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・
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
基
本
的
に
Ｍ
Ｅ
Ｗ
（M

arx-Engels-W
erke, B

erlin, 1956-1990

）

と
新
Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
（M

arx-Engels-G
esam

tausgabe, B
erlin, 1975ff

）
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
Ｍ
Ｅ
Ｗ
か
ら
の
引
用
は
文

中
に
Ｍ
Ｅ
Ｗ
と
略
記
し
た
う
え
で
巻
数
と
頁
数
を
表
記
し
、
邦
訳
の
指
示
が
あ
る
場
合
は
『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ

ル
ス
全
集
』（
大
月
書
店
、
一
九
五
九
―
一
九
九
一
年
）
の
対
応
す
る
巻
の
頁
数
を
表
記
し
た
。
Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
か
ら
の
引

用
は
文
中
に
Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
と
略
記
し
た
う
え
で
、
部
門
と
巻
数
、
頁
数
を
表
記
し
た
。

 

・
引
用
文
（
翻
訳
文
）
に
お
い
て
、ゴ
シ
ッ
ク
体
は
原
文
で
強
調
さ
れ
た
箇
所
（
翻
訳
文
の
場
合
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
）、
二

重
傍
線
部
は
原
文
で
隔
字
体
で
強
調
さ
れ
た
箇
所
、
傍
点
は
引
用
者
（
翻
訳
者
）
に
よ
る
強
調
、〔 

〕
で
括
ら
れ
た

箇
所
は
引
用
者
（
翻
訳
者
）
に
よ
る
註
釈
を
示
す
。

 

・
以
上
に
関
し
て
、
個
別
の
論
文
で
指
示
が
あ
る
場
合
は
そ
ち
ら
が
優
先
さ
れ
る
。

例凡
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本研究会はカール・マルクスの理論および思想について自由な議論を交わす場を提供し、
マルクス研究の発展に寄与することを目的として設立されました。マルクス・エンゲル
スの歴史的・批判的全集である MEGA（Marx-Engels-Gesamtausgabe）を活用した研究によっ
て新しいマルクス像を明らかにし、その思想の可能性を探求することを目指しています。
また、さらなる研究の発展のために、海外の研究者との連携をおこなっていきます。 

［主な活動］
１．年次大会の開催
年に１回、大会をおこないます。複数人の研究者による研究報告や、規約に定められた
事項の議決をおこないます。
２．定例研究会の開催
年に３回、定例研究会を開催します。院生を中心とした若手研究者の発表、本会所属の
研究者の発表、研究会外からの関連分野の講師の招聘、関連分野の新刊書籍の合評会な
どをおこないます。
３．研究年誌の編集作成
年に１回、研究年誌を発行します。本会の会員は、研究年誌に論文を投稿し、掲載のた
めの審査を受けることができます。 

［運営組織］
共同代表：岩佐茂（一橋大学名誉教授）・平子友長（一橋大学名誉教授）
事務局長：明石英人（駒澤大学教授）

マルクス研究会では、会員制度を設けております。入会あたって、本研究会会員の紹介
のうえ、幹事会の承認が必要となります。また、以下のいずれかの条件を満たしている
必要があります。
Ａ．大学院修士課程ないしは博士前期課程、博士後期課程に在籍している者
Ｂ．大学院修士課程ないしは博士前期課程を修了した者、またはそれに準ずる研究業績

のある者
Ｃ．上記Ａ・Ｂを満たさない者のうち、幹事会によって認められた者
入会を希望される方は、入会申込書（ホームページから入手いただけます：http://
marxresearchsociety.com//membership/）に必要事項をご記入のうえ、本誌奥付に記載
しております連絡先の住所まで送付いただくようお願いいたします。

［会費］
学生・非常勤研究者・一般：2,000 円
常勤研究者：4,000 円

［会員の権利］
１．本会主催の年次大会、定例研究会等に参加できます。
２．研究年誌を会員価格で受け取ることができます。また同誌に論文等を投稿できます。
３．本会のメーリングリストに参加できます。

マルクス研究会について

会員制度のご案内
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マ
ル
ク
ス
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
、
唯
物
論
史

　
『
聖
家
族
』
の
一
節
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
者
た
ち
に
は
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
古
典
主
義
の
時
代
〔
本

稿
に
お
け
る
ブ
ロ
ッ
ク
の
用
法
で
は
一
七
・
一
八
世
紀
を
指
す
〕
の
唯
物
論
史
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
［
２
］。

　

出
版
さ
れ
る
や
い
な
や
『
聖
家
族
』
の
唯
物
論
史
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
心
を
打
っ
た
。
彼
は
マ
ル
ク
ス
に
宛
て
た
一
八
四
五
年
三

月
一
七
日
の
手
紙
で
、
こ
の
唯
物
論
史
の
著
者
が
マ
ル
ク
ス
で
あ
る
こ
と
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
明
確
な
書
き
方
で
、
こ
う
述
べ
て
い

る
。『

批
判
的
批
判
』〔
届
け
ら
れ
た
『
聖
家
族
』
刊
本
〕
は
ま
っ
た
く
す
ば
ら
し
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
や
唯
物
論
史
や
『
パ
リ
の
秘
密
』

に
か
ん
す
る
君
の
議
論
は
堂
々
た
る
も
の
だ
か
ら
、
す
ば
ら
し
い
効
果
を
あ
げ
る
だ
ろ
う
。［
３
］

Olivier Bloch
パリ第一大学名誉教授

i n t e r v i e w

マ
ル
ク
ス
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
、
唯
物
論
史
［
１
］

柏崎正憲　訳
早稲田大学非常勤講師
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マ
ル
ク
ス
研
究
会
年
誌
二
〇
二
一

　

こ
の
同
じ
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
、
英
国
の
唯
物
論
に
か
ん
す
る
同
書
の
く
だ
り
を
［
４
］、
晩
年
、
一
八
九
二
年
に
『
空
想
か
ら
科
学

へ
』
英
語
版
の
序
文
で
書
き
写
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
［
５
］。
そ
の
三
年
後
に
は
、
こ
ん
ど
は
レ
ー
ニ
ン
が
、
初
め
て
『
聖
家
族
』

を
読
ん
で
感
銘
を
受
け
る
。
本
書
に
つ
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
書
き
留
め
た
。

こ
の
章
…
…
は
本
書
の
う
ち
で
も
っ
と
も
貴
重
な
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
逐
次
的
な
批
判
が
ま
っ
た
く
な
く
、

全
体
が
積
極
的
な
叙
述
で
あ
る
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
史
の
概
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
章
全
体
を
た
え
ま
な
し
に
書
き

ぬ
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
私
は
内
容
の
簡
単
な
摘
要
に
と
ど
め
る
。［
６
］

　

そ
し
て
、
い
ま
に
い
た
る
ま
で
〔
末
尾
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
脱
稿
は
一
九
七
六
年
九
月
〕、
本
書
が
マ
ル
ク
ス
主
義
を
自
任
す
る
哲
学
史

の
現
役
の
参
考
文
献
と
し
て
役
立
っ
て
い
る
こ
と
は
、
わ
ざ
わ
ざ
言
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
『
聖
家
族
』
の
全
体
を
通
読
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
唯
物
論
史
に
か
ん
す
る
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
や
レ
ー
ニ
ン
が
た
だ

ち
に
関
心
を
抱
き
え
た
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
で
き
る
。
本
書
は
断
片
的
な
テ
ク
ス
ト
か
ら
な
り
、
そ
の
論
争
は
し
ば
し
ば
微
細

な
論
点
へ
と
、
と
き
に
は
ご
く
些
末
な
論
点
に
す
ら
迷
い
込
ん
で
い
く
が
、
そ
の
な
か
で
本
書
の
唯
物
論
史
は
、
実
に
も
っ
と
も

筋
が
通
っ
て
お
り
、
も
っ
と
も
才
気
に
満
ち
、
そ
し
て
間
違
い
な
く
も
っ
と
も
「
哲
学
的
」
な
く
だ
り
で
あ
る
。
だ
が
、
一
読
し

て
み
た
印
象
だ
け
で
、
本
書
の
唯
物
論
史
を
額
面
ど
お
り
に
取
る
こ
と
や
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
史
を
な
す
完
成
さ
れ
た
一
章

と
し
て
読
む
こ
と
が
、
は
た
し
て
正
当
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
と
が
ら
を
も
っ
と
よ
く
眺
め
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
難
題
含
み
で

あ
り
、
解
決
す
る
よ
り
も
多
く
の
問
題
を
提
起
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

本
書
の
唯
物
論
史
の
構
造
そ
の
も
の
が
、
完
全
に
明
快
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
の
「
世
俗
的
で
大
衆
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マ
ル
ク
ス
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
、
唯
物
論
史

的
な
歴
史
」（M

 132

／
一
三
〇
頁
）
を
明
る
み
に
出
そ
う
と
い
う
構
想
が
、
か
な
り
込
み
い
っ
た
議
論
の
展
開
に
お
い
て
表
現
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
展
開
に
お
い
て
は
、
デ
カ
ル
ト
に
帰
さ
れ
る
潮
流
と
ロ
ッ
ク
に
帰
さ
れ
る
潮
流
と
の
「
フ
ラ
ン
ス
唯

物
論
の
二
潮
流
」
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
い
う
意
図
か
ら
（M

 132

／
一
三
一
頁
）、
イ
ギ
リ
ス
唯
物
論
史
に
い
さ
さ
か
不
釣
り
合
い

な
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
（M

 135-136

／
一
三
三
―

一
三
五
頁
、
お
よ
び
本
稿
註
４
も
参
照
）。
本
書
の
主
要
な
意
図
は
、
ま
っ
た
く

不
明
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
全
体
と
同
様
に
、
そ
の
唯
物
論
史
に
込
め
ら
れ
た
意
図
も
ま
た
明
ら
か
に
論
争
的
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
狙
い
と
は
正
確
に
い
え
ば
何
だ
ろ
う
か
。
ブ
ル
ー
ノ
・
バ
ウ
ア
ー
の
論
稿
か
ら
の
一
つ
の
引
用
文
に
よ
っ
て
、
狙
い

は
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
［
７
］。
だ
が
、
そ
の
引
用
文
を
見
て
も
、
さ
ら
に
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
バ
ウ
ア
ー
の
論
稿
の
全
体

を
読
ん
だ
と
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
が
「
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
の
批
判
的
歴
史
」
の
何
を
非
難
し
て
い
る
の
か
は
一
目
瞭
然
と
は
な
ら

な
い
し
、ま
た
し
た
が
っ
て
、こ
の
歴
史
に
た
い
し
て
マ
ル
ク
ス
が
彼
の
「
世
俗
的
歴
史
」
を
置
い
た
理
由
も
ま
た
判
然
と
し
な
い
。

　

論
争
的
な
意
図
を
こ
え
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
論
争
か
ら
、
こ
の
「
歴
史
」
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
学
説
の
積
極

的
か
つ
正
確
な
核
心
が
立
ち
現
れ
て
く
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
こ
の
「
世
俗
的
歴
史
」
の
内
容
も
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
が
い
う
意
味
の
語
と
し
て
は
、
自
明
と
い
う
に
は
程
遠
い
。
古

典
的
時
代
を
な
す
二
つ
の
世
紀
〔
一
七
・
一
八
世
紀
〕
に
お
け
る
唯
物
論
の
説
明
に
お
い
て
ス
ピ
ノ
ザ
が
ま
っ
た
く
不
在
で
あ
る
こ

と
や
、
説
明
の
細
部
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
奇
妙
な
、
誤
っ
た
、
あ
る
い
は
謎
め
い
た
定
式
に
は
、
驚
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　

次
の
よ
う
な
く
だ
り
を
、
困
惑
な
し
に
読
め
る
だ
ろ
う
か
。「
デ
カ
ル
ト
は
彼
の
自
然
学Physik

の
な
か
で
、
物
質
に
自
己
創

造
的
な
力
が
あ
る
と
認
め
、
機
械
的
運
動
を
物
質
の
生
命
の
し
わ
ざ
と
解
し
た
」（M

 132

／
一
三
一
頁
）
と
い
う
一
文
や
、
ド
ゥ
ン

ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
が
「
唯
名
論
者
で
あ
っ
た
」（M

 135

／
一
三
三
頁
）
と
い
う
主
張
の
こ
と
で
あ
る
［
８
］。
仏
語
版
の
翻
訳
者
た
ち
は
、

マ
ル
ク
ス
が
誤
っ
て
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ア
ル
ノ
ー
の
没
年
を
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
そ
れ
と
同
じ
に
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
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マ
ル
ク
ス
研
究
会
年
誌
二
〇
二
一

そ
れ
を
ど
う
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
（M

 134

／
一
三
二
頁
）［
９
］。
デ
カ
ル
ト
的
伝
統
に
属
す
る
機
械
論
的
唯
物
論
が
「
本
来
の
フ

ラ
ン
ス
自
然
科
学
に
流
れ
込
ん
で
い
る
」
と
書
い
た
と
き
、何
を
マ
ル
ク
ス
は
言
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
（M

 132

／
一
三
一
頁
）。

そ
れ
に
彼
が
、
機
械
論
的
唯
物
論
の
支
持
者
た
ち
は
ル
・
ロ
ワ
（
＝
レ
ギ
ウ
ス
〔
ヘ
ン
リ
ク
ス
・
レ
ギ
ウ
スH

enricus Regius

は
一
七
世

紀
オ
ラ
ン
ダ
の
医
学
者
、
哲
学
者
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
ア
ン
リ
・
ル
・
ロ
ワ
と
呼
ば
れ
た
が
、
紛
ら
わ
し
い
こ
と
に
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
ロ
ワ
と
い
う
一
八

世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
医
学
者
も
い
る
〕）
か
ら
ラ
・
メ
ト
リ
を
へ
て
カ
バ
ニ
ス
に
い
た
る
医
学
者
た
ち
で
あ
っ
た
と
、
そ
れ
も
類
型
論
と

い
う
手
段
に
よ
っ
て
の
み
主
張
し
た
の
は
、
ど
う
し
て
か
（M

 133

／
一
三
一
頁
）［
10
］、
等
々
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
種
の
疑
問
の
い
く
つ
か
は
、
と
り
わ
け
、
い
く
つ
も
の
省
略
的
な
言
い
方
の
正
確
な
意
味
に
か
か
わ
る
問
い

は
、
実
際
に
は
解
決
法
が
見
つ
か
っ
た
後
に
し
か
立
て
ら
れ
な
い
問
い
で
あ
ろ
う
。

　

と
い
う
の
も
、
著
作
の
内
容
や
意
味
、
構
造
や
射
程
に
つ
い
て
問
題
を
提
起
す
る
前
に
、
あ
る
先
決
問
題
を
、
す
な
わ
ち
、
マ

ル
ク
ス
自
身
の
情
報
源
に
か
ん
す
る
問
い
を
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
私
の
知
る
か
ぎ
り
、
従
来
、
こ
う

し
た
問
い
が
立
て
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
問
い
を
マ
ル
ク
ス
は
、お
そ
ら
く
最
終
的
に
は
意
図
し
て
避
け
た
の
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
、
彼
自
身
が
そ
の
論
敵
に
た
い
し
て
最
終
的
に
立
て
た
の
が
、
ま
さ
に
こ
の
問
い
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
い
っ
た

い
バ
ウ
ア
ー
氏
は
、（
…
…
）
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
の
批
判
的
歴
史
を
書
く
た
め
の
典
拠
を
、
ど
こ
で
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の

か
」
と
自
問
し
て
か
ら
、そ
の
「
資
料
」
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
直
結
す
る
と
マ
ル
ク
ス
は
結
論
づ
け
た
の
だ
っ
た
（M

 139

／
一
三
七
頁
）。

　

マ
ル
ク
ス
の
テ
ク
ス
ト
を
少
し
で
も
先
入
観
な
し
に
調
べ
て
み
れ
ば
、
こ
の
問
い
は
彼
自
身
に
も
向
け
ら
れ
て
よ
い
も
の
だ
と

確
信
が
も
て
る
だ
ろ
う
。
実
に
、
こ
の
箇
所
が
含
ん
で
い
る
、
哲
学
史
の
題
材
に
か
ん
す
る
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
け
る
、

そ
れ
ま
で
の
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
的
教
養
を
考
慮
す
れ
ば
彼
が
知
っ
て
い
た
は
ず
の
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
説
や
人
物
に
つ
い
て
の

豊
富
な
情
報
そ
の
も
の
に
、驚
き
を
禁
じ
え
な
い

―
そ
れ
が
ど
う
や
ら
レ
ー
ニ
ン
の
心
を
打
っ
た
第
一
の
点
で
あ
る
よ
う
だ
が
。
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た
し
か
に
マ
ル
ク
ス
は
一
八
四
一
年
、
大
学
で
教
職
を
得
る
見
込
み
が
ま
だ
あ
っ
た
こ
ろ
、
博
士
論
文
『
デ
モ
ク
リ
ト
ス
お
よ
び

エ
ピ
ク
ロ
ス
の
自
然
哲
学
の
差
異
』
で
、
ま
さ
に
古
代
哲
学
史
家
の
も
の
と
い
え
る
作
品
を
著
し
た
。
と
は
い
え
、
か
つ
て
の
哲

学
研
究
も
、
ま
し
て
や
そ
の
後
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
政
治
活
動
も
、
一
七
・
一
八
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
哲

学
者
た
ち
の
著
作
に
彼
を
赴
か
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
［
11
］。

　

な
ん
ら
か
の
事
情
で
、
こ
の
よ
う
な
文
献
考
証
の
仕
事
に
マ
ル
ク
ス
は
取
り
組
む
機
会
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
は
思
わ
れ
な
い

か
。
だ
が
『
聖
家
族
』
が
、
と
く
に
わ
れ
わ
れ
が
関
心
を
注
い
で
い
る
そ
の
唯
物
論
史
が
、
ど
ん
な
条
件
に
お
い
て
執
筆
さ
れ
た

か
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
仮
説
を
立
て
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　

周
知
の
と
お
り
『
聖
家
族
』
は
、
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
一
八
四
四
年
八
月
に
パ
リ
で
書
き
は
じ
め
、
九
月
は
じ
め
に
エ

ン
ゲ
ル
ス
が
同
地
を
離
れ
た
あ
と
に
は
、
三
か
月
足
ら
ず
の
う
ち
に
マ
ル
ク
ス
が
独
り
で
仕
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
見
た

よ
う
に
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
箇
所
の
文
責
は
マ
ル
ク
ス
の
み
に
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
唯
物
論
史
を
含
む
節
が
そ
れ
に

応
答
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
と
こ
ろ
の
ブ
ル
ー
ノ
・
バ
ウ
ア
ー
の
論
稿
は
、
同
年
七
月
に
公
刊
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
八
月
の
執
筆

開
始
に
先
立
っ
て
、
そ
の
数
か
月
前
か
ら
マ
ル
ク
ス
が
文
献
考
証
を
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
も
か
く
、
一
八
四
四
年

の
秋
ご
ろ
、
彼
が
『
聖
家
族
』
の
主
要
な
部
分
を
書
き
上
げ
た
時
期
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
前
、
彼
が
『
経
済
学
・
哲
学

草
稿
』
を
書
い
て
い
た
時
期
に
せ
よ
、
文
献
調
査
の
時
間
が
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
執
筆
作
業
に

く
わ
え
て
、
彼
の
書
き
も
の
が
前
提
と
し
、
そ
し
て
現
に
そ
う
裏
づ
け
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
経
済
学
や
歴
史
の
諸
文
献

を
精
読
し
、
さ
ら
に
は
パ
リ
で
の
政
治
活
動
に
勤
し
ん
で
い
た
。
彼
の
執
筆
能
力
が
ど
れ
ほ
ど
驚
異
的
で
あ
ろ
う
と
、
デ
カ
ル
ト

や
「
医
学
者
ル
・
ロ
ワ
」
や
カ
バ
ニ
ス
、
ラ
・
メ
ト
リ
、
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
、
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
、
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
、

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
、
等
々
に
つ
な
が
り
の
あ
る
人
物
た
ち
を
、
し
か
も
そ
の
若
干
名
に
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ほ
ん
の
少
し
言
及
す
る
た
め
だ
け
に
、
個
人
的
に
研
究
し
、
読
書
す
る
時
間
が
、
当
時
の
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
た
と
は
ほ
と
ん
ど
考

え
ら
れ
な
い
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
の
唯
物
論
の
「
歴
史
を
書
く
た
め
の
資
料
を
、
ど
こ
で
手
に
入
れ
る

こ
と
が
で
き
た
の
か
」
？

　

こ
の
問
い
は

―
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
が 

―
た
ん
な
る
好
奇
心
か
ら
立
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
歴
史
的
か
つ

理
論
的
な
意
義
は
明
ら
か
だ
。
ま
ず
、
マ
ル
ク
ス
で
あ
れ
他
の
者
で
あ
れ
、
あ
る
理
論
家
が
利
用
し
て
い
る
典
拠
が
あ
れ
ば
、
理

論
家
の
独
自
性
を
正
確
に
判
定
し
、
そ
の
固
有
の
貢
献
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
に
、
そ
の
典
拠
が
何
か
を
つ
ね
に
知
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
こ
の
点
に
も
ま
し
て
絶
対
的
な
必
然
性
を
な
す
の
は
、
本
書
が
「
若
き
マ
ル
ク
ス
」
の
テ
ク
ス
ト
で

あ
り
、
一
方
の
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
と
他
方
の
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
か
ん
す
る
テ
ー
ゼ
」
お
よ
び
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
』
と
の
中
間
を
な
す
時
期
に
〔
す
な
わ
ち
『
草
稿
』
の
執
筆
を
中
断
し
た
と
見
ら
れ
る
一
八
四
四
年
八
月
か
ら
「
テ
ー
ゼ
」
が
書
き
つ
け
ら

れ
た
一
八
四
五
年
春
ま
た
は
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
諸
草
稿
が
書
き
は
じ
め
ら
れ
た
同
年
一
〇
月
ま
で
の
時
期
に
〕
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、

唯
物
論
と
そ
の
歴
史
お
よ
び
哲
学
史
一
般
に
つ
い
て
、
ま
た
、
現
実
の
社
会
の
歴
史
や
革
命
的
実
践
に
た
い
す
る
そ
れ
ら
の
関
係

に
つ
い
て
、
重
要
と
思
わ
れ
る
理
論
的
叙
述
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
同
書
の
唯
物
論
史
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義

の
理
論
に
お
い
て
本
質
的
と
な
る
で
あ
ろ
う
諸
論
点
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
彼
の
知
的
形
成
に
お
け
る
決
定

的
な
一
契
機
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
や
レ
ー
ニ
ン
の
よ
う
な
人
物
が
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
史

に
関
心
を
も
っ
た
こ
と
の
深
い
理
由
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
し
た
が
っ
て
格
別
に
重
要
な
の
は
、
こ
の
契
機
に
お
い
て
、
ほ
か
の
典

拠
か
ら
多
か
れ
少
な
か
れ
性
急
に
利
用
し
え
た
も
の
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
、
マ
ル
ク
ス
に
固
有
の
洞
察
を
正
確
に
評
定
で
き
る

か
ど
う
か
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
後
で
見
る
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
が
そ
の
外
見
を
変
え
、
問
い
の
答
え
に
か
ん
す
る
第
一
義
的
な
諸
前
提
を
読
者
に
お

の
ず
と
示
す
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
問
い
さ
え
立
て
ら
れ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
も
ま
た
後
で
見
る
よ
う
に
、
こ
の
答

え
そ
れ
自
体
が
、
あ
と
で
立
て
ら
れ
る
諸
問
題
の
か
な
り
の
部
分
を
解
決
し
て
く
れ
る
。
た
だ
し
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
答
え
は

新
た
な
問
い
を
提
示
す
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
唯
物
論
史
に
登
場
す
る
哲
学
者
す
べ
て
の
原
典
を
マ
ル
ク
ス
が
参
照
し
た
可
能
性
は
、
あ
り
え
な
い
も
の
と
し
て
排
除
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
私
が
そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
が
少
な
く
と
も
か
な
り
広
い
範
囲
に
お

い
て
二
次
文
献
に
頼
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
典
拠
は
ド
イ
ツ
語
で
は
な
い
か
と
、
ま
ず
は
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。

　

マ
ル
ク
ス
が
確
実
に
熟
知
し
て
お
り
、
し
か
も
一
八
四
一
年
の
博
士
論
文
に
お
け
る
出
発
点
を
彼
に
提
供
し
た
著
作
、
す
な
わ

ち
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
哲
学
史
講
義
』
は
ど
う
か
？　

と
は
い
え
中
身
を
読
ん
で
み
て
見
当
外
れ
だ
っ
た
と
気
づ
く
ま
で
も
な
く
［
12
］、

別
の
理
由
か
ら
、
す
な
わ
ち
『
聖
家
族
』
が
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
反
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
文
脈
に
置
か
れ
て
い
る
点
か
ら
、
こ
の
仮
説
も

ま
た
あ
り
そ
う
に
な
い
と
判
断
で
き
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
バ
ウ
ア
ー
に
浴
び
せ
ら
れ
る
非
難
は
、
主
と

し
て
、
彼
が
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
の
「
批
判
的
歴
史
」
の
典
拠
を
ヘ
ー
ゲ
ル
風
の
歴
史
叙
述
か
ら
得
た
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
に
マ
ル
ク
ス
は
「
世
俗
的
歴
史
」
を
対
置
し
た
の
に
、
後
者
が
同
じ
「
資
料
」
に
依
拠
す
る
は
ず
が
あ
ろ
う
か
。

典
拠
の
探
究
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同
じ
根
拠
か
ら
予
断
で
き
る
よ
う
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
哲
学
史
の
仕
事
に
マ
ル
ク
ス
が
依
拠
し
た
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
な
い
。『
聖
家
族
』
の
と
く
に
唯
物
論
史
の
節
に
お
い
て
、
い
ま
だ
に
彼
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
称
賛
者
、
さ
ら
に
は

信
奉
者
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
近
代
哲
学
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
諸
著
作
は
、
マ
ル
ク
ス
に

と
っ
て
無
視
で
き
な
い
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
［
13
］。
だ
が
そ
う
だ
と
し
て
も
、
同
時
に
次
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す

な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
が
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
そ
の
旗
の
も
と
に
集
っ
て
い
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
一
八
三
〇
年
代
に
ベ
ー
コ

ン
、
ベ
ー
ル
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
つ
い
て
書
い
て
い
た
こ
ろ
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
同
じ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
が
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
称
賛
し
た
の
は
、
一
八
三
九
年
に
彼
が
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
か
ら
断
絶
し
、
こ
れ
に
決
定
的
な
一

撃
を
加
え
た
と
見
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
一
八
三
〇
年
代
の
哲
学
史
の
諸
著
作
は
、
ど
れ
も
こ
の
断
絶
よ
り
前
に

位
置
し
、
い
ま
だ
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
が
し
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
こ
れ
ら
の
非
常
に
「
思
弁
的
な
」
諸
著
作
を
、
マ
ル

ク
ス
が
書
こ
う
と
し
た
「
世
俗
的
歴
史
」
と
ざ
っ
と
見
比
べ
て
み
る
だ
け
で
も
、
前
者
が
後
者
の
典
拠
で
は
あ
り
え
な
い
と
す
ぐ

に
分
か
る
。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
灯
台
、
す
な
わ
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
格
や
契
機
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
の
知

的
地
平
を
照
ら
し
出
し
て
き
た
。
彼
ら
の
著
作
の
ほ
か
に
、
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
哲
学
史
の
著
作
で
、
テ
ネ
マ
ン
で
あ
れ
他
の
も
っ

と
無
名
な
著
者
で
あ
れ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
派
で
あ
れ
ヘ
ー
ゲ
ル
以
前
の
哲
学
者
で
あ
れ
、
マ
ル
ク
ス
が
啓
蒙
思
想
に
つ
い
て
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
参
照
し
え
た
著
書
な
ど
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

マ
ル
ク
ス
が
提
示
し
た
情
報
の
一
部
が
、
哲
学
史
の
類
の
著
作
か
ら
多
か
れ
少
な
か
れ
直
接
に
由
来
し
て
い
る
可
能
性
を
排
除

し
な
い
と
す
れ
ば
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
史
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
て
き
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
、
二
つ
の
補
足
的
な
手
が
か
り
が
目
に
留
ま
る
。
そ
れ
ら
が
示
す
の
は
、
今
ま
で
見
て
き
た
方
向
性
で
は
本
質
的
な
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点
に
到
達
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
つ
の
細
部
だ
け
は
、
直
接
的
な
典
拠
が
存
在
す
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
次
の

一
節
の
こ
と
で
あ
る
。「
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
は
「
一
七
世
紀
の
意
味
に
お
け
る
最
後
の
形
而
上
学
者
で
あ
り
、
一
八
世
紀
の
意

味
に
お
け
る
最
初
の
哲
学
者
」
で
あ
っ
た
」（M

 135

／
一
三
三
頁
）。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
文
を
引
用
す
る
さ
い
、
引
用
符
を
つ
け
忘

れ
る
だ
け
で
な
く
、
冒
頭
に
は
っ
き
り
と
「
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
著
者
の
表
現
に
よ
る
と
…
…
」
と
前
置
き
が
あ
る
の
を
見
落
と
し

が
ち
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
長
い
「
注
記
」
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
、
も
う
一
つ
の
も
っ
と
一
般
的
な
論
点
に
、
こ
れ
を
関
連

づ
け
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
注
記
は
、
お
も
に
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
、
ド
ル
バ
ッ
ク
、
ベ
ン
サ
ム
を
扱
う
も
の
で
、
唯
物

論
史
の
節
の
末
尾
に
現
れ
る
。
そ
の
冒
頭
で
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
書
い
た
。「
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
と
デ
カ
ル
ト
や
ロ
ッ
ク
と

の
関
係
や
、
一
七
世
紀
の
形
而
上
学
に
た
い
す
る
一
八
世
紀
の
哲
学
の
対
立
は
、
た
い
て
い
の
近
世
フ
ラ
ン
ス
哲
学
史
に
く
わ
し

く
述
べ
ら
れ
て
い
る
」（M

 140

／
一
三
八
頁
）

―
こ
こ
で
「
フ
ラ
ン
ス
」
の
語
を
強
調
し
た
の
は
マ
ル
ク
ス
自
身
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
ど
う
や
ら
マ
ル
ク
ス
が
用
い
た
情
報
の
大
部
分
の
出
典
は
、
当
時
パ
リ
で
彼
が
利
用
可
能
で
あ
っ
た
最
新
の
文

献
か
ら
見
つ
け
出
す
必
要
が
あ
る
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
も
し
も
出
典
の
特
定
が
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
は

