
の
地
を
も
つ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
生
物

學
者
が
彼
等
の
指
針
を
求
め
た
の
は
特
に
經
濟
學
の
も
と
に
お
い
て
で
あ
つ
た
＊
。
ペ
リ
エ
は
云
つ
て
ゐ

る
、
「
經
濟
學
の
諸
法
則
の
新
し
い
適
用
が
形
態
學
に
對
し
て
な
さ
れ
る
度
毎
に
、
こ
の
適
用
は
結
果
に

於
て
收
穫
あ
る
も
の
と
し
て
現
は
れ
る
。
」
分
業
、
自
由
競
爭
、
聯
合
な
ど
い
ふ
が
如
き
經
濟
學
に
於
て

作
り
出
さ
れ
た
諸
概
念
は
、
生
物
學
の
中
へ
輸
入
さ
れ
て
そ
こ
で
多
く
の
實
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
自
己
を

證
し
た
。
斯
く
の
如
き
概
念
は
、
そ
れ
が
ひ
と
た
び
生
物
學
の
領
域
へ
導
き
入
れ
ら
れ
る
や
否
や
、
固
よ

り
こ
の
領
域
に
於
け
る
現
象
は
人
間
及
び
歴
史
に
關
す
る
現
象
よ
り
も
一
層
單
純
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に

於
て
運
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
一
層
明
確
な
る
規
定
に
到
達
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
そ
し
て
斯
く
明
確
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に
な
つ
た
概
念
は
、
再
び
歴
史
的
諸
科
學
の
中
へ
そ
れ
の
手
引
と
し
て
逆
輸
入
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
そ
の

概
念
は
斯
く
の
如
く
に
し
て
明
確
に
形
造
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
れ
が
元
々
人
間
及
び
歴
史
の
世
界

の
中
で
生
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
、
恰
も
生
物
學
か
ら
全
く
新
た
に
借
り
て
來
ら
れ
る
か

の
如
き
外
觀
を
呈
す
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
あ
ら
ゆ
る
概
念
に
つ
い
て
そ
れ
の
由
來
す
る

固
有
な
る
地
盤
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
＊
＊
。
さ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
の
具
體
的
な
る

意
味
、
ま
た
そ
れ
の
限
界
も
理
解
さ
れ
ず
、
我
々
は
つ
ね
に
所
謂
μ
ε
τ
ς
　
ε
ς
　
έ
ν
ο
ς
の
過
誤

を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
概
念
を
そ
の
由
來
に
從
つ
て
知
ら
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は
た
だ
概
念
に
引
摺
り
ま

は
さ
れ
る
の
み
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
支
配
す
る
優
越
な
る
位
置
に
立
つ
こ
と
は
出
來
ぬ
で
あ
ら
う
。
と
こ

ろ
で
若
し
進
化
の
概
念
に
し
て
根
源
的
に
は
人
間
及
び
歴
史
の
世
界
に
そ
の
固
有
な
る
成
立
の
地
盤
を
有

す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
　
　
ソ
レ
ル
は
そ
の
興
味
深
き
著
述
、
『
進
歩
の
諸
幻
想
』
の
中
で
進
歩
の
説
が

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
支
配
階
級
と
な
つ
た
時
代
に
於
て
ド
グ
マ
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
た
こ
と
、
そ
れ
が

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
理
論
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
、
　
　
存
在
の
運
動
及
び
發
展
の
具
體
的
な
る
、

現
實
的
な
る
意
味
は
歴
史
的
世
界
に
於
て
與
へ
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
生
物
學
上
の
進
化
論
に
よ
つ
て
基

礎
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
ミ
ル
が
有
機
體
の
概
念
に
關
し
て
既
に
云
つ
た
、
社
會
の
問

題
の
解
決
は
動
物
的
有
機
體
の
問
題
の
解
決
よ
り
も
一
層
早
く
そ
し
て
一
層
完
全
に
成
功
す
る
で
あ
ら
う
、
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と
の
言
葉
を
、
我
々
は
移
し
て
ま
た
進
化
の
概
念
に
つ
い
て
も
語
り
得
る
で
あ
ら
う
。

　
＊
　
〔G

eorges Sorel, D
e l'utilite' du Pragm

atism
e, p. 365 et suiv.

〕

　
＊
＊
　
所
謂
自
然
辯
證
法
の
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
つ
て
も
、
辯
證
法
が
果
し
て
自
然
を
そ
れ
の
固
有

　
　
な
る
成
立
の
地
盤
と
し
て
ゐ
る
か
否
か
は
最
も
吟
味
を
要
す
る
で
あ
ら
う
。
總
じ
て
自
然
辯
證
法
を

　
　
唯
物
史
觀
の
根
柢
に
据
ゑ
よ
う
と
す
る
立
場
は
、
左
の
問
題
を
十
分
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
一
、

　
　
自
然
辯
證
法
を
除
い
て
も
辯
證
法
的
な
る
史
的
唯
物
論
は
獨
立
に
成
立
し
な
い
か
否
か
。
二
、
辯
證

　
　
法
の
成
立
す
る
固
有
な
る
領
域
は
自
然
で
あ
る
か
否
か
。
三
、
自
然
科
學
は
所
謂
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

　
　
要
素
を
含
ま
ぬ
か
否
か
。
四
、
最
も
進
歩
し
た
自
然
科
學
は
現
實
に
辯
證
法
を
支
持
し
て
ゐ
る
か
否

　
　
か
。
か
く
し
て
最
後
に
問
題
は
根
本
に
還
つ
て
來
る
、
辯
證
法
と
は
何
で
あ
る
か
。

　
存
在
の
歴
史
性
を
把
握
し
な
い
こ
と
に
よ
つ
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
學
に
と
つ
て
ひ
と
つ
の
重
大
な
る

結
果
が
起
つ
て
來
る
や
う
に
見
え
る
。
私
は
そ
れ
に
よ
つ
て
彼
の
思
想
の
中
心
を
な
す
と
こ
ろ
の
時
間
及

び
運
動
が
何
等
現
實
的
な
意
味
を
も
た
ぬ
も
の
と
結
局
な
り
は
し
な
い
か
を
恐
れ
る
。
實
在
的
な
る
持
續

（
〔dure'e re'elle

〕
）
は
事
物
を
噛
み
そ
し
て
そ
こ
に
そ
の
齒
の
跡
形
を
の
こ
す
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

る
、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
云
ふ
。
然
し
な
が
ら
若
し
凡
て
の
も
の
が
時
間
の
う
ち
に
あ
り
、
凡
て
の
も
の
が

内
面
的
に
變
化
し
、
そ
し
て
そ
の
各
の
瞬
間
が
相
互
に
限
り
な
く
浸
透
し
て
ゐ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
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に
は
過
去
、
現
在
、
未
來
な
る
時
間
の
諸
契
機
を
分
つ
と
こ
ろ
の
何
物
も
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
の
や
う
な

持
續
は
進
む
と
も
退
く
と
も
云
ひ
得
ず
、
こ
れ
を
持
續
と
呼
ぶ
こ
と
さ
へ
不
可
能
で
あ
ら
う
。
若
し
強
ひ

て
語
る
な
ら
ば
そ
れ
は
唯
「
永
遠
の
今
」
と
し
て
名
附
け
ら
れ
得
る
ば
か
り
で
あ
る
。
か
く
て
直
觀
の
方

向
に
從
へ
ば
永
遠
が
あ
る
の
み
で
あ
つ
て
、
過
現
未
の
契
機
を
有
す
る
現
實
的
な
る
時
間
は
見
出
さ
れ
な

い
。
そ
れ
で
は
反
對
に
概
念
の
方
向
に
從
へ
ば
如
何
で
あ
ら
う
か
。
概
念
的
認
識
の
本
質
は
、
譬
喩
的
に

云
へ
ば
、
未
來
と
過
去
と
を
現
在
の
函
數
と
し
て
計
算
し
得
る
が
如
く
見
做
す
に
あ
る
。
け
れ
ど
眞
實
を

云
へ
ば
、
そ
れ
は
時
間
的
繼
起
の
關
係
を
空
間
的
並
置
の
關
係
に
直
す
こ
と
で
あ
る
。
一
言
に
し
て
云
へ

ば
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
謂
ふ
「
流
れ
る
時
間
」
（
〔le tem

ps qui s'e'coule

〕
）
は
永
遠
で
あ
つ
て
時
間
で

な
く
、
「
流
れ
た
時
間
」
（
〔le tem

ps e'coule'

〕
）
は
空
間
で
あ
つ
て
時
間
で
な
い
。
即
ち
ベ
ル
グ
ソ

ン
に
は
現
實
的
な
る
時
間
は
何
處
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
若
し
さ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
と
關
聯

し
て
、
彼
の
最
も
力
説
す
る
運
動
及
び
變
化
の
實
在
性
と
い
ふ
こ
と
も
ま
た
現
實
的
な
る
意
味
を
奪
は
れ

る
で
あ
ら
う
＊
。
現
實
的
な
る
時
間
及
び
運
動
の
概
念
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
如
く
、
知
的
な
る
直
觀
を
謂

は
ば
生
の
中
心
に
お
き
、
そ
れ
と
共
に
實
踐
を
そ
れ
の
周
邊
に
退
け
る
態
度
か
ら
し
て
は
生
れ
て
來
な
い
。

そ
れ
ら
は
た
だ
優
越
な
る
意
味
に
於
て
現
實
的
な
る
、
歴
史
的
な
る
實
踐
の
基
礎
經
驗
の
う
ち
に
の
み
そ

の
具
體
的
な
る
地
盤
を
有
す
る
概
念
で
あ
る
。
今
こ
の
基
礎
經
驗
の
分
析
に
這
入
る
の
を
や
め
て
、
私
は
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こ
こ
に
は
た
だ
ひ
と
つ
の
歴
史
的
事
實
を
注
意
し
て
お
か
う
。
靜
觀
的
な
る
生
（
β
ς
　
θ
ε
ω
ρ
η
τ

ι
κ
ς
）
を
最
高
と
し
た
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
に
と
つ
て
は
凡
て
は
畢
竟
自
然
で
あ
つ
た
。
歴
史
の
概
念
は

ヘ
ブ
ラ
イ
人
、
殊
に
彼
等
の
豫
言
者
た
ち
の
實
踐
的
な
る
生
の
中
か
ら
初
め
て
産
れ
た
の
で
あ
る
。

　
＊
　
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
於
け
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
講
演
、
《La perception du changem

ent

》
は
こ

　
　
の
問
題
の
論
究
に
よ
き
手
懸
を
與
へ
る
。
更
に
、W

. Jam
es, The experience of activity (Essays i

　
　n R

adical Em
piricism

 

Ⅵ.) 

な
る
論
文
參
照
。

　
然
る
に
ひ
と
た
び
生
の
歴
史
性
（G

eschichtlichkeit des Lebens

）
が
明
瞭
に
把
握
さ
れ
る
や
否
や
、

我
々
は
も
は
や
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
如
く
そ
れ
の
理
解
を
直
觀
に
委
ね
て
し
ま
ふ
こ
と
が
出
來
な
い
。
我
々
は

こ
の
と
き
む
し
ろ
デ
ィ
ル
タ
イ
の
如
く
に
語
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
「
人
間
が
何
で
あ
る
か
、
は
た
だ
歴
史

の
み
が
語
る
。
歴
史
的
研
究
を
見
棄
て
る
こ
と
は
人
間
の
認
識
を
斷
念
す
る
こ
と
で
あ
る
＊
。
」
生
が
何

で
あ
る
か
を
、
我
々
は
感
傷
的
な
瞑
想
、
天
才
的
な
、
斷
片
的
な
直
觀
、
若
く
は
心
理
學
的
實
驗
に
よ
つ

て
知
る
の
で
は
な
く
、
却
て
歴
史
を
通
し
て
知
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
諸
生
産
物
の
聯
關
、
更
に
は
そ
れ

の
形
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
歴
史
的
諸
過
程
の
分
析
が
初
め
て
客
觀
的
に
人
間
を
理
解
せ
し
め
る
。
む
し
ろ

生
は
そ
の
存
在
に
於
て
本
質
的
に
歴
史
的
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
の
認
識
は
分
析
的
で
あ
り
得
る
。
ベ
ル

グ
ソ
ン
は
、
「
或
ひ
は
哲
學
が
可
能
で
な
く
し
て
事
物
に
つ
い
て
の
一
切
の
知
識
が
そ
の
も
の
か
ら
引
出
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さ
れ
る
利
益
に
對
し
て
向
け
ら
れ
た
實
際
的
知
識
で
あ
る
か
、
或
ひ
は
哲
學
す
る
こ
と
が
直
觀
の
努
力
に

よ
つ
て
物
そ
の
も
の
の
う
ち
に
身
を
お
く
こ
と
に
成
立
し
て
ゐ
る
か
で
あ
る
」
、
と
主
張
す
る
。
然
し
こ

の
や
う
な alternative 

は
存
在
の
根
源
的
な
る
歴
史
性
に
對
す
る
無
智
の
う
ち
に
於
て
の
み
意
味
を
有
す

る
。
存
在
は
歴
史
的
で
あ
る
か
ら
、
我
々
が
そ
れ
に
つ
い
て
分
析
的
に
、
學
問
的
に
、
體
系
的
に
、
漸
次

に
認
識
を
獲
得
し
て
ゆ
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
そ
の
故
に
哲
學
が
「
學
問
」
で
あ
る

こ
と
を
斷
念
し
て
、
直
觀
に
ひ
た
す
ら
に
身
を
委
せ
る
こ
と
は
無
用
で
も
あ
れ
ば
、
正
當
で
も
な
い
の
で

あ
る
。

　
＊
　W

ilhelm
 D

ilthey, G
esam

m
elte Schriften, 

Ⅳ. B
and, S. 529.

　
　
　
　
　
　
　
四

　
さ
て
ソ
レ
ル
が
「
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
解
體
」
（
〔la de'com

position du m
arxism

e

〕
）
　
　
彼
は
こ

の
表
題
の
も
と
に
書
を
著
し
て
ゐ
る
　
　
に
抗
し
て
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
そ
の
眞
髓
に
於
て
甦
ら
せ
よ
う

と
欲
し
た
と
き
、
彼
は
屡
彼
の
理
論
の
根
據
を
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
求
め
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
故
に
我
々
は
進

ん
で
サ
ン
ヂ
カ
リ
ズ
ム
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
學
と
の
交
渉
に
つ
い
て
論
究
を
試
み
る
で
あ
ら
う
。
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ソ
レ
ル
は
階
級
鬪
爭
に
お
い
て
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
根
柢
を
見
る
。
こ
の
鬪
爭
を
戰
ふ
べ
き
方
法
は
、
直

接
行
動
（l'action directe

）
を
措
い
て
な
い
。
サ
ン
ヂ
カ
リ
ス
ト
は
議
會
、
立
法
等
の
所
謂
合
理
的
な
る

迂
路
を
經
ず
し
て
、
直
ち
に
勞
働
組
合
の
暴
力
（violence

）
の
行
使
に
よ
る
總
同
盟
罷
工
（
〔gre`ve g

e'ne'rale
〕
）
に
訴
へ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
と
き
こ
の
直
接
行
動
の
目
的
と
し
て
如
何
な
る
未
來
の
理
想

社
會
を
も
描
く
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
暴
力
は
革
命
的
變
革
の
運
動
で
あ
る
。
然
る
に

ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
運
動
は
分
ち
得
ぬ
全
體
で
あ
つ
て
、
そ
こ
で
は
出
發
點
も
到
着
點
も
問
題
と
な

る
こ
と
が
出
來
な
い
。
從
て
革
命
的
運
動
が
豫
め
定
め
ら
れ
た
方
向
に
都
合
好
く
進
行
す
る
こ
と
を
期
待

す
る
の
は
無
意
味
で
あ
つ
て
、
む
し
ろ
そ
こ
で
は
凡
て
は
豫
見
し
得
な
い
。
豫
見
す
る
と
は
未
來
の
う
ち

へ
ひ
と
が
過
去
に
於
て
知
つ
た
こ
と
を
投
射
す
る
に
あ
る
。
「
ひ
と
は
未
來
に
つ
い
て
過
去
に
類
似
す
る

と
こ
ろ
の
も
の
或
ひ
は
過
去
の
諸
要
素
に
類
似
な
る
諸
要
素
を
も
つ
て
再
び
組
立
て
得
る
と
こ
ろ
の
も
の

の
外
は
先
見
し
な
い
の
で
あ
る
＊
。
」
そ
の
各
の
瞬
間
が
獨
創
的
な
る
歴
史
の
獨
創
的
な
る
瞬
間
で
あ
る

全
體
的
流
動
的
過
程
に
あ
つ
て
は
あ
ら
ゆ
る
豫
知
が
拒
ま
れ
て
ゐ
る
。
豫
知
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
も
の
が

創
造
さ
れ
る
に
先
立
つ
て
そ
れ
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
自
己
自
身
に
矛
盾
す
る
。
即
ち
革
命
的
運

動
は
理
知
の
分
析
を
容
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
一
の
知
的
勞
作
の
産
物
で
あ
る
、

そ
れ
は
理
論
家
の
作
物
で
あ
る
＊
＊
。
」
理
論
家
は
事
實
を
觀
察
し
、
反
省
し
、
論
議
し
た
後
に
、
現
存
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す
る
社
會
を
そ
れ
と
比
較
し
得
る
模
型
を
作
る
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
想
像
的
な
制
度
で
あ
る
が
、
然
も
そ

れ
に
關
し
て
思
辨
し
得
る
た
め
に
十
分
で
あ
る
や
う
に
現
在
の
社
會
と
の
類
似
を
含
ん
で
ゐ
る
。
こ
れ
に

反
し
て
如
何
な
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
も
係
り
な
き
總
同
盟
罷
工
は
、
ソ
レ
ル
の
語
を
用
ゐ
れ
ば
、
一
の m

yt

he 

で
あ
る
。
ミ
ト
は
「
事
物
の
敍
述
で
な
く
、
却
て
意
志
の
表
現
で
あ
る
。
」
そ
れ
は
一
個
の
社
會
團

體
の
確
信
の
運
動
の
言
葉
を
も
つ
て
の
表
現
で
あ
り
、
從
て
諸
部
分
に
解
體
し
能
は
ぬ
も
の
で
あ
る
。
總

同
盟
罷
工
は
一
の
分
た
れ
ぬ
全
體
と
し
て
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
實
行
の
如
何
な
る
細
目
も
社

會
主
義
の
智
慧
に
と
つ
て
利
益
を
供
し
な
い
、
の
み
な
ら
ず
若
し
ひ
と
が
こ
の
全
體
を
部
分
に
分
解
し
よ

う
と
試
み
る
な
ら
ば
彼
は
こ
の
智
慧
に
於
て
或
る
物
を
失
ふ
危
險
に
あ
る
、
と
云
は
れ
る
こ
と
が
出
來
る
。

「
ミ
ト
は
現
在
の
上
に
働
き
か
け
る
手
段
と
し
て
判
斷
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
の
過
程
の
上
に
そ
れ
を

實
質
的
に
適
用
す
る
仕
方
に
つ
い
て
の
一
切
の
議
論
は
意
味
無
き
こ
と
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
ひ
と
り
ミ

ト
の
全
體
で
あ
る
＊
＊
＊
。
」
「
現
代
の
社
會
に
反
對
し
て
、
社
會
主
義
に
よ
つ
て
開
始
さ
れ
た
戰
鬪
の

種
々
な
る
運
動
に
相
應
す
る
諸
感
情
の
總
體
を
、
一
切
の
反
省
さ
れ
た
分
析
に
先
立
つ
て
、
全
體
と
し
て

そ
し
て
唯
一
の
直
觀
に
よ
つ
て
（
〔en bloc et par la seule intuition, avant toute analyse re'fle'chie

〕
）

喚
び
起
す
こ
と
の
可
能
な
る
と
こ
ろ
の
心
象
の
全
體
に
訴
へ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
サ
ン
ヂ
カ
リ
ス
ト

は
全
社
會
主
義
を
總
同
盟
罷
工
の
劇
の
う
ち
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
こ
の
問
題
を
完
全
に
解
決
す
る
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＊
＊
＊
＊
。
」

　
＊
　
〔H

. B
ergson, L'E'volution cre'atrice, p. 30.

〕

　
＊
＊
　
〔G

. Sorel, R
e'flexion sur la violence, p. 46.

〕

　
＊
＊
＊
　O

p. cit., p. 180.

　
＊
＊
＊
＊
　Ibid., p. 173.

　
ソ
レ
ル
の
思
想
の
う
ち
最
も
特
色
あ
る
も
の
は
こ
の m

ythe social 

の
概
念
で
あ
る
。
彼
は
世
界
歴
史

の
あ
ら
ゆ
る
革
命
的
時
代
に
於
て
、
例
へ
ば
、
原
始
基
督
教
、
宗
教
改
革
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
等
に
あ
つ
て
、

夫
々
ミ
ト
を
見
出
し
得
る
と
信
じ
た
。
こ
れ
ら
の
時
代
に
於
て
如
何
に
人
々
が
革
命
に
對
し
て
つ
ね
に
準

備
さ
れ
て
ゐ
た
か
を
探
究
す
る
と
き
、
我
々
は
彼
等
が
つ
ね
に
、
時
代
に
從
つ
て
各
異
つ
た
形
式
を
有
す

る
社
會
的
ミ
ト
を
頼
み
と
し
て
ゐ
た
こ
と
を
容
易
に
知
り
得
る
。
一
定
の
社
會
團
體
の
意
志
と
確
信
の
表

現
と
し
て
の
ミ
ト
の
認
識
は
歴
史
家
に
と
つ
て
重
要
で
あ
る
。
ソ
レ
ル
は
更
に
云
ふ
、
「
主
知
主
義
の
哲

學
は
ま
こ
と
に
、
歴
史
上
の
大
な
る
諸
運
動
の
説
明
に
對
し
て
、
根
本
的
に
無
力
な
も
の
で
あ
る
＊
。
」

ひ
と
は
ミ
ト
を
、
物
を
そ
の
要
素
に
解
體
す
る
如
く
、
分
析
す
る
こ
と
な
く
、
却
て
こ
れ
を
一
の
歴
史
的

勢
力
と
し
て
全
體
と
し
て
捉
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
「
殊
に
、
行
動
の
前
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
ゐ
た
諸
表

象
（
即
ち
ミ
ト
）
と
成
し
遂
げ
ら
れ
た
諸
事
實
と
を
比
較
す
る
こ
と
を
愼
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
＊
＊
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。
」
ミ
ト
は
革
命
を
全
體
と
し
て
與
へ
る
。
そ
れ
故
に
そ
れ
は
こ
の
革
命
の
運
動
を
、
恰
も
こ
の
も
の
を

構
成
す
る
如
く
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
系
列
的
に
並
べ
ら
れ
た
繼
起
的
な
る
諸
斷
片
に
解
體
す
る
こ
と
を

許
さ
な
い
。
不
可
分
的
で
あ
る
べ
き
運
動
が
諸
部
分
に
分
解
さ
れ
得
る
と
思
惟
す
る
と
こ
ろ
に
、
あ
ら
ゆ

る
改
良
主
義
、
合
理
的
議
會
主
義
等
の
誤
謬
は
横
は
つ
て
ゐ
る
、
と
ソ
レ
ル
は
主
張
す
る
＊
＊
＊
。

　
＊
　O

p. cit., p. 38.

　
＊
＊
　Ibid., p. 33. 
ベ
ル
ト
ラ
ム
は
そ
の
注
目
す
べ
き
著
作
『
ニ
イ
チ
ェ
』
（E. B

ertram
, N

ietzsche.

）

　
　
の
中
で M

ythos 
に
つ
い
て
語
つ
て
ゐ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
歴
史
は
ひ
と
つ
の M

ythologie 

で
あ
る
。

　
　
「
説
話
」
（Legende
）
は
歴
史
的
傳
承
の
最
も
根
源
的
な
る
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
代
と
現
代
、

　
　
聖
者
と
民
衆
、
英
雄
と
農
民
、
豫
言
者
と
後
代
と
を
結
び
つ
け
る
。
歴
史
的
な
る
人
格
は
た
だ
説
話

　
　
の
形
態
に
於
て
の
み
存
續
す
る
。
彼
は
形
象
と
し
て
、
ミ
ュ
ト
ス
と
し
て
の
み
生
き
る
の
で
あ
つ
て
、

　
　
嘗
て
在
り
し
者
の
知
識
及
び
認
識
と
し
て
で
は
な
い
。
如
何
な
る
分
析
的
方
法
も
こ
の
形
象
を
形
造

　
　
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
と
こ
ろ
で
ベ
ル
ト
ラ
ム
の
概
念
と
ソ
レ
ル
の
そ
れ
と
の
間
の
根
本
的
相
違
は
、

　
　
一
が
個
人
の
人
格
の
後
の
歴
史
の
う
ち
に
働
く
力
と
し
て
傳
承
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
形
態
に
關
係
し
て

　
　
ゐ
る
の
に
反
し
て
、
他
は
一
定
の
社
會
團
體
が
現
存
の
歴
史
に
對
し
て
ま
さ
に
革
命
を
實
行
せ
ん
と

　
　
す
る
と
こ
ろ
の
形
態
に
關
係
し
て
ゐ
る
に
あ
る
。
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＊
＊
＊
　
〔La de'com

position du m
arxism

e, p. 59.

〕

　
サ
ン
ヂ
カ
リ
ズ
ム
の
思
想
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
學
と
は
果
し
て
合
致
す
る
で
あ
ら
う
か
。
直
接
的
な
る

運
動
が
理
知
の
分
析
を
容
れ
ぬ
と
す
る
點
に
於
て
、
未
來
の
發
展
が
豫
知
を
許
さ
ぬ
と
す
る
點
に
於
て
、

兩
者
の
間
に
吻
合
點
の
認
め
ら
れ
る
の
は
固
よ
り
で
あ
る
。
我
々
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
社
會
主
義
、
政
黨
主

義
等
を
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
謂
ふ
知
性
に
、
そ
し
て
革
命
的
サ
ン
ヂ
カ
リ
ズ
ム
を
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
直
觀
に
配
し

得
る
や
う
に
見
え
る
。
然
し
な
が
ら
飜
つ
て
考
へ
る
な
ら
ば
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
あ
つ
て
は
直
觀
は
、
知
性

が
つ
ね
に
人
間
の
行
動
と
聯
關
し
て
ゐ
る
の
に
異
つ
て
、
實
踐
と
全
く
係
り
な
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

反
し
て
サ
ン
ヂ
カ
リ
ス
ト
の
直
觀
は
そ
れ
が
行
動
の
動
力
で
あ
る
。
若
し
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
於
て
行
動
の
直

觀
的
な
る
原
理
を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
知
性
に
對
す
る
直
觀
（intuition

）
で
は
な
く
、
却
て
知
性

に
對
す
る
本
能
（instinct

）
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
實
際
、
ソ
レ
ル
は
總
同
盟
罷
工
若
く
は
暴
力
の

ミ
ト
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
間
に
於
け
る
自
然
成
長
的
（
〔spontane'

〕
）
な
も
の
で
あ
り
、
本
能
的
に
悟

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
ゐ
る
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
の
間
の
類
似
を
押
し
て
來
る

と
し
て
も
、
な
ほ
兩
者
の
間
に
は
原
理
的
な
る
差
異
が
存
在
す
る
で
あ
ら
う
。
け
だ
し
ソ
レ
ル
に
あ
つ
て

は
、
「
階
級
鬪
爭
が
一
切
の
社
會
主
義
的
考
察
の
出
發
點
で
あ
る
。
」
暴
力
と
雖
も
そ
れ
が
階
級
鬪
爭
の

な
ま
の
、
明
か
な
る
表
現
で
な
い
限
り
歴
史
的
價
値
を
も
た
な
い
。
階
級
と
は
一
の
歴
史
的
概
念
で
あ
る
。
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然
る
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
あ
つ
て
は
存
在
は
斯
く
の
如
き
客
觀
的
歴
史
的
規
定
に
於
て
考
へ
ら
れ
る
こ
と
な

く
、
客
觀
的
に
考
へ
ら
れ
る
限
り
、
存
在
は
つ
ね
に
生
物
學
的
に
捉
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
所
謂
「
エ
ラ
ン
・

ヴ
ィ
タ
ー
ル
」
に
於
て
は
階
級
、
況
ん
や
階
級
の
對
立
は
基
礎
付
け
ら
る
べ
く
も
な
い
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の

場
合
、
知
性
と
本
能
と
の
對
立
は
矛
盾
な
く
生
の
流
れ
の
中
へ
流
れ
込
む
。
ソ
レ
ル
の
場
合
、
直
觀
と
知

性
と
は
相
矛
盾
す
る
二
つ
の
階
級
の
表
現
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
限
り
に
於
て
の
み
意
味
を
有
す
る
。
階

級
の
絶
對
的
な
る
對
立
を
高
調
す
る
こ
と
に
於
て
ソ
レ
ル
は
最
も
徹
底
的
で
あ
る
。
こ
の
點
に
於
て
サ
ン

ヂ
カ
リ
ズ
ム
は
、
連
續
を
説
く
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
思
想
と
一
致
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
根
本
精
神

に
於
て
調
停
的
で
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
で
あ
る
ジ
ェ
ー
ム
ス
流
の
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
と
最
も
著
し
い
對
立
に

立
つ
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

　
こ
の
相
違
は
更
に
次
の
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
愈
顯
著
と
な
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
於
て
未
來

は
豫
知
し
得
な
い
に
せ
よ
、
し
か
も
一
の
持
續
の
う
ち
に
そ
れ
は
過
去
及
び
現
在
と
相
互
に
連
續
し
て
ゐ

る
。
と
こ
ろ
が
ソ
レ
ル
に
於
て
總
同
盟
罷
工
が
ひ
と
つ
の
眞
に
完
全
な
仕
方
に
於
て
提
供
す
る
も
の
は

「
全
體
的
な
る
異
變
の
繪
」
（le tableau de la catastrophe totale

）
で
あ
る
。
社
會
政
策
主
義
者
や
社

會
改
良
論
者
が
連
續
的
な
る
「
進
歩
」
を
實
現
し
よ
う
と
努
力
す
る
の
と
は
反
對
に
、
サ
ン
ヂ
カ
リ
ス
ト

は
「
資
本
主
義
か
ら
社
會
主
義
へ
の
經
過
を
、
そ
れ
の
過
程
は
敍
述
し
得
ぬ
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
カ
タ
ス
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ト
ロ
フ
と
し
て
理
解
す
る
＊
。
」
過
去
及
び
現
在
、
そ
し
て
未
來
と
の
間
に
は
あ
ら
ゆ
る
連
續
が
拒
ま
れ

て
ゐ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
ソ
レ
ル
の
思
想
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
精
神
に
於
て

キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
が
出
來
ぬ
で
あ
ら
う
。
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
的
社
會
の
誕
生
を

細
心
の
用
意
を
も
つ
て
研
究
し
、
こ
の
研
究
に
大
な
る
重
要
さ
を
お
い
た
。
何
故
な
ら
、
若
し
社
會
主
義

が
勝
利
を
得
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
が
初
代
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
用
ゐ
た
の
と
類
似
し
た
手
續

を
使
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
で
あ
る
、
と
彼
に
は
見
え
た
か
ら
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
と
つ
て
總
同
盟
罷

工
、
社
會
革
命
は
、
今
日
、
復
活
や
神
の
國
の
到
來
が
初
代
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
つ
て
演
じ
た
の
と
同
じ

役
割
を
演
ず
る
。
私
は
實
に
ソ
レ
ル
に
お
い
て
最
後
の
審
判
、
か
の
終
末
觀
（eschatologie

）
の
觀
念
を

見
る
＊
＊
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
會
は
今
や
最
後
の
デ
カ
ダ
ン
ス
に
陷
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
デ
カ
ダ
ン
ス
か
ら
人

類
を
救
ひ
出
す
も
の
は
唯
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
暴
力
の
行
使
に
よ
る
究
極
的
な
る
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
し
か
な
い
。

こ
の
全
體
的
な
る
破
壞
か
ら
生
ず
る
世
界
は
窺
知
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
そ
れ
故
に
革
命
的
階
級
は

「
不
確
實
な
る
も
の
の
た
め
に
働
く
」
の
で
あ
る
＊
＊
＊
。
《O

n travaille pour l'incertain.

》
即
ち
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
の
革
命
的
行
動
は
パ
ス
カ
ル
の
所
謂
「
賭
」
で
あ
る
。
こ
の
賭
に
よ
る
以
外
人
類
の
現
在
の

墮
落
に
對
す
る
救
濟
の
途
は
な
い
。
そ
れ
に
よ
つ
て
の
み
全
く
新
し
い
歴
史
は
始
り
得
る
。
或
る
人
が
サ

ン
ヂ
カ
リ
ズ
ム
を
「
熱
烈
な
る
社
會
的
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
」
（
〔ardent janse'nism

e social

〕
）
と
呼
ん
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だ
の
は
理
由
な
き
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ら
う
＊
＊
＊
＊
。
現
在
社
會
と
將
來
社
會
と
の
間
の
絶
對
的
な
る

距
離
を
力
説
し
、
こ
の
間
の
轉
換
が
た
だ
賭
に
よ
る
意
志
決
定
を
通
じ
て
可
能
で
あ
る
と
見
做
す
點
に
於

て
、
サ
ン
ヂ
カ
リ
ス
ト
は
疑
ひ
も
な
く
パ
ス
カ
リ
ザ
ン
で
あ
る
。
サ
ン
ヂ
カ
リ
ス
ト
に
と
つ
て
は
同
盟
罷

工
が
成
功
す
る
か
否
か
は
問
ふ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
彼
等
は
ユ
ー
ト
ピ
ス
ト
流
の
オ
プ
チ
ミ
ス
ム
を
も
つ

て
却
て
反
動
的
と
見
做
し
て
ゐ
る
。
ひ
と
つ
の
絶
對
的
な
る
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
が
押
し
迫
つ
て
ゐ
る
、
こ
の

感
情
に
於
て
彼
等
は
明
か
に
ペ
シ
ミ
ス
ト
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
ソ
レ
ル
は
ペ
シ
ミ
ス
ム
な
く
し
て
は
こ

の
世
に
於
て
如
何
な
る
崇
高
な
る
も
の
も
成
就
さ
れ
な
い
と
確
信
す
る
。
同
盟
罷
工
が
失
敗
す
る
と
し
て

も
、
そ
れ
に
よ
つ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
が
教
育
さ
れ
、
巨
大
な
る
事
業
に
對
し
て
準
備
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と

が
サ
ン
ヂ
カ
リ
ス
ト
に
と
つ
て
重
要
な
の
で
あ
る
。
異
變
と
救
濟
、
絶
望
と
希
望
、
こ
の
分
た
れ
た
る
感

情
の
間
に
あ
つ
て
、
我
々
が
サ
ン
ヂ
カ
リ
ス
ト
に
於
て
紛
ふ
方
な
く
感
ず
る
も
の
は
高
貴
な
る
も
の
に
對

す
る
情
熱
で
あ
ら
う
。

　
＊
　O

p. cit., p. 217.

　
＊
＊
　
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
共
産
社
會
と
共
に
全
く
新
し
い
歴
史
が
始
る
と
し
、
そ
れ
ま
で
の
從
來
の
一

　
　
切
の
歴
史
を
人
類
の
「
前
史
」
と
見
做
し
、
歴
史
の
こ
れ
ら
二
つ
の
時
代
の
間
に
は
絶
對
的
な
る
分

　
　
離
が
存
在
す
る
と
考
へ
た
。Sorel, O

p. cit., p. 201.
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＊
＊
＊
　
こ
の
言
葉
は
パ
ス
カ
ル
の
心
を
打
つ
た
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
言
葉
で
あ
る
（
〔Pense'es, 

　
　234.

〕
）
。
ソ
レ
ル
は
時
々
パ
ス
カ
ル
の
名
を
掲
げ
て
ゐ
る
。
な
ほ
賭
に
つ
い
て
は
、
拙
著
、
『
パ

　
　
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』
參
照
。

　
＊
＊
＊
＊
　G

eorges G
uy-G

rand, La philosophie syndicaliste, p. 61.