少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
正
確
な
指
標
が
あ
る
は
ず
だ
。
先
ほ
ど
ベ
ー
ル
に
か
ん
す
る
コ
メ
ン
ト
か
ら
抜
き
出
し
た
「
あ
る
フ
ラ

ン
ス
の
著
者
の
」
と
い
う
一
言
が
ま
さ
に
そ
の
一
例
で
あ
り
、
そ
れ
は
た
い
し
た
苦
労
も
な
く
テ
ク
ス
ト
か
ら
見
つ
け
出
せ
る

に
違
い
な
い
。
こ
れ
以
外
に
も
、
あ
り
き
た
り
の
事
情
に
由
来
す
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
な
別
の
留
意
点
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

一
八
四
〇
年
代
に
は
ほ
と
ん
ど
名
を
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
レ
ギ
ウ
ス
ま
た
は
「
医
学
者
ル
・
ロ
ワ
」
へ
の
言
及
や
、
や

は
り
当
時
に
は
人
口
に
膾
炙
す
る
の
が
お
そ
ら
く
稀
で
あ
っ
た
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
へ
の
言
及
で
あ
る
。
ど
れ
ほ
ど
微
妙
な



13

マ
ル
ク
ス
研
究
会
年
誌
二
〇
二
一

も
の
で
あ
ろ
う
と
、
こ
う
し
た
指
標
が
申
し
分
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
が
参
照
し
た
「
近
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
史
」
の
研
究
書
は
、
実
際
に
当
時
フ
ラ
ン
ス
で
哲
学
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
た
題
材
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
な
読
者
に
は
、
な
に
よ
り
ま
ず
当
惑
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
代
物
で
あ
っ
た
。

　

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
主
要
な
潮
流
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ク
ー
ザ
ン
の
折
衷
主
義
的
唯
心
論
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
に

周
知
の
と
お
り
、
ク
ー
ザ
ン
の
支
配
的
地
位
は
、
彼
が
七
月
王
政
の
樹
立
以
来
与
え
ら
れ
た
全
能
の
権
力
に
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら

ゆ
る
哲
学
教
育
の
諸
機
関
と
そ
の
人
員
、
学
校
と
そ
の
教
師
、
大
学
と
そ
の
教
員
、
ア
カ
デ
ミ
ー
と
そ
の
協
会
員
な
ど
に
対
す
る

全
権
に
も
と
づ
い
て
い
た
。

　

そ
れ
で
も
ク
ー
ザ
ン
の
学
説
は
、
と
い
っ
て
も
彼
に
独
自
の
学
説
が
あ
る
と
し
て
の
話
だ
が
、
絶
対
の
独
占
的
地
位
を
占
め
て

は
い
な
か
っ
た
。
哲
学
的
抵
抗
や
カ
ト
リ
ッ
ク
伝
統
主
義
の
抵
抗
や
、
あ
る
い
は
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
と
観
念
学
と
の
最
後
の
亜
流

と
呼
ぶ
べ
き
ラ
ロ
ミ
ギ
エ
ー
ルPierre Larom

iguière

の
弟
子
た
ち
に
よ
る
抵
抗
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
［
14
］。
し
か
し
な

が
ら
、
ク
ー
ザ
ン
の
学
説
と
そ
れ
へ
の
抵
抗
と
が
織
り
な
す
全
体
は
、
マ
ル
ク
ス
に
は
、
口
に
あ
う
養
分
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う

な
素
材
に
は
見
え
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
当
時
、
制
度
化
さ
れ
た
哲
学
の
脇
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
哲
学
者
た
ち
、
す
な
わ
ち
オ
ー

ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
や
、
他
の
社
会
思
想
家
、
社
会
主
義
者
、
共
産
主
義
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
彼
ら
は
マ
ル
ク
ス
に
ま
っ
た
く

別
種
の
関
心
を
与
え
た
だ
ろ
う
、
ま
た
は
与
え
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
う
す
れ
ば
彼
ら
の
作
品
を
「
近
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学

「
近
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
史
」
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史
」
と
い
う
標
題
に
当
て
は
め
ら
れ
る
の
か
は
見
当
が
つ
か
な
い
。

　

こ
の
分
野
で
誰
も
が
自
然
に
思
い
つ
き
そ
う
な
著
者
と
い
え
ば
、数
巻
に
及
ぶ
『
哲
学
史
講
義
』
を
著
し
た
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ク
ー

ザ
ン
や
、
昔
か
ら
の
観
念
学
者
で
ク
ー
ザ
ン
と
親
し
く
、
一
九
世
紀
初
め
以
来
ひ
ん
ぱ
ん
に
参
照
さ
れ
て
き
た
『
哲
学
諸
体
系
の

比
較
史
』
の
著
者
で
あ
る
老
ジ
ェ
ラ
ン
ド
［
15
］、
あ
る
い
は
ク
ー
ザ
ン
お
気
に
入
り
の
弟
子
で
あ
る
ジ
ャ
ン
・
フ
ィ
ル
ベ
ー
ル
・

ダ
ミ
ロ
ンJean Philibert D

am
iron

が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
著
者
た
ち
に
マ
ル
ク
ス
が
頼
っ
た
と
い
う
仮
定
が
ど
れ
ほ

ど
奇
妙
に
見
え
る
と
し
て
も
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
哲
学
の
通
史
に
取
り
組
ん
で
い
た
人
物
と
い
え
ば
、
そ
れ
く
ら
い
で
あ
る
。

だ
が
、
彼
ら
が
一
八
四
四
年
ま
で
に
公
刊
し
た
著
作
に
は
、
マ
ル
ク
ス
が
『
聖
家
族
』
に
収
め
た
情
報
に
対
応
す
る
よ
う
な
記
述

を
含
む
も
の
は
な
い
と
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
［
16
］。

　

そ
れ
が
哲
学
の
通
史
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
可
能
性
を
探
る
範
囲
を
広
げ
る
た
め
に
、
こ
う
想
定
し
て
も
さ
ほ
ど
不
適
切

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
近
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
史
」
と
は
、
も
っ
と
限
定
的
ま
た
は
特
定
さ
れ
た
主
題
に
か
ん
す
る
、

一
八
三
〇
年
代
ま
た
は
一
八
四
〇
年
代
の
著
作
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
い
う
着
眼
点
か
ら
、
一
八
四
一
年
に
パ
リ
で
刊

行
さ
れ
た
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ーPierre Leroux
の
著
作
に
、私
は
期
待
を
か
け
て
み
た
。
著
者
の
人
物〔
ル
ル
ー
は
サ
ン
＝
シ
モ
ン
派
〕

や
、同
書
の
標
題
『
折
衷
主
義
の
反
駁Réfutation de l'éclectism

e

』
に
続
く
副
題
「
そ
れ
に
対
し
て
哲
学
の
真
の
定
義
を
提
示
し
、

デ
カ
ル
ト
以
降
の
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
者
た
ち
の
意
義
、
一
貫
性
、
関
連
性
を
説
明
す
る
」
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
を
マ
ル
ク
ス
が

参
照
す
る
気
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
一
七
世
紀
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
史
を
叙
述
す
る
た
め
の
素
材
を
得
た
と
い
う
の
は
、
あ
り

そ
う
な
こ
と
に
思
え
る
。
同
書
は
ル
ル
ー
の
監
修
に
よ
り
過
去
数
年
に
公
刊
さ
れ
た
出
版
物
に
所
収
の
論
稿
を
集
め
た
も
の
で
、

し
か
も
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
状
況
に
か
ん
す
る
啓
発
的
な
ペ
ー
ジ
を
含
ん
で
お
り
、力
強
く
辛
辣
な
筆
致
を
特
徴
と
す
る
が
、

し
か
し
な
が
ら
読
ん
で
み
て
も
期
待
外
れ
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
に
含
ま
れ
る
歴
史
的
な
情
報
が
、
ま
っ
た
く
見
当
た
ら
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な
か
っ
た
の
で
あ
る
［
17
］。

　

こ
う
し
て
、
そ
の
思
想
傾
向
ゆ
え
に
マ
ル
ク
ス
か
ら
好
意
的
な
先
入
観
を
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
著
作
に
は
頼
れ
な
さ
そ
う
で
あ

る
。
だ
と
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
が
扱
お
う
と
思
っ
た
時
代
を
ち
ょ
う
ど
カ
バ
ー
し
て
い
る
点
だ
け
に
し
か
彼
の
関
心
を
惹
く
理
由

が
な
い
よ
う
な
著
作
に
も
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
目
を
向
け
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
線
で
、
ま
ず
私
は
、
そ
の
叙
述
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
著
作
の
な
か
で
、
当
時
に
出
た
ば
か
り
の

二
つ
の
作
品
に
注
目
し
た
。
そ
の
一
つ
は
、
一
八
四
二
年
の
フ
ラ
ン
シ
ス
ク
・
ブ
イ
エ
著
『
デ
カ
ル
ト
革
命
の
歴
史
と
批
評
』
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
一
八
四
三
年
の
ジ
ャ
ン
・
ボ
ル
ダ
＝
ド
ム
ー
ラ
ン
著
『
デ
カ
ル
ト
主
義
あ
る
い
は
科
学
の
真
の
刷
新
』
で

あ
る
［
18
］。
だ
が
ま
た
も
や
、
ど
ち
ら
の
著
作
も
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
私
の
研
究
に
お
い
て
立
て
た
基

準
を
一
つ
で
も
満
た
す
よ
う
に
見
え
る
部
分
は
皆
無
で
あ
っ
た
し
、
マ
ル
ク
ス
が
利
用
し
た
可
能
性
を
ご
く
お
ぼ
ろ
げ
に
示
す
部

分
す
ら
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

　

他
に
も
う
ん
ざ
り
す
る
ほ
ど
多
く
の
否
定
的
な
確
認
が
と
れ
た
が
、
そ
れ
に
落
胆
す
る
あ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
筋
道
が

間
違
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
浮
か
ん
だ
。「
フ
ラ
ン
ス
の
著
者
」
や
「
近
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
史
」
へ
の
言
及
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
マ
ル
ク
ス
の
ご
ま
か
し
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ド
イ
ツ
語
の
典
拠
を
使
っ
た
こ
と
を
、
そ
の
う
え
、
考
え
に
く

い
が
原
典
に
直
接
当
た
っ
た
こ
と
を
、
彼
は
隠
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
マ
ル
ク
ス
の
性
格
や
、
彼
が
ま
だ
若
か
っ
た
こ
と
、

そ
れ
に
『
聖
家
族
』
の
論
争
的
な
論
調
を
考
え
れ
ば
、
そ
う
い
う
ご
ま
か
し
が
あ
っ
た
と
い
う
の
も
、
ま
っ
た
く
考
え
ら
れ
な
い

こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
に
一
八
四
〇
年
代
の
マ
ル
ク
ス
に
た
え
ず
提
起
さ
れ
て
い
た
主
題
に
照
ら
せ
ば
、
こ
う
し
た
詐
術
も
、
ド

イ
ツ
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
迷
妄
に
フ
ラ
ン
ス
の
現
実
お
よ
び
実
在
論
を
対
置
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
よ
っ
て
、
厳
密
に
説
明
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。
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と
こ
ろ
が
、
第
三
候
補
と
い
う
べ
き
一
著
作
が
見
つ
か
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た
デ
カ
ル
ト
主
義
を
中
心
に
扱
う
も
の
だ
が
、
そ
れ

が
タ
イ
ト
ル
に
は
表
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
ブ
イ
エ
や
ボ
ル
ダ
＝
ド
ム
ー
ラ
ン
の
著
作
と
同
じ
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
で
あ
る
こ

と
に
も
最
初
は
気
づ
か
な
か
っ
た
。
だ
が
同
書
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
、
前
述
の
が
っ
か
り
さ
せ
る
仮
説
を
す
ぐ
に
否
定
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
そ
れ
こ
そ
が
マ
ル
ク
ス
の
テ
ク
ス
ト
の
真
の
典
拠
だ
と
確
認
が
と
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
冊
と
は
、
一
八
四
二
年
に

パ
リ
で
刊
行
さ
れ
た
、
シ
ャ
ル
ル
・
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
著
『
近
代
哲
学
の
手
引
き
』
で
あ
る
。
目
次
に
頼
り
な
が
ら
さ
っ
と
一
読
し

て
み
た
だ
け
で
、
私
の
指
針
と
し
て
立
て
た
基
準
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
二
つ
を
同
書
は
満
た
し
て
い
る
と
確
認
で
き
た
。
ま
ず
、

二
か
所
に
「
医
学
者
ル
・
ロ
ワ
」
へ
の
、
ま
さ
に
こ
の
呼
称
で
の
言
及
が
あ
る
（R 242-243, 343

）。
も
う
一
つ
は
、
ベ
ー
ル
を
論

じ
た
「
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
著
者
」
に
軽
く
大
ざ
っ
ぱ
に
、
し
か
し
特
定
し
や
す
い
か
た
ち
で
マ
ル
ク
ス
が
言
及
し
た
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
が
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
を
指
す
こ
と
は
、
ベ
ー
ル
に
つ
い
て
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
論
じ
た
箇
所
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
（R 333

）。

こ
う
し
て
ベ
ー
ル
は
、
最
後
の
形
而
上
学
者
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
最
初
の
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
〔
啓
蒙
哲
学
者
〕
で
も
あ
っ
た

―

こ
の
語
を
六
〇
年
前
〔
一
七
八
〇
年
代
〕
の
意
味
で
用
い
る
な
ら
ば
。

　

こ
う
し
て
、
唯
物
論
史
を
書
く
た
め
に
マ
ル
ク
ス
は
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
『
手
引
き
』
を
、
少
な
く
と
も
典
拠
の
一
つ
と
し
て
利

用
し
た
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

だ
が
、
も
っ
と
注
意
深
く
読
ん
で
み
た
と
こ
ろ
、
こ
の
著
作
こ
そ
が
主
要
な
典
拠
で
あ
る
と
、
す
ぐ
に
私
は
気
づ
い
た
。
そ
の

う
え
「
た
い
て
い
の
近
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
史
の
諸
著
作
」
と
い
う
複
数
形
の
表
現
は
、
ご
ま
か
し
で
は
な
い
に
せ
よ
、
少
な
く
と

も
修
辞
的
誇
張
と
し
て
マ
ル
ク
ス
の
筆
か
ら
出
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
［
19
］。
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だ
と
す
れ
ば
、
対
照
と
分
析
を
明
晰
に
お
こ
な
う
た
め
に
は
、
マ
ル
ク
ス
の
文
章
と
、
彼
に
着
想
を
与
え
た
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の

主
要
な
文
章
と
を
、
対
照
表
の
か
た
ち
で
示
す
の
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。
重
要
性
に
お
い
て
劣
る
他
の
文
章
に
つ
い
て
は
註
に

盛
り
込
む
か
、
頁
番
号
を
指
示
し
た
。

Ｍ　

マ
ル
ク
ス
「
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
に
た
い
す
る
批
判
的
戦
闘
」、マ
ル
ク
ス
／
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
聖
家
族
』（M

EW
 2: 131-141

／
『
全

集 

二
』
一
三
〇
―

一
四
〇
頁
）

Ｒ　

ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
『
近
代
哲
学
の
手
引
き
』　Ch. Renouvier, M

anuel de philosophie m
oderne.

〔
訳
註
〕
著
者
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
コ
ニ
ョ
訳
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
『
聖
家
族
』
よ
り
、
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
史
（「
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
に

た
い
す
る
批
判
的
戦
闘
」
の
節
）
の
全
文
を
引
用
し
て
い
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
紙
幅
を
考
慮
し
て
、一
部
の
文
章
を
省
略
し
た
。

ま
た
、
大
月
書
店
版
『
全
集
』
の
訳
文
は
随
所
で
改
訳
し
た
。
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
抜
粋
に
お
け
る
丸
か
っ
こ
内
の
文
章
は
、

ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
注
記
で
あ
る
。
段
落
後
に
組
み
込
ま
れ
た
註
は
、
訳
註
と
断
り
の
な
い
か
ぎ
り
ブ
ロ
ッ
ク
の
も
の
。
た
だ

し
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
『
聖
家
族
』
を
対
照
し
な
い
こ
と
で
不
要
と
な
る
註
は
省
い
た
。

対
照
表
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ヴ
ィ
エ
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唯
物
論
史

（M
 131

／
一
三
〇
頁
）

ｄ　

フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
に
た
い
す
る
批
判
的
戦
闘

（
…
…
）

　
（M

 132
／
一
三
〇
頁
）
わ
れ
わ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
の
批
判
的
歴
史
〔
マ
ル
ク
ス
の
批
判
の
対
象
で
あ
る
ブ
ル
ー
ノ
・
バ
ウ
ア
ー

が
描
い
た
唯
物
論
史
、
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
を
支
配
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
は
唯
物
論
と
有
神
論
と
に
分
岐
し
、
革
命
の
挫
折
後
に
は
ロ
マ
ン
主
義
へ

と
変
質
し
た
と
い
う
筋
書
き
〕
に
、
そ
の
世
俗
的
で
大
衆
的
な
歴
史
の
要
約
を
対
置
し
て
み
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
実
際
に
起
こ
っ

た
歴
史
と
、（
…
…
）

　
「
正
確
に
、
散
文
的
な
意
味
で
い
え
ば
」
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
、
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
は
、
現
存
の
政

治
的
制
度
な
ら
び
に
現
存
の
宗
教
と
神
学
に
た
い
す
る
闘
争
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
一
七
世
紀
の
形
而
上
学
と
あ
ら
ゆ
る

形
而
上
学
に
た
い
す
る
、
こ
と
に
デ
カ
ル
ト
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
お
よ
び
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
形
而
上
学
に
た

い
す
る
公
然
た
る
明
白
な
闘
争
で
も
あ
っ
た
。
人
は
哲
学
を
形
而
上
学
に
対
立
さ
せ
た
。
ま
る
で
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
最
初

の
決
定
的
対
決
に
お
い
て
、
酔
っ
た
思
弁
に
し
ら
ふ
の
哲
学
を
対
立
さ
せ
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
よ
う
に
。（
…
…
）
ヘ
ー

ゲ
ル
が
（
…
…
）
形
而
上
学
の
世
界
王
国
を
築
い
た
あ
と
に
は
、
一
八
世
紀
と
同
様
に
、
思
弁
的
な
形
而
上
学
お
よ
び
あ
ら

ゆ
る
形
而
上
学
へ
の
攻
撃
が
、
神
学
へ
の
攻
撃
と
ふ
た
た
び
一
致
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。（
…
…
）
理
論
に
お
い
て
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
実
践
に
お
い
て
は
仏
英
の
社
会
主
義
と
共
産
主
義
が
、
人
間
主
義
と
一
致
す
る
唯
物

論
を
代
表
し
た
の
で
あ
る
。

　
（R 331

）（
…
…
）
こ
の
世
紀
に
は
、
神
学
へ
の
不
満
が
全
面
的
に
噴
き
出
し
た
（
…
…
）。（M

 136

／
一
三
四
頁
「
ホ
ッ
ブ

ズ
が
ベ
ー
コ
ン
の
唯
物
論
に
お
け
る
有
神
論
的
先
入
観
を
打
ち
砕
い
た
の
と
同
様
に
…
…
」以
下
を
参
照
。
後
出
のM

 133

／
一
三
二
頁「
ヴ
ォ
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ル
テ
ー
ル
に
よ
れ
ば
…
…
」
以
下
と
対
照
さ
せ
ら
れ
るR 332-333

の
文
章
も
見
よ
。）

　
（M

 132

／
一
三
一
頁
）「
正
確
に
、
散
文
的
な
意
味
で
い
え
ば
」
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
に
は
二
つ
の
方
向
が
あ
っ
て
、
そ
の
う

ち
の
一
つ
は
デ
カ
ル
ト
を
、
他
の
も
の
は
ロ
ッ
ク
を
源
泉
と
し
て
い
る
。
後
者
は
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
的
教
養
の
一
要
素
で
あ

り
、
直
接
に
社
会
主
義
に
そ
そ
い
で
い
る
。
前
者
す
な
わ
ち
機
械
論
的
唯
物
論
は
、
本
来
の
フ
ラ
ン
ス
自
然
科
学
に
流
れ
込

ん
で
い
る
。
二
つ
の
方
向
は
発
展
の
途
上
で
交
差
し
て
い
る
。（M

 133

／
一
三
一
頁
）
直
接
デ
カ
ル
ト
に
由
来
す
る
フ
ラ
ン
ス

唯
物
論
は
（
＊
１
）、
そ
れ
に
フ
ラ
ン
ス
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
学
派
、
フ
ラ
ン
ス
の
自
然
科
学
一
般
の
発
展
も
、
く
わ
し
く
論
じ
る

に
は
及
ば
な
い
（
＊
２
）。

　
（R 342

）
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
論
じ
た
唯
物
論
の
学
派
（
＊
３
）、
感
覚
論sensualism

e

に
そ
の
起
源
を
も
つ
学
派
の

か
た
わ
ら
に
は
（
＊
４
）、
デ
カ
ル
ト
以
降
た
え
る
こ
と
な
く
続
く
別
の
学
派
が
あ
る
。
こ
の
学
派
は
、
諸
原
理
を
一
面

で
も
っ
と
も
ら
し
く
見
せ
る
た
め
の
材
料
な
ら
、
何
で
あ
れ
デ
カ
ル
ト
か
ら
取
り
出
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
す
な

わ
ち
機
械
論
の
学
派
で
あ
る
。（
…
…
）

（
＊
１
）R 299-314

を
参
照
（
第
四
巻
第
六
部
「
デ
カ
ル
ト
の
自
然
哲
学philosophie physique

の
展
開
」）。

（
＊
２
）R 345-355

を
参
照
（
第
五
巻
第
三
部
「
一
八
世
紀
の
自
然
哲
学philosophie naturelle

に
つ
い
て
」）。

（
＊
３
）R 341-342

に
登
場
す
る
、
ド
ル
バ
ッ
ク
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
、
シ
ャ
ル
ル
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
デ
ュ
ピ
ュ
イ
、

コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ォ
ル
ニ
ー
の
学
派
。

（
＊
４
）R 316

以
下
で
、
感
覚
論
の
学
派
は
ロ
ッ
ク
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

〔
訳
註
〕
本
稿
で
はsensualism

e

の
訳
語
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
観
念
の
源
泉
と
し
て
の
感
覚
と
い
う
認
識
論
的
立
場
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を
そ
れ
が
厳
密
に
指
す
場
合
に
は
「
感
覚
論
」
と
、
よ
り
広
い
道
徳
的
含
意
を
あ
わ
せ
も
っ
た
語
と
し
て
用
い
ら

れ
る
場
合
に
は
「
感
覚
主
義
」
と
訳
す
。

　
（M

 132
／
一
三
一
頁
）
だ
か
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
る
に
留
め
よ
う
。

　

デ
カ
ル
ト
は
彼
の
自
然
学Physik

の
な
か
で
、
物
質
に
自
己
創
造
的
な
力
が
あ
る
と
認
め
、
機
械
的
運
動
を
物
質
の
生

命
の
し
わ
ざ
と
解
し
た
。
彼
は
そ
の
自
然
学
を
完
全
に
そ
の
形
而
上
学
か
ら
き
り
は
な
し
た
。
彼
の
自
然
学
の
内
部
で
は
、

物
質
が
唯
一
の
実
体
で
あ
り
、
存
在
と
認
識
の
唯
一
の
根
拠
で
あ
る
。

（
…
…
）（R 342

）
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
を
実
際
に
学
ん
で
み
る
な
ら
ば
、方
法
〔『
方
法
序
説
』
の
こ
と
〕
を
忘
れ
る
な
ら
ば
、

デ
カ
ル
ト
が
物
質
に
与
え
た
創
造
的
な
力
に
魅
了
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
こ
の
物
質
を
唯
一
の
実
体
お

よ
び
普
遍
的
原
因
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
い
わ
ば
半
分
を
表
現
す
る
の
に
適
し
た
学
説
が
基
礎
づ
け

ら
れ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
残
り
半
分
を
な
す
の
は
、
純
粋
に
知
覚
可
能
な
諸
観
念
の
体
系
で
あ
る
。

ま
さ
に
こ
の
観
念
体
系
こ
そ
が
二
元
論
を
確
保
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
全
体
に
お
い
て
哲
学
者
の
精
神
を
表
現
す
る
の

で
あ
る

―
ス
ピ
ノ
ザ
の
よ
う
に
諸
観
念
の
統
一
性
に
お
い
て
二
元
論
が
確
立
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
の
よ
う
に
予
定
調
和
に
よ
っ
て
二
元
論
が
説
明
さ
れ
る
の
か
は
別
と
し
て
。

　
（M
 132

／
一
三
一
頁
）
機
械
論
的
な
フ
ラ
ン
ス
の
唯
物
論
は
、
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
に
は
対
立
し
て
、
彼
の
自
然
学
に
つ

な
が
っ
て
い
る
。
彼
の
学
徒
は
職
業
的
な
反
形
而
上
学
者
、
す
な
わ
ち
自
然
学
者
で
あ
っ
た
。

　
（R 342

）
と
こ
ろ
で
機
械
論
学
派
の
進
歩
は
、
主
と
し
て
医
学
者
や
生
理
学
者
や
自
然
学
者
〔
物
理
学
者physiciens

〕
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の
お
か
げ
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
人
々
は
、（R 343

）
一
八
世
紀
の
反
形
而
上
学
的
精
神
の
せ
い
で
、
深
さ
や
一
般
性

に
お
い
て
劣
る
教
育
を
毎
日
受
け
つ
づ
け
、
そ
の
分
だ
け
唯
物
論
的
な
関
心
に
た
や
す
く
屈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
（M

 132
／
一
三
一
頁
）
医
学
者
ル
・
ロ
ワ
と
と
も
に
こ
の
学
派
が
は
じ
ま
り
、
医
学
者
カ
バ
ニ
ス
で
そ
の
頂
点
に
達
し
、
医

学
者
ラ
・
メ
ト
リ
が
そ
の
中
心
で
あ
る
。
動
物
の
〔
機
械
的
〕
構
成
の
デ
カ
ル
ト
的
概
念
を

―
ラ
・
メ
ト
リ
が
一
八
世
紀

に
お
な
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
た
よ
う
に

―
ル
・
ロ
ワ
が
人
間
の
霊
魂
に
ひ
き
う
つ
し
、
霊
魂
は
肉
体
の
一
様
相
で
あ
り
、

観
念
は
機
械
的
運
動
で
あ
る
と
説
明
し
た
と
き
、
デ
カ
ル
ト
は
な
お
存
命
し
て
い
た
。
ル
・
ロ
ワ
は
デ
カ
ル
ト
が
彼
の
ほ
ん

と
う
の
考
え
を
隠
し
て
い
る
の
だ
と
さ
え
信
じ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
異
議
を
と
な
え
た
。（
…
…
）

（
…
…
）（R 343

）
医
学
者
ル
・
ロ
ワ
は
、
哲
学
的
教
養
に
お
い
て
は
な
は
だ
不
完
全
な
人
物
で
あ
り
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
た
ち
が
彼
に
投
げ
か
け
た
非
難
や
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
友
好
的
な
描
写
か
ら
判
断
す
る
に
、

こ
の
種
の
過
ち
に
か
ん
す
る
第
一
級
の
事
例
で
あ
る
。
彼
の
師
が
動
物
に
つ
い
て
の
論
稿
〔『
方
法
序
説
』
の
第
五
部
か
〕

で
与
え
た
有
機
的
生
命
の
説
明
の
軽
快
さ
に
お
そ
ら
く
惑
わ
さ
れ
な
が
ら
、
ル
・
ロ
ワ
は
有
機
的
生
命
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
理
念
に
ま
で
拡
張
し
、
霊
魂
は
肉
体
の
一
様
相
と
見
な
し
う
る
と
信
じ
た
。
同
書
を
ル
・
ロ
ワ
は
一
冊
入
手
し
、
自

分
自
身
の
著
書
に
改
作
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ル
・
ロ
ワ
は
、
デ
カ
ル
ト
が
自
己
の
ほ
ん
と
う
の
確
信
を
隠
し
た
と
思
い

込
み
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
デ
カ
ル
ト
か
ら
激
し
く
も
気
高
い
返
答
を
受
け
た
（
＊
）。（
…
…
）

（
＊
）R 232-233

も
参
照
。「
ほ
ど
な
く
し
て
ル
・
ロ
ワ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
学
説
を
誤
解
し
て
、
彼
に
と
っ
て
は
偽
で

し
か
な
い
観
念
を
引
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
自
身
を
巻
き
込
ん
だ
。
す
な
わ
ち
ル
・
ロ
ワ
は
、
霊
魂

と
は
肉
体
の
様
相
だ
と
見
な
し
た
い
あ
ま
り
、
デ
カ
ル
ト
に
宛
て
た
手
紙
で
、
デ
カ
ル
ト
自
身
の
意
図
が
そ
れ
以



22

マ
ル
ク
ス
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
、
唯
物
論
史

外
で
あ
る
は
ず
は
な
く
、
彼
の
真
意
は
そ
れ
だ
と
誰
も
が
思
っ
て
い
る
の
だ
と
、
大
真
面
目
に
主
張
し
た
の
だ
っ

た
。
こ
う
し
て
ル
・
ロ
ワ
は
最
初
の
近
代
的
唯
物
論
者
に
、
す
な
わ
ち
、
み
ず
か
ら
の
学
説
を
デ
カ
ル
ト
か
ら
引

き
出
し
た
最
初
の
唯
物
論
者
に
な
っ
た
。こ
れ
か
ら
見
る
よ
う
に
、こ
の
唯
物
論
は
学
派
を
な
さ
ず
に
は
い
な
か
っ

た
し
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
れ
ま
で
友
で
あ
り
最
良
の
弟
子
だ
と
思
っ
て
い
た
者
を
非
難
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」。

（
…
…
）（M

 132

／
一
三
一
頁
）
一
八
世
紀
の
終
わ
り
に
、
カ
バ
ニ
ス
は
デ
カ
ル
ト
派
唯
物
論
を
、
そ
の
著
書
『
人
間
の
肉
体
と

精
神
の
関
係
』
で
完
成
さ
せ
た
。

　
（
ラ
・
メ
ト
リ
や
カ
バ
ニ
ス
の
デ
カ
ル
ト
派
生
理
学
へ
の
依
拠
に
つ
い
て
、
次
を
参
照
。）

　
（R 343

）
近
代
の
唯
物
論
に
は
、つ
ね
に
無
知
が
つ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
近
代
唯
物
論
が
デ
カ
ル
ト
か
ら
離
れ
て
い
っ