　
高
貴
な
る
も
の
、
崇
高
な
る
も
の
へ
の
感
情
に
於
て
、
私
は
ソ
レ
ル
が
ニ
イ
チ
ェ
に
接
近
す
る
の
を
見

る
。
前
者
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
の
間
の
越
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
溝
渠
を
説
く
と
こ
ろ

に
、
私
は
後
者
の
所
謂
「
距
離
の
情
熱
」
（Pathos der D

istanz

）
を
感
ず
る
。
ニ
イ
チ
ェ
は
『
道
徳
の

系
譜
學
』
（Zur G

enealogie der M
oral

）
な
ど
に
於
て
、
距
離
の
情
熱
か
ら
道
徳
的
價
値
判
斷
の
發
生

を
説
明
し
た
。
我
々
は
ソ
レ
ル
が
「
暴
力
の
道
徳
」
を
語
り
、
「
生
産
者
の
倫
理
」
を
語
る
と
き
、
ま
さ

に
こ
れ
に
類
し
た
も
の
を
發
見
す
る
。
彼
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
を
も
つ
て
デ
カ
ダ
ン
ス
を
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
を

も
つ
て
生
の
原
的
エ
ネ
ル
ジ
ー
を
代
表
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
我
々
は
ニ
イ
チ
ェ
の
俗
人
と
超
人
と
の
關
係

を
見
な
い
で
あ
ら
う
か
。
今
日
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
民
主
主
義
、
平
和
主
義
、
人
道
主
義
等
に
よ
つ
て
馴
ら
さ

れ
、
馬
鹿
に
さ
れ
、
昔
の
エ
ネ
ル
ジ
ー
を
失
つ
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
暴
力
の
み
が
ひ
と
り
こ
の
無
氣
力

に
根
源
的
な
る
生
　
　
ニ
イ
チ
ェ
の blonde B

estie

　
　
の
精
氣
を
與
へ
得
る
。
こ
の
暴
力
の
み
が
ひ
と

り
、
資
本
家
と
し
て
現
在
の
妥
協
的
傾
向
か
ら
脱
せ
し
め
て
、
彼
等
に
彼
等
が
か
つ
て
所
有
し
た
エ
ネ
ル
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ジ
ー
、
鬪
爭
的
性
質
を
賦
與
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
こ
そ
、
ソ
レ
ル
が
ヴ
ィ
コ
の

用
語
に
從
つ
て
用
ゐ
た
言
葉
を
使
へ
ば
、
あ
ま
り
に
老
い
た
現
代
文
明
に
對
し
て
、
一
の
「
更
新
」
（re

nouvellem
ent

）
を
實
現
す
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
怯
懦
」
（
〔la^chete' bourgeoise

〕
）
の
た
め
に
デ
カ
ダ
ン
ス
に
墮
し
た
人
類
の
中
へ
新
し
い
精
氣
を
流
し
込
み
、
世
界
を
更
新
し
得
る
新

し
い
力
で
あ
る
。

　
さ
て
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
「
新
學
派
」
で
あ
る
サ
ン
ヂ
カ
リ
ズ
ム
は
正
統
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
對
し
て
如
何

な
る
關
係
に
あ
る
で
あ
ら
う
か
。
私
は
最
後
に
こ
の
間
題
に
觸
れ
よ
う
。
所
謂
新
學
派
は
マ
ル
ク
ス
の
思

想
に
於
て
階
級
鬪
爭
を
正
面
へ
持
ち
出
し
、
そ
れ
の
う
ち
に
な
ほ
殘
存
す
る
と
見
え
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
全

く
排
除
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
革
命
的
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
生
か
し
得
る
と
信
ず
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
兩

者
の
間
に
は
本
質
的
な
る
對
立
が
存
在
す
る
。
サ
ン
ヂ
カ
リ
ズ
ム
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
根
抵
を
な
す
唯
物

辯
證
法
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
が
そ
の
精
神
に
於
て
如
何
に
觀
念
的
で
あ
る
か
は
、
既
に
上
の
敍
述
に
よ
つ

て
明
瞭
で
あ
つ
て
、
再
び
繰
り
返
す
必
要
が
な
い
で
あ
ら
う
。
ソ
レ
ル
が
唯
物
論
的
に
語
る
と
考
へ
ら
れ

る
と
き
、
彼
は
「
經
濟
史
觀
」
の
範
圍
を
出
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
彼
に
於
て
歴
史
の
運
動
は
辯
證
法
的

で
な
い
。
そ
こ
に
何
等
か
の
法
則
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
ソ
レ
ル
は
ヴ
ィ
コ
の
影
響
の
も
と
に
立
つ
て
ゐ

る
。
ヴ
ィ
コ
は
我
々
に
人
類
が
二
つ
の
條
件
に
從
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
教
へ
た
、
即
ち
先
づ
人
類
は
、
本
能
、
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ヘ
ロ
イ
ズ
ム
、
詩
か
ら
出
發
し
て
、
理
知
、
法
律
、
科
學
へ
向
つ
て
行
く
と
い
ふ
、
規﹅
則﹅
的﹅
な﹅
順﹅
序﹅
を
、

そ
し
て
次
に
こ
の
順
序
の
繰﹅
返﹅
を
有
す
る
。
こ
の
繰
返
を
新
た
に
再
び
始
め
る
と
い
ふ
こ
と
は
反
省
や
知

的
な
る
批
評
の
仕
事
か
ら
出
て
來
る
こ
と
が
出
來
な
い
、
そ
れ
は
、
そ
の
出
發
點
に
本
能
的
な
る
、
熱
情

的
な
る
、
ミ
ト
ロ
ヂ
ッ
ク
な
る
或
る
物
が
あ
る
と
き
に
の
み
生
れ
得
る
。
ソ
レ
ル
は
理
知
的
な
、
合
理
的

な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
そ
の
文
化
に
よ
つ
て
骨
拔
き
に
さ
れ
、
活
動
と
信
仰
と
に
對
す
る
絶
對
の
無
能
力

に
達
し
た
と
き
、
歴
史
を
し
て
再
び
開
始
せ
し
め
る
も
の
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
る
と
考
へ
る
。
か

く
て
彼
は
こ
の
階
級
に
於
け
る
本
能
的
な
る
も
の
、
自
然
成
長
的
な
る
も
の
を
極
端
に
ま
で
尊
重
す
る
。

そ
の
結
果
理
論
と
本
能
、
目
的
意
識
性
と
自
然
成
長
性
と
は
相
對
立
す
る
二
つ
の
階
級
の
間
に
絶
對
的
な

仕
方
に
於
て
分
配
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
單
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
除

去
す
べ
き
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
理
論
を
、
理
論
そ
の
も
の
を
排
斥
す
べ
き
で
あ
る
、

な
ぜ
な
ら
理
論
的
な
る
も
の
は
凡
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
屬
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
し
て

ま
た
サ
ン
ヂ
カ
リ
ス
ト
は
鬪
爭
手
段
と
し
て
も
目
的
意
識
的
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
政
治
的
手

段
を
全
然
退
け
て
、
ひ
と
り
自
然
成
長
的
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
總
同
盟
罷
工
に
訴
ふ
べ
き
で

あ
る
と
す
る
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
「
各
の
階
級
鬪
爭
は
然
し
な
が
ら
一
の
政
治
的
鬪
爭
で
あ
る
＊
。
」

經
濟
的
諸
條
件
は
先
づ
大
衆
を
勞
働
者
に
變
形
し
た
。
資
本
の
支
配
は
こ
の
大
衆
に
向
つ
て
一
の
共
同
の
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状
態
、
共
同
の
諸
利
害
を
創
造
し
た
。
か
く
て
こ
の
大
衆
は
資
本
に
對
し
て
は
既
に
一
の
階
級
で
あ
る
が
、

自
己
自
身
に
と
つ
て
は
な
ほ
未
だ
階
級
で
は
な
い
。
鬪
爭
の
進
展
に
つ
れ
て
こ
の
大
衆
は
結
合
し
、
自
己

自
身
に
と
つ
て
の
階
級
を
構
成
す
る
。
彼
等
が
防
禦
す
る
諸
利
害
は
階
級
の
諸
利
害
と
な
る
。
「
と
こ
ろ

が
階
級
對
階
級
の
鬪
爭
は
一
の
政
治
的
鬪
爭
で
あ
る
」
、
と
マ
ル
ク
ス
は
云
ふ
＊
＊
。
既
に
政
治
的
鬪
爭

で
あ
る
以
上
、
そ
こ
で
は
政
治
的
鬪
爭
手
段
は
避
け
ら
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
大
い
に
重
大
と
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
次
に
、
マ
ル
ク
ス
は
理
論
を
排
す
る
の
で
な
く
て
、
却
て
極
め
て
理
論
を
重
要
視
す
る
。

彼
の
攻
撃
す
る
の
は
現
實
の
根
柢
を
缺
け
る
理
論
で
あ
る
。
彼
は
云
ふ
、
「
共
産
主
義
者
た
ち
の
理
論
的

諸
命
題
は
、
此
れ
ま
た
は
彼
れ
の
世
界
改
良
家
に
よ
つ
て
案
出
さ
れ
若
く
は
發
見
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の

諸
觀
念
の
上
に
、
諸
原
理
の
上
に
基
礎
を
お
く
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
、
現
存
す
る
階
級

鬪
爭
の
、
我
々
の
目
前
で
行
は
れ
つ
つ
あ
る
歴
史
的
運
動
の
、
事
實
上
の
諸
關
係
の
一
般
的
な
る
表
現
で

あ
る
＊
＊
＊
。
」
共
産
主
義
の
理
論
は
勞
働
階
級
の
諸
關
係
の
中
か
ら
言
ふ
ま
で
も
な
く
自
然
成
長
的
に

發
生
し
は
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
理
論
で
あ
る
限
り
、
理
論
と
し
て
の
力
を
現
は
す
べ
き
で
あ
る
限
り
、

目
的
意
識
性
は
そ
れ
の
條
件
で
あ
る
。
レ
ー
ニ
ン
は
、
殊
に
『
何
を
爲
す
べ
き
か
』
（Q

ue faire?

）
の

中
で
、
所
謂
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
そ
の
他
に
反
對
し
て
、
目
的
意
識
性
を
力
説
し
た
。
理
論
に
對
す
る
無
關
心

こ
そ
、
理
論
鬪
爭
の
缺
如
こ
そ
、
實
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
の
發
展
に
對
す
る
妨
害
で
あ
る
。
彼
は
『
ド
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イ
ツ
農
民
戰
爭
』
の
中
か
ら
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
次
の
言
葉
を
引
用
し
て
ゐ
る
＊
＊
＊
＊
。
「
ド
イ
ツ
の
勞
働

者
た
ち
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
の
他
の
國
の
勞
働
者
た
ち
に
ま
さ
つ
て
二
つ
の
重
要
な
る
長
所
を
も
つ
て
ゐ

る
。
第
一
の
も
の
は
、
即
ち
、
彼
等
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
最
も
理
論
的
な
る
民
族
に
屬
す
る
こ
と
、
そ
し
て

彼
等
が
、
ド
イ
ツ
の
教
化
さ
れ
た
諸
階
級
に
よ
つ
て
殆
ど
全
く
失
は
れ
た
、
理
論
の
こ
の
意
識
を
保
存
し

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
理
論
に
先
立
つ
た
ド
イ
ツ
哲
學
な
し
に
は
、
殊
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
學
な
し
に
は
、

ド
イ
ツ
の
科
學
的
社
會
主
義
、
嘗
て
存
在
し
た
唯
一
の
科
學
的
社
會
主
義
、
は
決
し
て
構
成
さ
れ
な
か
つ

た
で
あ
ら
う
。
彼
等
に
は
生
具
な
る
こ
の
理
論
的
意
識
な
し
に
は
、
勞
働
者
た
ち
は
こ
の
科
學
的
社
會
主

義
を
斯
く
の
如
き
點
ま
で
決
し
て
同
化
し
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
云
々
。
」
か
く
し
て
サ
ン
ヂ
カ
リ
ズ
ム

と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
の
對
立
は
我
々
に
と
つ
て
も
は
や
明
瞭
に
な
つ
て
來
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
二
七
・
一
一
）
　
　

　
＊
　D

as kom
m

unistische M
anifest.

　
＊
＊
　
〔M

ise`re de la philosophie, p. 217.
〕

　
＊
＊
＊
　D

as kom
m

unistische M
anifest.

　
＊
＊
＊
＊
　Q

ue faire? p. 25. et suiv.
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ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス

　
　
　
　
　
　
　
一

　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
法
律
哲
學
綱
要
』
の
序
文
の
中
に
我
々
は
次
の
如
く
書
か
れ
て
ゐ
る
の
を
見
出
す
、

「
個
人
に
關
し
て
云
へ
ば
、
も
と
よ
り
各
の
者
は
彼
の
時
代
の
子
で
あ
る
。
哲
學
も
ま
た
さ
う
で
あ
つ
て
、

思
想
に
於
て
把
握
さ
れ
た
そ
れ
の
時
代
で
あ
る
。
何
等
か
の
哲
學
が
そ
れ
の
現
在
の
世
界
を
越
え
て
行
く

と
思
ふ
の
は
、
個
人
が
彼
の
時
代
を
飛
び
越
え
、
ロ
ー
ド
ゥ
ス
を
飛
び
渡
る
と
思
ふ
と
同
じ
く
馬
鹿
な
こ

と
で
あ
る
。
」
も
し
こ
の
言
葉
に
し
て
眞
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
先
づ
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
哲

學
に
對
し
て
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
ま
こ
と
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
學
は
そ
れ
の
屬
す
る
ロ
マ
ン
テ

ィ
ク
の
時
代
、
こ
の
時
代
の
存
在
の
基
本
的
構
造
と
し
て
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
的
基
礎
經
驗
の
最
も
宏
大
な

る
表
現
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
な
ほ
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
を
越
え
て
進
む
こ
と
が
出
來
ず
、
却
て
こ
の
も
の
に

よ
つ
て
根
本
的
に
限
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
基
礎
經
驗
の
構
造
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
構
造
を
規
定
す
る
。
ヘ
ー

ゲ
ル
哲
學
に
於
け
る
最
も
強
力
な
る
も
の
、
そ
の
辯
證
法
的
方
法
と
雖
も
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
的
基
礎
經
驗
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に
よ
つ
て
そ
の
構
造
を
規
定
さ
れ
、
斯
く
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
そ
の
意
義
と
特
質
と
を
獲
得
す
る

と
共
に
ま
た
そ
の
制
限
と
限
界
と
を
も
賦
與
さ
れ
て
ゐ
る
。
け
だ
し
辯
證
法
は
形
式
論
理
學
の
如
き
も
の

で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
へ
る
、
哲
學
は
學
問
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
た
め
に
そ
れ
の

方
法
を
下
級
の
學
問
、
例
へ
ば
數
學
の
如
き
か
ら
借
り
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
か
と
云
つ
て
、
ま
た
内
的
直

觀
の
斷
言
的
な
る
保
證
に
身
を
委
せ
て
も
な
ら
ず
、
更
に
そ
れ
は
外
面
的
な
る
反
省
の
根
據
か
ら
の
論
證
、

即
ち
形
式
論
理
學
を
用
ゐ
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
認
識
の
絶
對
的
な
る
方
法
は
同
時
に
「
内
容
そ
の
も

の
の
内
在
的
な
る
魂
」
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
學
問
的
認
識
の
う
ち
に
運
動
す
る
も
の
は
内
容
の
本
性
で

あ
り
得
る
の
み
で
あ
る
。
「
方
法
と
は
そ
れ
の
内
容
の
内
的
な
る
自
己
運
動
の
形
式
に
つ
い
て
の
意
識
で

あ
る
」
（
〔die M

ethode ist das B
ew

usstsein u:ber die Form
 der inneren Selbstbew

egung ihres Inh

alts

〕
）
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
つ
て
ゐ
る
＊
。
さ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
辯
證
法
的
方
法
は

そ
の
特
性
を
、
彼
の
學
問
的
加
工
に
這
入
つ
て
來
た
存
在
の
特
殊
性
に
よ
つ
て
、
與
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

で
あ
ら
う
。
私
は
こ
の
聯
關
を
い
ま
少
し
嚴
密
に
分
析
し
て
み
よ
う
と
思
ふ
。

　
＊
　H

egel, W
issenschaft der Logik, H

rsg. v. Lasson, Erster Teil, S. 35.

　
私
は
存
在
の
最
も
原
始
的
な
る
構
造
を
一
般
に
基
礎
經
驗
と
名
附
け
て
來
た
。
基
礎
經
驗
は
直
接
に
、

謂
は
ば
裸
の
ま
ま
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
へ
取
り
容
れ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
つ
た
。
兩
者
の
間
に
は
媒
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介
が
あ
る
。
そ
し
て
私
は
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
を
か
か
る
媒
介
と
し
て
指
し
示
し
た
。
し
か
る
に
、
ア
ン

ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
媒
介
を
通
じ
て
基
礎
經
驗
が
そ
の
特
殊
な
構
造
に
於
て
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
つ
て
先
づ
成
立
す
る
も
の
は
、
私
が
「
存
在
の
モ
デ
ル
」
と
呼
ば
う
と
欲
す
る
と
こ

ろ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
も
の
に
於
て
基
礎
經
驗
は
自
己
を
そ
の
特
殊
性
に
從
つ
て
抽
象
せ
し
め
る
。
こ

の
抽
象
の
過
程
は
全
く
自
然
的
に
行
は
れ
る
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
、
各
の
基
礎
經
驗
の
特
殊
性
は
人
間
の
存

在
の
特
殊
な
る
交
渉
の
仕
方
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
て
を
り
、
そ
し
て
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
こ
の
人
間
の

存
在
が
恰
も
そ
の
交
渉
の
仕
方
に
應
じ
て
直
接
に
自
己
の
本
質
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
夫
々
特
殊
な

る
形
態
に
於
て
成
立
し
て
ゐ
る
が
故
に
、
基
礎
經
驗
と
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
と
の
間
に
は
同
質
性
、
む
し

ろ
通
約
性
と
も
見
ら
る
べ
き
も
の
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
存
在
の
モ
デ
ル
は
こ
の
や
う
に
し
て
全
く

自
然
的
な
抽
象
の
過
程
に
よ
つ
て
生
成
す
る
を
も
つ
て
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
、
そ
れ
は
殆
ど
凡
て
の
理

論
家
に
よ
つ
て
そ
の
抽
象
的
本
質
を
洞
察
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
却
て
最
も
具
體
的
な
る
も
の
、
最
も
根
源

的
な
る
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
つ
ね
で
あ
る
。
か
か
る
存
在
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
基
礎
經
驗
の

種
々
な
る
構
成
要
素
が
、
或
ひ
は
人
間
の
存
在
が
、
し
か
も
と
き
に
は
意
識
、
と
き
に
は
身
體
が
、
若
く

は
世
界
の
存
在
が
、
し
か
も
と
き
に
は
人
間
の
世
界
、
と
き
に
は
自
然
の
世
界
が
、
歴
史
に
於
て
自
己
を

抽
象
せ
し
め
て
來
た
。
ひ
と
た
び
こ
の
モ
デ
ル
が
成
立
す
る
や
否
や
、
そ
れ
は
モ
デ
ル
と
し
て
、
存
在
の
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あ
ら
ゆ
る
研
究
に
と
つ
て
指
導
的
な
、
支
配
的
な
位
置
に
立
つ
こ
と
と
な
る
。
一
切
の
存
在
は
こ
の
モ
デ