た
の
も
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
唯
物
論
者
の
筆
頭
と
呼
ぶ
べ
き
ラ
・
メ
ト
リ
の
体
系
の
独
創

性
は
、
デ
カ
ル
ト
の
創
意
に
負
う
の
だ
か
ら
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
動
物
と
人
間
の
自
然
的
諸
機
能
の
説
明
は
、
ま
さ
に

生
理
学
の
全
体
を
素
描
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。（
…
…
）

　
〔
ド
ル
バ
ッ
ク
の
〕『
自
然
の
体
系
』
も
ま
た
、
ラ
・
メ
ト
リ
の
学
説
と
同
じ
く
、（R 344

）
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
に
多

く
を
負
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
た
い
し
て
、
感
覚
論
者
た
ち
の
研
究
も
ま
た
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。
こ
の
点
と
は
対
照
的
に
、
機
械
論
学
派
は
力
を
増
し
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
そ
の
第
一
の

起
源
に
近
づ
い
て
い
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
こ
う
し
て
カ
バ
ニ
ス
の
著
作
は
、
こ
の
学
派
の
頂
点
と
わ
れ
わ
れ
に
は
見

え
る
し
、〔
デ
カ
ル
ト
の
〕
き
わ
め
て
先
進
的
な
生
理
学
が
こ
の
学
派
に
文
句
な
し
の
厳
密
さ
を
も
っ
て
加
え
る
こ
と
が
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で
き
た
作
品
だ
と
い
え
る
。
そ
の
純
粋
な
機
械
論
は
、
世
界
お
よ
び
人
間
に
か
ん
す
る
デ
カ
ル
ト
の
理
論
を
、
直
接
に

想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
（M

 133
／
一
三
一
頁
）
デ
カ
ル
ト
派
の
唯
物
論
は
今
日
に
い
た
る
ま
で
フ
ラ
ン
ス
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
唯
物
論
は
、
力

学
的
自
然
科
学
で
大
き
な
成
果
を
あ
げ
た
が
、
こ
の
自
然
科
学
を
ロ
マ
ン
主
義
だ
と
非
難
す
る
こ
と
は
、
正
確
に
、
散
文
的

な
意
味
で
い
え
ば
、
も
っ
と
も
的
外
れ
で
あ
る
。

　
（R 310-314

を
見
よ
。
と
く
に
次
の
箇
所
を
参
照
。）

　
（R 310

）（
…
…
）
わ
れ
わ
れ
が
基
本
的
に
想
定
し
て
い
る
の
は
、
一
世
紀
に
わ
た
っ
て
作
り
出
さ
れ
て
き
た
新
た
な

説
明
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
質
的
に
は
、（R 311

）
正
真
正
銘
の
、
た
だ
し
多
少
な
り
と
も
ニ
ュ
ー
ト
ン
学
派
の
精
神
に

よ
り
修
正
さ
れ
た
、
デ
カ
ル
ト
的
自
然
学
の
サ
ー
ク
ル
に
見
出
さ
れ
る
。
機
械
論
的
自
然
学
の
一
般
原
理
と
同
様
に
、

デ
カ
ル
ト
自
身
が
設
け
た
と
お
り
に
保
存
さ
れ
た
も
の
な
ど
一
つ
も
な
い
と
し
て
も
、
や
は
り
デ
カ
ル
ト
が
精
神
に
組

み
込
ん
だ
指
針
の
帰
結
が
そ
こ
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
（R 313

）
く
わ
え
て
、
こ
こ
で
の
わ
れ
わ
れ
の
狙
い
は
、
あ
と
で
言
及
す
る
生
気
論
的
自
然
学
の
体
系
に
含
ま
れ
る

真
理
を
排
除
す
る
こ
と
な
し
に
、
近
代
科
学
が
含
む
デ
カ
ル
ト
由
来
の
機
械
論
的
自
然
学
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
、
そ
し

て
前
者
が
い
ま
な
お
後
者
に
期
待
し
て
よ
い
全
て
の
も
の
を
、
見
定
め
る
こ
と
に
あ
る
。

　
（M

 133

／
一
三
一
頁
）
一
七
世
紀
の
形
而
上
学
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
と
く
に
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
た
が
、
そ
の
誕
生

の
瞬
間
か
ら
、
唯
物
論
を
敵
と
し
て
い
た
。
人
物
で
い
え
ば
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
唯
物
論
を
再
興
し
た
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
に
お
い
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、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
、
唯
物
論
史

て
、
唯
物
論
は
デ
カ
ル
ト
に
対
立
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
の
唯
物
論
は
、
い
つ
で
も
デ
モ
ク
リ
ト
ス
と
エ
ピ
ク
ロ
ス

と
に
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
。
他
方
で
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
は
、イ
ギ
リ
ス
の
唯
物
論
者
ホ
ッ
ブ
ズ
と
も
対
立
し
て
い
た
。

ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
そ
の
死
後
久
し
く
た
っ
て
か
ら
論
敵
に
打
ち
勝
っ
た
が
、
そ
の
と
き
に
は
敵
は
す
で
に
公

認
の
権
威
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
あ
ら
ゆ
る
学
派
（M

 133

／
一
三
二
頁
）
を
支
配
し
て
い
た
。

　
（
ホ
ッ
ブ
ズ
に
つ
い
て
はR 151-168

を
、ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
る
デ
カ
ル
ト『
省
察
』の
批
判
はR189-191

を
、原
子
論
の
再
興〔
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ

に
先
鞭
を
つ
け
ら
れ
た
〕
に
つ
い
て
はR 168-171

を
、
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
に
つ
い
て
はR 171-181

を
、
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
に
よ
る
『
省
察
』
批

判
はR 188-189
を
参
照
。）

　
（R 332

）つ
い
に
デ
カ
ル
ト
主
義
が
諸
学
派
を
支
配
し
た
。彼
の
天
下
が
到
来
し
た
こ
と
は
、す
で
に
共
通
意
見
と
な
っ

て
い
た
。（
…
…
）（
一
つ
後
の
抜
粋
も
参
照
。）

　
（M

 133

／
一
三
二
頁
）
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
イ
エ
ズ
ス
会
士
と
ヤ
ン
セ
ン
派
と
の
論
争

に
冷
淡
な
の
は
〔
前
者
は
カ
ト
リ
ッ
ク
対
抗
宗
教
改
革
の
急
先
鋒
、
後
者
は
カ
ト
リ
ッ
ク
内
で
異
端
視
さ
れ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
的
改
革

派
〕、
哲
学
の
せ
い
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
ロ
ー
の
金
融
投
機
に
起
因
す
る
〔
一
七
一
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
で
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
の
ミ

シ
シ
ッ
ピ
会
社
株
の
投
機
買
い
に
よ
り
起
き
た
バ
ブ
ル
を
指
す
〕。（M

 134

／
一
三
二
頁
）
そ
れ
と
同
様
に
、
一
七
世
紀
の
形
而
上
学
が

没
落
し
て
い
っ
た
理
由
を
一
八
世
紀
の
唯
物
論
か
ら
説
明
で
き
る
の
は
、
こ
の
理
論
的
運
動
そ
の
も
の
を
当
時
の
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
実
際
の
生
活
形
態
か
ら
説
明
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
し
か
な
い
。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
生
活
は
、
直
接
の
現
在

に
、
俗
世
の
享
楽
や
俗
世
の
利
害
に
、
こ
の
世
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
反
神
学
的
で
反
形
而
上
学
的
な
実
践
に
、
そ
の

唯
物
論
的
な
実
践
に
応
じ
る
も
の
は
、反
神
学
的
で
反
形
而
上
学
的
で
唯
物
論
的
な
理
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
＊
）。
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実
践
的
に
は
、
形
而
上
学
は
ま
っ
た
く
信
用
を
な
く
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
理
論
的
な
経
過
だ
け
を
簡
潔
に
述
べ
よ
う
。

（
…
…
）（R 332

）人
々
の
関
心
が
現
世
の
こ
と
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
く
な
か
で
、哲
学
が
遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
。（
…
…
）（
一

つ
後
の
抜
粋
も
参
照
。）

（
＊
）R 338-340

で
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
は
、
一
八
世
紀
に
お
け
る
形
而
上
学
的
思
考
に
た
い
す
る
実
践
的
関
心
の
優
位
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
。〔
以
下
は
ブ
ロ
ッ
ク
が
本
文
で
引
用
す
る
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
断
片
。〕「
ど
ん
な
学
説
で
あ
れ
、
考
察
さ

れ
る
の
は
そ
れ
が
も
た
ら
す
帰
結
の
み
で
あ
る
」（R 338

）。

　
（M

 134

／
一
三
二
頁
）
い
ま
だ
一
七
世
紀
の
形
而
上
学
に
は
、
実
証
的
で
世
俗
的
な
内
容
が
混
じ
っ
て
い
た
（
デ
カ
ル
ト
や
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
な
ど
を
想
起
せ
よ
）。
形
而
上
学
が
あ
れ
こ
れ
の
発
見
を
な
し
た
の
は
、
見
か
け
の
う
え
で
は
そ
れ
に
属
し
て
い
た

と
こ
ろ
の
、
数
学
や
物
理
学
な
ど
他
の
諸
科
学
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
は
や
く
も
一
八
世
紀
の
は
じ
め
に
は
、
こ

の
よ
う
な
見
か
け
が
消
え
失
せ
た
。
実
証
的
な
諸
科
学
が
形
而
上
学
か
ら
分
か
れ
、
独
自
の
領
域
を
作
り
出
し
た
。
あ
ら
ゆ

る
関
心
が
現
実
の
存
在
者
や
現
世
の
も
の
ご
と
に
集
ま
り
は
じ
め
た
と
き
、
形
而
上
学
に
遺
さ
れ
た
財
産
は
、
空
想
の
産
物

と
天
上
の
事
物
だ
け
に
な
っ
た
。
形
而
上
学
は
廃
れ
た
。（
…
…
）

　
（R 332

）つ
い
に
デ
カ
ル
ト
主
義
が
諸
学
派
を
支
配
し
た
。彼
の
天
下
が
到
来
し
た
こ
と
は
、す
で
に
共
通
意
見
と
な
っ

て
い
た
。
諸
科
学
の
分
岐
が
は
じ
ま
っ
た
。
数
学
者
が
い
れ
ば
、
自
然
学
者
（
物
理
学
者
）
も
化
学
者
も
い
た
。
そ
し
て

形
而
上
学
の
信
用
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
位
の
学
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
失
墜
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
世
俗
の
も
の
で
あ
れ

宗
教
制
度
で
あ
れ
、体
制
へ
の
批
判
が
し
だ
い
に
強
ま
り
、ま
す
ま
す
自
由
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
、人
々

の
関
心
が
現
世
の
こ
と
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
く
な
か
で
、
哲
学
が
遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
。
人
間
の
関
心
を
神
と
来
世
の
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こ
と
だ
け
に
仕
向
け
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
へ
の
全
般
的
な
反
発
が
、
哲
学
を
拒
絶
し
た
の
で
あ
る
。

（
…
…
）（M

 134

／
一
三
二
頁
）
一
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
最
期
の
大
形
而
上
学
者
た
る
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
と
ア
ル
ノ
ー
が
死
ん
だ

そ
の
年
に
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
と
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
生
ま
れ
た
〔
ア
ル
ノ
ー
の
没
年
の
誤
り
に
つ
い
て
は
本
文
註
９
の
と
お
り
〕。

　
（R 332
）
ア
ル
ノ
ー
と
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
、
一
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
最
後
の
哲
学
者
た
ち
で
あ
り
、
後
者
の
死
没

と
同
じ
年
に
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
と
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
生
ま
れ
た
。
哲
学
の
没
落
の
何
と
速
い
こ
と
か
。（
…
…
）

　
（M

 134

／
一
三
二
頁
）
一
七
世
紀
の
形
而
上
学
の
、そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
形
而
上
学
の
信
用
を
理
論
的
に
失
墜
さ
せ
た
人
物
は
、

ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
彼
の
武
器
は
、
形
而
上
学
の
呪
文
そ
の
も
の
か
ら
鍛
え
あ
げ
た
懐
疑
論
で
あ
っ
た
。
彼
自

身
、
当
初
は
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
か
ら
出
発
し
た
。（
…
…
）

（
…
…
）（R 332

）
高
名
で
、
多
大
な
影
響
力
を
も
つ
に
違
い
な
い
一
人
物
が
、
哲
学
を
哲
学
自
体
に
適
用
し
、
哲
学
を

解
体
し
て
し
ま
う
こ
と
に
、
そ
の
全
活
動
を
も
っ
て
取
り
組
ん
だ
と
い
う
話
は
嘘
で
は
な
い
。
こ
の
人
物
こ
そ
が
ベ
ー

ル
で
あ
る
。
彼
の
懐
疑
論
は
、
イ
ギ
リ
ス
哲
学
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
侵
入
を
準
備
し
た
。
デ
カ
ル
ト
主
義
が
ベ
ー
ル
の
精

神
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。（
…
…
）

（
…
…
）（M

 134

／
一
三
二
頁
）
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
思
弁
的
神
学
と
の
闘
争
を
つ
う
じ
て
思
弁
的
哲
学
と
の
闘
争
へ
と
押
し

や
ら
れ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
彼
が
思
弁
を
神
学
の
最
後
の
支
え
と
認
識
し
、
神
学
者
た
ち
を
し
て
疑
似
科
学
か
ら
む
き

出
し
の
鼻
も
ち
な
ら
な
い
信
仰
へ
と
逃
げ
帰
る
よ
う
仕
向
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
ベ
ー
ル
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は
宗
教
的
懐
疑
を
つ
う
じ
て
、
宗
教
的
信
仰
を
支
え
て
い
た
形
而
上
学
そ
れ
自
体
に
た
い
す
る
懐
疑
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ベ
ー
ル
は
形
而
上
学
を
、
そ
れ
が
歩
ん
で
き
た
歴
史
上
の
全
過
程
に
わ
た
っ
て
批
判
し
た
。
形
而
上
学

が
死
に
至
る
ま
で
の
歴
史
を
書
く
た
め
に
、
ベ
ー
ル
は
形
而
上
学
の
歴
史
家
と
な
っ
た
。
彼
は
と
く
に
ス
ピ
ノ
ザ
と
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
を
論
駁
し
た
。

（
…
…
）（R 332

）
し
か
し
ベ
ー
ル
は
、
宗
教
へ
の
懐
疑
を
つ
う
じ
て
哲
学
へ
の
懐
疑
に
ま
で
導
か
れ
た
。
さ
ら
に
彼
は
、

と
り
わ
け
諸
宗
派
に
迫
害
さ
れ
な
が
ら
も
、
宗
教
の
確
実
性
と
称
さ
れ
る
も
の
を
奪
い
、
ひ
い
て
は
自
分
へ
の
迫
害
を

許
す
そ
の
信
仰
お
よ
び
（R 333

）
支
配
権
を
、
そ
の
権
力
と
と
も
に
奪
い
去
っ
て
や
り
た
い
と
欲
し
た
。
神
学
者
が
信

仰
に
訴
え
る
し
か
な
い
と
い
う
事
情
ゆ
え
に
も
っ
と
穏
健
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
ベ
ー
ル
は
望
ん
だ
し
、
あ
ら
ゆ
る
教

条
的
問
題
を
彼
は
問
い
な
お
し
た
。（
…
…
）

　
（
あ
わ
せ
て
次
も
参
照
。）

　
（R 334

）ベ
ー
ル
の
著
作
に
お
け
る
第
二
の
部
分
を
な
す
の
は
、も
ろ
も
ろ
の
教
条
や
体
系
へ
の
批
判
で
あ
る
。（
…
…
）

ベ
ー
ル
に
話
を
戻
す
と
、
彼
が
取
り
組
ん
だ
さ
ま
ざ
ま
な
論
駁
の
な
か
で
も
ス
ピ
ノ
ザ
お
よ
び
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
論
駁

が
、
わ
れ
わ
れ
の
観
点
に
お
い
て
第
一
級
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。（
…
…
）

　
（M

 134

／
一
三
二
頁
）
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
は
、
形
而
上
学
を
懐
疑
に
よ
っ
て
解
消
す
る
こ
と
に
よ
り
、
唯
物
論
と
健
全
な

人
間
知
性
の
哲
学
が
フ
ラ
ン
ス
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
準
備
し
た
だ
け
で
は
な
い
。（M

 135

／
一
三
三
頁
）
無
神
論
者
だ

け
か
ら
な
る
社
会
が
存
在
し
う
る
こ
と
、
無
神
論
者
が
尊
敬
す
べ
き
人
間
で
あ
り
う
る
こ
と
、
人
間
が
品
位
を
下
げ
る
の
は

無
神
論
で
は
な
く
迷
信
と
偶
像
崇
拝
の
た
め
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
証
明
に
よ
り
、
ま
も
な
く
現
れ
は
じ
め
る
に
違
い
な
い
無
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神
論
的
社
会
を
ベ
ー
ル
は
予
告
し
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
一
著
者
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
は
「
一
七
世
紀
の
意
味
に
お
け
る
最
後
の
一
形
而
上
学
者

で
あ
り
、
一
八
世
紀
の
意
味
に
お
け
る
最
初
の
一
哲
学
者
〔
つ
ま
り
啓
蒙
の
哲
学
者
〕」
で
あ
っ
た
。

（
…
…
）（R 333

）
だ
が
形
而
上
学
の
支
配
は
な
お
も
続
い
た
の
で
、
ベ
ー
ル
は
形
而
上
学
を
道
具
と
し
て
は
受
け
入
れ
、

批
判
の
旅
人
と
し
て
、
哲
学
と
宗
教
と
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
な
が
ら
、
両
者
を
た
が
い
に
対
立
さ
せ
た
。
こ
う
し
て

ベ
ー
ル
は
、
最
後
の
形
而
上
学
者
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
最
初
の
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
〔
啓
蒙
哲
学
者
〕
で
も
あ
っ
た

―
こ
の

語
を
六
〇
年
前
〔
一
七
八
〇
年
代
〕
の
意
味
で
用
い
る
な
ら
ば
。（
…
…
）

　

以
上
を
ふ
ま
え
て
、
ベ
ー
ル
の
著
作
に
お
け
る
二
つ
の
部
分
に
着
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の
部
分
を
な
す
の

は
、
非
常
に
体
系
立
っ
た
一
連
の
見
解
で
あ
り
、
そ
れ
は
今
日
〔
一
八
四
〇
年
代
〕
に
い
た
る
ま
で
不
名
誉
な
逆
説
と
し

て
見
な
さ
れ
て
き
た
が
、
し
か
し
経
験
と
理
性
に
よ
っ
て
た
や
す
く
正
当
化
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
一
六
一
八
年
に
お

け
る
彗
星
の
出
現
に
こ
と
よ
せ
て
、
ベ
ー
ル
が
み
ず
か
ら
の
責
務
と
し
て
負
っ
た
の
は
、
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に

残
る
、
あ
ら
ゆ
る
偏
見
や
偶
像
崇
拝
を
打
倒
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
議
論
の
方
向
性
ゆ
え
に
ベ
ー
ル
は
、
神
と
摂

理
に
か
ん
す
る
宗
教
的
意
見
だ
け
が
道
徳
の
基
礎
を
な
す
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
に
い
た
っ
た
。こ
の
主
張
に
こ
そ
、

無
神
論
者
は
有
徳
で
あ
り
う
る
と
い
う
命
題
と
、
無
神
論
の
社
会
は
存
在
し
う
る
と
い
う
命
題
と
が
帰
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
命
題
を
支
え
る
た
め
に
ベ
ー
ル
が
立
て
た
別
の
命
題
は
、
魂
の
価
値
は
無
神
論
者
も
偶
像
崇

拝
者
も
同
じ
だ
と
い
う
命
題
で
あ
っ
た
〔
一
六
八
三
年
に
ベ
ー
ル
が
匿
名
で
刊
行
し
た
『
彗
星
雑
考
』
を
参
照
、
邦
訳
は
法
政
大
学
出

版
局
か
ら
出
て
い
る
〕。
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（M

 135

／
一
三
三
頁
）
一
七
世
紀
の
神
学
と
形
而
上
学
の
否
定
的
な
論
破
の
ほ
か
に
、
肯
定
的
で
反
形
而
上
学
的
な
一
体
系

が
必
要
と
さ
れ
た
。
当
時
の
生
活
実
践
を
一
体
系
に
ま
と
め
、こ
れ
を
理
論
的
に
基
礎
づ
け
る
著
作
が
必
要
と
さ
れ
た
。
ロ
ッ

ク
の
著
書
『
人
間
知
性
論
』
が
、
海
峡
の
か
な
た
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
い
い
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
た
。
本
書
は
待
ち
こ
が
れ
た

客
の
よ
う
に
熱
狂
的
に
歓
迎
さ
れ
た
。

　
（R 335
）
し
か
し
、あ
れ
こ
れ
の
宗
派
や
体
系
に
い
ち
い
ち
反
論
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
マ
ニ
教
か
ピ
ュ

ロ
ン
主
義
か
を
復
活
さ
せ
る
こ
と〔
善
悪
二
元
論
か
価
値
判
断
の
停
止
か
の
二
者
択
一
〕
は
衒
学
的
な
余
興
に
し
か
見
え
な
か
っ

た
。
も
っ
と
大
胆
に
、
哲
学
の
地
盤
に
し
っ
か
り
立
ち
、
実
定
的
な
体
系
に
身
を
固
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
神

学
者
や
、
彼
ら
の
支
援
を
得
て
い
た
前
世
紀
の
哲
学
者
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
の
帰
結
が
破
滅
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か

だ
が
。
反
論
さ
れ
る
べ
き
教
説
に
た
い
し
て
、
仮
説
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
外
見
上
は
良
心
的
か
つ
厳
格
で
あ
る
よ

う
な
、
別
の
教
説
が
立
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
ロ
ッ
ク
の
著
書
が
予
想
通
り
の
大
歓
迎
を
フ

ラ
ン
ス
で
受
け
た
理
由
が
説
明
で
き
る
。（
…
…
）

　
（M

 135

／
一
三
三
頁
）
ロ
ッ
ク
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
弟
子
で
は
な
い
か
、
と
尋
ね
る
声
が
す
る
。「
世
俗
的
」
歴
史
は
こ
う
答
え

る
だ
ろ
う
。

　

唯
物
論
は
イ
ギ
リ
ス
の
実
の
息
子
で
あ
る
。
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
の
ス
コ
ラ
学
者
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
は
「
物
質
は
思

考
で
き
な
い
の
か
」
と
自
問
し
て
い
た
。

　

こ
の
奇
跡
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
、
ロ
ッ
ク
は
神
の
全
能
に
頼
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
神
学
そ
の
も
の
に
唯
物
論
を
説
教

さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
彼
は
唯
名
論
者
で
あ
っ
た
。
唯
名
論
は
イ
ギ
リ
ス
の
唯
物
論
者
の
あ
い
だ
で
は
主
要
成
分
の
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、
唯
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一
つ
で
あ
り
、
ま
た
一
般
に
、
唯
物
論
の
最
初
の
表
現
で
あ
る
。

　
（R 321

）（
…
…
）
ロ
ッ
ク
は
彼
の
方
法
を
非
常
に
わ
ず
か
に
し
か
定
式
化
し
て
い
な
い
の
で
、
彼
の
見
解
は
、
彼
の

方
法
と
直
接
に
は
関
連
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
彼
の
精
神
の
日
常
的
習
慣
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、

す
で
に
そ
の
感
覚
論
と
の
密
接
な
関
係
を
示
し
て
お
い
た
、
唯
名
論
を
ま
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
＊
１
）。
そ

れ
に
、
こ
の
教
説
を
ロ
ッ
ク
が
借
り
て
き
た
典
拠
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
た
や
す
く
見
つ
か
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ

は
ス
コ
ラ
学
者
オ
ッ
カ
ム
が
伝
授
し
、
ベ
ー
コ
ン
が
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
に
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
強
固
に
体
系
化
し
た
教

説
な
の
だ
か
ら
。（
…
…
）
最
後
に
、
精
神
（
霊
魂
）
と
物
質
の
本
性
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
か
の
定
義
が
欠
け
て
い
る
た

め
に
ロ
ッ
ク
が
確
信
を
も
て
な
い
こ
と
や
、
彼
が
基
体sujet

そ
れ
一
般
の
観
念
を
物
質
の
観
念
と
同
一
視
す
る
き
ら

い
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
。
こ
う
し
た
点
は
ホ
ッ
ブ
ズ
に
も
、
そ
し
て
彼
以
前
に
は
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
や
オ
ッ

カ
ム
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
＊
２
）。
彼
ら
は
物
質
が
考
え
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ど
う
か
を
問
う
た
。
自
分

た
ち
が
欲
す
る
「
し
か
り
」
と
い
う
答
え
を
他
の
方
法
で
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
彼
ら
は
、
ロ
ッ
ク
と
同
じ
く
、
そ
れ
を

奇
跡
に
帰
そ
う
と
し
て
神
の
力
に
言
及
し
た
の
だ
っ
た
。

（
＊
１
）ホ
ッ
ブ
ズ
に
か
ん
し
て
はR 157

を
見
よ〔
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
感
覚
論
と
唯
名
論
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
箇
所
〕。

後
出
の
、
マ
ル
ク
ス
が
ホ
ッ
ブ
ズ
的
感
覚
論
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
科
学
に
は
「
感
性
的
形
態
を
は
ぎ
取
ら
れ

た
物
理
的
世
界
の
幻
影
」
に
「
名
称
を
与
え
る
こ
と
」
し
か
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
箇
所
も
参
照
（M

 136

／

一
三
四
頁
）。

（
＊
２
）
こ
こ
で
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
は
、
ク
ー
ザ
ン
『
一
八
世
紀
哲
学
史
』
第
一
巻
（
感
覚
論
）
第
九
講
の
参
照
を
指
示

し
て
い
る
（Victor Cousin, C

ours d'histoire de la philosophie m
orale au dix-huitièm

e siècle, I. ècole sensualiste, Paris: 
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Librairie de Ladrange, 1839

）。

　
（M

 135

／
一
三
三
頁
）
イ
ギ
リ
ス
の
唯
物
論
と
近
代
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
実
験
科
学
と
の
先
祖
は
、
ベ
ー
コ
ン
で
あ
る
（
＊

１
）。
彼
に
と
っ
て
自
然
科
学
と
は
真
の
科
学
で
あ
り
（
＊
２
）、
感
性
的
な
物
理
学
〔
自
然
学
〕
が
自
然
科
学
の
も
っ
と
も
高

貴
な
部
分
を
な
す
（
＊
３
）。
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
と
そ
の
同
質
部
分H

om
oiom

erien

が
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
と
そ
の
原
子
が
、

し
ば
し
ば
ベ
ー
コ
ン
の
論
拠
に
な
っ
て
い
る
。
彼
の
教
え
に
よ
れ
ば
、
感
官
は
無
謬
で
あ
り
、
全
て
の
知
識
の
源
泉
で
あ
る
。

科
学
と
は
経
験
の
学
で
あ
り
、
感
覚
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
に
合
理
的
な
方
法
を
適
用
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
帰

納
、
分
析
、
比
較
、
観
察
、
実
験
が
、
合
理
的
方
法
の
主
要
な
条
件
で
あ
る
。
物
質
に
本
来
そ
な
わ
る
諸
性
質
な
か
で
は
、

運
動
が
第
一
の
、
ま
た
も
っ
と
も
卓
越
し
た
性
質
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
ん
に
力
学
的
お
よ
び
数
学
的
な
運
動
と
し
て
だ
け

で
な
く
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
物
質
の
衝
動
、
生
気
、
張
力
と
し
て
の
、
物
質
の
苦
悩

―
ヤ
ー
コ
プ
・
ベ
ー
メ
の
表
現
を
借

り
れ
ば

―
と
し
て
の
運
動
が
そ
う
な
の
で
あ
る
。（
…
…
）

　
（R 148

）（
…
…
）
ベ
ー
コ
ン
が
現
象
の
諸
形
式
を
、
規
定
さ
れ
た
諸
運
動
に
な
る
べ
く
還
元
し
よ
う
と
試
み
た
こ
と

は
言
い
争
え
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
ベ
ー
コ
ン
に
よ
れ
ば
運
動
と
は
物
質
に
含
ま
れ
る
性
質

の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
も
第
一
の
性
質
、
も
っ
と
も
重
要
な
性
質
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
次
の
こ
と
も
確
か
だ
。

す
な
わ
ち
、
物
質
の
運
動
は
、
た
ん
に
終
わ
り
の
な
い
時
間
の
進
行
の
な
か
で
相
互
の
動
き
だ
け
に
左
右
さ
れ
つ
つ
生

じ
た
り
、
純
粋
に
数
学
的
な
法
則
に
従
っ
た
り
す
る
か
わ
り
に
、
し
ば
し
ば
傾
向
や
欲
求
を
、
あ
る
い
は
一
般
に
、
た

だ
の
物
質
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
は
想
像
し
が
た
い
他
の
諸
性
質
を
、
要
因
と
し
て
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
言

え
る
の
は
、
ベ
ー
コ
ン
は
実
の
と
こ
ろ
、
む
き
出
し
の
物
質
を
置
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
物
質
の
一
次
性
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質
な
る
も
の
を
厳
密
に
定
義
し
た
わ
け
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
物
質
に
つ
い
て
好
ん
で
論
じ
た
と
き

の
語
り
口
は
、科
学
者
と
い
う
よ
り
も
詩
人
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
ベ
ー
コ
ン
は
、彼
の
学
問
論
に
お
い
て
も
っ

と
も
美
し
い
挿
話
の
一
つ
で
あ
る
、
牧
神
パ
ン
と
い
う
古
代
的
象
徴
の
解
釈
に
お
い
て
、
こ
の
象
徴
か
ら
作
り
出
さ
れ

る
三
つ
組
の
概
念
を
、
愛
欲
た
っ
ぷ
り
に
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。
パ
ン
す
な
わ
ち
物
質
的
宇
宙
は
メ
ル
ク
リ
ウ
ス
の

息
子
、
つ
ま
り
は
神
の
言
葉
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
別
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
パ
ン
は
ペ
ネ
ロ
ペ
と
、
彼
女
に
言
い
寄
る
全

て
の
男
た
ち
か
ら
、
つ
ま
り
は
、
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
な
っ
た
事
物
の
子
種
か
ら
生
ま
れ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
の
哲
学
が
、
そ
の
同
質
部
分
た
ちhom

éom
éries

と
と
も
に
出
て
き
た
。
そ
れ
は
、
よ
り
健
全
で

精
妙
な
原
子
論
の
哲
学
で
あ
っ
て
、
同
質
的
な
無
数
の
種
子
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
の
形
状
だ
け
を
変
化
さ
せ
る
の
で
あ

る
。（
…
…
）

（
＊
１
）
ベ
ー
コ
ン
に
つ
い
て
はR 35-38

お
よ
びR 135-151

を
見
よ
。
唯
物
論
の
先
祖
と
し
て
の
ベ
ー
コ
ン
に
つ
い

て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
学
知
に
富
む
実
証
的
な
精
神
の
持
ち
主
た
ち
は
、
ベ
ー
コ
ン
哲
学
を

唯
物
論
の
出
発
点
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
た
し
、
ま
た
そ
う
し
た
が
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
ベ
ー
コ
ン
哲
学
の
推

進
者
た
ち
と
解
釈
者
た
ち
は
（
…
…
）
唯
物
論
の
実
例
を
提
供
し
た
」（R 138

）。

（
＊
２
）R 36

お
よ
びR 140-145

を
参
照
。

（
＊
３
）R 136

を
参
照
。
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
に
よ
れ
ば
、
ベ
ー
コ
ン
に
と
っ
て
「
形
而
上
学
」（
形
相
因
お
よ
び
目
的
因
の
研
究

と
し
て
の
）
は
「
自
然
科
学
の
実
に
も
っ
と
も
高
貴
な
部
分
」
を
な
す
。

　
（M

 135

／
一
三
三
頁
）
唯
物
論
の
創
始
者
で
あ
る
ベ
ー
コ
ン
に
あ
っ
て
は
、
唯
物
論
は
ま
だ
素
朴
な
か
た
ち
で
全
面
的
発
展
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の
萌
芽
を
内
包
し
て
い
る
（
＊
１
）。（M

 136

／
一
三
四
頁
）
物
質
は
詩
的
で
感
性
的
な
輝
き
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
全
て
の
人
間

に
ほ
ほ
え
み
か
け
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
彼
の
格
言
風
の
学
説
そ
の
も
の
に
は
、
い
ま
だ
神
学
的
な
不
整
合
が
群
が
っ

て
い
るw

im
m

elt [von etw.]

（
＊
２
）。

（R 149
）（
…
…
）
と
こ
ろ
で
自
然
学
者
ベ
ー
コ
ン
は
、
こ
れ
ら
の
寓
話
解
釈
の
う
ち
の
二
つ
に
、
す
な
わ
ち
原
子
の
寓

話
と
形
相
の
寓
話
と
に
、
明
ら
か
に
共
感
し
て
い
た
。
た
だ
し
形
相
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
抽
象
と
し
て
で
は
な
く
、

一
定
の
物
質
に
そ
な
わ
る
生
気
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
ベ
ー
コ
ン
は
よ
く
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の

哲
学
へ
の
称
賛
を
、
さ
ら
に
は
偏
愛
を
さ
え
表
明
し
て
い
た
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
彼
が
帰
納
法
を
適
用
し
た
の
は
、
死

せ
る
物
質
の
生
き
た
形
相
を
露
わ
に
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。（
…
…
）

（
＊
１
）R 150

を
参
照
。「
ベ
ー
コ
ン
の
哲
学
は
、
矛
盾
と
不
整
合
に
満
ち
た
大
が
か
り
な
ス
ケ
ッ
チ
に
他
な
ら
な
い
」

な
ど
。

（
＊
２
）R 139

を
参
照
。「（
…
…
）
彼
の
作
品
に
ひ
し
め
い
て
い
るfourm

illent

、
宗
教
の
偉
大
さ
や
霊
魂
の
優
位
や

神
の
霊
感
を
称
え
る
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
美
し
い
思
想
は
（
…
…
）」。

　
（M

 136

／
一
三
四
頁
）
こ
の
唯
物
論
は
、
さ
ら
に
発
展
し
て
い
く
に
つ
れ
て
一
面
的
に
な
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
ベ
ー
コ
ン
の
唯

物
論
を
体
系
化
し
た
人
物
で
あ
る
（
＊
１
）。
感
覚
は
そ
の
華
を
失
い
、
幾
何
学
者
の
抽
象
的
感
覚
に
な
る
。
自
然
的
運
動
は
、

力
学
的
ま
た
は
数
学
的
運
動
の
犠
牲
に
さ
れ
る
。
幾
何
学
が
主
要
な
科
学
だ
と
宣
言
さ
れ
る
（
＊
２
）。
こ
う
し
て
唯
物
論
は

人
間
嫌
い
と
な
る
。
こ
の
人
間
嫌
い
で
血
肉
の
通
わ
な
い
精
神
を
、
精
神
の
領
域
そ
の
も
の
に
お
い
て
克
服
で
き
る
よ
う
に

な
る
に
は
、
唯
物
論
は
自
分
の
肉
を
み
ず
か
ら
断
ち
、
禁
欲
主
義
者
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
唯
物
論
は
知
性
的
な
も
の
と
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し
て
登
場
す
る
だ
け
で
な
く
、
知
性
の
容
赦
な
い
首
尾
一
貫
性
を
も
展
開
す
る
。

　
（R 151

）（
…
…
）
い
つ
ご
ろ
、
ど
の
よ
う
な
思
想
の
発
展
が
、
デ
カ
ル
ト
主
義
を
抱
え
込
み
、
支
配
し
た
の
か
は
、

あ
と
で
見
よ
う
。
ベ
ー
コ
ン
主
義
も
ま
た
同
じ
よ
う
な
運
命
を
た
ど
っ
た
の
で
、
強
力
で
厳
格
な
才
知
に
よ
っ
て
体
系

化
さ
れ
、秩
序
と
正
確
さ
を
与
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。こ
の
使
命
を
果
た
し
た
の
は
、デ
カ
ル
ト
の
同
時
代
人
、ホ
ッ

ブ
ズ
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
新
た
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
代
弁
者
が
ま
ず
着
手
し
た
の
は
、
原
理
の
統
一
性
を
う
ち
立
て
、
自
然
神
学
を
放

棄
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
ベ
ー
コ
ン
よ
り
も
宗
教
か
ら
離
れ
、
み
ず
か
ら
の
理
性
を
絶
対
視
す
る
点
で
も
ベ
ー
コ
ン
を
し

の
い
で
い
る
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
科
学
を
論
理
学
か
ら
開
始
し
、
論
理
学
を
あ
ら
ゆ
る
知
識
と
研
究
と
の
単
一
原
理
と
し
て

基
礎
づ
け
た
。（
…
…
）

（
＊
１
）
ホ
ッ
ブ
ズ
に
つ
い
て
はR 151-168

を
参
照
。

（
＊
２
）
幾
何
学
お
よ
び
運
動
に
つ
い
て
はR 156

以
下
を
、
お
よ
びR 160-161

を
参
照
。「
幾
何
学
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ

が
立
て
た
原
理
か
ら
帰
結
す
る
第
一
の
科
学
で
あ
り
、
彼
の
原
理
に
お
い
て
は
自
然
哲
学
の
一
分
野
を
な
す
」
な

ど
（R 161

）。

　
（M

 136

／
一
三
四
頁
）
感
覚
が
あ
ら
ゆ
る
知
識
を
人
間
に
供
給
す
る
の
な
ら
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
ベ
ー
コ
ン
か
ら
出
発
し
て
論
証

す
る
よ
う
に
、
知
覚
、
思
考
、
表
象
な
ど
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
の
可
感
的
形
態
を
は
ぎ
取
ら
れ
た
物
理
的
世
界
の
幻
影

に
他
な
ら
な
い
。（
…
…
）

　
（R 152

）
ホ
ッ
ブ
ズ
が
自
分
の
哲
学
に
足
を
踏
み
入
れ
る
の
は
、
ベ
ー
コ
ン
が
そ
う
見
た
よ
う
に
人
間
を
見
る
こ
と



35

マ
ル
ク
ス
研
究
会
年
誌
二
〇
二
一

に
よ
っ
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
と
っ
て
人
間
と
は
鏡
で
あ
り
、
そ
れ
が
映
し
出
す
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
物
体
と

呼
び
、
そ
れ
に
一
定
の
偶
有
性
や
性
質
を
見
出
す
と
こ
ろ
の
外
的
対
象
で
あ
る
。
実
に
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
人
間
が
内
に
も

つ
の
は
つ
ね
に
外
部
に
あ
る
事
物
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
存
在
が
も
つ
性
質
の
表
象
こ
そ
が
概
念
、

想
像
、
観
念
、
認
識
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
思
考
の
起
源
は
感
覚
で
あ

り
、
物
体
ま
た
は
物
体
か
ら
構
成
さ
れ
た
も
の
し
か
人
間
は
考
察
で
き
な
い
。（
…
…
）

（
…
…
）（M

 136

／
一
三
四
頁
）
科
学
に
で
き
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
幻
影
に
名
称
を
与
え
る
こ
と
く
ら
い
で
あ
る
。
一
つ
の
名
称

が
い
く
つ
も
の
幻
影
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
名
称
の
名
称
す
ら
成
り
立
つ
だ
ろ
う
。
だ
が
、
あ
ら
ゆ
る
観
念

の
起
源
を
感
覚
的
世
界
に
見
出
す
が
ま
ま
に
任
せ
て
お
く
一
方
で
、
語
が
語
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
想
像
さ
れ
た
存
在
、
つ

ね
に
個
別
的
な
存
在
の
ほ
か
に
、
な
お
普
遍
的
な
存
在
が
あ
る
と
信
じ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
矛
盾
で
あ
ろ
う
。（
…
…
）

　
（R 157

）
ホ
ッ
ブ
ズ
の
学
説
の
基
礎
を
据
え
た
と
こ
ろ
で
、
い
っ
た
ん
立
ち
止
ま
っ
て
み
よ
う
。
説
明
は
長
く
は
な

ら
な
い
。
ま
ず
は
感
覚
か
ら
の
認
識
の
形
成
と
い
う
原
理
が
立
て
ら
れ
、そ
れ
か
ら
一
次
的
物
質
と
運
動
と
の
観
念
が
、

す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
変
化
の
源
が
つ
け
加
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
議
論
す
る
の
で
は
な
く
、
述

べ
立
て
る
の
み
で
あ
る
。
彼
の
思
考
の
な
か
で
世
界
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
く
る
の
か
を
、
も
う
一
度
か
ん
た
ん
に
見

て
お
く
の
が
い
い
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
話
を
続
け
よ
う
。
次
に
く
る
の
は
名
称
の
原
理
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
直
接

的
な
証
明
な
し
に
、
第
一
の
原
理
の
ま
っ
た
く
自
然
な
帰
結
と
し
て
述
べ
立
て
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
実
の
と
こ
ろ
、

次
の
こ
と
は
考
慮
に
含
め
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か

―
あ
ら
ゆ
る
認
識
が
、
存
在
の
幻
影
に
す
ぎ
な
い
か
、
可
感

的
な
形
式
か
ら
多
少
な
り
と
も
拭
い
去
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
と
す
れ
ば
、
科
学
に
で
き
る
の
は
、
そ
う
し
た
幻
影
に
名
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称
を
与
え
、
そ
れ
ら
の
名
称
を
い
く
つ
か
の
見
か
け
に
、
ま
た
は
同
時
に
見
た
と
き
の
一
連
の
見
か
け
に
そ
っ
て
類
別

す
る
こ
と
し
か
な
い
、
と
い
う
点
は
？　

さ
ま
ざ
ま
な
色
模
様
に
、
任
意
に
好
き
な
名
前
を
、
何
で
あ
れ
よ
り
単
純
な

も
の
を
与
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
が
、
共
通
の
呼
称
を
付
与
さ
れ
つ
つ
想
像
力
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
え
な
い
の
か
。
同
じ
よ
う
に
、
名
称
の
名
称
や
、
一
つ
な
が
り
の
言
明
の
名
称
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
し

か
し
な
が
ら
、
語
が
語
以
上
の
も
の
に
な
る
よ
う
欲
し
、
想
像
可
能
な
も
の
や
つ
ね
に
個
別
的
な
も
の
と
は
別
の
存
在

が
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
全
て
の
観
念
は
感
覚
に
起
源
を
も
つ
と
想
定
す
る
こ
と
は
、
矛
盾
で
あ
る
。

上
に
み
た
二
つ
の
厳
然
た
る
原
理
の
う
ち
、
第
一
の
原
理
は
そ
の
起
源
と
し
て
は
ベ
ー
コ
ン
に
属
し
、
第
二
の
原
理
は

第
一
の
そ
れ
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。（
…
…
）

（
…
…
）（M

 136

／
一
三
四
頁
）
非
物
体
的
な
実
体
な
る
も
の
は
、
非
物
体
的
な
物
体
と
同
じ
く
ら
い
に
矛
盾
し
て
い
る
。
物
体

も
、
存
在
も
、
実
体
も
、
同
じ
実
在
の
観
念
で
あ
る
。
思
考
を
、
考
え
る
物
質
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
物
質
は
、

あ
ら
ゆ
る
変
化
の
基
体das Subjekt aller Veränderungen

で
あ
る
。（
…
…
）

（
…
…
）（R 152

）
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
物
体
ま
た
は
物
体
か
ら
な
る
も
の
だ
け
し
か
思
考
し
え
な
い
。
物
体
や
実
体
や

存
在
が
心
に
浮
か
ぶ
の
は
、
一
つ
の
同
じ
観
念
と
し
て
、
す
な
わ
ち
実
在
の
観
念
と
し
て
で
あ
る
。
非
物
体
的
な
実
体

な
る
も
の
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
非
物
体
的
な
物
体
が
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
自
分
は

存
在
し
て
い
る
の
だ
と
分
か
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
思
考
し
て
お
り
、
か
つ
思
考
を
思
考
す
る
物
質
か
ら
切
り
離
す
こ

と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
物
質
と
は
実
に
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
主
体
が
も
つ
共
通
の
土
台
で
あ
り
、
行
為
が
変
化

し
よ
う
と
し
ま
い
と
関
係
な
く
、
つ
ね
に
同
じ
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
変
化
の
基
体sujette à tous les 
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changem
ents

と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

（
…
…
）（M

 136

／
一
三
四
頁
）
無
限
と
い
う
語
は
無
意
味
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
、
く
り
か
え
し
追
加
す
る
人
間
精
神
の
能
力

を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
。

　
（R 159
）（
…
…
）
そ
れ
ゆ
え
無
限
と
い
う
語
は
、
想
像
可
能
な
も
の
に
適
用
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
意
味
を
な
さ
ず
、
人

間
の
心
に
は
も
の
ご
と
を
無
際
限
に
誇
張
す
る
能
力
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
だ
け
で
あ
る
。

（
…
…
）（M

 136

／
一
三
四
頁
）
物
質
的
な
も
の
だ
け
が
知
覚
可
能
で
あ
り
理
解
可
能
な
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
神
の
存
在
に

つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
。
私
自
身
の
存
在
だ
け
が
確
実
で
あ
る
。（
…
…
）

　
（R 167

）
だ
が
、
さ
ら
に
先
へ
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
は
物
質
し
か
知
ら
な
い
、
と
い
う
よ
り
知
覚
し
な
い
。
す

な
わ
ち
、
物
質
を
幻
影
と
い
う
形
式
に
お
い
て
し
か
知
覚
し
な
い
。
神
は
知
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
私
が
原
因
に
つ
い

て
も
つ
観
念
は
、
私
自
身
に
と
っ
て
純
粋
に
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
私
の
経
験
に
ま
っ
た
く
左
右
さ
れ
る
も
の
に
す

ぎ
な
い
。
そ
れ
は
外
的
必
然
性
へ
の
確
信
を
な
ん
ら
与
え
て
く
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
私
が
言
葉
を
関
係
づ
け
た
り

定
義
し
た
り
す
る
さ
い
に
言
葉
に
そ
な
わ
る
必
然
性
の
ほ
か
に
は
、
い
か
な
る
必
然
性
も
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
。
結

局
、
確
か
な
も
の
は
一
つ
だ
け
、
す
な
わ
ち
、
私
を
も
て
あ
そ
ぶ
夢
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
深
夜
に
現
れ
る
亡
霊
が
も
た

ら
す
恐
怖
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
る
、
私
自
身
の
存
在
だ
け
で
あ
る
。
私
は
神
で
あ
り
、
人
生
と
は
我
が
不
運
で
あ
り
、

私
が
恐
れ
る
の
は
無
で
あ
る
（
＊
）。

（
＊
）
こ
の
く
だ
り
は
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
公
式
か
つ
明
示
の
学
説
」
を
こ
え
て
、
そ
の
「
よ
り
深
い
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と
こ
ろ
に
（
…
…
）
隠
さ
れ
た
、
決
定
的
か
つ
完
全
な
」
学
説
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
箇
所
の
一
部
で
あ
る
（R 

165

）。

（
…
…
）（M

 136

／
一
三
四
頁
）
人
間
の
情
念
は
す
べ
て
、
始
ま
り
と
終
わ
り
を
も
っ
た
力
学
的
運
動
で
あ
る
。
衝
動
は
善
い
も

の
を
目
的
と
す
る
。
人
間
も
ま
た
自
然
と
同
じ
諸
法
則
に
従
っ
て
い
る
。
力
と
自
由
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。

　
（R 164

）
こ
の
道
徳
論
は
、
あ
ら
ゆ
る
情
念
を
運
動
の
開
始
や
終
了
に
、
善
を
獣
的
欲
望
の
対
象
に
、
自
由
を
束
縛

の
不
在
に
還
元
す
る
。
そ
れ
が
ホ
ッ
ブ
ズ
哲
学
の
主
要
原
理
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
見
え
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
よ
く
知

ら
れ
た
政
治
学
も
ま
た
、
彼
の
道
徳
論
か
ら
直
接
に
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
実
に
、
あ
ら
ゆ
る
思
考
が
感
覚
と
運
動
の

結
果
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
欲
望
の
結
果
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
然
人
に
自
然
法
以
外
の
掟
や
法
則
を
探
し
求
め

る
こ
と
は
諦
め
ね
ば
な
ら
な
い
。（
…
…
）

　
（M

 136

／
一
三
四
頁
）
ホ
ッ
ブ
ズ
は
ベ
ー
コ
ン
を
体
系
化
し
た
が
、
し
か
し
知
識
と
観
点
の
起
源
が
感
性
的
世
界
に
あ
る
と

い
う
ベ
ー
コ
ン
の
根
本
原
理
を
、
そ
れ
以
上
く
わ
し
く
は
基
礎
づ
け
な
か
っ
た
。

　

ロ
ッ
ク
こ
そ
が
、
そ
の
人
間
知
性
の
起
源
に
か
ん
す
る
著
作
の
な
か
で
、
ベ
ー
コ
ン
と
ホ
ッ
ブ
ズ
の
原
理
を
基
礎
づ
け
た

の
で
あ
る
。

　
（R 319

以
下
を
見
よ
、
と
く
に
次
を
参
照
。）

　
（R 322

）（
…
…
）
し
た
が
っ
て
ロ
ッ
ク
の
作
品
は
、
ベ
ー
コ
ン
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
の
原
理
を
み
ず
か
ら

の
著
作
に
取
り
込
む
こ
と
を
目
指
し
、
そ
し
て
達
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
デ
カ
ル
ト
の
心
理
学
的
方
法
に
も
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と
づ
い
た
論
証
を
試
み
た
も
の
と
見
な
し
う
る
。（
…
…
）

　

そ
れ
ゆ
え
に
、ロ
ッ
ク
が
発
展
さ
せ
よ
う
と
企
て
た
感
覚
論
的
原
理
の
、こ
の
論
証
の
し
か
た
を
見
て
み
よ
う
。（
…
…
）

　
（M

 136
／
一
三
四
頁
）
ホ
ッ
ブ
ズ
が
ベ
ー
コ
ン
の
唯
物
論
に
お
け
る
有
神
論
的
先
入
観
を
打
ち
砕
い
た
の
と
同
様
に
、（M

 

136

／
一
三
五
頁
）
コ
リ
ン
ズ
、
ド
ッ
ド
ウ
ェ
ル
、
コ
ワ
ー
ド
、
ハ
ー
ト
リ
ー
、
プ
リ
ー
ス
ト
リ
ー
な
ど
は
、
ロ
ッ
ク
の
感
覚

論
に
残
さ
れ
て
い
た
最
後
の
神
学
的
制
限
を
打
ち
砕
い
た
〔
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
コ
リ
ン
ズ
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ド
ッ
ド
ウ
ェ
ル
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

コ
ワ
ー
ド
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ー
ト
リ
ー
、
ジ
ョ
セ
フ
・
プ
リ
ー
ス
ト
リ
ー
〕。
理
神
論
と
は
、
少
な
く
と
も
唯
物
論
者
に
と
っ
て
は
、

宗
教
か
ら
脱
却
す
る
た
め
の
便
利
だ
が
安
易
な
方
法
に
す
ぎ
な
い
。

　
（M

 137

／
一
三
五
頁
）
ロ
ッ
ク
の
著
作
が
ど
ん
な
に
折
よ
く
フ
ラ
ン
ス
人
の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
き
た
か
は
、す
で
に
述
べ
た
。

ロ
ッ
ク
は
良
識
の
哲
学
を
（
＊
）、
す
な
わ
ち
健
全
な
人
間
知
性
の
哲
学
を
基
礎
づ
け
た
。
す
な
わ
ち
、
健
全
な
人
間
の
感
性

お
よ
び
そ
れ
に
も
と
づ
く
知
性
か
ら
区
別
で
き
る
哲
学
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
、回
り
く
ど
く
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　
（R 331

）（
…
…
）
ク
ラ
ー
ク
が
と
く
に
努
め
た
の
は
、
霊
魂
の
不
滅
お
よ
び
神
の
実
在
を
証
拠
づ
け
る
こ
と
で
あ
っ

た
〔
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ク
ラ
ー
ク
〕。
し
か
し
ロ
ッ
ク
の
学
派
の
影
響
は
、
神
学
の
限
度
内
に
は
留
ま
り
え
な
か
っ
た
。
コ
リ

ン
ズ
が
論
証
し
た
の
は
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
は
原
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
志
や
行
為
も
例
外
で

は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
由
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
ド
ッ
ド
ウ
ェ
ル
、
コ
ワ
ー
ド
、
ハ
ー
ト
リ
ー
、
そ

れ
に
プ
リ
ー
ス
ト
リ
ー
は
、
精
神
（
霊
魂
）
の
物
質
性
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
。
最
後
に
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
が
、
善
を
有

用
性
に
よ
っ
て
定
義
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
道
徳
体
系
を
も
っ
て
感
覚
主
義
を
裏
づ
け
、
ま
た
、
現
代
社
会
に
お
い
て

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
悪
の
有
用
性
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、悪
を
擁
護
し
て
み
せ
た
の
だ
っ
た
。
一
言
で
い
え
ば
、
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一
八
世
紀
に
は
神
学
に
た
い
す
る
不
満
の
爆
発
が
起
き
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
医
学
者
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

い
た
が
、
そ
れ
に
は
統
一
性
も
な
け
れ
ば
真
の
学
説
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
…
…
）

（
＊
）R 321

を
参
照
。
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
に
よ
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
は
「
哲
学
は
良
識
を
も
つ
者
に
と
っ
て
学
び
や
す
い
も
の

だ
と
信
じ
た
」。

　
（M

 137

／
一
三
五
頁
）
ロ
ッ
ク
の
直
接
の
弟
子
で
、
そ
の
フ
ラ
ン
ス
語
へ
の
通
訳
者
で
あ
る
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
、
ロ
ッ
ク

の
感
覚
論
を
、
た
だ
ち
に
一
七
世
紀
の
形
而
上
学
へ
の
攻
撃
に
向
け
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
は
形
而
上
学
を
想
像
力
と
神
学
的
偏

見
と
が
生
み
出
し
た
駄
作
と
し
て
捨
て
去
っ
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
証
明
し
た
。
デ
カ

ル
ト
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
お
よ
び
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
体
系
へ
の
反
論
を
、
彼
は
公
刊
し
た
。

　

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
著
書
『
人
知
起
源
論
』
に
お
い
て
、
ロ
ッ
ク
の
思
想
を
仕
上
げ
た
。
す
な
わ
ち
、
精
神
（
霊
魂
）
の

み
な
ら
ず
感
覚
も
ま
た
、
観
念
の
形
成
と
い
う
業
の
み
な
ら
ず
感
官
的
知
覚
の
業
も
ま
た
、
経
験
と
慣
習
の
問
題
で
あ
る
こ

と
を
証
明
し
た
。
し
た
が
っ
て
人
間
の
全
発
展
は
、
そ
の
教
育
と
外
的
環
境
と
に
依
存
し
て
い
る
。（
…
…
）

　
（R 336

）
当
時
随
一
の
形
而
上
学
者
は
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
彼
は
同
時
代
人
の
通
念
を
方

向
づ
け
た
と
い
う
よ
り
は
、
弱
々
し
く
表
現
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
。
と
は
い
え
、
当
時
の
哲
学
者
に
求
め
ら
れ
た
主
要

な
資
質
を
彼
が
そ
な
え
て
い
た
こ
と
は
、認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。当
初
、コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
ロ
ッ
ク
を
崇
拝
し
て
お
り
、

知
識
の
起
源
が
感
覚
に
あ
る
こ
と
の
証
明
を
新
た
に
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ッ
ク
の
先
に
進
も
う
と
し
た
。
す

な
わ
ち
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
、
記
号
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
思
考
よ
り
も
、
記
号
そ
の
も
の
を
さ
ら
に
重
視
し
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
精
神
（
霊
魂
）
の
み
な
ら
ず
感
覚
も
ま
た
、
感
覚
か
ら
観
念
を
形
成
す
る
業
の
み
な
ら
ず
、
感
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受
す
べ
き
と
お
り
に
感
受
す
る
業
も
ま
た
、
経
験
と
慣
習
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
努
め
た
。

つ
け
加
え
れ
ば
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
、
一
七
世
紀
の
形
而
上
学
を
ひ
ど
く
軽
蔑
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
は
形
而
上
学

を
偏
見
あ
る
い
は
純
然
た
る
想
像
の
産
物
と
し
て
嫌
う
よ
う
に
な
る
べ
き
だ
っ
た
と
、
彼
は
主
張
し
た
。
こ
の
こ
と
を

証
明
す
る
た
め
に
、
デ
カ
ル
ト
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
体
系
を
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
分

析
し
、
そ
れ
ら
に
反
論
し
た
の
だ
っ
た
。（
…
…
）

（
…
…
）（M

 137

／
一
三
五
頁
）
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
フ
ラ
ン
ス
の
諸
学
派
か
ら
閉
め
出
さ
れ
た
の
は
、彼
の
哲
学
が
折
衷
的
だ
っ

た
た
め
に
す
ぎ
な
い
。

　
（R 338

）
し
か
し
な
が
ら
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
哲
学
は
、
ご
く
最
近
ま
で
教
育
の
場
を
支
配
し
て
い
た
。（
…
…
）

　
（M

 137

／
一
三
五
頁
）
フ
ラ
ン
ス
の
唯
物
論
と
イ
ギ
リ
ス
の
唯
物
論
と
の
違
い
は
（
…
…
）

　

同
じ
く
ロ
ッ
ク
か
ら
出
発
す
る
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
に
お
い
て
、
唯
物
論
は
真
に
フ
ラ
ン
ス
的
な
性
格
を
受
け
取
る
。
彼
は

唯
物
論
を
、
た
だ
ち
に
社
会
生
活
と
関
連
さ
せ
て
理
解
す
る
（
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
『
人
間
に
つ
い
て
』）。
感
官
の
諸
性
質
と
自
己

愛
と
が
、
快
楽
と
よ
く
理
解
さ
れ
た
個
人
的
利
益
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
道
徳
の
基
礎
を
な
す
。
人
間
の
知
能
の
自
然
的
平
等
、

理
性
の
進
歩
と
産
業
の
進
歩
と
の
一
致
、
人
間
の
自
然
的
善
性
、
そ
し
て
教
育
の
全
能
が
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
の
体
系
の
要

素
で
あ
る
。

　
（R 341

）
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
の
際
立
っ
た
貢
献
は
、
自
然
の
体
系
の
道
徳
性
と
い
う
概
念
を
準
備
し
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
も
っ
て
彼
は
、
感
覚
主
義
に
そ
の
自
然
の
一
帰
結
を
与
え
た
。
そ
の
身
体
的
組
織
に
お
い
て
動
物
よ
り
も
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人
間
を
優
等
た
ら
し
め
る
も
の
を
究
明
す
る
試
み
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、（R 342

）
理
性
の
発
展
を
産
業
の
発
展
と
混

同
し
て
い
る
。
人
間
精
神
の
あ
ら
ゆ
る
教
育
を
即
物
的
な
情
念
と
り
わ
け
自
己
愛
に
帰
着
さ
せ
、
つ
い
に
は
知
性
の
自

然
的
平
等
を
支
持
し
、
あ
ら
ゆ
る
道
徳
観
念
を
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
な
か
に
置
く
こ
と

―
そ
れ
は
、
人
間
の
認
識
や
能
力

の
起
源
が
も
っ
ぱ
ら
感
覚
に
あ
る
と
い
う
原
理
が
強
い
て
く
る
法
則
に
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
従
う
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。（
…
…
）

　
（M

 137

／
一
三
五
頁
）
デ
カ
ル
ト
の
唯
物
論
と
イ
ギ
リ
ス
の
唯
物
論
と
の
結
合
が
、
ラ
・
メ
ト
リ
の
諸
作
品
に
見
出
さ
れ
る
。

彼
は
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
を
、
細
か
い
点
に
至
る
ま
で
利
用
し
て
い
る
。（
…
…
）
ド
ル
バ
ッ
ク
『
自
然
の
体
系
』
の
道
徳
に

か
ん
す
る
第
二
部
が
（M

 137
／
一
三
六
頁
）
本
質
的
に
は
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
の
道
徳
観
に
基
礎
を
も
つ
よ
う
に
（
＊
）、
自
然

学
に
か
ん
す
る
第
一
部
は
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
と
イ
ギ
リ
ス
唯
物
論
と
の
結
合
か
ら
な
っ
て
い
る
。フ
ラ
ン
ス
の
唯
物
論
者
で
、

い
ま
な
お
形
而
上
学
と
も
っ
と
も
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
て
、（M

 138

／
一
三
六
頁
）
そ
の
た
め
に
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
も
推
賞
さ

れ
て
い
る
『
自
然
論
』
の
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
ロ
ビ
ネ
は
、
明
ら
か
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
関
連
が
あ
る
。