ル
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
る
か
、
若
く
は
そ
れ
の
形
式
に
從
つ
て
調
節
さ
れ
、
變
容
さ
れ
る
か
、
し
て
初
め

て
理
論
的
構
成
の
う
ち
に
現
實
的
に
は
這
入
つ
て
來
る
こ
と
が
出
來
る
。
存
在
の
う
ち
理
論
家
が
學
問
的

に
最
も
研
究
さ
る
べ
き
根
本
的
な
存
在
と
し
て
眞
面
目
に
問
題
に
す
る
の
は
、
こ
の
モ
デ
ル
の
意
味
を
擔

ふ
存
在
ば
か
り
で
あ
る
。
他
の
種
類
の
存
在
は
彼
等
に
よ
つ
て
、
意
識
的
あ
る
ひ
は
無
意
識
的
に
顧
ら
れ

な
い
か
、
ま
た
は
暴
力
を
も
つ
て
そ
の
モ
デ
ル
の
形
式
の
中
へ
押
込
め
ら
れ
る
か
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

こ
こ
に
我
々
は
ひ
と
つ
の
根
本
原
理
を
把
握
す
る
、
即
ち
存
在
は
先
づ
存
在
を
抽
象
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

理
論
を
抽
象
す
る
。
い
ま
一
定
の
歴
史
的
時
代
に
於
て
特
に
「
意
識
」
が
存
在
の
モ
デ
ル
と
し
て
妥
當
し

て
ゐ
る
と
せ
よ
。
こ
の
と
き
意
識
は
固
よ
り
抽
象
的
な
存
在
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
そ
の
抽
象
的
本
質
に
於

て
認
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
　
　
こ
の
批﹅
判﹅
的﹅
な﹅
る﹅
認
識
は
上
に
述
べ
た
理
由
か
ら
し
て
、
基
礎
經
驗
し
た

が
つ
て
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
變
化
と
發
展
の
み
が
ひ
と
り
よ
く
成
就
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
　
　
、
寧

ろ
こ
の
も
の
こ
そ
最
も
根
源
的
な
る
、
最
も
具
體
的
な
る
存
在
と
し
て
定
立
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
歴
史
的

社
會
的
存
在
は
無
視
さ
れ
、
そ
れ
が
問
題
と
な
る
限
り
に
於
て
は
、
そ
れ
は
そ
れ
が
意
識
に
在
る
限
り
に

於
て
の
み
、
意
識
の
形
式
に
於
て
捉
へ
ら
れ
得
る
限
り
に
於
て
の
み
、
取
扱
は
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
か
ら

さ
ま
に
研
究
の
對
象
と
な
る
の
は
意
識
ば
か
り
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
存
在
と
理
論
と
の
聯
關
は
つ
ね
に
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た
だ
存
在
の
モ
デ
ル
を
通
じ
て
行
は
れ
る
。
從
て
一
定
の
理
論
の
構
造
の
研
究
に
と
つ
て
、
何
が
そ
こ
に

存
在
の
モ
デ
ル
の
役
割
を
演
じ
て
ゐ
る
か
を
發
見
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
重
要
な
こ
と
で
あ
ら
う
。
基
礎

經
驗
や
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
が
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
各
の
歴
史
的
時
代
は
種
々
相
異
る

存
在
の
モ
デ
ル
を
有
し
て
來
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
次
の
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ロ
ゴ
ス
は

そ
の
本
性
上
經
驗
に
對
し
て
優
越
な
る
位
置
に
あ
り
、
こ
れ
を
支
配
し
、
指
導
し
よ
う
と
す
る
。
平
生
我

々
は
我
々
の
既
に
有
す
る
ロ
ゴ
ス
の
見
地
か
ら
し
て
の
み
存
在
と
交
渉
し
、
こ
れ
を
經
驗
す
る
。
私
は
こ

の
や
う
な
經
驗
か
ら
基
礎
經
驗
を
區
別
し
た
。
丁
度
そ
の
や
う
に
、
右
に
敍
述
し
た
が
如
く
に
し
て
存
在

の
モ
デ
ル
が
形
成
さ
れ
る
過
程
か
ら
、
こ
の
も
の
が
形
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
他
の
過
程
が
區
別

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
存
在
の
モ
デ
ル
が
ロ
ゴ
ス
の
見
地
か
ら
形
作
ら
れ
る
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
ロ

ゴ
ス
の
う
ち
最
も
優
越
な
る
も
の
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
學
門
的
認
識
で
あ
ら
う
。
し
か
る
に
學
門
的
認
識

の
中
に
於
て
も
、
或
る
時
代
に
あ
つ
て
は
或
る
特
定
の
種
類
の
認
識
が
、
他
の
時
代
に
あ
つ
て
は
他
の
特

定
の
種
類
の
認
識
が
、
一
切
の
認
識
に
對
す
る
モ
デ
ル
と
し
て
現
は
れ
る
。
そ
れ
の
み
で
な
い
、
こ
の
認

識
の
モ
デ
ル
の
構
造
が
存
在
の
モ
デ
ル
に
ま
で
高
め
ら
れ
、
か
く
し
て
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
こ
の
モ
デ
ル
の

構
造
を
通
じ
て
の
み
理
論
的
構
成
の
中
へ
取
り
容
れ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
へ
ば
、
形
式
論
理
學
ま
た

は
數
學
が
認
識
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
、
一
切
の
認
識
は
こ
の
認
識
の
形
式
に
填
る
限
り
に
於
て
「
學
問
性
」
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を
與
へ
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
認
識
の
構
造
が
存
在
一
般
の
構
造
の
原
型
と
見
做
さ
れ
、
存
在
は

そ
れ
に
於
て
解
明
さ
れ
得
る
限
り
に
於
て
の
み
存
在
と
し
て
、
　
　
現
今
普
通
に
「
認
識
の
對
象
」
と
い

ふ
高
貴
な
る
名
を
も
つ
て
呼
ば
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
存
在
は
ま
さ
に
斯
く
の
如
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら

う
か
、
　
　
理
論
的
考
察
に
値
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
存
在
は
存
在
の
側
か
ら
、
或
ひ
は
、
存

在
は
そ﹅
の﹅
存﹅
在﹅
に﹅
於﹅
て﹅
問
題
と
さ
れ
な
い
。
寧
ろ
こ
の
と
き
存
在
そ
の
も
の
の
無
視
が
實
に
學
問
性
の
名

に
於
て
公
然
と
行
は
れ
る
の
で
あ
る
＊
。
存
在
の
モ
デ
ル
の
抽
象
性
は
、
先
き
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
基

礎
經
驗
そ
の
も
の
に
よ
つ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
が
故
に
、
そ
の
基
礎
經
驗
を
有
す
る
一
定
の
時
代
の

範
圍
内
に
於
て
は
、
現
實
的
意
義
を
失
ふ
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
今
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
具
體

的
な
存
在
は
元
々
か
ら
絶
縁
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
存
在
の
モ
デ
ル
の
抽
象
性
は
た
だ
そ
れ
に
於
て
こ
の
絶

縁
が
完
成
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
て
、
も
し
我
々
の
分
析
に
し
て
正
し

い
な
ら
ば
、
我
々
は
、
何
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
存
在
の
モ
デ
ル
で
あ
つ
た
か
を
見
究
め
る
こ
と
な
し
に
は
、

彼
自
身
、
物
の
自
己
運
動
の
形
式
で
あ
る
と
考
へ
た
と
こ
ろ
の
彼
の
辯
證
法
の
特
質
を
把
握
し
得
な
い
で

あ
ら
う
。
け
だ
し
マ
ル
ク
ス
に
あ
つ
て
も
辯
證
法
は
物
の
自
己
運
動
の
形
式
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
そ

し
て
哲
學
者
の
う
ち
嘗
て
へ
ー
ゲ
ル
ほ
ど
歴
史
的
社
會
的
存
在
に
關
し
て
廣
汎
な
、
透
徹
し
た
研
究
を
爲

し
遂
げ
た
者
は
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
は
彼
の
辯
證
法
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
に
對
立
せ
し
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め
て
ゐ
る
。
「
私
の
辯
證
法
的
方
法
は
、
根
本
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
と
た
だ
に
異
な
る
の
み
な

ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
正
反
對
の
も
の
で
あ
る
」
、
と
マ
ル
ク
ス
は
記
し
、
ま
た
、
「
辯
證
法
は
彼
に
あ
つ

て
は
逆
立
ち
し
て
ゐ
る
」
、
と
も
云
つ
て
ゐ
る
。
等
し
く
客
觀
的
歴
史
的
存
在
を
考
察
し
な
が
ら
、
そ
し

て
時
と
し
て
は
そ
の
考
察
に
於
て
唯
物
論
的
傾
向
を
示
し
な
が
ら
＊
＊
、
何
故
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
辯
證
法
が

觀
念
的
で
あ
つ
た
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
彼
に
於
け
る
存
在
の
モ
デ
ル
を
檢
討
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
具
體
的

に
究
明
さ
れ
る
こ
と
が
出
來
る
。
な
ぜ
な
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
つ
て
存
在
は
存
在
の
モ
デ
ル
を
通
じ
て

初
め
て
現
實
的
に
存
在
と
し
て
在
る
。
辯
證
法
は
單
純
に
、
抽
象
的
に
、
物
の
自
己
運
動
の
形
式
で
あ
る

の
で
な
い
。
存
在
の
モ
デ
ル
に
於
て
限
定
さ
れ
た
存
在
の
運
動
法
則
と
し
て
の
み
、
辯
證
法
は
現
實
的
意

義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
を
追
ふ
に
先
立
つ
て
、
我
々
は
マ
ル
ク
ス
主
義
が

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
學
に
於
け
る
制
限
と
し
て
思
惟
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
吟
味
し
て
お
か
う
。

　
＊
　
拙
稿
、
問
の
構
造
（
「
哲
學
研
究
」
第
百
二
十
四
、
百
二
十
八
號
）
參
照
。

　
＊
＊
　
笠
信
太
郎
氏
譯
、
プ
レ
ハ
ノ
フ
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
論
』
、
參
照
。

「
理
性
的
な
る
も
の
は
現
實
的
で
あ
る
、
そ
し
て
現
實
的
な
る
も
の
は
理
性
的
で
あ
る
」
（
〔W

as vern

u:nftig ist, das ist w
irklich ; und w

as w
irklich ist, das ist vernu:nftig.

〕
）
、
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
有
名

な
る
命
題
で
あ
る
。
彼
は
云
ふ
、
「
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
把
握
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
哲
學
の
課
題
で
あ
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る
、
な
ぜ
な
ら
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
理
性
で
あ
る
か
ら
。
」
然
し
な
が
ら
現
實
性
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思

想
に
從
へ
ば
、
與
へ
ら
れ
た
事
實
に
あ
ら
ゆ
る
状
況
の
も
と
に
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
あ
つ
て
屬
す
る
と
こ
ろ

の
屬
性
で
な
い
。
ロ
ー
マ
共
和
國
は
現
實
的
で
あ
つ
た
、
け
れ
ど
そ
れ
を
推
し
除
け
る
ロ
ー
マ
帝
國
も
ま

た
現
實
的
で
あ
つ
た
。
フ
ラ
ン
ス
王
政
は
千
七
百
八
十
九
年
に
於
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
れ
に
就
て
は
絶
え

ず
感
激
を
も
つ
て
語
つ
た
大
革
命
に
よ
つ
て
、
絶
滅
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
や
う
に
、
非
現
實
的
と
な

り
、
か
く
て
一
切
の
必
然
性
を
奪
は
れ
、
非
理
性
的
と
な
つ
た
。
そ
れ
故
に
こ
の
と
き
王
政
は
非
現
實
的

な
る
も
の
で
あ
り
、
革
命
は
現
實
的
な
る
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
や
う
に
發
展
の
過
程
に
於
て
凡
て
以
前

に
現
實
的
な
る
も
の
は
非
現
實
的
と
な
り
、
そ
の
必
然
性
、
存
在
の
權
利
、
そ
の
合
理
性
を
失
ふ
、
そ
し

て
滅
び
つ
つ
あ
る
現
實
的
な
る
も
の
の
代
り
に
ひ
と
つ
の
新
し
い
、
生
存
の
能
力
あ
る
現
實
が
現
は
れ
る

の
で
あ
る
。
各
の
歴
史
的
状
態
は
、
そ
れ
が
そ
の
起
源
を
負
ふ
と
こ
ろ
の
時
代
と
そ
の
條
件
に
と
つ
て
は

必
然
的
で
あ
る
、
然
し
な
が
ら
そ
の
も
の
自
身
の
懷
の
中
か
ら
發
展
す
る
と
こ
ろ
の
一
層
新
し
い
、
一
層

高
い
條
件
に
對
し
て
は
そ
れ
は
力
無
き
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
一
層
高
い
段
階
に
場
所
を
讓
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
、
そ
し
て
こ
の
も
の
も
ま
た
そ
れ
自
身
次
に
は
崩
壞
と
滅
亡
の
列
に
つ
ら
な
る
の
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル

ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
か
の
有
名
な
る
命
題
を
實
に
斯
く
の
如
く
に
解
し
て
云
つ
て
ゐ
る
、
「
こ
の
や
う
に
し

て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
命
題
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
辯
證
法
そ
の
も
の
に
よ
つ
て
そ
れ
の
反
對
へ
と
囘
轉
す
る
。
人
間
歴
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史
の
領
域
に
於
て
現
實
的
な
る
一
切
の
も
の
は
、
時
と
共
に
非
理
性
的
と
な
る
、
そ
れ
故
に
既
に
そ
れ
の

規
定
に
於
て
非
理
性
的
で
あ
り
、
元
々
か
ら
非
合
理
性
（
〔U

nvernu:nftigkeit

〕
）
を
負
は
さ
れ
て
ゐ

る
。
」
「
一
切
の
現
實
的
な
る
も
の
の
合
理
性
に
關
す
る
命
題
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
惟
方
法
の
あ
ら
ゆ
る

規
則
に
從
つ
て
、
他
の
命
題
に
自
己
を
解
消
す
る
、
即
ち
、
存
立
す
る
凡
て
の
も
の
は
、
沒
落
す
る
に
値

す
る
＊
。
」
そ
し
て
ま
さ
し
く
そ
こ
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
眞
の
意
義
、
そ
れ
の
「
革
命
的

性
質
」
（
〔der revolutiona:re C

harakter

〕
）
は
横
は
つ
て
ゐ
る
と
考
へ
た
。
そ
れ
は
人
間
的
思
惟
及

び
行
爲
の
一
切
の
結
果
の
究
極
性
を
打
ち
碎
く
。
哲
學
に
於
て
認
識
さ
る
べ
き
眞
理
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ

つ
て
は
も
は
や
、
ひ
と
た
び
發
見
さ
れ
て
、
た
だ
暗
誦
的
に
學
ば
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
と
こ
ろ
の
、
出
來

上
つ
た
ド
グ
マ
の
蒐
集
で
は
な
い
。
眞
理
は
認
識
そ
の
も
の
の
過
程
の
う
ち
に
、
認
識
の
低
次
の
階
梯
か

ら
絶
え
ず
高
次
の
階
梯
へ
と
昇
り
ゆ
く
學
問
の
歴
史
的
發
展
の
う
ち
に
横
は
つ
て
ゐ
る
。
し
か
る
に
こ
の

發
展
は
所
謂
絶
對
的
眞
理
の
發
見
に
よ
つ
て
、
そ
こ
で
は
更
に
前
進
す
る
こ
と
の
不
可
能
で
あ
る
が
如
き

點
に
決
し
て
到
達
す
る
こ
と
が
な
い
。
實
踐
的
活
動
の
領
域
に
於
て
も
同
樣
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
歴

史
は
人
類
の
完
全
な
理
想
状
態
、
完
全
な
社
會
、
完
全
な
「
國
家
」
に
於
て
一
の
完
成
し
た
終
結
を
見
出

す
こ
と
が
な
い
。
辯
證
法
的
哲
學
は
最
後
妥
當
的
な
る
も
の
、
究
極
的
な
る
も
の
、
絶
對
的
な
る
も
の
に

關
す
る
一
切
の
表
象
を
解
消
す
る
。
我
々
は
こ
の
こ
と
を
形
式
的
に
は
次
の
や
う
に
表
現
し
得
る
で
あ
ら
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う
。
辯
證
法
に
あ
つ
て
は
、
正
は
反
を
樹
て
、
兩
者
の
矛
盾
は
合
に
於
て
統
一
さ
れ
る
、
け
れ
ど
綜
合
が

成
立
す
る
や
否
や
、
そ
れ
は
そ
れ
自
身
ま
た
ひ
と
つ
の
（
高
次
の
）
正
と
し
て
現
は
れ
、
そ
し
て
そ
れ
の

反
對
者
を
自
己
に
對
立
せ
し
め
る
、
こ
の
矛
盾
は
再
び
ひ
と
つ
の
（
高
次
の
）
合
に
於
て
綜
合
さ
れ
は
す

る
け
れ
ど
も
、
こ
の
綜
合
は
そ
れ
自
身
や
が
て
矛
盾
に
陷
る
べ
き
綜
合
で
あ
る
。
か
く
し
て
辯
證
法
は
、

方
法
と
し
て
、
形
式
的
に
は
、
限
無
き
發
展
の
過
程
を
意
味
す
る
の
み
で
あ
つ
て
、
自
己
の
う
ち
に
終﹅
結﹅

ま
た
は
完
了
の
必
然
性
を
含
ま
な
い
。
歴
史
に
於
け
る
各
の
形
態
は
そ
の
實
現
に
於
て
自
己
を
同
時
に
み

づ
か
ら
解
消
し
、
そ
れ
自
身
の
否
定
を
そ
れ
の
結
果
と
し
て
も
つ
、
そ
し
て
こ
の
や
う
に
し
て
一
層
高
い

形
態
へ
と
轉
化
す
る
。
か
か
る
終
結
な
き
、
完
了
す
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
轉
化
の
必
然
性
の
う
ち
に
辯
證
法

の
革
命
的
意
義
は
存
在
す
る
。
尤
も
辯
證
法
は
ま
た
ひ
と
つ
の
保
守
的
な
方
面
を
も
た
ぬ
で
は
な
い
。
そ

れ
は
一
定
の
認
識
並
び
に
社
會
の
段
階
の
そ
れ
の
時
代
及
び
状
態
に
對
す
る
權
利
を
承
認
す
る
、
し
か
し

ま
た
た
だ
そ
の
限
り
に
於
て
承
認
す
る
の
み
で
あ
る
。
「
こ
の
見
方
の
保
守
主
義
は
相
對
的
で
あ
る
、
そ

れ
の
革
命
的
性
質
は
絶
對
的
で
あ
る
　
　
そ
れ
が
妥
當
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
唯
一
つ
絶
對
的
な
る
も
の
で

あ
る
。
」
然
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
方﹅
法﹅
の
こ
の
必
然
的
な
歸
結
を
明
ら
さ
ま
に
は
斯
く
の
如
き
鋭
さ
を

も
つ
て
導
か
な
か
つ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
從
ふ
な
ら
ば
、
ひ
と
つ
の
單
純
な
理
由
か
ら
で

あ
る
。
即
ち
彼
は
一
の
體﹅
系﹅
を
作
る
べ
く
迫
ら
れ
、
そ
し
て
哲
學
の
體
系
は
在
來
の
要
求
に
よ
れ
ば
何
等
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か
の
種
類
の
絶
對
的
眞
理
を
も
つ
て
閉
ぢ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
方

法
に
從
つ
て
永
遠
の
眞
理
が
歴
史
的
過
程
そ
の
も
の
以
外
の
何
物
で
も
な
い
こ
と
を
高
調
し
な
が
ら
、
彼

の
體
系
に
於
て
は
何
處
か
で
終
局
に
達
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
が
故
に
、
恰
も
そ
の
故
に
彼
自
身
は
こ
の

過
程
に
終
結
を
與
へ
る
や
う
に
餘
儀
な
く
さ
れ
た
、
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
考
へ
る
。
か
く
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は

彼
の
哲
學
に
於
て
歴
史
に
於
け
る
哲
學
的
認
識
の
全
發
展
は
完
了
し
、
そ
れ
の
一
切
の
矛
盾
は
完
全
に
、

最
後
究
極
的
に
止
揚
さ
れ
盡
し
た
と
な
し
た
。
歴
史
の
終
局
は
人
類
が
絶
對
的
理
念
の
認
識
に
到
る
に
あ

る
、
と
こ
ろ
で
彼
は
こ
の
認
識
が
ま
さ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
學
に
於
て
到
達
さ
れ
た
も
の
の
如
く
言
明
す
る
。

彼
は
斯
く
の
如
く
彼
の
體
系
の
全
體
の
ド
グ
マ
を
絶
對
的
眞
理
と
し
て
宣
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
彼
の
辯

證
法
的
な
る
、
一
切
の
ド
グ
マ
的
な
る
も
の
を
解
消
す
る
方
法
と
矛
盾
に
陷
る
こ
と
と
な
る
。
何
故
な
ら
、

辯
證
法
に
從
へ
ば
、
彼
の
哲
學
が
從
來
の
哲
學
の
歴
史
的
發
展
に
於
け
る
凡
て
の
矛
盾
の
綜
合
と
し
て
結

果
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
成
立
す
る
や
否
や
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
必
ず
そ
れ
の
ア
ン

テ
ィ
テ
ー
ゼ
を
豫
想
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
的
實
踐
に
關
し
て
も
同
じ
こ
と
が
語
ら
れ
得
る
。

絶
對
的
理
念
の
社
會
的
客
觀
的
な
る
表
現
形
態
は
國
家
に
於
て
そ
の
發
展
を
完
成
す
る
、
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ

ル
は
か
か
る
完
成
の
實
現
を
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
三
世
の
國
家
に
於
て
現
實
的
に
見
た
。

し
か
る
に
辯
證
法
に
よ
れ
ば
、
こ
の
國
家
と
雖
も
人
間
社
會
の
低
き
よ
り
高
き
へ
昇
る
限
な
き
發
展
過
程
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に
於
け
る
一
の
單
な
る
段
階
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
斯
く
の
如
く
見
る
こ
と
に
よ
つ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は

自
己
自
身
に
矛
盾
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

　
＊
　Engels, Ludw

ig Feuerbach und der A
usgang der klassischen Philosophie, S. 17.

　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
錯
誤
は
何
に
由
來
す
る
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
説
明
し
た
如
く
、

體
系
に
對
す
る
彼
の
欲
望
が
彼
の
方
法
を
制
限
し
た
の
に
基
く
の
で
あ
ら
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
辯
證
法

の
革
命
的
性
質
は
體
系
の
保
守
的
傾
向
に
よ
つ
て
窒
息
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
事
柄
は
そ
の
や

う
に
形
式
的
で
は
な
い
。
け
だ
し
體
系
と
方
法
と
の
分
離
こ
そ
ま
さ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
つ
と
め
て
反
對
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
に
あ
つ
て
は
成
果
は
そ
れ
の
生
成
の
道
か
ら
別
た
れ
る
こ
と
が
出
來
ぬ
、
結
果
の
敍

述
（D

arstellung

）
は
同
時
に
そ
れ
の
生
産
過
程
（H

erstellung

）
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
れ
故

に
、
若
し
彼
の
體
系
に
し
て
保
守
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
の
方
法
そ
の
も
の
も
ま
た
既
に
何
等
か
の
保
守

的
性
質
を
擔
つ
て
ゐ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
實
際
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
は
そ
の
通
り
で
あ
る
や
う
に

見
え
る
。
彼
の
辯
證
法
は
定
立
、
否
定
、
綜
合
の
單
に
無
限
な
る
進
行
で
は
な
い
。
彼
は
こ
の
や
う
な
、

ひ
と
む
き
な
る
、
ひ
た
す
ら
に
前
進
す
る
の
み
な
る
無
限
を
、
惡
し
き
無
限
と
し
て
、
つ
ね
に
輕
蔑
し
て

ゐ
る
。
完
全
な
の
は
圓
運
動
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
よ
り
出
て
自
己
に
還
る
運
動
の
過
程
で

あ
る
べ
き
で
あ
る
。
辯
證
法
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
つ
て
は
、
絶
對
的
理
念
が A

n sich 

か
ら 

〔Fu:r sich

〕
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と
な
り
、
〔A

n und fu:r sich

〕 

に
到
る
過
程
で
あ
り
、
こ
の
全
體
の
道
は
、
理
念
が
自
己
の
そ
も
そ

も
最
初
に
立
つ
て
ゐ
る
點
に
復
歸
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
自
己
の
根
源
へ
の
歸
還
以
外
の
他
の
も
の

で
は
な
い
。
簡
單
に
云
へ
ば
、
そ
れ
は
理
念
の
自
覺
も
し
く
は
自
己
認
識
の
過
程
で
あ
る
。
か
か
る
辯
證

法
は
、
そ
の
本
性
上
、
終
結
的
で
あ
り
、
自
己
完
結
的
で
あ
り
得
る
で
あ
ら
う
。
我
々
は
そ
こ
に
於
て
ま

さ
に
、
觀
念
的
辯
證
法
が
唯
物
辯
證
法
に
對
し
て
有
す
る
保
守
的
性
質
を
紛
ふ
べ
く
も
な
く
認
識
し
得
る

で
あ
ら
う
。
辯
證
法
が
一
般
に
、
方
法
と
し
て
、
い
つ
で
も
革
命
的
性
質
を
帶
び
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。

内
容
か
ら
離
さ
れ
た
辯
證
法
の
所
謂
「
論
理
」
は
究
極
は
單
に
ひ
と
つ
の
空
虚
な
概
念
に
過
ぎ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
ひ
と
は
辯
證
法
の
概
念
の
も
と
に
つ
ね
に
存﹅
在﹅
論﹅
的﹅
な﹅
る﹅
も﹅
の﹅
（das O

ntologische

）
　
　
デ

ィ
ル
タ
イ
の
用
語
を
恐
れ
ず
に
用
ゐ
る
な
ら
ば
、
「
生
の
範
疇
」
（die K

ategorien des Lebens

）
の
體

系
　
　
を
理
解
す
べ
き
で
あ
つ
て
、
單
に
論
理
的
な
る
も
の
、
あ
る
ひ
は
單
に
認
識
論
的
な
る
も
の
を
理

解
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
＊
。
革
命
的
な
の
は
ひ
と
り
唯
物
辯
證
法
の
み
で
あ
る
。
　
　
つ
い
で
な

が
ら
、
唯
物
辯
證
法
を
も
つ
て
一
の
不
可
能
な
る
概
念
と
見
做
す
と
こ
ろ
の
思
想
は
、
二
つ
の
、
私
の
信

ず
る
限
り
、
間
違
つ
た
前
提
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
。
第
一
に
、
そ
れ
は
辯
證
法
の
眞
理
内
容
を
單
に
論
理

に
求
め
、
第
二
に
、
そ
れ
は
「
存
在
論
的
な
る
も
の
」
と
「
存
在
的
な
る
も
の
」
（das O

ntische

）
と

を
區
別
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
そ
し
て
唯
物
論
は
、
少
く
と
も
現
實
的
な
る
唯
物
論
は
、
ひ
と
つ
の
存
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在
論
で
あ
る
。
ま
た
辯
證
法
に
於
て
論
理
的
な
る
も
の
と
然
ら
ざ
る
も
の
と
を
篩
ひ
分
け
よ
う
と
す
る
試

み
も
、
單
に
辯
證
法
を
破
壞
す
る
ば
か
り
で
あ
つ
て
、
畢
竟
無
駄
な
努
力
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
具
體
的
な

る
生
に
於
て
は
ς
と
は
分
離
し
難
き
も
の
で
あ
る
、
生
は
根
源
的
に ontologisch 

で
あ
る
。
こ
の
認
識

は
、
最
も
偉
大
な
る
ア
リ
ス
ト
テ
リ
カ
ー
で
あ
り
、
ま
た
最
も
優
越
な
る
意
味
に
於
け
る
「
生
の
哲
學
者
」

で
あ
つ
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
の
で
あ
つ
た
。
　
　
革
命
的
な
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
辯
證
法
の
把
握
に
と
つ

て
必
要
で
あ
る
限
り
、
私
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
辯
證
法
の
特
性
を
闡
明
し
よ
う
。
こ
の
と
き
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け

る
存
在
の
モ
デ
ル
、
進
ん
で
は
基
礎
經
驗
そ
の
も
の
の
分
析
が
行
は
る
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
我

々
に
と
つ
て
も
は
や
明
瞭
で
あ
る
と
信
ず
る
。

　
＊
　
デ
ィ
ル
タ
イ
が
如
何
な
る
意
味
で
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
で
あ
つ
た
か
を
、
私
は
私
の
論
文
『
デ
ィ
ル

　
　
タ
イ
の
解
釋
學
』
（
近
代
社
刊
、
「
哲
學
講
座
」
、
第
十
五
）
の
中
で
明
か
に
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
二

　
成
熟
し
た
形
態
に
於
け
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
基
礎
經
驗
の
ひ
と
つ
の
著
し
い
性
格
は
、
そ
れ
が
汎﹅
神﹅
論﹅

的﹅
な
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
も
こ
の
汎
神
論
は
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
へ
ば
ス
ピ
ノ
ザ
に
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於
け
る
汎
神
論
と
は
異
つ
て
、
發﹅
展﹅
史﹅
的﹅
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
特
色
と
す
る
。
し
か
る
に
汎
神
論
は
宗
教

的
體
驗
の
う
ち
で
も
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
へ
ば
人
格
神
論
的
な
る
宗
教
が
實
踐
を
重
ん
ず

る
の
と
違
つ
て
、
つ
ね
に
觀﹅
想﹅
的﹅
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
本
質
と
し
て
ゐ
る
。
觀
想
的
、
發
展
史
的
、
汎
神

論
的
、
は
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
代
表
者
が
共
通
に
擔
ふ
と
こ
ろ
の
性
格
で
あ
つ
た
。
ゲ
ー
テ
と
ヘ
ー
ゲ
ル

と
は
彼
等
の
各
の
領
域
に
於
て
「
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
の
ツ
ォ
イ
ス
」
で
あ
つ
た
が
、
等
し
く
こ
れ
ら
の
性
格

を
代
表
し
て
ゐ
る
。

　
汎
神
論
的
體
驗
は
有
限
な
る
も
の
の
う
ち
に
於
け
る
無
限
な
る
も
の
の
存
在
の
直
觀
、
神
と
世
界
と
の

統
一
の
直
觀
で
あ
る
。
汎
神
論
の
立
場
に
於
て
は
、
神
と
世
界
、
永
遠
に
普
遍
的
な
る
も
の
と
特
殊
的
な

る
も
の
、
空
間
的
並
び
に
時
間
的
に
限
定
さ
れ
た
る
も
の
は
、
世
界
全
體
ま
た
は
宇
宙
の
二
つ
の
方
面
で

あ
る
。
し
か
も
こ
の
と
き
存
在
の
實
在
性
若
く
は
實
在
性
の
量
は
そ
の
存
在
に
屬
す
る
價
値
若
く
は
價
値

の
量
か
ら
分
た
れ
な
い
、
世
界
の
諸
規
定
に
於
て
そ
れ
の
實
在
性
と
價
値
と
は
合
致
す
る
。
し
か
る
に
若

し
神
的
な
る
も
の
が
全
く
有
限
な
る
諸
現
象
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
た
全

く
こ
れ
ら
諸
現
象
に
於
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
出
來
る
。
世
界
の
認
識
が
即
ち
神
の
認
識
で
あ
る
。
汎
神

論
は
か
く
て
此
岸
性
（D

iesseitigkeit

）
の
思
想
に
つ
ら
な
る
。
そ
こ
に
於
て
そ
れ
は
こ
の
世
に
於
け
る

大
い
な
る
諸
客
觀
態
（
〔O

bjektivita:ten

〕
）
、
す
な
は
ち
歴
史
的
社
會
的
諸
生
産
物
へ
の
轉
向
を
導
く
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の
で
あ
る
。
汎
神
論
的
觀
念
論
は
「
客
觀
的
觀
念
論
」
（O

bjektiver ldealism
us

）
で
あ
る
。
こ
の
や
う

に
し
て
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
が
カ
ン
ト
の
心
情
の
倫
理
學
か
ら
文
化
財
の
内
容
的
價
値
倫
理
學
へ

轉
じ
た
が
如
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
の
規
範
的
歴
史
哲
學
ま
た
は
當
爲
の
社
會
哲
學
か
ら
一
切
の
歴
史

的
な
る
、
社
會
的
な
る
客
觀
態
の
最
も
包
括
的
な
る
考
察
へ
移
つ
た
。
現
實
的
な
る
も
の
、
客
觀
的
な
る

も
の
に
對
す
る
情
熱
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
決
し
て
缺
け
て
ゐ
な
か
つ
た
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
我
々
は

そ
れ
が
彼
に
於
て
他
の
如
何
な
る
哲
學
者
に
於
て
よ
り
も
烈
し
く
燃
え
て
ゐ
た
の
を
感
ず
る
。
彼
の
フ
ァ

ウ
ス
ト
的
な
る
欲
望
、
百
科
全
書
的
な
る
知
識
は
、
世
界
の
全
體
に
於
て
絶
對
的
な
る
も
の
は
自
己
を
顯

現
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
汎
神
論
的
經
驗
の
う
ち
に
お
の
づ
か
ら
意
味
付
け
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
汎
神
論
に
と
つ
て
は
宇
宙
を
超
越
し
て
、
こ
の
現
象
世
界
の
彼
岸
に
、
何
物
も
存
在
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
ぬ
か
ら
、
宇
宙
の
理
解
は
ま
さ
に
宇
宙
そ
の
も
の
か
ら
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
超
越
的
な
る
諸
表
象
は

除
外
さ
れ
て
、
世
界
は
世
界
そ
の
も
の
か
ら
解
釋
さ
れ
る
の
外
な
い
。
存
在
の
こ
の
や
う
な
内
在
的
な
解

釋
は
存﹅
在﹅
の﹅
自﹅
己﹅
解﹅
釋﹅
と
し
て
初
め
て
充
全
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。
し
か
る
に
汎
神

論
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
つ
て
は
發
展
史
的
で
あ
る
、
神
的
な
る
本
質
は
一
度
に
そ
し
て
究
極
的
に
世
界
の
う

ち
に
自
己
を
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
却
て
段
階
的
に
、
歴
史
を
通
じ
て
、
歴
史
に
於
て
、
自
己
を
實
現

す
る
。
そ
れ
故
に
彼
に
あ
つ
て
は
存
在
の
自
己
解
釋
は
ま
た
歴
史
的
に
、
發
展
的
に
行
は
れ
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。
辯
證
法
は
恰
も
斯
く
の
如
き
發
展
史
的
な
る
存
在
の
自
己
解
釋
の
過
程
で
あ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
然
し
な
が
ら
、
客
觀
的
な
る
も
の
の
中
に
沒
入
し
、
現
實
的
な
る
も
の
の
う
ち
に
沈
潛
し
よ
う
と
す
る

ヘ
ー
ゲ
ル
の
衝
動
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
汎
神
論
的
前
提
の
故
に
、
制
限
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
汎

神
論
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
ひ
と
つ
の
宗
教
的
態
度
で
あ
る
。
宗
教
的
態
度
は
い
つ
で
も
意﹅
識﹅
と
最
も
密
接

に
繋
り
合
つ
て
ゐ
る
。
け
だ
し
意
識
の
存
在
ま
た
は
精
神
生
活
は
、
人
間
の
歴
史
に
於
て
、
彼
の
宗
教
的

な
る
交
渉
に
於
て
初
め
て
、
そ
の
實
在
性
と
獨
立
性
と
に
於
て
、
發
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

人
間
の
宗
教
的
交
渉
の
仕
方
か
ら
離
れ
て
は
そ
の
根
源
的
な
る
意
味
を
奪
は
れ
る
と
共
に
、
こ
の
交
渉
の

仕
方
に
あ
つ
て
は
最
も
根
源
的
な
る
も
の
、
最
も
現
實
的
な
る
も
の
の
意
味
を
失
ふ
こ
と
が
な
い
。
か
く

て
宗
教
的
な
る
基
礎
經
驗
の
關
係
す
る
限
り
、
そ
こ
で
存
在
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
つ
ね
に

た
だ
意
識
ま
た
は
精
神
で
あ
り
得
る
の
み
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
成
長
の
歴
史
に
於
て
神
學
か
ら
哲

學
へ
來
た
。
彼
に
あ
つ
て
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
神
學
的
研
究
に
於
て
、
彼
が
歴
史
的
生
の
諸
形
態
に
適
用