　
（
前
出
の
ラ
・
メ
ト
リ
お
よ
び
カ
バ
ニ
ス
に
か
ん
す
るR343-344

か
ら
の
引
用
を
ふ
た
た
び
参
照
せ
よ
。）

　
（R 344

）（
…
…
）
唯
物
論
者
の
筆
頭
と
呼
ぶ
べ
き
ラ
・
メ
ト
リ
の
体
系
の
独
創
性
は
、
デ
カ
ル
ト
の
創
意
に
負
う
。

デ
カ
ル
ト
に
よ
る
動
物
と
人
間
の
自
然
的
諸
機
能
の
説
明
は
、
ま
さ
に
生
理
学
の
全
体
を
素
描
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
…
…
）

　
〔
ド
ル
バ
ッ
ク
の
〕『
自
然
の
体
系
』
も
ま
た
、
ラ
・
メ
ト
リ
の
学
説
と
同
じ
く
、（R 344

）
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
に
多

く
を
負
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
た
い
し
て
、
感
覚
主
義
者
た
ち
の
研
究
も
ま
た
影
響
を
及
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ぼ
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。（
…
…
）

（
＊
）
先
に
引
用
し
たR 341

を
ふ
た
た
び
参
照
せ
よ
。「
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
の
際
立
っ
た
貢
献
は
、
自
然
の
体
系
の
道

徳
性
と
い
う
概
念
を
準
備
し
た
こ
と
で
あ
る
。（
…
…
）」

　
（M

 138

／
一
三
六
頁
）
デ
ュ
ピ
ュ
イ
、
ヴ
ォ
ル
ニ
ー
、
デ
ィ
ド
ロ
〔
シ
ャ
ル
ル
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
デ
ュ
ピ
ュ
イ
、
コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
・

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ォ
ル
ニ
ー
、
ド
ニ
・
デ
ィ
ド
ロ
〕
な
ど
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
重
農
主
義
者
に
つ
い
て
も
、
語
る
に
は
及
ぶ
ま
い
。

と
い
う
の
も
、
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
の
二
重
の
由
来
（
…
…
）
や
、
そ
れ
に
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
の
一
七
世
紀
形
而
上
学
と
の
対

立
（
…
…
）
は
、
す
で
に
見
て
き
た
の
だ
か
ら
。
こ
の
対
立
は
、
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
は
、
思
弁
的
形
而
上
学
に
対
立
す
る

よ
う
に
な
っ
て
よ
う
や
く
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
（
デ
ュ
ピ
ュ
イ
と
ヴ
ォ
ル
ニ
ー
に
つ
い
て
はR 342

を
、
デ
ィ
ド
ロ
に
つ
い
て
はR 340

を
参
照
。）

　
（M

 138

／
一
三
六
頁
）
デ
カ
ル
ト
派
の
唯
物
論
が
本
来
の
自
然
科
学
に
流
れ
込
ん
で
い
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
の
も

う
一
つ
の
傾
向
は
、
直
接
に
社
会
主
義
と
共
産
主
義
と
に
流
れ
込
ん
で
い
る
。

　

人
間
の
自
然
的
善
性
と
先
天
的
知
性
の
平
等
、
経
験
、
慣
習
お
よ
び
教
育
の
全
能
性
、
外
的
環
境
の
人
間
へ
の
影
響
、
産

業
の
格
別
な
重
要
性
、
享
楽
の
正
当
化
な
ど
と
い
っ
た
唯
物
論
の
教
説
か
ら
、
そ
れ
が
必
然
的
に
共
産
主
義
や
社
会
主
義
に

つ
な
が
る
こ
と
を
見
抜
く
た
め
に
、
大
し
た
洞
察
力
は
い
ら
な
い
。（
…
…
）

　
（「
感
覚
主
義
の
発
展
と
そ
の
政
治
へ
の
適
用
」や「
ミ
ラ
ボ
ー〔
ド
ル
バ
ッ
ク
〕『
自
然
の
体
系
』」に
か
ん
す
るR 341-342

の
叙
述
を
見
よ
。

お
よ
び
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
に
つ
い
て
は
、
先
に
引
用
し
た
く
だ
り
を
ふ
た
た
び
参
照
せ
よ
。）〔
こ
こ
で
参
照
指
示
さ
れ
て
い
る
段
落
を
ブ
ロ
ッ
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マ
ル
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、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
、
唯
物
論
史

ク
自
身
は
引
用
し
て
い
な
い
が
、こ
れ
を
抄
訳
す
る
。そ
れ
に
続
く
の
は
、前
出
の
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
に
つ
い
て
の
段
落（R 341-342

）で
あ
る
。〕

　
（R 341

）
だ
が
、
感
覚
主
義
の
発
展
と
そ
の
道
徳
お
よ
び
政
治
へ
の
適
用
に
つ
い
て
、
さ
っ
と
見
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
人
間
の
研
究
に
お
い
て
感
覚
に
至
上
権
が
付
与
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
と
き
人
間
そ
の
も
の
が
自
然
を
前
に

姿
を
消
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
唯
物
論
と
と
も
に
宿
命
論
が
克
服
不
可
能
な
も
の
と
し
て
現
れ
て
く

る
。
わ
れ
わ
れ
が
も
の
を
知
る
の
は
、
神
で
は
な
く
（
…
…
）
物
質
的
存
在
の
お
か
げ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。〔
わ
れ
わ
れ

は
〕
周
囲
の
環
境
を
な
す
物
質
の
流
転
に
と
も
な
い
生
じ
る
あ
れ
こ
れ
の
変
化
に
よ
っ
て
宿
命
的
に
導
か
れ
た
（
…
…
）

動
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
社
会
は
、
ま
さ
に
利
益
に
よ
っ
て
愛
し
合
い
、
欲
求
に
よ
っ
て
団
結
す
る
よ
う
に
強
い
ら

れ
た
動
物
た
ち
の
集
団
と
い
う
こ
と
に
な
る
。（
…
…
）
こ
れ
こ
そ
が
、
自
然
の
体
系
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
類
書
の
な
か
で
も
と
く
に
優
れ
た
一
冊
は
、
誰
が
著
者
な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
同

書
が
出
た
時
期
に
、
こ
の
恐
る
べ
き
病
が
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
人
々
の
魂
を
蝕
ん
だ
の
か
が
よ
く
分
か
る
（
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ

の
註

―
ミ
ラ
ボ
ー
著
『
自
然
の
体
系
』
ロ
ン
ド
ン
、
一
七
七
〇
年
）。

　

エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
の
際
立
っ
た
貢
献
は
、
自
然
の
体
系
の
道
徳
性
と
い
う
概
念
を
準
備
し
た
こ
と
で
あ
る
。（
…
…
）

（
…
…
）（M

 138

／
一
三
六
頁
）
人
間
が
環
境
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
な
ら
ば
、
そ
の
環
境
を
人
間
的
な
も
の
に
作
り
上
げ
ね

ば
な
ら
な
い
。
人
間
が
生
来
社
会
的
な
存
在
で
あ
る
の
な
ら
、
人
間
は
そ
の
真
の
本
性
を
社
会
の
な
か
で
は
じ
め
て
発
展
さ

せ
る
の
だ
か
ら
、（M

 138

／
一
三
七
頁
）
個
々
人
の
力
で
は
な
く
社
会
の
力
に
よ
っ
て
、
人
間
本
性
の
力
が
測
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。

　

こ
う
し
た
文
章
や
そ
れ
に
似
た
も
の
は
、
ま
さ
に
フ
ラ
ン
ス
の
最
初
期
の
唯
物
論
者
た
ち
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
逐
語
的
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に
見
出
さ
れ
る
。
こ
こ
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
判
断
す
る
場
で
は
な
い
が
。
唯
物
論
の
社
会
主
義
的
傾
向
の
特
色
を
示
し
て
い

る
も
の
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
比
較
的
初
期
の
ロ
ッ
ク
学
派
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
に
よ
る
、
悪
徳
の
擁
護
が
あ
る
。（M

 139

／
一
三
七
頁
）

現
代
の
社
会
に
お
い
て
は
悪
徳
が
不
可
欠
で
あ
り
、
有
用
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
証
明
し
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
現
代
の
社
会

そ
の
も
の
を
擁
護
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
（
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
に
つ
い
て
はR 331

を
参
照
、ま
た
前
出
の
マ
ル
ク
ス
文
中
の
、ク
ラ
ー
ク
と
ロ
ッ
ク
に
か
ん
す
る
箇
所
も
見
よ
。）（
…
…
）

ロ
ッ
ク
の
学
派
の
影
響
は
、
神
学
の
限
度
内
に
は
留
ま
り
え
な
か
っ
た
。（
…
…
）
最
後
に
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
が
、
善
を
有

用
性
に
よ
っ
て
定
義
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
道
徳
体
系
を
も
っ
て
感
覚
主
義
を
裏
づ
け
、
ま
た
、
現
代
社
会
に
お
い
て

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
悪
の
有
用
性
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
悪
を
擁
護
し
て
み
せ
た
の
だ
っ
た
。

　
（M

 139

／
一
三
七
頁
）
フ
ー
リ
エ
は
フ
ラ
ン
ス
の
唯
物
論
者
の
学
説
か
ら
直
接
に
出
発
し
て
い
る
。
バ
ブ
ー
フ
主
義
者
は

（
…
…
）

　

い
っ
た
い
バ
ウ
ア
ー
氏
は
、（
…
…
）
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
の
批
判
的
歴
史
を
書
く
た
め
の
典
拠
を
、
ど
こ
で
手
に
入
れ
る
こ

と
が
で
き
た
の
か
。

　

一
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
哲
学
史
講
義
』
は
、
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
を
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
の
実
現
だ
と
（
…
…
）

　

二
、
バ
ウ
ア
ー
氏
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
哲
学
史
講
義
』
を
読
ん
で
、
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
学
派
で
あ
る
と
知
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
別
の
著
書
〔
す
な
わ
ち
『
精
神
現
象
学
』〕
で
、
有
神
論
と
唯
物
論
は
同
一
の
基
本
原

理
か
ら
出
て
く
る
二
つ
の
党
派
で
あ
る
と
発
見
し
た
の
で
、
そ
れ
な
ら
ば
（
…
…
）
ス
ピ
ノ
ザ
に
も
二
つ
の
学
派
が
あ
る
に

違
い
な
い
と
彼
は
考
え
た
。（
…
…
）
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（
…
…
）

　
（M

 139

／
一
三
八
頁
）
三
、（
…
…
）
バ
ウ
ア
ー
氏
は
ま
た
も
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
う
ち
に
、
実
体
は
（
…
…
）「
ロ
マ
ン
主
義
」
の

な
か
に
流
れ
込
む
と
い
う
こ
と
を
（
…
…
）

　
（M

 140
／
一
三
八
頁
）
注
記
。
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
と
デ
カ
ル
ト
や
ロ
ッ
ク
と
の
関
係
や
、
一
七
世
紀
の
形
而
上
学
に
た
い
す

る
一
八
世
紀
の
哲
学
の
対
立
は
、
た
い
て
い
の
近
世
フ
ラ
ン
ス
哲
学
史
に
く
わ
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。（
…
…
）
こ
れ
に
反

し
て
、
一
八
世
紀
の
唯
物
論
と
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
共
産
主
義
と
の
関
連
性
は
、
よ
り
詳
し
い
説
明

を
必
要
と
す
る
。
だ
が
こ
こ
で
は
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
、
ド
ル
バ
ッ
ク
お
よ
び
ベ
ン
サ
ム
か
ら
、
若
干
の
含
蓄
の
あ
る
文
章

を
引
用
す
る
だ
け
に
留
め
て
お
く
。

　
（
…
…
）〔
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
『
精
神
論D

e l'esprit

』
か
ら
は
、
教
育
に
よ
る
人
間
の
形
成
に
か
ん
す
る
所
説
を
抜
粋
。
ド
ル
バ
ッ
ク
『
社
会
の

体
系Systèm

e social

』
か
ら
は
、
個
人
的
利
益
と
共
通
利
益
の
一
致
に
か
ん
す
る
所
説
を
抜
粋
。
ベ
ン
サ
ム
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
論
文
集

（Théorie des peines et des récom
penses

）
に
所
収
の
「
改
革
」
と
題
さ
れ
た
短
編
か
ら
、
個
々
人
の
幸
福
の
集
積
と
し
て
の
公
共
の
福
祉
に
か
ん

す
る
諸
節
を
抜
粋
。〕（
＊
）

（
＊
）
仏
語
版
『
聖
家
族
』
の
編
者
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
を
ド
イ
ツ
語
訳
で
参
照

し
た
が
、
ド
ル
バ
ッ
ク
と
ベ
ン
サ
ム
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
原
書
ま
た
は
訳
書
を
利
用
し
て
い
る
。

シ
ャ
ル
ル
・
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
最
初
の
著
作
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対
照
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
必
要
と
す
る
考
察
に
入
る
ま
え
に
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
テ
ク
ス
ト
の
性
格
を
見
定
め
て
お
く
こ
と
が

大
事
だ
が
、
そ
れ
は
彼
の
著
作
の
序
文
の
冒
頭
お
よ
び
末
尾
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
［
20
］。
一
九
世
紀
最
後
の
二
〇
年
ほ
ど
の
あ
い

だ
に
名
声
を
博
し
た
著
者
と
し
て
想
起
さ
れ
が
ち
な
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
マ
ル
ク
ス
の
典
拠
で
あ
っ
た
と
聞
け
ば
、
読
者
に
は
驚
き

を
与
え
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
不
信
の
念
す
ら
引
き
起
こ
す
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
想
定
さ
れ
る
疑
念

を
払
拭
す
る
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
彼
の
来
歴
を
想
起
す
る
こ
と
は
た
し
か
に
必
要
だ
ろ
う
。

　

ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
若
年
期
に
属
す
る
『
近
代
哲
学
の
手
引
き
』
は
、
彼
が
最
初
に
出
版
し
た
著
作
で
あ
り
、
哲
学
者
に
な
ろ
う

と
彼
が
決
心
し
た
ば
か
り
の
比
較
的
幸
運
な
環
境
の
産
物
で
あ
る
。

　

既
知
の
事
実
に
よ
れ
ば
、
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
多
く
の
哲
学
者
た
ち
、
代
表
的
に
は
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
と
同

じ
く
、
彼
の
同
郷
人
、
モ
ン
ペ
リ
エ
市
民
で
あ
る
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
も
ま
た
専
門
的
な
哲
学
教
育
を
受
け
て
は
い
な
か
っ
た
。
ポ
リ

テ
ク
ニ
ー
ク
（
理
工
科
学
校
）
の
学
生
で
あ
っ
た
点
で
も
、
彼
は
コ
ン
ト
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
に
感

化
さ
れ
て
学
問
を
や
り
な
お
し
、
ま
た
在
学
時
に
は
コ
ン
ト
に
影
響
さ
れ
た
結
果
、
ポ
リ
テ
ク
ニ
ー
ク
を
中
退
し
た
。
そ
の
後
の

数
年
間
を
彼
の
人
生
の
な
か
で
は
比
較
的
「
無
為
」
に
過
ご
し
た
と
さ
れ
る
が
［
21
］、
し
か
し
そ
の
時
期
に
も
彼
は
知
的
お
よ
び

哲
学
的
な
関
心
事
に
没
頭
し
て
い
た
。
そ
れ
が
結
実
し
た
機
会
は
、
一
八
三
九
年
に
公
募
が
出
た
学
術
コ
ン
ク
ー
ル
で
あ
る
。
同

年
の
道
徳
学
・
政
治
学
ア
カ
デ
ミ
ー
（
フ
ラ
ン
ス
人
文
院
）
の
哲
学
部
門
懸
賞
（Prix du budget

）
の
主
題
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ク
ー

ザ
ン
の
提
案
に
よ
り
「
デ
カ
ル
ト
主
義
の
批
判
的
検
討
」
と
な
っ
た
［
22
］。

　

公
募
の
期
日
と
さ
れ
た
一
八
四
〇
年
六
月
ま
で
に
、ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
と
他
の
五
名
の
候
補
者
が
応
募
論
文
を
提
出
し
た
。
ル
ヌ
ー

ヴ
ィ
エ
は
賞
金
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
Ｊ
＝
Ｐ
・
ダ
ミ
ロ
ン
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
一
八
四
一
年
四
月
、
フ
ラ
ン
シ
ス
ク
・

ブ
イ
エ
お
よ
び
ジ
ャ
ン
・
ボ
ル
ダ
＝
ド
ム
ー
ラ
ン
と
な
ら
ぶ
共
同
受
賞
者
に
選
ば
れ
た
。
な
お
後
二
者
の
論
文
は
、
先
に
「
近
代
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フ
ラ
ン
ス
哲
学
史
」
の
節
で
言
及
し
た
彼
ら
の
著
作
の
も
と
に
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
は
少
な
く
と
も
「
名
誉
あ

る
言
及
」
を
得
た
お
か
げ
で
、
彼
の
名
の
公
表
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
（
当
時
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
慣
習
と
し
て
、
非
受
賞
論
文
は
匿
名
の

ま
ま
で
あ
っ
た
）。
そ
う
す
る
こ
と
で
彼
は
、
偶
然
に
入
り
込
ん
だ
で
あ
ろ
う
道
を
そ
の
ま
ま
進
み
つ
づ
け
る
意
志
を
固
め
、
ま
ず

は
自
分
の
著
作
を
世
に
出
す
こ
と
を
決
心
し
た
の
で
あ
る
。
一
八
四
二
年
刊
の
『
手
引
き
』
は
、
実
は
、
一
八
四
〇
年
に
提
出
さ

れ
た
デ
カ
ル
ト
主
義
に
か
ん
す
る
懸
賞
応
募
論
文
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
若
干
の
修
正
や
加
筆
が
な
さ
れ
て
お
り
、
お

も
に
第
二
篇
「
学
説
」（p. 369 sqq.

）
に
加
筆
が
集
中
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
考
察
の
対
象
に
す
る
の
は
、
第
二
篇
と
比

べ
て
分
量
の
多
い
第
一
篇
「
歴
史
」
の
み
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
事
情
を
短
く
見
る
だ
け
で
も
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
著
作
が
も
つ
性
格
の
一
端
を
説
明
で
き
る
。
彼
の
『
手
引
き
』
は

マ
ル
ク
ス
の
『
聖
家
族
』
と
同
じ
か
、
そ
れ
以
上
に
若
書
き
の
著
作
で
あ
る
。
一
八
一
五
年
生
ま
れ
の
マ
ル
ク
ス
は
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ

エ
よ
り
も
三
歳
若
い
が
、
後
者
よ
り
も
長
い
哲
学
研
究
の
キ
ャ
リ
ア
を
す
で
に
積
ん
で
い
た
。〔
ど
ち
ら
の
著
作
も
著
者
が
二
七
歳
に
な

る
年
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
『
手
引
き
』
の
原
作
で
あ
る
応
募
論
文
を
仕
上
げ
た
の
は
さ
ら
に
一
年
ほ
ど
前
と
な
る
。〕

　
『
近
代
哲
学
の
手
引
き
』（
二
年
後
の
一
八
四
四
年
に
は
続
巻
『
古
代
哲
学
の
手
引
き
』
が
出
る
）
は
新
参
者
の
著
作
で
あ
り
、
の
ち
に
本

人
が
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
は
応
募
論
文
の
執
筆
中
に
は
じ
め
て
デ
カ
ル
ト
や
ス
ピ
ノ
ザ
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

や
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
を
読
ん
だ
と
い
う
［
23
］。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
献
考
証
は
な
か
な
か
に
広
範
か
つ
厳
密
で
あ
る
。
そ

の
教
育
歴
ゆ
え
に
、
デ
カ
ル
ト
科
学
に
か
ん
す
る
章
で
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
は
際
立
っ
た
能
力
を
発
揮
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
ダ
ミ

ロ
ン
も
報
告
書
で
称
賛
し
て
い
る
［
24
］。
ダ
ミ
ロ
ン
は
著
者
の
視
点
の
豊
富
さ
も
評
価
し
た
が
、
と
く
に
形
式
の
不
完
全
さ
と
、

な
に
よ
り
も
書
記
法
の
誤
り
の
多
さ
を
批
判
し
た
。

　

応
募
論
文
お
よ
び
『
手
引
き
』
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
位
置
づ
け
は
、
別
の
機
会
に
そ
れ
自
体
の
資
格
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
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に
値
す
る
が
、
お
お
ま
か
に
み
て
中
道
左
派
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
得
ら
れ
た
好
機
に
後
押
し
さ
れ
つ
つ
も
、
お

そ
ら
く
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
に
決
然
と
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
は
哲
学
の
主
流
に
入
り
込
ん
で
い
っ
た
。
彼
は
唯
心
論
を
掲
げ
、
デ
カ

ル
ト
と
カ
ン
ト
の
徒
を
標
榜
し
、
ま
た
当
初
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
も
後
ろ
楯
に
し
て
い
た
。
一
八
世
紀
の
「
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
」
た
ち
の
感

覚
主
義
に
対
抗
し
て
論
陣
を
張
っ
た
が
、
と
り
わ
け
政
治
哲
学
に
お
い
て
感
覚
主
義
の
功
績
が
あ
る
こ
と
も
彼
は
認
め
て
い
た
。

以
上
は
ど
れ
も
、
ク
ー
ザ
ン
派
の
哲
学
者
た
ち
に
は
概
し
て
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
は
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
や
コ
ン
ト
か
ら
の
影
響
が
は
っ
き
り
と
は
見
え
て
こ
な
い
と
し
て
も
、
当
時
流

行
の
折
衷
主
義
と
は
一
線
を
画
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
彼
の
方
法
の
み
な
ら
ず
［
25
］、
よ
り
急
進
的
な
、
応
募
論
文
の
講
評
に

お
い
て
ダ
ミ
ロ
ン
に
非
難
さ
れ
た
反
宗
教
の
姿
勢
に
つ
い
て
も
、
そ
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
や
ホ
ッ
ブ
ズ
の
よ
う
な
哲
学
者
へ
の
顕
著
な

共
感
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

　

ま
さ
に
こ
の
最
後
の
点
が
、
著
作
に
収
め
ら
れ
た
歴
史
的
情
報
の
質
の
高
さ
も
相
ま
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
著

作
に
関
心
を
も
っ
た
理
由
を
説
明
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
こ
の
点
は
後
段
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
て
、ま
ず
は『
聖

家
族
』
と
『
手
引
き
』
と
の
対
照
表
の
収
支
決
算
を
つ
け
る
試
み
に
着
手
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。

　

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
程
度
マ
ル
ク
ス
が
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
か
ら
借
用
し
た
の
か
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
確
認
で
き
る
と
思
わ
れ

る
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
全
て
の
借
用
を
一
つ
一
つ
挙
げ
て
い
く
に
は
及
ば
な
い
だ
ろ
う
。
本
質
的
だ
と
思
わ
れ
る
点
に
さ
え
読
者

の
注
意
を
喚
起
で
き
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
。
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対
照
表
に
お
い
て
ま
ず
留
意
し
た
い
の
は
、
マ
ル
ク
ス
の
仏
語
訳
テ
ク
ス
ト
が
、
多
く
の
場
合
、
ド
イ
ツ
語
原
典
に
当
た
る
必

要
が
な
い
ほ
ど
に
直
訳
的
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
翻
訳
者
は
、
む
ろ
ん
意
図
せ
ず
に
で
あ
ろ
う
が
、
ま
っ
た
く
自
然
に
、
し
ば

し
ば
自
分
自
身
の
言
葉
選
び
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
が
ド
イ
ツ
語
に
改
作
し
た
文
章
の
な
か
に
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
フ
ラ
ン
ス
語
原

文
を
再
発
見
し
た
の
で
あ
る
。〔
こ
の
こ
と
を
翻
訳
で
再
現
し
て
み
せ
る
の
は
不
可
能
な
の
で
、興
味
の
あ
る
向
き
は
本
稿
原
文（
註
１
）の「
対
照
表
」

を
参
照
さ
れ
た
い
。〕

　

も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
言
及
し
て
お
い
た
二
つ
の
一
致
点
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
「
医
学
者
ル
・
ロ
ワ
」（M

 133

／
一
三
一
頁
）
で
あ
る
。
と
く
に
、
次
の
一
組
の
文
章
に
留
意
し
よ
う
。
マ
ル
ク
ス
い
わ
く
「
ル
・
ロ
ワ
は
デ
カ
ル
ト
が
彼
の
ほ
ん

と
う
の
考
え
を
隠
し
て
い
る
の
だ
と
さ
え
信
じ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
異
議
を
と
な
え
た
」。
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ

に
よ
れ
ば
「
さ
ら
に
ル
・
ロ
ワ
は
、
デ
カ
ル
ト
が
自
己
の
ほ
ん
と
う
の
確
信
を
隠
し
た
と
思
い
込
み
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
デ
カ

ル
ト
か
ら
激
し
く
も
気
高
い
返
答
を
受
け
た
」（R 343
）。
も
う
一
つ
の
一
致
点
は
、
ベ
ー
ル
の
論
じ
方
で
あ
る
（M

 133

／
一
三
一

頁
／R 333

）。

　

だ
が
他
に
も
確
認
す
べ
き
点
は
多
く
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ま
ず
ベ
ー
ル
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
ち
ょ
っ
と

見
比
べ
て
み
る
だ
け
で
も
、
ベ
ー
ル
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ス
が
三
つ
の
段
落
で
論
じ
た
こ
と
は
、
総
体
と
し
て
み
れ
ば
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ

エ
『
手
引
き
』
の
同
じ
箇
所
（R 332-334

）
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
だ
と
分
か
る
。
同
様
に
、
ベ
ー
ル
が
ス
ピ
ノ
ザ
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
に
反
駁
し
た
こ
と
へ
の
言
及
や
（M

 134

／
一
三
二
頁
／R 334

）、
有
徳
な
無
神
論
者
や
無
神
論
者
の
社
会
が
成
立
し
う
る
と
い

対
照
表
の
収
支
決
算
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う
定
式
な
ど
も
そ
う
で
あ
る
（M

 134-135

／
一
三
二
―

一
三
三
頁
／R 333

）。

　

こ
こ
で
の
議
論
の
展
開
に
ひ
き
つ
づ
き
、
ベ
ー
ル
か
ら
ロ
ッ
ク
へ
の
移
行
に
か
ん
す
る
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
記
述
を
、
マ
ル
ク
ス

が
端
的
に
要
約
し
、
ほ
と
ん
ど
逐
語
的
転
記
と
い
え
る
文
言
で
結
ん
で
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。「
ロ
ッ
ク
の
著
書
『
人
間

知
性
論
』
が
、
海
峡
の
か
な
た
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
い
い
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
た
。
本
書
は
待
ち
こ
が
れ
た
客
の
よ
う
に
熱
狂
的
に

歓
迎
さ
れ
た
」（M

 135
／
一
三
三
頁
）。「
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
ロ
ッ
ク
の
著
書
が
予
想
通
り
の
大
歓
迎
を
フ
ラ
ン
ス
で
受
け
た
理

由
が
説
明
で
き
る
」（R 333
）。

　

も
う
少
し
先
、ホ
ッ
ブ
ズ
哲
学
を
マ
ル
ク
ス
が
論
じ
る
と
こ
ろ
で
は（M

 136

／
一
三
四
頁
）、ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
議
論
か
ら
直
接
に
、

た
だ
し
異
な
る
順
序
で
、
い
く
つ
も
の
定
式
が
寄
せ
集
め
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
以
下
の
各
組
の
文
を
比
較
せ
よ
。「
科
学
に
で

き
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
幻
影
に
名
称
を
与
え
る
こ
と
く
ら
い
で
あ
る
」（ibid.