し
た
と
こ
ろ
の
、
特
異
な
方
法
が
發
展
し
た
、
と
考
へ
ら
れ
る
＊
。
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
意
識
が
存
在

の
モ
デ
ル
で
あ
つ
た
の
は
固
よ
り
で
あ
る
。
「
私
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
凡
て
は
、
眞
な
る
も
の
を
實
體

（Substanz

）
と
し
て
で
な
く
、
却
て
恰
も
ま
さ
に
主
體
（Subjekt

）
と
し
て
把
握
し
そ
し
て
表
現
す
る
、

こ
と
に
か
か
つ
て
ゐ
る
」
、
と
彼
は
云
ふ
＊
＊
。
こ
の
注
目
す
べ
き
言
葉
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
實
體
に
對
し
て
、
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シ
ェ
リ
ン
グ
の
絶
對
者
に
對
し
て
語
ら
れ
る
。
眞
な
る
も
の
は
自
然
と
し
て
で
は
な
く
て
　
　
ス
ピ
ノ
ザ

の
根
本
命
題
は
「
神
即
自
然
」
（D

eus sive natura

）
で
あ
つ
た
、
　
　
精
神
と
し
て
把
握
さ
れ
、
表
現

さ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
シ
ェ
リ
ン
グ
に
於
て
の
如
く
知
的
直
觀
を
も
つ
て
諦
觀
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
無
差
別
同
一
の
絶
對
者
で
は
な
く
て
、
思
惟
を
も
つ
て
認
識
さ
れ
、
思
惟
の
諸
規
定
に
於
て
自
己
を
敍

述
す
る
と
こ
ろ
の
特
殊
な
る
構
造
を
有
す
る
精
神
で
あ
る
。
精
神
の
こ
の
固
有
な
る
構
造
は
一
般
に
差
別

と
運
動
と
に
あ
る
と
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
既
に
κ
ρ
※
ν
ε
ι
ν
と
κ
ι
ν

ε
※
ν
と
を
も
つ
て
ψ
υ
χ
※
の
根
本
規
定
と
見
做
し
て
ゐ
る
＊
＊
＊
。
　
　
差
別
と
運
動
と
に
於
て
あ

る
精
神
の
構
造
的
聯
關
が
畢
竟
辯
證
法
で
あ
る
。
精
神
の
辯
證
法
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
や

シ
ェ
リ
ン
グ
に
於
て
さ
う
で
あ
る
や
う
に
、
要
す
る
に
精
神
の
自
覺
の
過
程
に
外
な
ら
な
い
。
自
體
に
於

け
る
精
神
は
自
己
を
必
然
的
に
否
定
し
、
否
定
は
更
に
必
然
的
に
否
定
さ
れ
る
。
否
定
に
於
て
自
己
を
外

化
し
た
精
神
が
、
否
定
の
否
定
に
於
て
再
び
自
己
を
取
り
戻
す
過
程
が
自
覺
で
あ
る
。
精
神
は
否
定
を
媒

介
と
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
自
己
認
識
に
到
達
し
得
な
い
、
否
定
は
そ
れ
自
身
積
極
的
な
も
の
で
あ
る
。

肯
定
、
否
定
、
否
定
の
否
定
（
肯
定
）
に
於
て
運
動
す
る
辯
證
法
は
、
精
神
が
自
己
よ
り
出
て
自
己
に
還

り
ゆ
く
過
程
で
あ
る
。
辯
證
法
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
つ
て
は
、
自
覺
の
辯
證
法
で
あ
つ
た
が
故
に
、
必
然

的
に
自
己
完
了
的
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
精
神
を
存
在
の
モ
デ
ル
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
客
觀
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的
觀
念
論
は
宇
宙
の
説
明
に
精
神
の
聯
關
を
そ
の
基
礎
に
お
か
う
と
企
て
る
。
客
觀
的
觀
念
論
の
課
題
は
、

今
や
、
外
的
な
る
現
實
の
う
ち
に
精
神
的
な
る
聯
關
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
に
於
て
は
自
覺
の
辯
證
法
、
を

指
し
示
し
、
こ
の
も
の
に
よ
つ
て
こ
の
現
實
の
意
味
を
理
解
し
得
る
も
の
と
な
さ
う
と
試
み
る
こ
と
に
あ

る
。
か
く
し
て
、
一
切
の
歴
史
に
於
て
、
そ
れ
の
最
高
點
は
精
神
の
發
展
し
て
ゆ
く
自
己
認
識
で
あ
る
、

と
い
ふ
こ
と
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
を
用
ゐ
れ
ば
、
「
世
界
歴
史
は
自
由
の
意
識
に

於
け
る
進
歩
で
あ
る
」
こ
と
が
、
そ
の
必
然
性
に
於
て
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
精
神
の
構
造
的

聯
關
は
一
切
の
歴
史
的
客
觀
的
過
程
に
對
す
る
シ
ェ
マ
を
含
ん
で
ゐ
る
。
し
か
る
に
こ
の
聯
關
は
ヘ
ー
ゲ

ル
で
は
論
理
學
に
外
な
ら
ぬ
か
ら
、
論
理
學
が
彼
に
於
て
は
歴
史
の
最
も
優
越
な
る
意
味
に
於
け
る
シ
ェ

マ
若
く
は
オ
ル
ガ
ノ
ン
で
あ
つ
た
。
「
自
己
み
づ
か
ら
に
來
り
そ
し
て
た
だ
自
己
の
う
ち
に
在
る
と
こ
ろ

の
思
惟
の
靜
か
な
る
場
所
に
於
て
、
諸
民
族
及
び
諸
個
人
の
生
を
動
か
す
と
こ
ろ
の
諸
關
心
は
默
し
て
ゐ

る
。
」
外
的
現
實
の
う
ち
に
精
神
的
聯
關
を
解
明
し
そ
し
て
こ
の
も
の
に
よ
つ
て
こ
の
現
實
の
意
味
を
解

釋
す
る
と
い
ふ
課
題
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
最
近
の
形
態
で
あ
る
と
こ
ろ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
學
が
或
る

程
度
ま
で
企
て
た
や
う
に
、
分
析
的
に
遂
行
さ
れ
る
こ
と
も
出
來
る
。
然
し
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
に
於

て
こ
の
こ
と
は
、
ま
さ
に
彼
の
哲
學
の
汎
神
論
的
前
提
の
故
に
、
不
可
能
で
あ
つ
た
。
汎
神
論
は
か
の
課

題
が
綜
合
的
に
實
現
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
汎
神
論
そ
の
も
の
が
包
括
的
、
普
遍
的
、
綜
合
的
で
あ
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る
こ
と
を
本
質
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
か
の
課
題
が
世
界
全
體
に
於
て
自
體
に
於
て
は
到
る
と
こ

ろ
解
決
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
前
提
す
る
。
意
識
の
モ
デ
ル
の
斯
く
の
如
き
、
謂
は
ば
宇
宙
的
な
る
使
用
は

如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
可
能
性
を
與
へ
る
も
の
は
カ
ン
ト
の
所
謂
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
轉
𢌞

で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
轉
𢌞
に
汎
神
論
的
意
味
を
負
は
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
か
の

課
題
は
初
め
て
綜
合
的
に
解
決
さ
れ
て
、
宇
宙
の
一
切
の
内
容
は
餘
す
と
こ
ろ
な
く
そ
れ
み
づ
か
ら
に
於

て
精
神
的
聯
關
を
現
は
す
こ
と
と
な
る
。
精
神
は
存
在
の
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
か
ら
進
ん
で
存
在
そ
の
も

の
と
な
る
、
宇
宙
は
精
神
の
自
己
發
展
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
論
理
學
は
存
在
の
認
識
の
シ
ェ
マ
も
し
く

は
オ
ル
ガ
ノ
ン
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、
宇
宙
そ
の
も
の
が
却
て
大
い
な
る
論
理
學
と
な
る
。
即
ち
、
汎

論
理
主
義
（Panlogism

us

）
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
固
有
な
る
意
味
に
於
け
る
論
理
學
は
理
念

の
そ
れ
自
身
論
理
的
な
る
發
展
に
於
け
る
一
つ
の
段
階
、
即
ち
即
自
に
於
け
る
理
念
と
な
り
、
こ
れ
に
對

し
て
は
對
自
に
於
け
る
理
念
と
し
て
の
自
然
哲
學
、
そ
し
て
即
自
對
自
に
於
け
る
理
念
と
し
て
の
精
神
の

哲
學
が
存
在
す
る
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
轉
𢌞
が
汎
神
論
的
意
味
を
負
ふ
た
め
に
は
、
宇
宙
の
體
系
は
精
神

の
流
出
的
（em

anatistisch

）
體
系
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
於
て
論
理
學
は
ま
た
流
出
的

論
理
學
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
＊
＊
＊
＊
。
最
も
特
異
な
る
形
態
に
於
け
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
で
あ
る
と
こ

ろ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
學
に
於
て
、
辯
證
法
は
流
出
的
性
質
を
具
へ
て
ゐ
る
。
流
出
性
は
然
し
な
が
ら
辯
證
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法
の
凡
て
の
本
質
に
屬
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
唯
物
辯
證
法
は
流
出
性
に
つ
い
て
は
何
事
も
知

ら
う
と
欲
し
な
い
。
流
出
性
は
觀
念
的
辯
證
法
に
と
つ
て
、
そ
の
汎
神
論
的
前
提
の
故
に
、
そ
れ
の
契
機

で
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
や
う
な
流
出
的
體
系
に
於
て
は
一
切
は
構
成
的
で
あ
つ
て
分
析
的
で
あ

り
得
な
い
か
ら
、
現
實
の
事
實
に
對
す
る
無
視
の
行
は
れ
る
の
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ら
う
。

　
＊
　W

. D
ilthey, D

ie Jugendgeschichte H
egels. 

參
照
。
な
ほ
簡
單
に
は
、
ク
ー
ノ
・
フ
ィ
ッ
シ
ァ

　
　
ー
の
近
世
哲
學
史
の
中
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
に
つ
い
て
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
批
評
（B

eilage zur D
eutsc

　
　hen Literaturzeitung 1900. N
r. 1.

）
を
看
よ
。

　
＊
＊
　
〔Pha:nom

enologie des G
eistes, V

orrede.

〕

　
＊
＊
＊
　A

ristoteles, D
e anim

a 
Γ9.

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
書
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
學
』

　
　
と
を
比
較
す
る
こ
と
は
有
益
な
こ
と
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。

　
＊
＊
＊
＊
　
流
出
的
論
理
學
に
つ
い
て
は
、E. Lask, Fichtes Idealism

us und die G
eschichte.

參
照
。

　
　
「
眞
な
る
も
の
は
全
體
で
あ
る
」
（D

as W
ahre ist das G

anze

）
と
い
ふ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
語
が
、
そ
の
意

味
を
殘
り
な
く
盡
し
得
る
地
盤
は
明
か
に
汎
神
論
の
地
盤
で
あ
ら
う
。
け
だ
し
汎
神
論
に
と
つ
て
は
つ
ね

に
宇
宙
が
、
世
界
全
體
が
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
汎
神
論
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
發
展
史
的

で
あ
る
が
故
に
、
そ
し
て
ま
た
直
觀
の
も
の
で
な
い
が
故
に
、
全
體
は
た
だ
「
彼
の
發
展
に
よ
つ
て
自
己
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を
完
成
し
つ
つ
あ
る
本
質
」
で
あ
り
得
る
ば
か
り
で
あ
る
。
絶
對
的
な
る
も
の
は
直
接
的
な
る
も
の
で
な

く
て
、
却
て
本
質
的
に
結
果
で
あ
り
、
終
末
に
於
て
初
め
て
そ
れ
が
眞
實
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る

も
の
で
あ
る
。
眞
な
る
も
の
は
發﹅
展﹅
の
過
程
を
通
じ
て
自
己
を
實
現
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

汎
神
論
が
何
よ
り
も
全﹅
體﹅
に
重
心
を
お
く
限
り
、
こ
の
過
程
は
終﹅
末﹅
に
達
し
て
完
了
す
る
こ
と
が
要
求
さ

れ
る
。
宇
宙
は
自
己
完
了
的
な
る
發
展
の
全
體
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
簡
單
に
言
へ
ば
、
宇
宙
は
體﹅
系﹅
と

し
て
把
握
さ
れ
、
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
眞
な
る
も
の
は
た
だ
體
系
と
し
て
現
實
的
で
あ
る
」
（D

as W
ahre ist nur als System

 w
irklich

）
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
つ
て
ゐ
る
。
體
系
の
要
求
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル

に
あ
つ
て
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
考
へ
た
如
く
現
實
的
な
意
味
を
も
ち
得
ぬ
も
の
で
あ
つ
た
の
で
は
な
く
て
、

却
て
彼
の
發
展
史
的
汎
神
論
の
上
に
具
體
的
な
地
盤
を
も
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　
發
展
が
絶
え
ず
自
己
完
了
的
全
體
を
目
差
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
辯
證
法
は
ま
た
特
殊
な
構
造
を
も
た
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
一
般
に
辯
證
法
は
正
、
反
、
合
の
三
つ
の
契
機
を
具
へ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
う
ち

正
と
反
と
は
矛
盾
で
あ
り
、
合
は
こ
の
矛
盾
の
綜
合
で
あ
る
か
ら
、
辯
證
法
に
は
矛
盾
と
綜
合
と
の
二
つ

の
方
面
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
出
來
る
。
矛
盾
は
辯
證
法
的
運
動
に
於
て
特
に
過
程
的
な
る
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
綜
合
は
、
よ
し
や
暫
定
的
と
考
へ
ら
れ
る
に
せ
よ
、
完
了
的
な
る
も
の
の
性
質
を

お
の
づ
か
ら
帶
び
て
ゐ
る
。
從
て
體
系
が
現
實
的
に
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
辯
證
法
に
於
て
、
矛
盾
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に
で
は
な
く
却
て
綜﹅
合﹅
に
重
き
が
お
か
れ
る
の
は
自
然
の
勢
ひ
で
あ
ら
う
。
實
際
ヘ
ー
ゲ
ル
の
辯
證
法
に

あ
つ
て
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ま
た
次
の
こ
と
と
關
係
す
る
。
汎
神
論
で
は
存
在
の

諸
規
定
と
價
値
の
諸
規
定
と
が
合
致
す
る
。
從
て
そ
こ
で
は
存
在
の
高
ま
り
ゆ
く
規
定
に
於
て
同
時
に
價

値
的
に
否
定
的
な
る
も
の
、
矛
盾
的
な
る
も
の
が
次
第
に
肯
定
と
調
和
と
に
昇
つ
て
ゆ
き
、
か
く
て
遂
に

は
宇
宙
に
於
け
る
神
の
、
絶
對
的
價
値
の
支
配
が
隈
な
く
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
神
の
攝
理
が
到
る

と
こ
ろ
現
實
に
實
現
さ
れ
て
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
理
解
す
る
の
が
汎
神
論
の
大
い
な
る
關
心
で
あ
る
。
宇

宙
は
矛
盾
と
鬪
爭
と
を
經
つ
つ
も
究
極
は
調
和
と
和
解
と
に
於
て
あ
り
、
世
界
に
於
け
る
否
定
的
な
も
の
、

反
價
値
的
な
も
の
も
神
の
普
遍
的
現
在
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
を
闡
明
す
る
こ
と
は
、

そ
れ
の
關
心
す
べ
き
目
的
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
歴
史
哲
學
的
考
察
が
ひ
と
つ

の
「
神
義
論
」
（Theodizee : R

echtfertigung G
ottes

）
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
世
界
に

於
け
る
禍
を
概
念
的
に
把
握
し
、
思
惟
す
る
精
神
と
惡
と
を
和
解
せ
し
め
、
か
く
て
思
惟
を
も
つ
て
こ
の

世
の
罪
を
贖
ふ
べ
き
、
ひ
と
つ
の
”
〔verso:hnende Erkenntnis

〕
“
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
罪
を
贖
ふ

と
こ
ろ
の
、
和
解
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
認
識
は
、
何
處
に
於
て
も
世
界
歴
史
に
於
て
ほ
ど
甚
し
く
要
求
さ

れ
は
し
な
い
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
信
じ
た
。
「
こ
の
和
解
は
た
だ
、
そ
れ
の
う
ち
で
は
か
の
否
定
的
な
る
も

の
が
ひ
と
つ
の
從
屬
的
な
る
も
の
、
征
服
さ
れ
た
も
の
に
ま
で
消
え
失
せ
る
と
こ
ろ
の
肯
定
的
な
る
も
の
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の
認
識
に
よ
つ
て
、
一
部
分
は
、
眞
理
に
於
て
あ
る
も
の
が
世
界
の
究
極
目
的
で
あ
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
の
、

一
部
分
は
、
こ
の
目
的
が
世
界
の
う
ち
に
實
現
さ
れ
て
あ
り
、
そ
し
て
惡
は
そ
れ
と
は
究
極
は
競
ひ
得
な

か
つ
た
と
い
ふ
と
こ
ろ
の
意
識
に
よ
つ
て
、
到
達
さ
れ
る
こ
と
が
出
來
る
＊
。
」
そ
の
た
め
に
は
、
ヘ
ー

ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
單
に
攝
理
に
對
す
る
信
仰
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
つ
て
、
ν
ο
ς
に
對
す
る
信
仰
が
必

要
で
あ
る
。
理
性
は
そ
の
「
思
辨
的
」
本
質
の
故
に
、
否
定
的
な
る
も
の
を
肯
定
的
な
る
も
の
へ
の
必
然

的
關
係
に
於
て
思
惟
す
る
。
然
し
な
が
ら
理
性
の
辯
證
法
的
思
惟
が
ひ
と
つ
の 

〔verso:hnende Erkennt

nis

〕 

で
あ
り
得
る
た
め
に
は
、
辯
證
法
は
そ
れ
自
身
特
殊
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
そ

の
た
め
に
は
、
辯
證
法
の
構
造
に
於
け
る
か
の
二
つ
の
方
面
の
う
ち
特
に
綜﹅
合﹅
に
重
心
が
落
ち
て
來
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
辯
證
法
が
自
己
完
了
的
傾
向
を
示
し
て
ゐ
る
の
は
、
一
部
分
は
こ
こ
か
ら

も
由
來
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
つ
て
は
世
界
歴
史
は
漸
次
に
高
ま
り
ゆ
く
調

和
の
過
程
で
あ
り
、
そ
れ
は
恰
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
最
高
點
に
達
し
た
も
の
の
如
く
見
做
さ
れ
る
。
彼
の