）
と
い
う
文
章
と
、「
科
学
に
で
き
る
の
は
、
そ
う

し
た
幻
影
に
名
称
を
与
え
…
…
」
と
い
う
箇
所
（R 157

）。「
思
考
を
、
考
え
る
物
質
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
」（M

 136

／
一
三
四
頁
）
と
い
う
命
題
と
、「
…
…
思
考
を
思
考
す
る
物
質
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」（R 152

）
と
い
う

く
だ
り
。
そ
し
て
「
私
自
身
の
存
在
だ
け
が
確
実
で
あ
る
」（M

 136

／
一
三
四
頁
）
と
い
う
文
言
と
、「
確
か
な
も
の
は
…
…
私
自

身
の
存
在
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
（R 167

）。
最
後
の
一
組
に
つ
い
て
い
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
が
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
を
明
ら
か
に

借
用
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
文
章
は
、
彼
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
隠
れ
た
学
説
と
し
て
提
示
し
た
も
の
の
一
部
を
な

す
。

　

マ
ル
ク
ス
が
イ
ギ
リ
ス
の
唯
物
論
者
と
し
て
「
コ
リ
ン
ズ
、
ド
ッ
ド
ウ
ェ
ル
、
コ
ワ
ー
ド
、
ハ
ー
ト
リ
ー
、
プ
リ
ー
ス
ト
リ
ー

な
ど
」
を
列
挙
し
た
の
と
同
じ
順
番
で
（M

 136

／
一
三
四
頁
）、ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
「
コ
リ
ン
ズ
が
…
…
。
ド
ッ
ド
ウ
ェ
ル
、コ
ワ
ー

ド
、ハ
ー
ト
リ
ー
、そ
れ
に
プ
リ
ー
ス
ト
リ
ー
は
…
…
」（R 331

）
と
名
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
し
て
お
こ
う
。
マ
ン
デ
ヴ
ィ
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史

ル
を
論
じ
た
く
だ
り
で
は
（M

 138-139

／
一
三
七
頁
）、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
先
の
著
者
た
ち
に
ひ
き
つ
づ
き
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
を
論
じ

た
箇
所
か
ら（R 331

）、マ
ル
ク
ス
は
言
葉
を
借
り
て
い
る
。
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク（M

 137

／
一
三
五
頁
／R 336-338

）お
よ
び
エ
ル
ヴ
ェ

シ
ウ
ス
（M

 137

／
一
三
五
頁
／R 341

）
を
論
じ
た
箇
所
で
は
、
マ
ル
ク
ス
は
も
っ
と
あ
か
ら
さ
ま
に
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
に
依
拠
し
て

い
る
。

　

以
上
の
事
例
に
つ
い
て
さ
ら
に
付
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
が
参
照
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
の
著
書
の
標
題

（
ロ
ッ
ク
の
『
人
間
知
性
論
』
も
含
む
）〔
マ
ル
ク
ス
の
ド
イ
ツ
語
原
文
（M

 137

）
に
お
い
て
『
人
間
知
性
論
』
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
標
題
で
言
及
さ
れ
て
い
る
〕

は
ど
れ
も
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
『
手
引
き
』
の
本
文
ま
た
は
註
で
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
一
致
す
る
（
あ
と
で
述
べ
る
理
由
に
よ
る
一

つ
の
例
外
を
別
と
し
て
、
対
照
表
に
は
掲
載
し
て
い
な
い
が
）。

　

ベ
ー
コ
ン
の
考
察
に
お
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
改
変
の
自
由
度
は
よ
り
高
い
と
い
え
る
（
彼
は
も
っ
と
前

に
ベ
ー
コ
ン
を
自
分
で
読
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
［
26
］）。
だ
が
そ
れ
で
も
、
い
く
つ
か
の
マ
ル
ク
ス
の
文
言
か
ら
、
少
な
く
と
も
部

分
的
に
は
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
判
別
で
き
る
。
た
と
え
ば
次
の
一
文
を
参
照
せ
よ
。「
物
質
は
詩
的
で
感
性

的
な
輝
き
に
包
ま
れ
な
が
ら
、全
て
の
人
間
に
ほ
ほ
え
み
か
け
て
い
る
」（M

 135

／
一
三
四
頁
）。
マ
ル
ク
ス
に
よ
り
施
さ
れ
た
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
的
な
色
調
を
通
し
て
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
原
文
が
透
け
て
見
え
る
。「
彼
〔
ベ
ー
コ
ン
〕
が
物
質
に
つ
い
て
好
ん
で

論
じ
た
と
き
の
語
り
口
は
、
科
学
者
と
い
う
よ
り
も
詩
人
の
そ
れ
で
あ
っ
た
」（R 148

）。
あ
る
い
は
、
す
ぐ
後
に
続
く
マ
ル
ク
ス

の
一
文
も
参
照
。「
こ
れ
に
反
し
て
、
彼
の
格
言
風
の
学
説
そ
の
も
の
に
は
、
い
ま
だ
神
学
的
な
不
整
合
が
群
が
っ
て
い
る
」（M

 

135-136

／
一
三
四
頁
）。
こ
の
動
詞
「
群
が
っ
て
い
るw

im
m

elt [von etw.]
」〔
～
で
い
っ
ぱ
い
だ
、
～
が
う
よ
う
よ
し
て
い
る
〕
は
文
の

な
か
で
妙
に
浮
き
立
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
か
ら
の
借
用
で
あ
る
。「
…
…
彼
の
作
品
に
ひ
し
め
い
て
い
る

fourm
illent

、
宗
教
の
偉
大
さ
や
霊
魂
の
優
位
や
神
の
霊
感
を
称
え
る
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
美
し
い
思
想
は
…
…
」（R 139

）。
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こ
の
動
詞
の
意
味
は
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
文
中
で
は
あ
ま
り
際
立
た
な
い
が
、
そ
れ
を
マ
ル
ク
ス
は
ぶ
し
つ
け
な
皮
肉
へ
と
置
き
換

え
る
こ
と
で
露
骨
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

概
し
て
い
え
ば
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
主
題
が
比
較
的
平
凡
で
、
た
ん
な
る
偶
然
の
一
致
に
す
ぎ
な
い
と
思
え
る
よ
う
な
箇
所
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
や
は
り
借
用
で
あ
る
こ
と
は
文
脈
か
ら
ほ
ぼ
確
実
に
判
別
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
に
指
摘
し
て
お
い
た
マ
ル
ク
ス
の
テ
ク
ス
ト
の
奇
妙
な
点
、
と
く
に
い
く
つ
か
の
誤
り
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
ま

で
に
見
て
き
た
数
々
の
借
用
か
ら
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
説
明
が
つ
く
。
そ
れ
ら
は
そ
れ
ら
自
体
で
、
マ
ル
ク
ス
の
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
か
ら

の
借
用
を
申
し
分
な
く
証
拠
づ
け
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
う
ち
の
二
つ
は
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
テ
ク
ス
ト
の

誤
読
ま
た
は
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
書
き
写
し
の
純
然
た
る
結
果
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

次
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
が
述
べ
た
と
き
、
彼
が
ア
ル
ノ
ー
の
没
年
を
間
違
え
た
こ
と
に
驚
く
必
要
は
も
は
や
な
い
。「
一
七
世

紀
フ
ラ
ン
ス
の
最
期
の
大
形
而
上
学
者
た
る
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
と
ア
ル
ノ
ー
が
死
ん
だ
そ
の
年
に
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
と
コ
ン

デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
生
ま
れ
た
」（M

 134

／
一
三
二
頁
）。
こ
の
く
だ
り
が
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
ま
ず
い
簡
略
化
を
含
む
文
章
と
合
致
す
る

こ
と
が
分
か
れ
ば
、
こ
の
誤
り
に
マ
ル
ク
ス
が
お
そ
ら
く
気
づ
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。「
ア
ル

ノ
ー
と
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
、
一
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
最
後
の
哲
学
者
た
ちles derniers philosophes

で
あ
り
、
後
者ce 

dernier

の
死
没
と
同
じ
年
に
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
と
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
生
ま
れ
た
」（R 332

）。
こ
の
簡
略
化
は
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ

エ
の
書
き
方
が
や
や
不
用
意
で
あ
る
だ
け
に
（「
最
後
のles derniers
哲
学
者
た
ち
」
と
「
後
者ce dernier

」）、
い
っ
そ
う
誤
読
を
招

き
や
す
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。〔les derniers philosophes

は
複
数
形
だ
がce dernier

は
単
数
形
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
動
詞

の
人
称
変
化
を
見
て
も
、ce dernier

がles derniers philosophes

の
う
ち
の
「
後
者
」
を
指
す
こ
と
は
明
白
だ
が
、
し
か
し
誤
読
を
招
き
や
す
い

と
い
う
意
味
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
が
い
う
よ
う
に
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
は
「
不
用
意
」
な
書
き
方
を
し
て
い
る
。〕
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似
た
よ
う
な
簡
略
化
の
せ
い
で
負
け
ず
劣
ら
ず
不
都
合
な
結
果
が
生
じ
て
い
る
の
は
、
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
事
例
で
あ

る
。
唯
物
論
の
出
生
地
は
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
根
拠
と
し
て
、
ド
ゥ
ン
ス
が
「
物
質
は
思
考
で
き
な
い
の
か
」
と
自

問
し
て
い
た
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
は
挙
げ
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
彼
を
唯
名
論
者
と
し
て
特
徴
づ
け
た
（M

 135

／
一
三
三
頁
）。
そ
れ

を
見
て
、
精
妙
博
士
と
名
高
き
ド
ゥ
ン
ス
の
テ
ク
ス
ト
や
学
説
を
き
ち
ん
と
考
察
し
た
う
え
で
マ
ル
ク
ス
は
そ
う
主
張
し
た
の
か

と
問
う
必
要
は
な
い
。
こ
れ
を
『
手
引
き
』
の
文
章
が
ま
ず
い
や
り
方
で
要
約
さ
れ
た
も
の
だ
と
見
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
説
明
が

つ
く
。
そ
の
文
章
に
お
い
て
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
は
、
ロ
ッ
ク
の
感
覚
論
は
オ
ッ
カ
ム
以
来
の
イ
ギ
リ
ス
唯
名
論
に
負
っ
て
い
る
と
指

摘
し
た
う
え
で
、
こ
う
つ
け
加
え
て
い
る
。「
精
神
（
霊
魂
）
と
物
質
の
本
性
に
つ
い
て
、
ど
ち
ら
か
片
方
の
定
義
が
欠
け
て
い
る

た
め
に
ロ
ッ
ク
が
確
信
を
も
て
な
い
こ
と
や
、
彼
が
主
体
一
般
の
観
念
を
物
質
の
観
念
と
同
一
視
す
る
き
ら
い
が
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
。
こ
う
し
た
点
は
ホ
ッ
ブ
ズ
に
も
、
そ
し
て
彼
以
前
に
は
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
や
オ
ッ
カ
ム
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
（〔
原
註
〕
ク
ー
ザ
ン
『
一
八
世
紀
人
間
哲
学
史
』
第
九
講
）。
彼
ら
は
物
質
が
考
え
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ど
う
か
を
問
う
た
」（R 

321

）。
こ
こ
で
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
最
後
に
言
及
し
て
い
る
両
名
の
う
ち
、
マ
ル
ク
ス
は
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
み
を
取
り
上

げ
な
が
ら
、
他
方
の
オ
ッ
カ
ム
に
し
か
そ
ぐ
わ
な
い
性
格
づ
け
を
〔
つ
ま
り
感
覚
論
的
な
観
点
で
は
な
く
唯
名
論
を
〕
ド
ゥ
ン
ス
に
当
て

は
め
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
事
例
に
は
、
こ
れ
よ
り
も
っ
と
好
奇
心
を
く
す
ぐ
る
点
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
た
め
、
こ
れ
に
つ
い
て
だ
け
は
対
照

表
に
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
参
照
指
示
の
註
を
残
し
て
お
い
た
。
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
を
介
し
て
マ
ル
ク

ス
が
情
報
を
得
た
の
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
他
で
も
な
い
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ク
ー
ザ
ン
の
著
作
、
す
な
わ
ち
『
哲
学
史
講
義
』
シ
リ
ー

ズ
の
一
冊
を
な
す
『
一
八
世
紀
哲
学
史
』（Victor Cousin, H

istoire de la philosophie du dix-huitièm
e siècle, nouvelle edition, revue 

et corrigée, tom
e I et II, Paris: D

idier, 1841

）
で
あ
る
。
当
該
の
箇
所
に
お
い
て
ク
ー
ザ
ン
は
「
そ
の
師
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
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ス
に
よ
っ
て
刷
新
さ
れ
た
、
こ
の
オ
ッ
カ
ム
の
理
論
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
霊
魂
の
諸
性
質
と
し

て
人
間
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
作
因
と
は
「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
自
然
的
で
物
質
的
な
作
因
か
も
し
れ
な
い
」。
そ
う
指
摘
し
た

う
え
で
、
ク
ー
ザ
ン
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。「
読
者
諸
君
よ
、
こ
れ
こ
そ
が
ロ
ッ
ク
の
著
名
な
文
言
の
先
例
で
は
な

い
か
！
」（tom

e I, pp. 339-340

）

　

次
の
主
張
は
ど
う
か
。「
デ
カ
ル
ト
は
彼
の
自
然
学
の
な
か
で
、
物
質
に
自
己
創
造
的
な
力selbstschöpferische Kraft

が
あ
る
と
認
め
、機
械
的
運
動
を
物
質
の
生
命
の
し
わ
ざ
と
解
し
た
」（M

 133

／
一
三
一
頁
）。
こ
れ
は
危
な
っ
か
し
い
定
式
化
だ
が
、

ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
す
で
に
危
な
っ
か
し
い
定
式
を
さ
ら
に
誇
張
し
た
も
の
だ
と
分
か
る
。
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
に
つ
い
て
、ル
ヌ
ー

ヴ
ィ
エ
は
「
デ
カ
ル
ト
が
物
質
に
与
え
た
創
造
的
な
力
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
（R 342

）。
こ
う
い
う
危
う
い
誇
張
を
マ
ル
ク

ス
が
し
た
の
は
、
ヤ
ー
コ
プ
・
ベ
ー
メ
の
よ
う
な
哲
学
者
を
多
少
な
り
と
も
あ
い
ま
い
に
参
照
し
た
結
果
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

少
し
後
の
文
章
で
、
マ
ル
ク
ス
は
ベ
ー
コ
ン
と
の
関
連
で
ベ
ー
メ
に
言
及
し
て
い
る
（M

 135

／
一
三
三
頁
）。

　

さ
ら
に
は
『
聖
家
族
』
が
含
む
い
く
つ
も
の
謎
め
い
た
示
唆
が
、
一
挙
に
解
明
さ
れ
る
。

　

デ
カ
ル
ト
の
唯
物
論
的
な
弟
子
た
ち
は
「
職
業
的
な
反
形
而
上
学
者
、
す
な
わ
ち
自
然
学
者
」
だ
っ
た
と
宣
言
し
た
あ
と
に
、

マ
ル
ク
ス
は
こ
う
続
け
た
。「
医
学
者
ル
・
ロ
ワ
と
と
も
に
こ
の
学
派
が
は
じ
ま
り
、
医
学
者
カ
バ
ニ
ス
で
そ
の
頂
点
に
達
し
、

医
学
者
ラ
・
メ
ト
リ
が
そ
の
中
心
で
あ
る
」（M

 133

／
一
三
一
頁
）。
こ
こ
で
彼
は
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
平
易
な
言
明
で
は
じ
ま
る

議
論
を
借
用
し
た
の
で
あ
る
。「
と
こ
ろ
で
機
械
論
学
派
の
進
歩
は
、
主
と
し
て
医
学
者
や
生
理
学
者
や
自
然
学
者
〔
物
理
学
者

physiciens

〕
の
お
か
げ
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
人
々
は
、
一
八
世
紀
の
反
形
而
上
学
的
精
神
の
せ
い
で
、
深
さ
や
一
般
性
に
お
い

て
劣
る
教
育
を
毎
日
受
け
つ
づ
け
、
そ
の
分
だ
け
唯
物
論
的
な
関
心
に
た
や
す
く
屈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
医
学
者
ル
・
ロ
ワ
は

…
…
」
う
ん
ぬ
ん
（R 342-343

）。
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マ
ル
ク
ス
は
ま
た
、
こ
の
機
械
論
的
唯
物
論
は
デ
カ
ル
ト
的
自
然
学
か
ら
出
て
き
て
「
本
来
の
フ
ラ
ン
ス
自
然
科
学
に
流
れ
込

ん
で
い
る
」（M

 132

／
一
三
一
頁
）
も
の
だ
と
、そ
し
て
「
デ
カ
ル
ト
派
の
唯
物
論
は
今
日
に
い
た
る
ま
で
フ
ラ
ン
ス
に
存
在
し
て
」

お
り
「
力
学
的
自
然
科
学
で
大
き
な
成
果
を
あ
げ
た
」（M

 133

／
一
三
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
参
照
さ
れ
て
い
る
の
は
、

ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
『
手
引
き
』
の
「
デ
カ
ル
ト
の
自
然
哲
学
の
発
展
」
を
扱
っ
た
第
二
篇
第
四
部
第
六
節
で
あ
る
（S 299-314

）。
そ

の
な
か
で
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
は
「
デ
カ
ル
ト
哲
学
と
の
関
連
に
お
け
る
自
然
学
の
主
要
諸
部
門
の
小
史
」
を
叙
述
し
て
い
る
が
（R 

311

）〔
こ
の
「
小
史
」
に
か
ん
す
る
文
章
は
「
対
照
表
」
に
は
抜
粋
さ
れ
て
い
な
い
〕、
そ
れ
は
「
近
代
科
学
が
含
む
デ
カ
ル
ト
由
来
の
機
械

論
的
自
然
学
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
、そ
し
て
前
者
が
い
ま
な
お
後
者
に
期
待
し
て
よ
い
全
て
の
も
の
を
」
示
す
た
め
で
あ
っ
た
（R 

313

）。

　

同
時
に
気
づ
く
の
は
、
マ
ル
ク
ス
の
い
く
つ
か
の
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
言
い
回
し
（「
～
す
る
に
は
及
ば
な
い
」
の
類
）
が
、
実
は
ま
っ

た
く
正
確
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
言
い
回
し
は
、
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
と
疑
問
を
も
た
な
い
か

ぎ
り
は
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
。

　

わ
ざ
わ
ざ
次
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
が
述
べ
た
の
は
な
ぜ
か
。「
直
接
デ
カ
ル
ト
に
由
来
す
る
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
は
、
そ
れ
に
フ

ラ
ン
ス
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
学
派
、
フ
ラ
ン
ス
の
自
然
科
学
一
般
の
発
展
も
、
く
わ
し
く
論
じ
る
に
は
及
ば
な
い
」（M

 133

／
一
三
一

頁
）。
そ
れ
も
ま
た
、
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
先
に
見
た
節
で
（
第
二
篇
第
四
部
第
六
節
「
自
然
哲
学philosophie physique

の
発
展
」R 

299-314

）、
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
後
出
の
節
で
（
第
二
篇
第
五
部
第
三
節
「
一
八
世
紀
の
自
然
哲
学philosophie naturelle

に
つ
い
て
」R 

345-355

）、
こ
れ
ら
を
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
論
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
、
ラ
・
メ
ト
リ
、
ド
ル
バ
ッ
ク
に
つ
い
て
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
指
摘
に
依
拠
し
つ
つ
言
及
し
た
あ
と
に
（R 341-

344

）、マ
ル
ク
ス
が
「
デ
ュ
ピ
ュ
イ
、ヴ
ォ
ル
ニ
ー
、デ
ィ
ド
ロ
な
ど
に
つ
い
て
は
…
…
語
る
に
は
及
ぶ
ま
い
」
と
述
べ
た
の
は
（M
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138
／
一
三
六
頁
）、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
『
手
引
き
』
の
同
じ
箇
所
で
、
歴
史
の
領
域
に
お
け
る
デ
ュ
ピ
ュ
イ
や
ヴ
ォ
ル
ニ
ー
の
「
唯

物
論
」
に
（R 342

）、
ま
た
直
前
の
頁
に
お
い
て
は
デ
ィ
ド
ロ
の
無
神
論
に
も
（R 340

）、
そ
れ
ぞ
れ
言
及
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
個
人
と
社
会
に
か
ん
す
る
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
の
諸
主
張
が
社
会
主
義
と
共
産
主
義
に
つ
な
が
る
こ
と
に
つ
い
て
概
説

し
た
あ
と
、
マ
ル
ク
ス
が
「
こ
こ
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
判
断
す
る
場
で
は
な
い
が
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
（M

 138

／

一
三
七
頁
）。
十
分
に
驚
く
べ
き
一
言
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
が
留
保
し
た
の
は
、
そ
も
そ
も
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
、
フ
ラ
ン

ス
唯
物
論
の
章
句
を
彼
自
身
の
流
儀
で
、
つ
ま
り
支
配
的
な
観
念
に
そ
う
か
た
ち
で
提
示
し
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
は
（「
容
赦

の
な
い
掟
」や「
化
物
じ
み
た
権
威
」や「
こ
の
恐
る
べ
き
病
」な
ど
と
い
っ
た
）人
聞
き
の
悪
い
評
価
を
そ
れ
ら
に
下
す
こ
と
を
も
辞
さ
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
（R 341-342

）。
最
後
の
点
に
は
、
ま
た
あ
と
で
立
ち
戻
り
た
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
点
に
か
ん
し
て
マ
ル
ク
ス

は
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
話
を
割
り
引
く
の
で
は
な
く
、
決
然
と
彼
か
ら
袂
を
分
か
つ
か
ら
で
あ
る
。

　

正
確
に
い
っ
て
剽
窃
で
あ
る
諸
論
点
と
、
そ
れ
ら
が
『
聖
家
族
』
の
テ
ク
ス
ト
に
投
げ
か
け
る
光
と
に
つ
い
て
の
話
を
終
わ
ら

せ
る
に
あ
た
っ
て
、
い
ま
や
同
書
の
構
造
の
一
部
が
い
っ
そ
う
透
明
に
な
っ
た
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
ず
、マ
ル
ク
ス
が「
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
の
批
判
的
歴
史
」を
そ
の「
世
俗
的
・
大
衆
的
歴
史
」ま
た
は「
実
際
に
起
こ
っ
た
歴
史
」

（M
 132

／
一
三
〇
頁
）
に
対
置
す
る
た
め
に
繰
り
返
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
文
言
に
つ
い
て
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る

は
ず
だ
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
議
論
を
始
め
た
り
区
切
っ
た
り
す
る
さ
い
に
「
正
確
に
、
散
文
的
な
意
味
で
い
え
ば
」
と
言
っ
て
み

た
り
（M

 132

／
一
三
〇
頁
、132

／
一
三
一
頁
、133

／
一
三
一
頁
）、
あ
る
い
は
「
ロ
ッ
ク
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
弟
子
で
は
な
い
か
」
と
い

う
疑
問
を
予
期
し
つ
つ
「
世
俗
的
歴
史
は
こ
う
答
え
る
だ
ろ
う
」（M

 135
／
一
三
三
頁
）
と
述
べ
た
り
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
が
意
味

す
る
の
は
、
こ
こ
で
彼
が
提
示
し
て
い
る
も
の
が
、「
世
俗
的
歴
史
」
の
典
型
を
、
さ
ら
に
は
傑
出
し
た
例
を
代
表
す
る
テ
ク
ス

ト
と
し
て
扱
わ
れ
た
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
『
手
引
き
』
か
ら
、
直
に
と
ら
れ
て
き
た
材
料
で
あ
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
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そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
繰
り
返
さ
れ
る
文
言
が
予
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
議
論
は
、
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
の
「
二
つ
の

方
向
」
を
、
す
な
わ
ち
「
一
つ
は
デ
カ
ル
ト
を
、
他
の
も
の
は
ロ
ッ
ク
を
源
泉
と
し
て
い
る
」
と
こ
ろ
の
「
二
つ
の
方
向
」
を
、

区
別
し
つ
つ
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
（M

 132

／
一
三
一
頁
）。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
見
て
き

た
こ
と
を
考
慮
し
つ
つ
、
両
名
の
テ
ク
ス
ト
の
文
脈
を
並
べ
て
み
れ
ば
、
い
ま
や
次
の
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ

ラ
ン
ス
唯
物
論
の
二
つ
の
方
向
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
図
式
は
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
『
手
引
き
』
第
二
篇
第
五
部
第
二
節
「
一
八
世

紀
フ
ラ
ン
ス
の
形
而
上
学
者
た
ち
」（R 332-345

）

―
ド
ル
バ
ッ
ク
と
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
か
ら
ル
・
ロ
ワ
、
ラ
・
メ
ト
リ
お
よ
び

カ
バ
ニ
ス
へ
と
話
が
移
っ
て
い
く
節

―
で
ほ
ん
の
少
し
だ
け
利
用
し
た
図
式
か
ら
着
想
を
得
た
の
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
が
い

ま
論
じ
た
唯
物
論
の
学
派
、
感
覚
論
に
そ
の
起
源
を
も
つ
学
派
の
か
た
わ
ら
に
は
、
デ
カ
ル
ト
以
降
た
え
る
こ
と
な
く
続
く
別
の

学
派
が
あ
る
。
こ
の
学
派
は
、
諸
原
理
を
一
面
で
も
っ
と
も
ら
し
く
見
せ
る
た
め
の
材
料
な
ら
、
何
で
あ
れ
デ
カ
ル
ト
か
ら
取
り

出
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」（R 342

）。

　

こ
う
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
議
論
に
お
け
る
か
な
り
の
部
分
が
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
『
近
代
哲
学
の
手
引
き
』
か
ら
の
借
用
と
し

て
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
質
的
な
観
点
か
ら
い
え
ば
、
こ
う
し
た
借
用
が
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
史
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
に
帰
す
べ
き
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
結
論
づ
け
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
お
そ

ら
く
否
で
あ
る
。
こ
の
唯
物
論
史
の
節
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
独
自
の
貢
献
が
限
定
的
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
ま
ず
済
ま
せ
て
お
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
よ
り
正
確
に
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
『
聖
家
族
』
で
提
示
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
史
の
素
描
に
お
い
て
、
何
が
マ
ル
ク
ス
に
帰
さ
れ
る
べ
き
功
績
だ
ろ

う
か
。

　

ま
ず
留
意
す
べ
き
は
も
ち
ろ
ん
、も
っ
と
も
直
截
に
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
に
依
拠
し
て
い
る
箇
所
に
お
い
て
す
ら
、そ
れ
が『
資
本
論
』

の
著
者
に
よ
る
書
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
思
想
や
叙
述
ス
タ
イ
ル
に
お
け
る
数
々
の
細
部
に
よ
っ
て
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
印
づ

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
が
全
体
と
し
て
マ
ル
ク
ス
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を
疑
問
の
余
地
な
し
に
証
拠
づ
け
る
細

部
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
概
し
て
ぎ
こ
ち
な
く
ぱ
っ
と
し
な
い
『
手
引
き
』
の
書
き
ぶ
り
に
代
わ
る
、
精
彩

を
放
つ
鋭
い
表
現
。
そ
れ
に
、冗
長
な
議
論
に
施
さ
れ
る
語
句
や
文
の
簡
略
化
（
す
で
に
見
た
よ
う
に
、そ
れ
は
リ
ス
ク
も
伴
っ
て
い
る
が
）。

さ
ら
に
は
、
あ
れ
こ
れ
の
論
点
に
つ
い
て
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
含
ま
れ
な
い
解
釈
や
、
そ
れ
と
は
異
な
る
解
釈
を

盛
り
込
ん
だ
り
ほ
の
め
か
し
た
り
す
る
と
き
の
、強
調
や
付
言
や
付
随
的
注
釈
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
強
調
や
付
言
の
類
に
は
、

マ
ル
ク
ス
の
独
創
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
若
い
頃
の
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
研
究
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
彼
は
「
フ
ラ
ン
ス
と

イ
ギ
リ
ス
の
唯
物
論
は
、い
つ
で
も
デ
モ
ク
リ
ト
ス
と
エ
ピ
ク
ロ
ス
と
に
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
」と
論
じ
た（M

 133

／
一
三
一
頁
）。

あ
る
い
は
「
唯
名
論
は
イ
ギ
リ
ス
の
唯
物
論
者
の
あ
い
だ
で
は
主
要
成
分
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
一
般
に
、
唯
物
論
の
最
初
の
表

現
で
あ
る
」と
も
主
張
し
て
い
た（M

 135

／
一
三
三
頁
）。
次
の
よ
う
な
注
釈
も
ま
た
マ
ル
ク
ス
の
独
創
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、ベ
ー

コ
ン
か
ら
ホ
ッ
ブ
ズ
へ
の
発
展
を
つ
う
じ
て
、
唯
物
論
は
「
一
面
的
」
で
「
人
間
嫌
い
」
と
な
り
、
こ
の
「
人
間
嫌
い
で
血
肉
の

通
わ
な
い
」精
神
を
み
ず
か
ら
打
ち
負
か
す
た
め
に
は「
禁
欲
主
義
者
」に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た（M

 136

／
一
三
四
頁
）。
ロ
ッ

マ
ル
ク
ス
に
帰
さ
れ
る
功
績
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ク
の
哲
学
か
ら
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
唯
物
論
者
へ
の
流
れ
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
「
理
神
論
と
は
、
少
な
く
と
も
唯

物
論
者
に
と
っ
て
は
、
宗
教
か
ら
脱
却
す
る
た
め
の
便
利
だ
が
安
易
な
方
法
に
す
ぎ
な
い
」（M

 136

／
一
三
五
頁
）。

　

こ
う
し
た
類
の
付
言
や
注
釈
が
、
そ
の
細
部
を
こ
え
て
、
ほ
ぼ
つ
ね
に
一
つ
の
首
尾
一
貫
し
た
方
向
を
目
指
し
て
い
る
の
は
明

ら
か
だ
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
の
唯
物
論
史
の
概
要
を
提
示
す
る
こ
と
と
い
う
、
マ
ル
ク
ス
が
み
ず
か
ら

の
叙
述
に
与
え
た
固
有
の
方
向
づ
け
で
あ
る
。
彼
こ
そ
が
、
そ
し
て
彼
の
み
が
、
そ
れ
を
企
て
た
の
だ
っ
た
。

　

そ
の
た
め
の
歴
史
的
素
材
を
、要
約
や
学
説
を
、継
承
と
発
展
に
つ
い
て
の
図
式
を
『
手
引
き
』
は
マ
ル
ク
ス
に
与
え
た
。
も
っ

と
も
、
マ
ル
ク
ス
が
『
手
引
き
』
か
ら
利
用
し
た
も
の
は
、
同
書
に
お
い
て
は
つ
い
で
に
述
べ
ら
れ
た
だ
け
の
こ
と
ば
か
り
で
あ

り
、た
い
て
い
の
場
合
は
副
次
的
な
論
点
で
し
か
な
く
、主
た
る
論
点
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
そ
れ
は
ル
ヌ
ー

ヴ
ィ
エ
が
ま
っ
た
く
異
な
る
目
的
の
た
め
に
執
筆
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
彼
が
そ
れ
に
言
及
す
る
こ
と
は
ま
れ
だ
が
、
ル

ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
そ
れ
に
行
き
当
た
る
と
き
、
唯
物
論
は
主
役
で
は
な
く
引
き
立
て
役
と
し
て
し
か
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
み
れ
ば
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
著
作
の
随
所
か
ら
探
し
出
し
た
諸
要
素
を
、
自
分
自
身
の
目
的
の
た
め
に
、
独
自
の
か

た
ち
と
筋
立
て
に
お
い
て
提
示
し
た
と
い
う
点
に
マ
ル
ク
ス
の
貢
献
が
あ
る
こ
と
は
、
疑
い
よ
う
も
な
く
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か

も
、
マ
ル
ク
ス
が
利
用
し
た
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
文
章
は
、
対
照
表
が
示
す
よ
う
に
、
四
四
二
ペ
ー
ジ
の
厚
み
の
あ
る
『
手
引
き
』

の
う
ち
数
十
ペ
ー
ジ
に
ほ
ぼ
集
中
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
こ
そ
が
、
同
書
の
「
一
八
世
紀
フ

ラ
ン
ス
の
形
而
上
学
者
た
ち
」
の
節
（R 332-345

）
に
お
け
る
大
し
た
起
伏
の
な
い
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
論
理
展
開
か
ら
、
構
成
的

な
価
値
を
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
構
成
的
価
値
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
運
命
を
た
ど
っ
た
二
つ
の
潮

流
が
、
す
な
わ
ち
デ
カ
ル
ト
お
よ
び
ロ
ッ
ク
に
は
じ
ま
る
二
潮
流
が
、
展
開
し
交
差
す
る
過
程
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
史
を

提
示
し
え
た
の
だ
っ
た
。
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こ
れ
ら
の
潮
流
が
た
ど
っ
た
運
命
に
つ
い
て
、
ま
た
マ
ル
ク
ス
が
正
確
に
は
ど
ん
な
意
図
で
そ
れ
ら
を
描
き
出
し
た
の
か
に
つ

い
て
は
、
あ
と
で
考
察
し
た
い
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
議
論
の
細
部
を
利
用
し
な
が
ら
作
り
出
さ
れ
た
筋
立
て
が

も
た
ら
し
た
、
い
く
つ
か
の
効
果
に
つ
い
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
は
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
議
論
の

意
味
と
射
程
を
変
え
、
さ
ら
に
は
逆
転
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
知
的
態
度
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
が
と
く
に
敏
感
に
反
応
す
る
の
は
、
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
の
形

而
上
学
と
科
学
の
関
係
の
変
容
に
対
し
て
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
見
て
取
っ
た
の
は
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
で
は
な
く
マ
ル
ク
ス
で
あ
っ

た
。「
い
ま
だ
一
七
世
紀
の
形
而
上
学
に
は
、
実
証
的
で
世
俗
的
な
内
容
が
混
じ
っ
て
い
た
（
デ
カ
ル
ト
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
な
ど
を
想
起

せ
よ
）。
形
而
上
学
が
あ
れ
こ
れ
の
発
見
を
な
し
た
の
は
、
見
か
け
の
う
え
で
は
そ
れ
に
属
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
数
学
や
物
理
学

な
ど
他
の
諸
科
学
に
お
い
て
で
あ
る
」。
こ
の
見
か
け
の
消
滅
を
一
八
世
紀
の
資
産
と
し
て
帳
簿
に
書
き
入
れ
た
の
も
、
科
学
と

現
世
的
生
活
に
有
利
な
か
た
ち
で
形
而
上
学
の
信
用
が
落
ち
た
と
書
い
た
の
も
、
や
は
り
マ
ル
ク
ス
で
あ
っ
た
（M

 134

／
一
三
二

頁
）。
他
方
の
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
は
形
而
上
学
の
信
用
失
墜
を
、
似
た
よ
う
な
語
で
、
し
か
し
嘆
き
と
悔
恨
を
も
っ
て
描
き
出
し
た

の
だ
が
。

　

マ
ル
ク
ス
の
テ
ク
ス
ト
の
核
心
的
部
分
に
お
い
て
、
こ
の
知
的
態
度
は
と
く
に
際
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
の
よ

う
な
一
八
世
紀
に
知
的
発
展
を
遂
げ
た
唯
物
論
者
の
理
論
が
、
社
会
主
義
と
共
産
主
義
の
源
泉
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
一
節
の

こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
議
論
（M

 138-139

／
一
三
六
―

一
三
七
頁
）
は
、
あ
る
意
味
で
は
ま
っ
た
く
マ
ル
ク
ス
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
間
違

い
な
く
彼
の
根
本
的
な
主
題
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
マ
ル
ク
ス
は
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
「
感
覚
主
義
の
発
展
と
そ
の
道
徳
お

よ
び
政
治
へ
の
適
用
に
つ
い
て
、
さ
っ
と
見
て
」
い
る
箇
所
（R 341

）
に
は
、
決
し
て
負
っ
て
い
る
は
ず
が
な
い
。
両
者
の
テ
ク
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ス
ト
を
注
意
深
く
比
較
す
る
な
ら
ば
、
次
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
い
く
つ
か
の
唯
物
論
的
「
命
題
」

を
立
て
る
た
め
に
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
同
じ
命
題
を
論
じ
た
と
き
の
言
葉
を
借
り
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
言
葉
を
提
示
す
る
方

法
は
ま
っ
た
く
反
対
な
の
で
あ
る
。

　

実
に
マ
ル
ク
ス
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

人
間
の
自
然
的
善
性
と
先
天
的
知
性
の
平
等
、
経
験
、
慣
習
お
よ
び
教
育
の
全
能
性
、
外
的
環
境
の
人
間
へ
の
影
響
、
産
業

の
格
別
な
重
要
性
、
享
楽
の
正
当
化
な
ど
と
い
っ
た
唯
物
論
の
教
説
か
ら
、
そ
れ
が
必
然
的
に
共
産
主
義
や
社
会
主
義
に
つ

な
が
る
こ
と
を
見
抜
く
た
め
に
、
大
し
た
洞
察
力
は
い
ら
な
い
。（M

 138

／
一
三
六
頁
）

　

こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、い
わ
ば
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
を
逆
立
ち
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、ド
ル
バ
ッ
ク
や
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
が
「
感

覚
論
」
か
ら
そ
の
道
徳
的
含
意
に
か
ん
す
る
当
然
の
帰
結
を
導
き
出
し
た
と
い
う
論
旨
の
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
に
よ
る
次
の
文
章
を

逆
転
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
身
体
的
組
織
に
お
い
て
動
物
よ
り
も
人
間
を
優
等
た
ら
し
め
る
も
の
を
究
明
す
る
試
み
は
…
…
理
性
の
発
展
を
産
業
の

発
展
と
混
同
し
て
い
る
。
人
間
精
神
の
あ
ら
ゆ
る
教
育
を
即
物
的
な
情
念
と
り
わ
け
自
己
愛
に
帰
着
さ
せ
、
つ
い
に
は
知
性

の
自
然
的
平
等
を
支
持
し
、
あ
ら
ゆ
る
道
徳
観
念
を
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
な
か
に
置
く
こ
と

―
そ
れ
は
、
人
間
の
認
識
や
能
力

の
起
源
が
も
っ
ぱ
ら
感
覚
に
あ
る
と
い
う
原
理
が
強
い
て
く
る
法
則
に
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
従
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。（R 341-342

）
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こ
の
比
較
か
ら
分
か
る
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
は
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
否
定
的
な
議
論
を
肯
定
的
に
立
て
な
お
し
た
の
で
あ
る
。
ル

ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
帰
し
、
聞
こ
え
の
悪
い
呼
称
を
与
え
た
学
説
で
あ
る
唯
物
論
を
、
マ
ル
ク
ス
は
人
間
主
義
の
立
場

か
ら
導
き
出
し
た
の
で
あ
っ
た
［
27
］。

　

こ
の
よ
う
に
『
聖
家
族
』
に
お
け
る
『
近
代
哲
学
の
手
引
き
』
に
も
と
づ
く
文
章
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
が
独
自
に
立
て
た
論
点
を

厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

マ
ル
ク
ス
に
独
自
の
も
の
と
い
え
る
文
章
は
、
厳
密
に
い
え
ば
ご
く
わ
ず
か
だ
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
重
要
で
あ
る
。
そ
の

一
部
は
、
す
で
に
示
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
文
中
に
お
い
て
「
唯
物
論
」
と
い
う
語
を
強
調
す
る
た
め
の
付
随
的
コ
メ
ン
ト
や
、

そ
れ
に
「
い
っ
た
い
バ
ウ
ア
ー
氏
は
…
…
」（M

 139

／
一
三
七
頁
）
以
下
の
、バ
ウ
ア
ー
に
た
い
す
る
論
争
的
結
論
も
そ
う
で
あ
る
。

だ
が
そ
れ
ら
を
除
け
ば
、
次
の
三
つ
の
ケ
ー
ス
が
と
く
に
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

１
）
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
の
、
そ
し
て
お
も
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
た
い
す
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
関
係
に
つ
い
て
の
文
章
。
と
く

に
「
人
は
哲
学
を
形
而
上
学
に
対
立
さ
せ
た
」
か
ら
「
人
間
主
義
と
一
致
す
る
唯
物
論
を
代
表
し
た
の
で
あ
る
」
ま
で
（M

 132

／
一
三
〇
頁
）。
く
わ
え
て
、
ベ
ー
ル
の
考
察
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
次
の
文
章
も
重
要
で
あ
る
。「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
思
弁

的
神
学
と
の
闘
争
を
つ
う
じ
て
思
弁
的
哲
学
と
の
闘
争
へ
と
押
し
や
ら
れ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
彼
が
思
弁
を
神
学
の
最
後
の

支
え
と
認
識
し
、
神
学
者
た
ち
を
し
て
疑
似
科
学
か
ら
む
き
出
し
の
鼻
も
ち
な
ら
な
い
信
仰
へ
と
逃
げ
帰
る
よ
う
仕
向
け
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」（M

 134

／
一
三
二
頁
）。

　

２
）「
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
よ
れ
ば
」（M

 133

／
一
三
二
頁
）
で
は
じ
ま
る
、
一
八
世
紀
初
頭
に
お
け
る
形
而
上
学
の
凋
落
の
実
際

的
要
因
を
論
じ
た
段
落
。
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３
）「
デ
カ
ル
ト
派
の
唯
物
論
が
本
来
の
自
然
科
学
に
」（M

 138

／
一
三
六
頁
）
以
降
の
、
社
会
主
義
お
よ
び
共
産
主
義
が
ど
の

よ
う
に
唯
物
論
と
関
連
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
、
二
段
落
に
お
よ
ぶ
議
論
。
お
よ
び
、
厳
密
に
い
え
ば
こ
の
箇
所
に
付
随
す
る
、

末
尾
の
注
記
（M

 140-141

／
一
三
八
―

一
四
〇
頁
）。

　

第
一
の
ケ
ー
ス
で
は
、
対
照
表
が
示
す
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
対
立
に
お
け
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
モ
チ
ー

フ
を
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
用
い
る
語
彙
に
着
想
を
得
な
が
ら
、
一
七
世
紀
の
神
学
と
形
而
上
学
に
た
い
す
る
一
八
世
紀
哲
学
の
対

立
と
い
う
モ
チ
ー
フ
と
組
み
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
う
試
み
る
あ
ま
り
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
ベ
ー
ル
を
論
じ
た
さ
い
に
用
い
た
定
式

を
、
マ
ル
ク
ス
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
当
て
は
め
た
の
で
あ
っ
た
。「
…
…
彼
〔
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
〕
が
思
弁
を
神
学
の
最
後
の

支
え
と
認
識
し
、
神
学
者
た
ち
を
し
て
疑
似
科
学
か
ら
む
き
出
し
の
鼻
も
ち
な
ら
な
い
信
仰
へ
と
逃
げ
帰
る
よ
う
仕
向
け
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」（M

 134
／
一
三
二
頁
）。「
彼
〔
ベ
ー
ル
〕
は
…
…
宗
教
の
確
実
性
と
称
さ
れ
る
も
の
を
…
…
そ
の
権
力

と
と
も
に
奪
い
去
っ
て
や
り
た
い
と
欲
し
た
。
神
学
者
が
信
仰
に
訴
え
る
し
か
な
い
と
い
う
事
情
ゆ
え
に
も
っ
と
穏
健
に
な
っ
て

い
く
よ
う
に
ベ
ー
ル
は
望
ん
だ
し
…
…
」（R 332-333
）。

　

第
二
の
ケ
ー
ス
で
は
、
一
八
世
紀
哲
学
に
お
い
て
は
実
践
的
関
心
が
優
位
で
あ
っ
た
と
い
う
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
考
察
の
、
遠
い

こ
だ
ま
を
聴
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
ど
ん
な
学
説
で
あ
れ
、考
察
さ
れ
る
の
は
そ
れ
が
も
た
ら
す
帰
結
の
み
で
あ
る
」
等
（々R 

338

）［
28
］。

　

第
三
の
ケ
ー
ス
で
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
は
、
ド
ル
バ
ッ
ク
や
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
な
ど
の
唯
物
論
を
同
時
代
の
社
会

主
義
や
共
産
主
義
に
帰
着
さ
せ
て
い
る
文
章
で
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
叙
述
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
逆
方
向
に
進
ん
だ
。

　

こ
こ
で
よ
う
や
く
、マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
史
の
最
後
に
付
さ
れ
た「
注
記
」の
意
味
と
役
割
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

注
記
の
冒
頭
で
、
次
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
は
述
べ
て
い
る
。「
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
と
デ
カ
ル
ト
や
ロ
ッ
ク
と
の
関
係
や
、
一
七
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世
紀
の
形
而
上
学
に
た
い
す
る
一
八
世
紀
の
哲
学
の
対
立
は
、
た
い
て
い
の
近
世
フ
ラ
ン
ス
哲
学
史
に
く
わ
し
く
述
べ
ら
れ
て
い

る
」（M

 140

／
一
三
八
頁
）。
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
彼
自
身
に
よ
る
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
『
手
引
き
』
か
ら
の
借
用
を
念
頭
に
置
い
て
い

る
こ
と
は
、
も
は
や
疑
い
よ
う
が
な
い
。

　

だ
が
ひ
き
つ
づ
き
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
う
付
言
し
て
い
る
。「
こ
れ
に
反
し
て
、
一
八
世
紀
の
唯
物
論
と
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス

お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
共
産
主
義
と
の
関
連
性
は
、
よ
り
詳
し
い
説
明
を
必
要
と
す
る
」（ibid.

）。
そ
し
て
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
、
ド

ル
バ
ッ
ク
、
ベ
ン
サ
ム
か
ら
の
長
い
抜
粋
が
続
く
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
「
注
記
」
を
、
論
理
的
の
み
な

ら
ず
時
系
列
的
に
も
、
あ
と
で
書
き
足
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
マ
ル
ク
ス
は
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
を
読
ん
だ
あ

と
で
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
か
れ
の
著
作
に
も
と
づ
い
て
自
分
の
テ
ク
ス
ト
を
書
い
た
あ
と
で
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
扱
っ
た
諸
命
題

を
含
む
原
典
に
み
ず
か
ら
取
り
組
む
べ
き
だ
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
の
含
意
を
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
は
ま
っ
た

く
侮
辱
的
に
、
マ
ル
ク
ス
自
身
が
引
き
出
し
た
い
も
の
と
は
ま
っ
た
く
反
対
の
意
味
で
提
示
し
た
の
だ
か
ら
。

　

し
た
が
っ
て
「
注
記
」
に
含
ま
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
は
、
マ
ル
ク
ス
が
議
論
を
展
開
す
る
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
お
そ
ら
く
は

書
き
上
げ
た
議
論
を
補
強
し
明
確
化
す
る
た
め
に
役
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
点
が
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
テ
ク
ス
ト
と
ど
う
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
れ
、
マ
ル
ク
ス
が
独
自
に
寄
与
し
た
こ
れ
ら
の
論

点
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
の
議
論
の
構
造
を
、
そ
の
狙
い
と
射
程
を
理
解
す
る
た
め
に
役
立
つ
に
違
い
な
い
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
の
、
ま
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
議
論
か
ら
は
、
こ
の
時

期
の
彼
に
と
っ
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
い
ま
だ
主
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
こ
と
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。

　

ま
さ
に
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
論
争
の
直
接
的
か
つ
明
確
な
目
標
が
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
に
よ

る
唯
物
論
の
「
世
俗
的
歴
史
」
が
バ
ウ
ア
ー
に
よ
る
「
批
判
的
」
唯
物
論
史
に
対
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
厳
密
な
意
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味
は
、
彼
が
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
か
ら
取
ら
れ
た
素
材
を
利
用
し
な
が
ら
書
い
た
唯
物
論
史
の
全
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
導
入
部

に
探
し
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
一
七
世
紀
の
「
形
而
上
学
」
に
た
い
す
る
一
八

世
紀
の
「
哲
学
」
の
戦
い
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
代
表
さ
れ
る
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
思
弁
哲
学
に
た
い
す
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
人

間
主
義
的
唯
物
論
の
戦
い
と
の
並
行
性
に
つ
い
て
、
自
分
自
身
の
見
地
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（M

 132

／
一
三
〇
―

一
三
一
頁
）。

　

ひ
き
つ
づ
き
マ
ル
ク
ス
は
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
文
言
を
明
示
的
に
、
た
だ
し
著
者
名
に
は
触
れ
ず
に
引
用
し
つ
つ
、
ベ
ー
ル
こ

そ
が「
形
而
上
学
」か
ら「
哲
学
」へ
の
転
換
に
お
け
る
蝶
つ
が
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
次
の
文
章
を
見
て
ほ
し
い
。「
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
思
弁
的
神
学
と
の
闘
争
を
つ
う
じ
て
思
弁
的
哲
学
と
の
闘
争
へ
と
押
し
や
ら
れ
た
。…
…
そ
れ
と
同
様
に
、ベ
ー

ル
は
宗
教
的
懐
疑
を
つ
う
じ
て
、
宗
教
的
信
仰
を
支
え
て
い
た
形
而
上
学
そ
れ
自
体
に
た
い
す
る
懐
疑
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
た
の

で
あ
る
」（M

 134

／
一
三
二
頁
）。
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
ベ
ー
ル
に
属
す
る
要
素
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
属
す
る
そ
れ
と
を
意

図
的
に
混
ぜ
合
わ
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、ヘ
ー
ゲ
ル
に
た
い
す
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
関
係
を
、デ
カ
ル
ト
や
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ

や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
ス
ピ
ノ
ザ
に
代
表
さ
れ
る
一
七
世
紀
の
形
而
上
学
に
た
い
す
る
ベ
ー
ル
の
関
係
に
等
し
い
も
の
と
し
て
提
示

し
た
の
で
あ
る
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
に
依
拠
し
つ
つ
提
示
し
た
世
俗
的
唯
物
論
史
と
い
う
図
式
は
、

ま
さ
に
ス
ピ
ノ
ザ
を
め
ぐ
っ
て
、
バ
ウ
ア
ー
の
図
式
に
対
置
さ
せ
ら
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
か
ら
だ
。
後
者
は
一
八
世
紀
哲
学
の

全
体
を
、
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
の
唯
物
論
と
有
神
論
と
の
双
方
を
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
体
系
に
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
図
式
に
マ
ル
ク
ス
が
反
論
す
る
理
由
は
何
か
。
そ
れ
が
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
バ
ウ
ア
ー
の
唯

物
論
史
が
た
だ
単
に
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
す
段
落
の
末
尾
に
お
い
て
で
あ
り
、
視
野
を
拡
げ
れ
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ば
『
聖
家
族
』
や
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
で
展
開
さ
れ
た
論
争
の
全
体
に
お

い
て
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
眼
に
は
、
バ
ウ
ア
ー
の
図
式
が
、
同
時
代
の
思
想
的
展

開
の
全
体
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
に
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
映
っ
た
。こ
の
展
開
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
「
右
派
」
の
正
統
的
見
解
と
青
年
ヘ
ー
ゲ
ル
派
の
「
革
命
的
」
思
想
と
の

対
立
を
出
発
点
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
そ
れ
は
も
は
や
時

代
遅
れ
の
対
立
で
あ
っ
た
。

　

と
く
に
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
で
は
、
老
年
お
よ
び
青
年
ヘ
ー
ゲ
ル
派
の

双
方
が
、
歴
史
上
の
で
き
ご
と
一
般
を
諸
概
念
の
発
展
や
闘
争
に
還
元
す
る
思
弁
的

幻
想
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
し
て
告
発
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
の
問
題
は
哲
学
史
で
は
な
く
、
ま
さ
に
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス

が
幻
想
を
暴
こ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
幻
想
は
現
実
の
で
き
ご
と
を
、
あ
る

精
神
的
原
理
に
お
け
る
二
つ
の
極
の
内
的
矛
盾
が
発
展
し
、
別
の
原
理
へ
と
解
消
さ

れ
て
い
く
ま
で
の
過
程
へ
と
還
元
し
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
ゆ
え
に
マ
ル
ク
ス
は
バ

ウ
ア
ー
の
テ
ク
ス
ト
に
含
ま
れ
る
図
式
を
、
な
か
ば
顕
在
的
で
な
か
ば
潜
在
的
な
新

ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
図
式
と
し
て
暴
き
出
す
の
で
あ
る
。（
図
１
）　

　

こ
れ
に
マ
ル
ク
ス
が
対
置
す
る
図
式
は
、
ご
く
単
純
な
も
の
で
あ
る
。（
図
２
）

　

登
場
人
物
や
役
割
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
ベ
ー
ル
、
ド
イ

ツ
で
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
、
思
弁
と
断
絶
し
つ
つ
、
唯
物
論
史
の
最
初
の
前
提

　　　　　　有神論　　　　　　　　　　　　　　　　　右派
スピノザ　　　　　　　「ロマン主義」　＝　ヘーゲル　　　　　　？
　　　　　　唯物論　　　　　　　　　　　　　　　　　左派　　（バウアーの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　批判を参照）

ベール
スピノザ

フォイエルバッハ’
ヘーゲル＝

図 2（マルクスの図式）

図 1（マルクスが暴くバウアーの図式）

｝ ｝
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ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
、
唯
物
論
史

を
提
供
し
た
。「
こ
の
対
立
〔
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
の
一
七
世
紀
形
而
上
学
と
の
対
立
〕
は
、
ド
イ
ツ
人
（
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
そ
の
弟
子
と
理
解

し
よ
う

―
ブ
ロ
ッ
ク
）
に
と
っ
て
は
、
思
弁
的
形
而
上
学
に
対
立
す
る
よ
う
に
な
っ
て
よ
う
や
く
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で

あ
る
」（M

 138

／
一
三
六
頁
）。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
が
『
聖
家
族
』
の
唯
物
論
史
に
ス
ピ
ノ
ザ
を
登
場
さ
せ
な
い
の
は
一
見
す
る
と
驚
く
べ
き
こ
と
だ

が
、
し
か
し
い
ま
見
た
よ
う
な
図
式
の
転
換
こ
そ
が
、
そ
の
確
た
る
根
拠
を
な
す
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
明
ら
か
に
そ
の
理
由

で
あ
る
。
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
ス
ピ
ノ
ザ
を
無
視
す
る
の
は
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
唯
物
論
史
の
叙
述
に
お
い
て
ス
ピ
ノ
ザ
を
登
場

さ
せ
て
い
な
い
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
こ
の
沈
黙
こ
そ
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
著
作
が
ス
ピ
ノ
ザ
と
折
り
合
い
を
つ
け

ら
れ
る
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
〔
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
体
系
の
唯
物
論
的
要
素
を
考
慮
し
な
い
か
ぎ
り
で
彼
の
形
而
上
学
を
受
容
し
え
た

と
い
う
こ
と
〕。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
の
論
争
的
文
脈
に
お
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
な
に
よ
り
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
相
当
す

る
思
弁
哲
学
の
代
表
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、か
れ
ら
が
代
表
す
る
思
弁
哲
学
か
ら
断
絶
し
な
け
れ
ば
、

か
つ
て
ベ
ー
ル
が
、
そ
し
て
最
近
で
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
達
成
し
た
よ
う
に
、
唯
物
論
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
を
つ
う
じ
て
、
ま
た
バ
ウ
ア
ー
に
よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
位
置
づ
け
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
マ
ル
ク
ス
が
標
的
に
し
て
い

る
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
な
の
だ
と
分
か
る
。

　

た
だ
し
す
で
に
見
た
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
学
説
の
継
承
関
係
を
的
確
に
描
き
出
す
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
論

争
の
明
示
的
意
味
が
、導
入
部
の
末
尾
で
マ
ル
ク
ス
が
示
し
た
真
の
対
象
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
理
論
に
お
い
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
実
践
に
お
い
て
は
仏
英
の
社
会
主
義
と
共
産
主
義
が
、
人
間

主
義
と
一
致
す
る
唯
物
論
を
代
表
し
た
の
で
あ
る
」（M

 132

／
一
三
〇
頁
）。
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つ
ま
り
マ
ル
ク
ス
が
示
し
た
い
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
思
弁
で
は
な
く
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
代
表
さ
れ
る
唯
物
論
こ
そ
が
革

命
的
実
践
の
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
と
く
に
唯
物
論
と
は
社
会
主
義
や
共
産
主
義
に
行
き
つ
く
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
実
践

こ
そ
が
理
論
の
真
の
基
礎
で
あ
る
以
上
、
ま
さ
に
社
会
主
義
や
共
産
主
義
こ
そ
が
唯
物
論
の
真
理
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
最
後
の
点
こ
そ
ま
さ
し
く
、
史
的
唯
物
論
の
諸
テ
ー
ゼ
の
口
火
を
切
る
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
簡
潔
に
示
し

て
い
る
の
が
、一
八
世
紀
に
お
け
る
形
而
上
学
の
失
墜
は
最
終
的
に
は「
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
実
際
の
生
活
形
態
か
ら
」（M

 

133

／
一
三
二
頁
）
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
指
摘
に
続
く
、マ
ル
ク
ス
の
数
文
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、末
尾
の
「
注
記
」

の
は
じ
め
で
マ
ル
ク
ス
が
宣
言
し
て
い
る
よ
う
に
、共
産
主
義
と
唯
物
論
と
の
関
連
性
こ
そ
が
本
質
的
問
題
と
な
る
。
彼
い
わ
く
、

他
の
こ
と
は
周
知
の
事
項
だ
と
し
て
も
「
一
八
世
紀
の
唯
物
論
と
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
共
産
主
義
と
の
関

連
性
は
、
よ
り
詳
し
い
説
明
を
必
要
と
す
る
」（M

 140

／
一
三
八
頁
）。
そ
し
て
こ
の
つ
な
が
り
を
、
詳
細
と
ま
で
は
い
え
ず
と
も

最
低
限
あ
い
ま
い
さ
な
し
に
説
明
す
る
こ
と
に
、
マ
ル
ク
ス
は
「
注
記
」
に
お
け
る
自
分
自
身
の
た
め
の
論
証
の
主
要
部
分
を
費

や
し
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
論
証
の
意
義
は
、
容
易
に
理
解
で
き
る
。
マ
ル
ク
ス
の
観
点
や
、
彼
の
学
説
の
形
成
過
程
を
ふ
ま
え
て
述
べ
れ
ば
、
こ
の

論
証
を
も
っ
て
マ
ル
ク
ス
は
、
い
ま
だ
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
で
は
準
備
段
階
に
し
か
な
か
っ
た
一
契
機
を
、
決
定
的
な
も
の

と
し
て
裁
定
し
た
の
で
あ
る
。『
草
稿
』
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
「
唯
物
論
」
は
「
観
念
論
」
と
と
も
に
、
そ
の
真
理
を
「
貫
徹

さ
れ
た
自
然
主
義
あ
る
い
は
人
間
主
義
」
と
し
て
実
現
す
る
と
こ
ろ
の
不
完
全
な
契
機
と
し
て
登
場
し
て
い
た
［
29
］。
だ
が
こ
の

論
証
に
お
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
は
さ
ら
に
一
歩
踏
み
出
し
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
「
人
間
主
義
と
一
致
す
る
唯
物
論
」
と
仏

英
の
「
社
会
主
義
」
お
よ
び
「
共
産
主
義
」
と
を
ぴ
た
り
と
一
致
さ
せ
つ
つ
、両
者
を
一
八
世
紀
唯
物
論
と
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
契
機
が
ど
ん
な
意
義
を
も
っ
た
か
を
振
り
返
っ
て
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
実
際
の
と
こ
ろ
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
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、
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か
ん
す
る
テ
ー
ゼ
」
を
直
近
の
山
場
と
す
る
思
想
的
発
展
の
な
か
の
一
歩
に
他
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
論
証
の
歴
史
的
文
脈

に
お
け
る
意
義
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
共
産
主
義
が
一
八
世
紀
の
唯
物
論
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
な
が
ら
、
バ

ウ
ア
ー
に
お
け
る
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
思
弁
的
系
譜
に
マ
ル
ク
ス
が
対
抗
し
た
と
き
、
彼
が
と
く
に
逆
ら
っ
た
の
は
、
唯
物
論
に

か
ん
す
る
通
念
、
す
な
わ
ち
、
唯
物
論
か
ら
は
「
社
会
主
義
」
や
「
共
産
主
義
」
で
は
な
く
、
そ
の
反
対
の
も
の
、
個
人
主
義
や

「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
が
導
き
出
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
通
念
に
た
い
し
て
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
当
時
の
支
配
的
道
徳
観
に
含
ま
れ
て
い
た
偏
見
で
あ
る
。
そ
れ
は
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
テ
ク

ス
ト
に
お
い
て
も
、
ド
ル
バ
ッ
ク
や
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
の
道
徳
観
を
嘆
か
わ
し
い
も
の
と
見
な
し
た
く
だ
り
に
典
型
的
に
表
れ
て

い
る
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
マ
ル
ク
ス
が
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
と
は
反
対
の
見
地
を
と
り
つ
つ
も
、
ま
さ
に
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
と
同

じ
用
語
を
使
い
な
が
ら
、
唯
物
論
の
「
諸
テ
ー
ゼ
」
の
必
然
的
な
帰
結
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
は
な
く
共
産
主
義
的
で
あ
る
と
論
じ
た

こ
と
は
、
ま
こ
と
に
意
義
深
い
（M

 138
／
一
三
六
―

一
三
七
頁
〔
お
よ
び
対
照
表
に
お
け
るR 341-342

の
叙
述
を
参
照
〕）。

　

だ
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
意
識
の
偏
見
よ
り
も
は
る
か
に
重
要
な
問
題
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
意
識
に
お
け
る
偏
見
や
、
社
会

主
義
の
諸
潮
流
が
囚
わ
れ
て
い
る
偏
見
で
あ
る
。
こ
こ
で
た
し
か
に
マ
ル
ク
ス
は
、
フ
ー
リ
エ
の
体
系
が
、
そ
れ
に
バ
ブ
ー
フ
主

義
者
た
ち
や
オ
ー
ウ
ェ
ン
や
カ
ベ
ー
等
の
共
産
主
義
が
「
フ
ラ
ン
ス
の
唯
物
論
者
の
学
説
か
ら
」（M

 139

／
一
三
七
頁
）
出
発
し
た

も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
唯
物
論
と
共
産
主
義
と
の
関
連
性
を
論
証
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
は
、
唯
物
論
が
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の

原
理
で
あ
る
一
方
で
、
社
会
主
義
や
共
産
主
義
と
は
大
な
り
小
な
り
宗
教
的
な
種
類
の
感
化
を
前
提
と
し
た
理
念
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
、
長
い
あ
い
だ
一
般
的
な
信
念
を
な
し
て
き
た
か
ら
だ
と
い
え
る
。
当
時
の
社
会
主
義
者
や
共
産
主
義
者
の
精
神
性
は
、

実
際
に
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
か
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
一
八
四
八
年
の
精
神
は
ど
ん
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た

こ
と
を
考
え
て
み
る
だ
け
で
も
、
マ
ル
ク
ス
が
全
方
面
的
に
時
流
に
逆
ら
う
か
の
よ
う
な
論
証
に
賭
け
た
も
の
が
何
だ
っ
た
の
か
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は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
理
解
で
き
る
。

　

哲
学
史
と
い
う
よ
り
も
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
の
観
点
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
こ
れ
こ
そ
が
テ
ク
ス
ト
の
中
心
な
の
で
あ
り
、
そ

の
主
要
な
問
題
関
心
な
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
い
え
る
の
は
、
哲
学
史
を
な
す
現
実
の
諸
典
拠
が
、
唯
物
論
の
科
学
性
な
る
も

の
を
保
証
し
て
く
れ
る
代
物
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
マ
ル
ク
ス
が
そ
の
唯
物
論
史
に
お
い
て
提
示
し
た
論
証
に
帰
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
そ
の
目
標
で
あ
り
、
賭

け
金
で
あ
り
、
視
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
、
お
よ
び
〔
バ
ウ
ア
ー
の
〕
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
的
な
歴
史
解
釈
や
思
想