哲
學
に
於
て
過
去
の
歴
史
の
一
切
の
矛
盾
は
綜
合
さ
れ
、
聖
化
さ
れ
て
、
理
念
は
絶
對
的
認
識
に
到
る
。

こ
れ
に
反
し
て
マ
ル
ク
ス
に
於
て
は
如
何
で
あ
つ
た
か
。
彼
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
從
來
の
社
會
の
歴
史

は
階
級
鬪
爭
の
歴
史
で
あ
る
。
抑
壓
者
と
被
抑
壓
者
と
は
互
ひ
に
絶
え
ざ
る
對
立
に
立
ち
、
間
斷
な
き
、

或
る
と
き
は
隱
れ
た
る
、
他
の
と
き
は
明
ら
さ
ま
な
る
戰
を
戰
つ
た
、
こ
の
鬪
爭
た
る
、
つ
ね
に
全
社
會
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の
革
命
的
な
變
革
も
し
く
は
相
戰
ふ
階
級
の
共
通
の
沒
落
を
も
つ
て
終
つ
た
の
で
あ
る
。
階
級
の
間
の
對

立
、
矛
盾
乃
至
鬪
爭
は
、
現
代
に
於
て
調
和
に
到
達
し
な
い
の
み
か
、
ま
さ
に
凡
て
の
歴
史
的
時
代
よ
り

も
普
遍
的
と
な
り
、
全
面
的
と
な
り
、
激
烈
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
見
方
を
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義

に
於
て
、
そ
の
辯
證
法
が
い
つ
で
も
矛﹅
盾﹅
の
方
面
に
重
き
を
お
く
の
は
當
然
で
あ
ら
う
。
辯
證
法
は
、
そ

れ
が
辯
證
法
で
あ
る
限
り
、
必
然
的
に
矛
盾
と
綜
合
と
を
自
己
の
う
ち
に
含
ん
で
ゐ
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ

ル
の
觀
念
的
辯
證
法
で
は
特
に
綜
合
に
、
こ
れ
に
反
し
て
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
辯
證
法
で
は
特
に
矛
盾
に
、

お
の
づ
か
ら
そ
の
構
造
の
重
心
が
定
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
著
し
い
對
立
は
、
如
何
に
兩
者
が
現﹅
代﹅
を
把

握
し
た
か
、
と
い
ふ
こ
と
に
於
て
最
も
顯
は
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
屬
す
る
現
代
を
綜
合
の
完
成
し

た
時
代
と
見
做
し
、
マ
ル
ク
ス
は
現
代
を
も
つ
て
矛
盾
の
完
成
し
た
時
代
で
あ
る
と
考
へ
た
。
現
代
の
意

識
は
し
か
る
に
、
過
去
の
歴
史
が
如
何
に
把
握
さ
れ
る
か
、
と
い
ふ
こ
と
に
對
す
る
根
源
で
あ
る
。
二
人

の
思
想
家
の
全
史
觀
の
對
立
は
辯
證
法
の
構
造
に
於
け
る
對
立
に
於
て
明
瞭
に
窺
は
れ
る
こ
と
が
出
來
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
こ
と
は
恰
も
次
の
こ
と
と
聯
關
す
る
。

　
＊
　
〔V

orlesungen u:ber die Philosophie der G
eschichte, R

eclam
-A

usgabe, S. 49 u. 50.

〕

　
現
在
と
い
ふ
時
の
契
機
は
そ
れ
が
過
程
的
で
あ
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
。
今
は
刻
々
に
過
ぎ
去
つ
て
と

ど
ま
る
こ
と
が
な
い
。
我
々
は
現
在
を
直
接
に
認
識
に
も
た
ら
す
べ
き
手
段
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
現
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在
は
た
だ
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
出
來
る
。
し
か
る
に
我
々
は
現
在
の
認

識
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
過
去
と
未
來
と
を
考
へ
得
る
で
あ
ら
う
。
現
在
は
過
去
を
契
機
と
し
て
媒
介

さ
れ
る
と
き
、
即
ち
囘
顧
的
に
把
握
さ
れ
る
と
き
、
如
何
に
あ
ら
う
か
。
こ
の
場
合
現
在
は
過
去
の
延
長

と
し
て
若
く
は
過
去
の
結
果
乃
至
は
終
結
と
し
て
現
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
即
ち
こ
の
と
き
現
在
は
そ
れ
自

身
過
去
に
屬
し
、
少
く
と
も
過
程
と
し
て
あ
る
こ
と
を
や
め
る
。
か
く
て
は
現
在
の
本
質
は
把
握
さ
れ
る

こ
と
が
出
來
ぬ
、
な
ぜ
な
ら
現
在
の
本
質
は
ま
さ
に
そ
れ
が
過
程
で
あ
る
と
こ
ろ
に
横
は
つ
て
ゐ
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
現
在
が
未
來
を
契
機
と
し
て
媒
介
さ
れ
る
と
き
、
即
ち
囘
顧
的
に
で
な
く
寧

ろ
展
望
的
に
把
握
さ
れ
る
と
き
に
は
、
如
何
に
あ
る
か
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
こ
の
場
合
に
は
現
在
は
未
來

へ
の
傾
向
と
し
て
、
手
續
と
し
て
、
即
ち
一
般
に
未
來
へ
の
過
程
と
し
て
現
は
れ
る
。
か
く
し
て
現
在
は

そ
の
現﹅
在﹅
性﹅
に
於
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
け
だ
し
現
在
性
は
恰
も
過
程
性
を
意
味
す
る
が
故
で
あ

る
。
現
在
は
過
去
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
で
な
く
、
却
て
未
來
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
初

め
て
、
本
質
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
出
來
る
。
し
か
る
に
人
間
の
生
活
態
度
に
於
て
、
觀
想
的
（kont

em
plativ

）
な
る
そ
れ
は
主
と
し
て
過
去
へ
の
關
係
を
含
み
、
從
て
囘
顧
的
で
あ
り
、
實
踐
的
（praktisc

h

）
な
る
そ
れ
は
主
と
し
て
未
來
へ
の
傾
向
を
含
み
、
從
て
展
望
的
で
あ
る
、
と
云
は
れ
得
る
。
そ
れ
故

に
現
在
を
そ
の
現
在
性
に
於
て
捉
へ
得
る
も
の
は
、
觀
想
で
な
く
て
却
て
實
踐
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
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學
的
態
度
は
根
本
的
に
觀
想
的
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
彼
の
哲
學
の
前
提
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
の
汎
神

論
と
根
源
に
於
て
つ
な
が
つ
て
ゐ
る
、
汎
神
論
的
態
度
は
本
質
的
に
觀
想
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー

ゲ
ル
の
哲
學
が
如
何
に
觀
想
的
で
あ
り
、
囘
顧
的
で
あ
つ
た
か
は
、
彼
が
哲
學
そ
の
も
の
の
本
質
に
つ
い

て
述
べ
た
と
こ
ろ
に
最
も
雄
辯
に
語
ら
れ
て
ゐ
る
。
哲
學
そ
の
も
の
は
彼
の
全
體
系
に
於
て
最
高
の
段
階

に
あ
り
、
そ
れ
を
冠
す
る
榮
位
に
据
ゑ
ら
れ
て
ゐ
る
。
各
の
歴
史
的
哲
學
は
各
の
歴
史
的
時
代
の
時
代
精

神
の
概
念
的
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
も
の
の
政
治
、
法
律
、
藝
術
、
宗
教
な
ど
に
於
け
る
樣
々
の
表

現
の
う
ち
最
も
優
越
な
る
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
高
の
華
で
あ
る
。
精
神
の
全
體
の
姿
の
概
念
、
全
體

の
状
態
の
意
識
ま
た
は
精
神
的
本
質
で
あ
る
。
多
姿
多
態
な
る
相
に
分
化
し
た
全
體
は
、
哲
學
の
う
ち
に
、

恰
も
一
の
單
一
な
る
焦
點
に
お
い
て
の
如
く
、
反
映
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
哲
學
は
そ
の
時
代
と
全
然
同
一

で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
が
隨
つ
て
來
る
。
哲
學
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
そ
れ
の
時
代
の
實
體
的
な

る
も
の
の
知
識
」
（das W

issen des Substantiellen ihrer Zeit

）
で
あ
る
。
し
か
る
に
一
定
の
時
代
精

神
の
自
己
認
識
と
し
て
、
哲
學
は
、
こ
の
時
代
精
神
が
そ
れ
の
外
的
な
る
發
展
に
於
て
既
に
謂
は
ば
「
そ

の
多
面
性
の
全
體
の
富
を
顯
現
し
そ
し
て
展
開
し
」
終
つ
た
段
階
に
到
つ
た
と
き
初
め
て
、
こ
の
時
代
精

神
が
そ
れ
の
生
命
に
於
て
外
に
向
つ
て
は
既
に
謂
は
ば
自
己
を
汲
み
盡
し
た
段
階
に
達
し
た
と
き
初
め
て
、

可
能
で
あ
る
。
そ
の
と
き
初
め
て
、
こ
の
時
代
精
神
の
外
的
な
る
道
行
を
ひ
と
つ
の
哲
學
的
體
系
に
於
て
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表
現
に
持
ち
來
さ
う
と
い
ふ
欲
望
が
現
は
れ
て
來
る
の
で
あ
る
。
一
の
民
族
が
彼
の
具
體
的
な
生
活
か
ら

一
般
に
離
れ
出
て
、
そ
し
て
そ
の
民
族
が
彼
の
沒
落
に
近
づ
い
た
場
合
、
そ
の
と
き
初
め
て
哲
學
さ
れ
る
、

と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
へ
る
。
「
哲
學
は
實
在
的
な
る
世
界
の
沒
落
と
共
に
始
ま
る
、
そ
れ
が
そ
れ
の
諸
抽
象

性
を
も
つ
て
、
灰
色
を
灰
色
で
描
き
な
が
ら
、
現
は
れ
る
と
き
、
青
年
の
、
生
命
性
の
新
鮮
さ
は
既
に
過

ぎ
去
つ
て
ゐ
る
。
」
彼
は
ま
た
記
し
て
ゐ
る
、
「
哲
學
が
そ
の
灰
色
を
灰
色
で
描
く
と
き
、
生
の
姿
は
老

人
と
な
つ
て
ゐ
る
、
そ
し
て
灰
色
を
灰
色
で
も
つ
て
し
て
は
そ
の
姿
は
自
己
を
若
返
ら
し
め
る
の
で
な
く
、

却
て
た
だ
認
識
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
ミ
ネ
ル
　ヷ
の
梟
は
侵
ひ
來
る
薄
暮
と
共
に
初
め
て
そ
の
飛
翔
を
始

め
る
＊
。
」
哲
學
的
認
識
は
一
定
の
時
代
が
成
熟
し
終
つ
て
、
そ
の
外
的
な
る
騷
擾
の
全
體
が
過
ぎ
去
つ

て
し
ま
つ
た
後
、
こ
れ
を
囘
顧
し
觀
照
す
る
立
場
に
あ
る
者
に
と
つ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
ヘ

ー
ゲ
ル
は
斯
く
の
如
き
立
場
に
あ
る
者
で
あ
つ
た
。
彼
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
時
代
の
結
實
期
に
於
て
哲
學
し

た
。
こ
こ
に
私
の
引
用
し
た
美
し
い
言
葉
は
な
に
よ
り
も
觀
想
的
な
る
彼
の
哲
學
の
本
質
を
語
つ
て
ゐ
る
。

彼
の
體
系
は
觀
想
的
に
構
造
づ
け
ら
れ
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
基
礎
經
驗
の
最
も
雄
大
な
る
表
現
で
あ
る
。

こ
の
や
う
に
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
學
が
彼
み
づ
か
ら
に
よ
つ
て
過
去
の
歴
史
に
於
け
る
哲
學
的
發
展
の

綜
合
と
し
て
、
結
果
と
し
て
、
終
結
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
は
當
然
で
あ
ら
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
偉
大
な
る

先
驅
者
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ま
た
、
そ
れ
自
身
觀
想
を
本
質
と
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し
た
と
こ
ろ
の
ギ
リ
シ
ア
的
世
界
の
、
外
的
に
は
沒
落
の
、
思
想
的
に
は
完
成
の
、
時
期
に
立
つ
て
ゐ
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
と
類
似
し
た
彼
の
立
場
は
彼
を
し
て
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
と
類
似
し
た
哲
學
を
構
成
せ
し
め
た
と
思

は
れ
る
。
如
何
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
彼
自
身
の
時
代
を
考
へ
た
か
と
尋
ね
る
と
き
、
我
々
は
彼
が
政
治

的
及
び
美
的
領
域
に
あ
つ
て
は
發
展
は
本
質
に
於
て
終
結
し
て
ゐ
る
と
見
做
し
た
の
を
疑
ふ
こ
と
が
出
來

な
い
。
彼
は
『
ポ
リ
テ
ィ
カ
』
の
中
で
ま
さ
に
云
つ
て
ゐ
る
、
若
し
そ
れ
ら
の
制
度
が
よ
い
も
の
で
あ
つ

た
な
ら
ば
、
多
く
の
時
、
多
く
の
年
に
於
て
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
知
ら
れ
ず
に
隱
さ
れ
て
ゐ
た
筈
が
な
い

と
い
ふ
こ
と
を
我
々
は
記
憶
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
凡
て
の
も
の
は
殆
ど
發
見
さ
れ
て
ゐ
る
、
そ
れ
ら
の
も
の

を
ひ
と
は
綜
合
し
な
い
か
若
く
は
ひ
と
は
知
り
な
が
ら
利
用
し
な
い
か
で
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
＊
＊
。
理

論
的
領
域
に
あ
つ
て
も
同
樣
で
あ
る
。
彼
以
前
の
歴
史
的
發
展
に
於
て
既
に
見
出
さ
れ
て
、
彼
の
前
に
材

料
と
し
て
横
は
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
諸
の
思
想
は
、
ひ
と
つ
の
終
結
的
な
る
認
識
を
導
く
た
め
に
は
既
に

十
分
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
れ
ら
の
思
想
を
彼
の
哲
學
に
對
せ
し
め
て
單
純
に
虚
僞
と
し
て
斥

け
る
の
で
な
い
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
固
よ
り
眞
理
で
あ
る
、
し
か
し
い
づ
れ
も
部
分
的
、
從
て
抽
象
的
眞

理
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
の
も
の
に
於
け
る
こ
の
眞
理
の
契
機
を
綜
合
的
に
、
統
一
的
に
把
握
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
、
一
の
全
體
的
な
る
、
具
體
的
な
る
眞
理
を
完
結
せ
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
彼
の

哲
學
は
こ
の
課
題
の
解
決
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
彼
の
體
系
を
も
つ
て
學
問
の
發
展
が
包
括
的
に
、
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大
仕
掛
に
終
結
し
、
研
究
の
最
高
頂
が
到
達
さ
れ
て
ゐ
る
、
と
考
へ
た
。
然
し
な
が
ら
哲
學
の
歴
史
は
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
も
つ
て
結
ば
れ
な
か
つ
た
や
う
に
、
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
終
り
は
し
な
い
。
二
人
の

思
想
家
は
「
現
代
」
を
た
だ
單
に
過
去
の
結﹅
果﹅
と
し
て
理
解
す
る
の
み
で
あ
つ
て
、
そ
れ
を
同
時
に
未
來

へ
の
過﹅
程﹅
と
し
て
把
握
し
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
兩
者
の
代
表
す
る
基
礎
經
驗
が
共
に
觀
想
を
本
質

と
し
た
と
い
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
必
然
的
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
發
展
を
根
本
概
念
と
す
る
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
的
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
哲
學
に
と
つ
て
觀
想
的
性
質
は
そ
れ
の
最
も
重
大
な
る
制
限
で
あ
り
、
恰

も
こ
の
も
の
が
そ
れ
を
し
て
自
己
矛
盾
を
お
の
づ
か
ら
犯
さ
し
め
る
。
ま
さ
に
こ
の
た
め
に
、
現
在
は
單

な
る
生
産
物
と
な
り
、
過
程
的
な
る
生
成
は
實
體
的
な
る
物
と
な
り
、
辯
證
法
は
再
び
形
而
上
學
と
な
る
。

彼
等
に
は
未
來
へ
の
展
望
、
「
未
來
の
論
理
」
が
な
い
。
こ
の
點
に
於
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
彼
等
に
優
つ
て
ゐ

た
か
の
や
う
に
見
え
る
、
彼
に
は
未
來
の
認
識
が
存
在
す
る
か
の
如
く
に
見
え
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
人
類
の

地
上
生
活
の
歴
史
の
全
體
を
五
つ
の
根
本
時
期
に
分
つ
て
、
彼
の
屬
す
る
現
代
を
そ
の
う
ち
の
第
三
の
も

の
、
即
ち
「
罪
惡
の
完
成
し
た
状
態
」
（
〔der Stand der vollendeten Su:ndhaftigkeit

〕
）
に
配
し
た
。

從
て
彼
に
と
つ
て
は
現
代
は
終
結
的
な
も
の
で
な
く
、
却
て
過
程
的
な
も
の
、
未
來
へ
ま
で
自
己
を
發
展

す
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
未
來
を
彼
は
理
性
科
學
及
び
理
性
藝
術
な
る
二
つ
の
時
期
と
し
て
認
識
し

た
。
か
く
未
來
へ
の
展
望
を
も
つ
と
い
ふ
こ
と
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
學
の
實
踐
的
な
る
性
格
と
聯
關
し
て
ゐ
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る
で
あ
ら
う
。
然
し
な
が
ら
こ
の
場
合
、
未
來
は
、
歴
史
の
全
體
の
過
程
が
自
覺
の
モ
デ
ル
に
於
て
認
識

さ
れ
た
が
故
に
、
な
ほ
そ
れ
自
身
完
了
的
で
あ
つ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
は
、
具
體
的
な
現
實
の

地
盤
の
上
に
於
て
で
な
く
却
て
先
驗
的
な
構
成
に
於
て
、
當
然
と
し
て
把
握
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
未
來
の
認
識
は
フ
ィ
ヒ
テ
に
於
て
當
爲
の
認
識
で
あ
る
。
し
か
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
當
爲
を
も
つ
て
抽

象
的
な
も
の
、
形
式
的
な
も
の
と
な
し
、
そ
れ
に
對
し
て
は
絶
え
ず
鋭
い
批
評
と
攻
撃
と
を
加
へ
て
ゐ
る
。

當
爲
は
ひ
と
つ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
そ
の
最
も
獨
自
な
形
態
の
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
畢
竟
ユ
ー
ト
ピ
ア
に

外
な
ら
ぬ
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
未
來
の
論
理
が
缺
け
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
、
彼
が
現
在
に
、

精
神
が
既
に
自
己
み
づ
か
ら
に
到
達
し
た
段
階
と
見
做
さ
れ
た
現
在
に
、
留
ま
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、

彼
の
哲
學
に
於
け
る
　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
學
に
於
て
も
ま
た
さ
う
で
あ
つ
た
　
　
現
實
に
對
す
る

根
源
的
な
る
衝
動
、
あ
ら
ゆ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
排
斥
、
哲
學
を
も
つ
て
歴
史
を
超
越
す
る
も
の
と
し
て
で

な
く
却
て
歴
史
そ
の
も
の
の
思
想
に
於
け
る
表
現
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
彼
の
企
圖
を
表
は
す
。
現

在
の
絶
對
化
と
い
ふ
こ
と
は
、
範
疇
を
歴
史
的
過
程
そ
の
も
の
か
ら
展
開
し
よ
う
と
い
ふ
、
彼
の
こ
の
衝

動
か
ら
出
て
ゐ
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
學
は
そ
の
汎
神
論
的
流
出
論
的
傾
向
に
も
拘
ら
ず
、

驚
く
べ
く
現
實
的
で
あ
り
、
從
て
實
に
分
析
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
普
通
に
は
形
而
上
學
者
の
部

類
に
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
彼
は
實
に
比
類
稀
な
る
分
析
家
で
あ
つ
た
。
然
し
な
が
ら
そ
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れ
ら
の
凡
て
に
拘
ら
ず
、
二
人
の
思
想
家
の
制
限
は
制
限
と
し
て
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
繰
り
返
し
て

言
へ
ば
、
彼
等
に
は
未
來
へ
の
展
望
が
な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
彼
等
が
現
在
を
結
果
と
し
て
の
み
認

識
し
て
、
同
時
に
そ
れ
を
過
程
と
し
て
把
握
し
な
い
の
に
由
來
す
る
。
未
來
を
現
實
的
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
に

於
て
の
如
く
そ
れ
を
單
に
當
爲
と
し
て
で
な
く
、
認
識
す
る
た
め
に
は
、
現
在
を
辯
證
法
的
に
把
握
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
つ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
は
克
服
さ
れ
得
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
し
て
マ
ル
ク
ス

主
義
は
そ
れ
を
爲
し
遂
げ
た
と
私
は
考
へ
る
。
私
は
こ
の
こ
と
を
明
瞭
に
す
る
で
あ
ら
う
。

　
＊
　H

egel, G
rundlinien der Philosophie des R

echts, V
orrede.

　
＊
＊
　A

ristoteles, Politica, B
. 5.

　
　
　
　
　
　
　
三

　
先
づ
一
般
的
な
る
こ
と
を
記
し
て
お
か
う
。
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
根
本
的
前
提
を
汎
神
論
に
於
て

見
た
。
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
か
ら
の
解
放
の
た
め
に
は
第
一
に
こ
の
汎
神
論
的
前
提
の
除
去
が
成
就
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
明
白
で
あ
ら
う
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
宗
教
批
判
は
こ
の
仕
事
を
遂
行
し
得
た

と
信
ぜ
ら
れ
た
。
彼
は
思
辨
哲
學
の
祕
密
を
神
學
に
於
て
發
見
し
、
そ
し
て
神
學
を
人
間
學
に
解
消
す
る
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こ
と
に
よ
つ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
に
あ
た
つ
て
同
時
に
辯
證
法
そ
の
も
の
を
も
排
除

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
た
。
辯
證
法
の
本
質
は
事
物
を
「
媒
介
性
」
（V

erm
ittelung

）
に
於
て
認
識
す

る
に
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
媒
介
性
を
も
つ
て
單
に
觀
念
的
な
る
も
の
と
見
做
し
て
、
そ
れ
に
あ

ら
ゆ
る
現
實
性
と
客
觀
性
と
を
拒
否
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
現
實
的
な
る
も
の
は
た
だ
直
接
的
な
る
も
の

の
み
で
あ
り
、
客
觀
的
な
る
眞
理
は
ひ
と
り
「
直
接
性
」
（U

nm
ittelbarkeit

）
に
於
け
る
認
識
ば
か
り

で
あ
る
。
「
何
等
の
證
明
も
要
せ
ぬ
も
の
、
直
接
に
自
己
み
づ
か
ら
に
よ
つ
て
確
實
で
あ
り
、
直
接
に
自

己
の
た
め
に
語
り
且
つ
取
り
入
れ
、
直
接
に
、
そ
れ
が
あ
る
と
い
ふ
肯
定
を
、
伴
ふ
も
の
　
　
單
純
に
決

定
さ
れ
た
も
の
、
單
純
に
疑
は
し
か
ら
ぬ
も
の
、
白
日
の
明
白
さ
あ
る
も
の
、
の
み
が
眞
で
あ
り
ま
た
神

的
で
あ
る
。
」
「
一
切
は
媒
介
さ
れ
て
あ
る
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
學
は
云
ふ
。
し
か
し
或
る
も
の
は
た
だ
、

そ
れ
が
も
は
や
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
な
く
て
、
却
て
直
接
的
な
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
眞
な
の
で
あ
る
。
」

か
く
述
べ
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
た
だ
ち
に
反
問
す
る
、
「
自
己
を
媒
介
す
る
眞
理
は
な
ほ
そ
れ
の
反

對
に
纏
は
れ
た
眞
理
で
あ
る
。
反
對
か
ら
始
め
ら
れ
る
、
そ
れ
は
し
か
し
そ
の
後
に
止
揚
さ
れ
る
。
と
こ

ろ
で
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
止
揚
さ
る
べ
き
も
の
、
ひ
と
つ
の
否
定
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
故
に

私
は
そ
れ
か
ら
始
む
べ
き
で
あ
つ
て
、
何
故
に
同
樣
に
そ
れ
の
否
定
か
ら
始
む
べ
き
で
な
い
の
で
あ
る
か
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＊
。
」
か
く
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
つ
て
は
媒
介
性
は
も
は
や
存
在
そ
の
も
の
の
辯
證
法
的
な
る
構

造
の
思
想
的
表
現
で
は
な
い
。
彼
に
あ
つ
て
は
そ
れ
は
直
接
に
明
白
な
る
思
惟
内
容
の
傳
達
（M

itteilun

g

）
の
た
め
の
形
式
的
な
手
段
に
ま
で
墮
し
終
つ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
こ
と
を
彼
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲

學
批
判
』
の
中
で
全
く
明
瞭
に
語
つ
て
ゐ
る
＊
＊
。
思
惟
は
、
そ
れ
が
自
己
活
動
で
あ
る
限
り
、
直
接
的

な
る
活
動
で
あ
る
。
證
明
は
他
の
者
に
對
す
る
思
想
の
媒
介
活
動
の
う
ち
に
そ
の
根
據
を
有
す
る
に
過
ぎ

ぬ
。
私
が
或
る
こ
と
を
證
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
私
は
そ
れ
を
他
の
者
に
對
し
て
證
明
す
る
の
で
あ
る
。

一
切
の
證
明
は
そ
れ
故
に
思
想
そ
の
も
の
に
於
け
る
ま
た
對
す
る
思
想
の
媒
介
で
は
な
く
、
却
て
言
葉
を

も
つ
て
の
、
そ
れ
が
私
の
も
の
で
あ
る
限
り
の
思
惟
と
そ
れ
が
彼
の
も
の
で
あ
る
限
り
の
他
の
者
の
思
惟

と
の
間
の
媒
介
で
あ
る
。
證
明
の
諸
形
式
は
た
だ
傳
達
の
諸
形
式
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
し
て
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
は
媒
介
性
の
問
題
を
、
一
部
分
は
純
粹
に
論
理
的
に
、
形
式
的
に
、
一
部
分
は
直
接
的
な
直
觀
、

感
性
に
訴
へ
る
こ
と
に
よ
つ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
學
に
「
直
接
的
な
統
一
、
直
接

的
な
確
實
性
、
直
接
的
な
眞
理
」
の
缺
け
て
ゐ
る
こ
と
を
屡
非
難
す
る
。

　
＊
　
〔G

rundsa:tze der Philosophie der Zukunft, 
Ⅱ, 301.

〕

　
＊
＊
　Zur K

ritik der H
egelschen Philosophie, 

Ⅱ, 169-172.

　
然
し
な
が
ら
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
斯
く
の
如
く
に
し
て
は
、
彼
み
づ
か
ら
の
希
望
し
た
や
う
に
、
ヘ
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ー
ゲ
ル
主
義
を
克
服
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
　
　
マ
ル
ク
ス
が
『
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
』
の
中
に
書
き
記
し
て
ゐ
る
如
く
　
　
「
こ
の
感
性
的
世
界
が
何
等
直
接
に
永
遠
の
昔
か
ら
與

へ
ら
れ
た
、
絶
え
ず
自
己
同
一
な
る
、
物
で
な
く
、
却
て
そ
の
各
が
そ
れ
に
先
立
つ
も
の
の
肩
の
上
に
倚

り
か
か
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
諸
世
代
の
生
産
物
で
あ
る
」
、
と
い
ふ
こ
と
を
看
過
し
た
か
ら
で
あ
る
。
フ

ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
感
性
に
直
接
に
供
せ
ら
れ
る
現
實
の
世
界
も
た
だ
歴
史
的
發
展
の
過
程
に
於
て
生
成

し
た
も
の
で
あ
り
、
か
く
生
成
し
た
も
の
と
し
て
初
め
て
彼
の
直
接
的
な
る
感
性
に
這
入
つ
て
來
る
の
で

あ
る
。
然
る
に
彼
は
存
在
の
歴
史
性
に
つ
い
て
は
何
事
も
知
ら
な
い
。
彼
は
現
實
を
そ
れ
の
生
成
の
道
に

於
て
、
ゲ
ネ
シ
ス
に
於
て
把
握
し
な
い
。
そ
し
て
辯
證
法
と
は
ま
さ
し
く
事
物
を
そ
れ
の
生
成
（W

erde

n

）
に
於
て
認
識
す
る
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
辯
證
法
は
直
接
性
に
つ
い
て
は
何
事
も
知
ら
な
い

の
で
あ
ら
う
か
。
恰
も
そ
の
反
對
で
あ
る
。
辯
證
法
は
た
だ
直
接
性
を
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
こ
れ
を

絶
對
化
す
る
の
に
反
し
て
、
相
對
化
す
る
の
み
で
あ
る
。
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
に
從
へ
ば
、
存
在
の
辯
證
法
的

發
展
の
各
の
段
階
に
あ
つ
て
、
從
來
の
過
程
の
結
果
は
つ
ね
に
直
接
的
な
る
も
の
と
し
て
現
は
れ
る
。
例

へ
ば
、
我
々
に
と
つ
て
我
々
の
現
在
の
社
會
形
態
は
直
接
的
な
る
明
證
に
於
て
與
へ
ら
れ
て
を
り
、
し
か

も
そ
れ
が
一
層
複
雜
な
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
言
ふ
な
ら
ば
、
一
層
媒
介
さ
れ
た
形
態
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

そ
れ
だ
け
一
層
直
接
的
に
明
證
的
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
直
接
性
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
發
展
の
結
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果
の
擔
ふ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
の
故
を
も
つ
て
、
假
象
で
あ
る
。
こ
の
直
接
性
は
、
こ
の
も
の
が
こ
の

直
接
性
と
な
る
た
め
に
過
程
に
於
て
そ
れ
を
通
し
て
進
展
し
て
來
た
と
こ
ろ
の
媒
介
の
諸
範
疇
が
な
ほ
認

識
さ
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
假
象
そ
の
も
の
は
存
在
の
一
の
必
然
的
な
る
客

觀
的
な
る
形
態
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
必
然
性
と
客
觀
性
と
の
認
識
は
そ
の
も
の
を
存
在
の
必
然
的
な
る

假
象
、
存
在
の
必
然
的
な
る
現
象
形
態
と
な
し
て
來
た
と
こ
ろ
の
媒
介
の
諸
範
疇
が
示
さ
れ
る
と
き
、
そ

れ
故
に
直
接
的
な
る
も
の
が
單
に
結
果
と
し
て
そ
の
直
接
性
に
於
て
把
握
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た

同
時
に
過
程
の
一
契
機
と
し
て
そ
の
煤
介
性
に
於
て
把
握
さ
れ
る
と
き
、
可
能
で
あ
る
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
辯
證
法
は
右
の
關
係
を
正
し
く
理
解
し
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
彼
の
哲
學
は
「
現
代
」
　

　
そ
れ
は
最
初
に
そ
し
て
原
始
的
に
は
直
接
性
に
於
て
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る
　
　
の
絶
對
化
、
從
て
直
接
性

の
絶
對
化
を
も
つ
て
終
つ
て
ゐ
る
。
彼
は
現
代
を
た
だ
結
果
と
し
て
の
み
觀
察
し
て
過
程
と
し
て
觀
察
し

な
い
。
我
々
は
こ
の
制
限
の
根
源
を
、
彼
に
於
て
は
意
識
が
存
在
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
辯
證

法
が
自
覺
の
モ
デ
ル
に
從
つ
て
自
己
よ
り
出
て
自
己
に
還
る
と
こ
ろ
の
或
ひ
は
即
自
に
於
け
る
直
接
性
の

對
自
を
媒
介
と
し
て
即
自
對
自
に
於
け
る
絶
對
的
な
る
直
接
性
に
到
る
と
こ
ろ
の
完
結
的
な
る
過
程
で
あ

つ
た
と
い
ふ
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
と
聯
關
し
て
彼
の
哲
學
的
態
度
が
根
本
的
に
觀
想
的
で
あ
つ
た
と

い
ふ
こ
と
、
の
う
ち
に
見
出
し
た
。
こ
の
制
限
が
除
か
れ
る
た
め
に
は
、
觀
念
論
か
ら
唯
物
論
へ
の
、
觀
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想
か
ら
實
踐
へ
の
、
轉
換
が
行
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
か
か
る
轉
換
を
爲
し
遂
げ

た
。
實
踐
的
な
る
唯
物
論
　
　
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
唯
物
論
は
觀
想
的
で
あ
つ
た
た
め
直
接
性
を
絶
對

化
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
　
　
、
所
謂
戰
鬪
的
唯
物
論
（
〔der ka:m

pfende M
aterialism

us

〕
）
に
し

て
初
め
て
能
く
現
代
を
單
に
結
果
と
し
て
の
み
な
ら
ず
ま
た
同
時
に
過
程
と
し
て
把
握
し
得
る
。
實
踐
に

於
て
は
現
在
は
未
來
と
關
係
さ
せ
ら
れ
て
特
に
過
程
と
し
て
現
は
れ
る
。
し
か
る
に
過
程
が
過
程
と
し
て

批
判
的
に
認
識
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
同
時
に
過
去
の
發
展
の
結
果
と
し
て
觀
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

現
在
を
過
去
に
關
係
せ
し
め
る
の
は
特
に
優
越
な
る
意
味
に
於
け
る
觀
想
で
あ
り
、
理
論
的
態
度
が
そ
れ

で
あ
る
。
　
　
我
々
が
理
論
と
譯
す
る
言
葉
の
語
源
を
な
す
ギ
リ
シ
ア
語
の
θ
ε
ω
ρ
※
α
は
根
源
的
に

は
觀
る
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
た
。
　
　
こ
の
や
う
に
し
て
、
そ
の
う
ち
に
は
理
論
と
實
踐
と
の
二
元
性

が
止
揚
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
態
度
に
と
つ
て
は
、
現
代
は
一
方
で
は
具
體
的
な
る
、
直
接
的
な
る
も
の
と
し

て
、
け
れ
ど
歴
史
の
過
程
の
結
果
と
し
て
、
從
て
ゲ
ネ
シ
ス
に
於
て
、
そ
れ
の
直
接
性
の
根
柢
に
横
は
る

凡
て
の
媒
介
性
を
通
じ
て
、
捕
へ
ら
れ
、
そ
し
て
他
方
で
は
現
代
は
こ
の
も
の
を
越
え
て
ゆ
く
過
程
の
契

機
と
し
て
掴
ま
れ
る
。
我
々
は
既
に
屡
マ
ル
ク
ス
主
義
の
本
質
を
理
論
と
實
踐
と
の
辯
證
法
的
統
一
に
於

て
見
た
。
現
在
の
直
接
性
に
對
す
る
批
判
的
な
る
態
度
の
み
が
そ
れ
を
人
間
の
活
動
と
關
係
せ
し
め
得
る
。

現
在
の
含
む
と
こ
ろ
の
自
己
自
身
を
打
越
え
る
契
機
の
う
ち
に
人
間
の
實
踐
的
批
判
的
活
動
、
革
命
的
な
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る
實
踐
の
現
實
の
地
盤
が
あ
る
。
そ
し
て
現
在
を
單
に
後
方
に
向
つ
て
ば
か
り
で
な
く
、
却
て
ま
た
前
方

に
向
つ
て
一
の
過
程
に
轉
化
す
る
と
こ
ろ
の
態
度
の
み
が
現
在
を
批
判
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

現
在
は
成
つ
た
も
の
と
し
て
そ
し
て
同
時
に
成
り
つ
つ
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の

矛
盾
の
理
解
は
理
論
と
實
踐
と
を
辯
證
法
的
に
止
揚
す
る
立
場
に
於
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
。
ま
さ
に
現

在
に
於
て
あ
ら
ゆ
る
對
象
性
に
於
け
る
過
程
的
な
る
も
の
は
全
く
具
體
的
に
充
實
さ
れ
て
ゐ
る
。
な
ぜ
な

ら
現
在
は
過
程
の
結
果
と
出
發
點
と
の
統
一
を
示
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
恰
も
斯
く
の
如
き
も
の
と
し

て
、
現
在
は
最
も
具
體
的
な
る
も
の
、
最
も
現
實
的
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
云
は
れ
る
こ
と
が
出
來
る
。

從
て
現
實
的
な
る
も
の
、
具
體
的
な
る
も
の
の
認
識
が
單
な
る
觀
想
的
、
理
論
的
態
度
に
よ
つ
て
は
不
可

能
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
明
か
で
あ
ら
う
。
理
論
と
實
踐
と
の
辯
證
法
的
統
一
の
上
に
立
つ
哲
學
の
み
が

眞
に
具
體
的
な
る
哲
學
で
あ
る
。
未
來
へ
の
展
望
を
含
む
か
否
か
が
學
問
の
現
實
性
の
基
準
で
あ
る
。
我

々
は
こ
の
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
學
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
　
　
　
　
（
一
九
二
八
・
四
）
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