史
解
釈
を
論
破
す
る
こ
と
で
あ
り
、
共
産
主
義
を
唯
物
論
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
視
野
を
広
げ
れ
ば
、
ま
さ
に
歴

史
の
唯
物
論
的
理
論
を
描
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
議
論
の
中
身
と
な
る
と
、マ
ル
ク
ス
に
属
す
る
も
の
は
最
小
限
し
か
な
い
。

つ
ま
り
彼
は
、
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
自
分
が
発
見
し
た
も
の
を
そ
れ
が
見
つ
か
っ
た
場
所
か
ら
、
つ
ま
り
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ

の
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
そ
っ
く
り
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
が
魅
力
的
で
あ
っ
た
あ
ま
り
に
、
ま
た
は
彼
に
は
そ
う

思
え
た
あ
ま
り
に
、
マ
ル
ク
ス
は
文
の
意
味
と
現
実
的
射
程
と
を
ひ
っ
く
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
唯
物
論
哲
学
の
マ
ル
ク
ス
主

義
的
歴
史
の
要
約
を
そ
こ
に
見
出
し
た
。
こ
の
「
唯
物
論
史
」
は
、
あ
く
ま
で
マ
ル
ク
ス
が
企
図
し
た
論
証
の
た
め
の
手
段
で
あ

り
、
し
か
も
実
質
的
に
は
彼
で
は
な
く
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
に
由
来
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
さ
ら
に
い
う
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
に
よ
る
唯
物
論
史
の
大
筋
を
自
分
に
都
合
の
よ
い
か
た
ち
で
借
用
し

学
説
の
形
成
へ
の
一
歩
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た
さ
い
、
マ
ル
ク
ス
が
自
覚
的
に
そ
う
し
た
こ
と
は
確
か
だ
。
し
か
し
そ
う
だ
と
し
て
も
、
他
方
で
マ
ル
ク
ス
が
、
こ
の
場
合
に

は
自
覚
な
し
に
、あ
る
種
の
唯
物
論
の
概
念
を
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
か
ら
借
り
て
も
い
る
、と
い
う
お
そ
れ
も
ま
た
強
い
。
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ

エ
に
と
っ
て
「
唯
物
論
」
と
は
、何
よ
り
も
「
感
覚
主
義
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
の
い
う
唯
物
論
ま
た
は
感
覚
主
義
と
は
、ク
ー

ザ
ン
が
折
衷
主
義
的
な
流
儀
で
作
り
出
し
た
紋
切
り
型
を
、
た
ん
に
焼
き
な
お
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
一
八
世
紀
哲
学
と
そ
の

模
倣
者
た
ち
に
ク
ー
ザ
ン
が
浴
び
せ
か
け
た
紋
切
り
型
や
呪
詛
の
言
葉
は
、
彼
ら
の
名
を
大
き
く
損
ね
た
の
だ
っ
た
［
30
］。
そ
れ

ゆ
え
に
、す
で
に
見
た
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
が
、オ
ッ
カ
ム
の
唯
名
論
や
ロ
ッ
ク
の
哲
学
か
ら
の
唯
物
論
の
派
生
に
か
ん
す
る
ル
ヌ
ー

ヴ
ィ
エ
の
論
証
の
一
部
を
不
用
心
に
借
用
し
た
と
き
、
彼
は
さ
ら
に
は
ク
ー
ザ
ン
に
も
負
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
し
て
、
お
そ
ら
く
こ
の
点
は
さ
ほ
ど
ク
ー
ザ
ン
的
で
は
な
く
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
権
利
上
マ
ル
ク
ス
主
義
的
で
あ
る
と
も
い

え
な
い
の
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
デ
カ
ル
ト
由
来
の
機
械
論
の
扱
い
も
ま
た
、
ク
ー
ザ
ン
か
ら
の
間
接
的
借
用
の
一
例
で
あ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
論
じ
た
唯
物
論
の
学
派
、
感
覚
論
に
そ
の
起
源
を
も
つ
学
派
の
か
た
わ
ら
に
は
、
デ
カ
ル
ト
以
降
た
え
る
こ

と
な
く
続
く
別
の
学
派
が
あ
る
。
…
…
す
な
わ
ち
機
械
論
の
学
派
で
あ
る
」（R 342

）。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
引
用
に
お
け
る
図
式
は
、
マ
ル
ク
ス
が
唯
物
論
に
か
ん
す
る
彼
自
身
の
論
証
を
組
み
立
て
る
た
め
に
ル

ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
か
ら
借
り
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
考
え
て
み
て
ほ
し
い
の
だ
が
、

一
八
四
四
年
に
は
マ
ル
ク
ス
は
、
よ
う
や
く
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
つ
う
じ
て
唯
物
論
に
足
を
踏
み
入
れ
た
ば
か
り
の
新
参
者

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
つ
い
最
近
に
知
っ
た
ば
か
り
の
唯
物
論
は
、
そ
の
概
念
を
見
つ
け
出
し
た
と
称
す
る
に
は
、
な
お
あ
ま

り
に
思
弁
的
で
「
人
間
主
義
的
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
唯
物
論
の
概
念
を
マ
ル
ク
ス
が
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
テ
ク
ス

ト
に
発
見
で
き
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。

　

あ
る
い
は
む
し
ろ
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
〔
否
定
的
意
味
を
帯
び
た
〕
唯
物
論
の
概
念
を
マ
ル
ク
ス
が
無
視
し
た



73

マ
ル
ク
ス
研
究
会
年
誌
二
〇
二
一

ま
ま
で
い
ら
れ
た
の
は
、
実
に
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
的
唯
物
論
の
特

徴
の
一
つ
と
し
て
マ
ル
ク
ス
が
用
い
た
の
が
、ま
さ
に
こ
の「
感
覚
主
義
」と
い
う
語
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら［
31
］。ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
は
、

程
度
の
差
は
あ
れ
ク
ー
ザ
ン
や
ダ
ミ
ロ
ン
等
々
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
感
覚
主
義
を
唯
物
論
と
同
一
視
し
て
い
た
。『
近
代
哲
学

の
手
引
き
』
の
著
者
の
眼
に
映
っ
た
一
八
世
紀
唯
物
論
を
つ
う
じ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
〔
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
に
お
け
る
唯
物
論
の
概
念
で
は
な

く
〕
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
唯
物
論
〔
の
概
念
〕
を
再
発
見
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
彼
は
、
す
で
に
自
分
の
も
の
と
し
て
い

た
概
念
を
別
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
再
発
見
し
て
満
足
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
『
聖
家
族
』
で
ま
さ
に
「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
」
な
唯
物
論
史
を
書
い
た
の
だ
と
い
う
通
説
に
た
い

し
て
は
、
そ
れ
を
疑
う
べ
き
深
い
理
由
が
あ
る
。
こ
の
唯
物
論
史
も
、
そ
れ
が
示
唆
す
る
理
論
的
お
よ
び
実
践
的
立
場
も
、
こ
の

場
合
に
は
「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
」
と
い
う
語
が
意
味
す
る
も
の
を
表
し
て
は
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
マ
ル
ク
ス
の
思
想
形
成
過
程
に
お
け
る
重
要
な
一
段
階
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、

マ
ル
ク
ス
が
（
何
に
も
ま
し
て
）
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
を
読
ん
だ
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
文
献
を
新
た
に
読
ん
だ
り
再

読
し
た
り
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
お
か
げ
で
彼
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
唯
物
論
が
一
八
世
紀
の
唯
物
論
に
依
拠
し
て
い
る

こ
と
を
よ
り
鮮
明
に
見
て
取
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
前
者
が
不
完
全
で
あ
る
と
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
い
え
る
の
は
、
あ
る
面
で
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
か
ん
す
る
テ
ー
ゼ
」
が
、
そ
の
数
週
間
前
に
書
き
あ
げ

ら
れ
た
『
聖
家
族
』
に
お
け
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
へ
の
直
接
的
応
答
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
［
32
］。
第
一
テ
ー
ゼ
で
は
、
マ

ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
な
理
由
で
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
は
っ
き
り
と
批
判
し
て
い
る
。「
こ
れ
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
唯
物
論

―

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
そ
れ
も
含
む

―
の
主
要
な
欠
点
は
、
対
象
、
現
実
、
感
性
が
客
体
ま
た
は
直
観
の
形
式
の
も
と
で
の
み

把
握
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
人
間
的
で
感
性
的
な
活
動
と
し
て
、
実
践
と
し
て
、
主
体
的
に
把
握
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
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こ
と
で
あ
る
」（M

EW
 3: 533

／
五
九
二
頁
／M

EGA IV.3: 19

）。〔
直
観Anschauung

は
観
照
と
も
訳
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
仏
語
版
の
訳
語

intuition

に
寄
せ
た
。
な
お
原
文
で
は
「
テ
ー
ゼ
」
は
脚
註
で
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
翻
訳
で
は
本
文
に
組
み
込
ん
だ
。〕
こ
の
包
括
的
な
立
場
設
定

に
先
立
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
『
聖
家
族
』
で
、
そ
し
て
同
書
以
降
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
感
覚
主
義
的
唯
物
論
と
一
八
世
紀

の
そ
れ
と
の
共
通
性
に
気
づ
き
、
そ
れ
ら
の
不
十
分
さ
を
も
認
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
テ
ー
ゼ
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す

る
。「
唯
物
論
的
学
説
は
、
人
間
は
環
境
と
教
育
の
産
物
で
あ
る
と
…
…
教
え
る
が
、
環
境
が
ほ
か
で
も
な
い
人
間
に
よ
っ
て
作

り
変
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
教
育
者
自
身
が
教
育
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
の
だ
」（M

EW
 3: 533

／
五
九
二

頁
／M

EGA IV.3: 20

）。
こ
こ
で
の
批
判
の
標
的
は
、フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
よ
り
も
一
八
世
紀
の
唯
物
論
者
た
ち
で
あ
る
。『
聖
家
族
』

で
は
、
彼
ら
の
命
題
を
マ
ル
ク
ス
は
似
た
よ
う
な
語
彙
に
よ
り
提
示
し
て
い
た
。「
人
間
の
自
然
的
善
性
と
先
天
的
知
性
の
平
等
、

経
験
、
慣
習
お
よ
び
教
育
の
全
能
性
、
外
的
環
境
の
人
間
へ
の
影
響
、
産
業
の
格
別
な
重
要
性
、
享
楽
の
正
当
化
な
ど
と
い
っ
た

唯
物
論
の
教
説
か
ら
…
…
」。
そ
し
て
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
引
き
出
す
た
め
で
あ
っ
た
。「
人
間
が
環
境
に
よ
っ
て
作
ら

れ
る
も
の
な
ら
ば
、
そ
の
環
境
を
人
間
的
な
も
の
に
作
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
」（M

 138

／
一
三
六
頁
）。

　

こ
の
結
論
を
引
き
出
し
た
の
は
、
た
し
か
に
マ
ル
ク
ス
そ
の
人
で
あ
る
。「
テ
ー
ゼ
」
以
降
、
こ
れ
を
マ
ル
ク
ス
は
過
去
の
唯

物
論
者
に
帰
す
こ
と
な
く
、
自
分
自
身
の
資
格
で
提
示
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
の
結
論
は
、唯
物
論
の
自
然
か
つ
必
然
的
な
帰
結
と
し
て
『
聖
家
族
』
で
は
引
き
出
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。

「
…
…
唯
物
論
の
教
説
か
ら
、
そ
れ
が
必
然
的
に
共
産
主
義
や
社
会
主
義
に
つ
な
が
る
こ
と
を
見
抜
く
た
め
に
、
大
し
た
洞
察
力

は
い
ら
な
い
」（M

 138

／
一
三
六
頁
）。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
の
説
明
は
、『
聖
家
族
』
に
お
け
る
唯
物
論
的
諸
命
題
の
ど
れ
か
に
一
つ

ひ
と
つ
批
判
や
留
保
を
つ
け
る
、
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
こ
の
『
聖
家
族
』
に
お
け
る
唯
物
論
史
の
結
論
の
意
義
は
、
つ
ま
り
そ
の
両
義
性
は
、
す
で
に
見
た
奇
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異
な
留
保
に
も
と
づ
い
て
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
最
初
期
の
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
者
た
ち
の
諸
命
題
に
つ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
は

「
こ
こ
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
判
断
す
る
場
で
は
な
い
が
」（M

 138

／
一
三
七
頁
）
と
述
べ
た
。
そ
れ
は
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
そ
れ
ら
を

悪
し
き
学
説
と
判
断
し
た
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
逆
に
好
意
的
に
扱
っ
た
マ
ル
ク
ス
自
身
が
、
最
終
的
に
は
立
場
を
留

保
す
る
こ
と
に
決
め
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
留
保
は
、
マ
ル
ク
ス
が
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
か
ん
す
る
テ
ー

ゼ
」
で
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
か
ら
遠
ざ
か
り
、
最
終
的
に
は
否
定
す
る
よ
う
に
な
る
道
の
り
の
途
上
に
置
か
れ
た
、
い
わ
ば
「
待
ち

石pierre d'attente
」
な
の
で
あ
る
〔
待
ち
石
と
は
建
物
の
外
壁
や
柱
の
、
わ
ざ
と
出
っ
張
ら
せ
た
石
や
レ
ン
ガ
の
こ
と
で
、
あ
と
で
増
築
す
る

と
き
の
た
め
に
そ
う
す
る
〕。
と
い
う
の
も
、見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
が
、マ
ル
ク
ス
は
『
聖
家
族
』
の
注
記
で
は
エ
ル
ヴ
ェ

シ
ウ
ス
や
ド
ル
バ
ッ
ク
や
ベ
ン
サ
ム
を
誉
め
言
葉
と
と
も
に
引
用
し
て
い
る
が
、
し
か
し
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
以
降
に

は
一
貫
し
て
、
彼
ら
を
侮
蔑
的
な
言
葉
づ
か
い
で
引
用
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
で
は
、

こ
れ
ら
の
人
物
は
つ
ね
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
功
利
主
義
者
の
典
型
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
判
断
が
そ
の
後
に
変
更
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

こ
う
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、
唯
物
論
と
感
覚
主
義
の
関
連
性
や
、
一
八
世
紀
唯
物
論
の
社
会
的
意
味
な
ど
の
重
要
な
問
題
に
つ

い
て
、
一
八
四
四
年
の
終
わ
り
か
ら
一
八
四
五
年
の
は
じ
め
ま
で
の
あ
い
だ
に
立
場
を
修
正
し
た
、
ま
た
は
逆
転
さ
せ
た
。
だ

が
そ
れ
は
、
唯
物
論
史
に
か
ん
す
る
自
分
自
身
の
説
明
を
、
ま
た
間
接
的
に
は
、
そ
の
た
め
に
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
か
ら
取
り
出
し

た
材
料
を
、
再
考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の

『
近
代
哲
学
の
手
引
き
』
を
マ
ル
ク
ス
が
読
み
、
利
用
し
た
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
唯
物
論
が
仕
上
が
っ
て
い
く
過
程
に

お
い
て
、
肯
定
的
意
味
で
も
否
定
的
意
味
に
お
い
て
も
重
要
な
契
機
を
な
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
仕
上
げ
に
お
け
る
必
然
的
な
転

機
へ
と
マ
ル
ク
ス
が
達
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
直
接
的
な
前
提
を
な
す
の
で
あ
る
。
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な
お
残
る
疑
問
は
、
ど
う
し
て
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
著
作
を
知
り
、
利
用
す
る
に
至
っ
た
の
か
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
が
見
て
き
た
の
は
、
マ
ル
ク
ス
が
『
聖
家
族
』
執
筆
の
時
点
に
お
い
て
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
『
手
引
き
』
を
自
分
の

計
画
や
精
神
的
性
質
に
と
っ
て
都
合
が
よ
さ
そ
う
な
題
材
と
考
え
た
理
由
の
い
く
つ
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
と
は
別
に
、
彼

が
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
著
作
を
知
っ
た
き
っ
か
け
が
、
ま
た
は
そ
れ
に
出
会
っ
た
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
考

え
て
み
た
だ
け
で
も
、
そ
う
い
う
機
会
が
あ
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
さ
そ
う
だ
。

　

タ
イ
ト
ル
だ
け
で
、
こ
の
著
作
を
マ
ル
ク
ス
が
選
ん
だ
理
由
と
し
て
じ
ゅ
う
ぶ
ん
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。『
近
代
哲
学
の
手

引
き
』
と
題
さ
れ
た
近
刊
の
書
物
は
、
そ
の
著
者
が
誰
だ
っ
た
と
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
世
俗
的
」
哲
学
史
と
呼
び
う
る
も
の

を
知
る
た
め
に
読
む
べ
き
典
型
的
作
品
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
『
手
引
き
』
は
、
誰
も
が
手
に
取
る
作
品
と
い
う

に
は
ほ
ど
遠
く
、
ほ
と
ん
ど
耳
目
を
集
め
な
か
っ
た
［
33
］。

　

こ
の
著
作
に
マ
ル
ク
ス
が
到
達
す
る
に
は
、
偶
然
以
上
の
も
の
が
必
要
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
観
点
に
お
い
て
、
少
な
く

と
も
二
つ
の
仮
説
が
立
て
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
仮
説
は
両
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
共
通
の
環
境
に
も
、
そ
し
て
多
か
れ

少
な
か
れ
同
じ
思
想
潮
流
に
も
、
す
な
わ
ち
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
に
も
関
連
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

　

実
に
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
と
同
様
に
か
つ
て
の
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
徒
で
あ
っ
た
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
で

あ
る
。
と
に
か
く
も
『
近
代
哲
学
の
手
引
き
』
は
ル
ル
ー
か
ら
反
響
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
ル
ル
ー
が
監
修
し
た
二
つ
の

刊
行
物
に
お
い
て
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
は
彼
と
協
働
す
る
こ
と
に
な
っ
た

―
す
な
わ
ち
『
新
百
科
全
書
』
お
よ
び
『
独
立
レ
ヴ
ュ
ー
』

ど
う
し
て
マ
ル
ク
ス
は
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
を
知
っ
た
の
か
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誌
に
お
い
て
［
34
］。
と
こ
ろ
で
、す
で
に
別
の
理
由
か
ら
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
の
名
に
は
言
及
し
て
い
た
が
、彼
は
周
知
の
と
お
り
、

フ
ラ
ン
ス
社
会
主
義
の
は
じ
ま
り
を
告
げ
る
最
重
要
人
物
の
一
人
で
あ
る
［
35
］。
パ
リ
に
発
つ
直
前
の
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
、
こ
の

人
物
へ
の
敬
意
を
隠
さ
な
か
っ
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
宛
て
た
一
八
四
三
年
一
〇
月
三
日
の
手
紙
で
、
シ
ェ
リ
ン
グ
へ
の
評

価
が
彼
の
弱
点
だ
と
留
保
し
な
が
ら
も
、
マ
ル
ク
ス
は
彼
を
「
才
人
ル
ル
ー
」
と
評
し
た
の
だ
っ
た
［
36
］。
だ
と
す
れ
ば
、
マ
ル

ク
ス
に
『
近
代
哲
学
の
手
引
き
』
の
存
在
と
価
値
を
気
づ
か
せ
た
の
が
、
同
書
の
著
者
と
協
働
し
た
ル
ル
ー
で
あ
っ
た
と
想
定
す

る
の
は
ま
っ
た
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
少
な
く
と
も
、
マ
ル
ク
ス
が
パ
リ
滞
在
中
〔
一
八
四
三
年
一
〇
月
か
ら
一
八
四
五
年

二
月
の
あ
い
だ
〕
に
ル
ル
ー
と
親
交
を
も
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
だ
が
。

　

残
念
な
が
ら
、
こ
の
点
は
歴
史
家
に
と
っ
て
謎
の
ま
ま
で
あ
る
。
一
八
四
四
年
三
月
二
四
日
に
両
名
が
同
じ
民
主
宴
会
に
出
席

し
て
い
た
こ
と
以
外
は
、
マ
ル
ク
ス
と
ル
ル
ー
に
交
流
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
な
に
も
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
も
そ
も
両
名
が
親
交
を
深
め
た
事
実
は
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
ル
ル
ー
の
伝
記
か
ら
引
き
出

さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
二
つ
の
理
由
が
、
ル
ル
ー
と
継
続
的
に
交
流
す
る
機
会
を
マ
ル
ク
ス
が
見
つ
け
ら
れ
た
可
能
性
を
排
除
す
る

だ
ろ
う
。

　

第
一
の
理
由
を
な
す
の
は
、
マ
ル
ク
ス
が
パ
リ
に
い
た
こ
ろ
の
ル
ル
ー
の
関
心
事
に
つ
い
て
の
想
定
で
あ
り
、
そ
れ
は
ア
ー
ノ

ル
ト
・
ル
ー
ゲ
の
手
紙
に
書
か
れ
た
こ
と
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ツ
・
メ
ー
リ
ン
グ
の
『
マ
ル
ク
ス
伝
』
や
、
そ
れ
以
降

に
こ
の
問
題
を
扱
お
う
と
し
て
き
た
著
者
の
ほ
と
ん
ど
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
ー
ゲ
に
よ
れ
ば
ル
ル
ー
は
当
時
、

製
版
機
の
発
明
に
没
頭
す
る
あ
ま
り
に
著
述
家
の
仕
事
を
中
断
し
て
い
た
の
だ
っ
た
［
37
］。

　

第
二
の
理
由
は
、
ル
ル
ー
に
つ
い
て
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
一
八
四
四
年
五
月
に
彼
が
パ
リ
を
離
れ
、
ブ
サ
ッ

クBoussac

と
い
う
町
に
居
を
構
え
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ドG

eorge Sand
の
世
話
で
印
刷
業
を
は
じ
め
た
、
と
い
う
も
の
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マ
ル
ク
ス
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
、
唯
物
論
史

で
あ
る
［
38
］。

　

だ
が
第
一
の
理
由
は
、
控
え
め
に
い
っ
て
も
根
拠
薄
弱
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
な
る
文
章
は
、
た
っ
た
一
人
の
著
者
が
つ
い
で

の
こ
と
と
し
て
書
い
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
ご
く
手
短
か
に
し
か
検
討
さ
れ
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
し
か
も
一
八
四
三
年

九
月
に
報
告
さ
れ
た
こ
と
で
し
か
な
い
。
こ
の
文
章
だ
け
を
根
拠
に
、
ル
ル
ー
が
自
分
の
発
明
に
す
っ
か
り
没
頭
し
て
い
た
せ
い

で
問
題
の
時
期
に
マ
ル
ク
ス
は
彼
と
交
友
を
も
ち
え
な
か
っ
た
、
な
ど
と
言
い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
の
理
由
に
か
ん
し
て
は
、
間
違
い
な
く
も
っ
と
深
刻
な
不
都
合
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
純
な
誤
り
か
ら
発
す
る
も
の
に
す

ぎ
な
い
。
生
前
未
刊
の
文
書
に
も
と
づ
い
た
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
の
一
家
は
一
八
四
四
年
三
月
の
終
わ

り
に
ブ
サ
ッ
ク
に
移
っ
た
が
、
ピ
エ
ー
ル
自
身
は
一
八
四
五
年
四
月
ま
で
は
家
族
に
合
流
せ
ず
、
パ
リ
に
住
み
続
け
た
の
だ
。
つ

ま
り
、
そ
こ
に
マ
ル
ク
ス
が
滞
在
し
て
い
た
あ
い
だ
ず
っ
と
、
さ
ら
に
彼
が
去
っ
た
後
も
し
ば
ら
く
［
39
］。

　

し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
と
ル
ル
ー
の
関
係
を
あ
ら
た
め
て
俎
上
に
の
せ
る
の
は
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
両
者
の
あ

い
だ
に
交
流
が
あ
っ
た
可
能
性
や
、ル
ル
ー
が
マ
ル
ク
ス
に
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の『
手
引
き
』に
か
ん
す
る
情
報
を
与
え
た
可
能
性
は
、

決
し
て
排
除
で
き
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
他
に
少
な
く
と
も
一
人
、
情
報
提
供
者
か
も
し
れ
な
い
別
の
人
物
が
い
る
。
し
か
も
、
彼
が
パ
リ
時
代
の
マ
ル

ク
ス
と
友
好
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
で
あ
る
。
彼
は
パ
リ
の
知

識
人
た
ち
と
親
し
く
、
文
学
界
や
哲
学
界
の
人
物
や
で
き
ご
と
に
精
通
し
、
彼
の
定
期
刊
行
物
『
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
一
般
新
聞

Augsburger Allgem
eine Zeitung

』
を
つ
う
じ
て
ド
イ
ツ
の
読
者
公
衆
に
パ
リ
事
情
を
伝
え
て
い
た
。
彼
の
論
稿
は
の
ち
に
『
ル

テ
ー
テ
ィ
ア
』
に
集
め
ら
れ
て
い
る
。

　

読
ん
で
み
れ
ば
分
か
る
が
、
ハ
イ
ネ
は
道
徳
学
・
政
治
学
ア
カ
デ
ミ
ー
（
フ
ラ
ン
ス
人
文
院
）
か
ら
出
る
著
作
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
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て
い
た
。
前
述
の
定
期
刊
行
物
の
う
ち
二
つ
の
号
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
一
八
四
一
年
五
月
一
九
日
お
よ
び
一
八
四
二
年
六
月
二

日
の
記
事
で
、ハ
イ
ネ
は
ア
カ
デ
ミ
ー
に
つ
い
て
書
い
て
い
る［
40
］。彼
の
手
紙
か
ら
分
か
る
こ
と
だ
が
、ハ
イ
ネ
が
同
ア
カ
デ
ミ
ー

の
終
身
書
記
で
あ
る
歴
史
家
ミ
ニ
ェFrançois-Auguste M

ignet

の
友
人
で
あ
っ
た
こ
と
も
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
［
41
］。

　

こ
れ
ら
の
記
事
や
他
の
も
の
は
、
彼
が
友
人
に
な
っ
た
と
記
し
て
い
る
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ク
ー
ザ
ン
へ
の
ハ
イ
ネ
の
関
心
だ
け
を

示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
哲
学
部
門
の
コ
ン
ク
ー
ル
に
も
ハ
イ
ネ
は
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
第
二
の
記
事
の
冒

頭
で
、
ア
カ
デ
ミ
ー
が
「
ド
イ
ツ
哲
学
の
批
判
的
検
討
」
と
い
う
懸
賞
主
題
を
一
八
四
四
年
に
延
期
し
た
と
書
い
て
あ
る
こ
と
か

ら
分
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ハ
イ
ネ
が
「
デ
カ
ル
ト
主
義
の
批
判
的
検
証
」
と
い
う
懸
賞
主
題
を
、
さ
ら
に
は
そ
の
結
果
を
知
っ

て
い
た
と
い
う
の
は
大
い
に
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
し
た
が
っ
て
、コ
ン
ク
ー
ル
か
ら
出
て
き
た
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
『
近

代
哲
学
の
手
引
き
』
を
知
る
大
き
な
機
会
が
ハ
イ
ネ
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
も
し
ハ
イ
ネ
が
マ
ル
ク

ス
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
史
の
著
作
で
、
最
近
の
、
そ
し
て
「
世
俗
的
」
な
も
の
は
何
か
な
い
か
と
尋
ね
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

ハ
イ
ネ
は
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
著
作
を
紹
介
し
た
だ
ろ
う
と
考
え
る
の
は
ま
っ
た
く
自
然
で
あ
る
。

　

こ
れ
も
ま
た
仮
説
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
少
な
く
と
も
詳
細
を
追
加
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
仮
説
が
第
一
の
そ
れ

を
排
除
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
逆
で
あ
ろ
う
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
ク
ー
ザ
ン
に
く
わ
え
て
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
も
ま
た
、

ハ
イ
ネ
の
友
情
と
敬
意
を
受
け
る
格
別
な
地
位
に
あ
っ
た
。
一
八
四
三
年
六
月
一
五
日
の
記
事
で
ハ
イ
ネ
は
両
者
を
比
較
し
な
が

ら
［
42
］、
ク
ー
ザ
ン
が
ド
イ
ツ
的
意
味
に
お
け
る
「
哲
学
者
」
で
あ
る
一
方
で
、
ル
ル
ー
は
フ
ラ
ン
ス
的
意
味
に
お
い
て
そ
う
で

あ
る
と
述
べ
て
い
た
［
43
］。
す
で
に
言
及
し
た
一
八
四
二
年
六
月
二
日
の
記
事
で
は
、
ハ
イ
ネ
は
ル
ル
ー
の
こ
と
を
、
フ
ラ
ン
ス

の
哲
学
者
の
な
か
で
「
も
っ
と
も
偉
大
な
哲
学
者
の
一
人
」
と
評
し
た
［
44
］。
ミ
ニ
ェ
と
ア
カ
デ
ミ
ー
の
こ
と
を
考
慮
し
な
い
と

し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
ハ
イ
ネ
に
は
、
彼
の
関
心
を
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
作
品
に
惹
き
つ
け
る
別
の
人
脈
が
、
す
な
わ
ち
ル
ル
ー
と
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マ
ル
ク
ス
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
、
唯
物
論
史

の
関
係
が
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
ル
ル
ー
は
マ
ル
ク
ス
の
直
接
の
情
報
提
供
者
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
間
接
的
に
は
そ
う
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

い
ま
だ
は
っ
き
り
し
な
い
事
実
の
詳
細
が
ど
う
で
あ
れ
、
こ
の
問
題
の
考
察
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
こ
と
は
言
っ
て
お

く
べ
き
だ
ろ
う
。
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
、
ル
ル
ー
、
ミ
ニ
ェ
、
そ
し
て
ハ
イ
ネ
と
い
う
名
が
指
し
示
す
の
は
、
濃
淡
の
違
い
は
あ
れ
ど

も
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
の
影
響
を
受
け
た
知
識
人
た
ち
の
空
間
で
あ
る
。
こ
の
空
間
に
お
い
て
こ
そ
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
最
初
の

著
作
と
マ
ル
ク
ス
と
の
接
点
が
ぜ
ひ
と
も
探
し
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
マ
ル
ク
ス
の

サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
視
野
を
さ
ら
に
拡
げ
る
べ
き
と
い
う
示
唆
が
得
ら
れ
よ
う
。

　

フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
の
歴
史
に
か
ん
す
る『
聖
家
族
』の
一
節
の
大
部
分
を
書
く
た
め
に
マ
ル
ク
ス
が
利
用
し
た
典
拠
と
は
何
だ
っ

た
の
か
を
、こ
う
し
て
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
発
見
は
、マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
史
に
つ
い
て
従
来
抱
か
れ
て
き
た
イ
メ
ー

ジ
を
根
底
か
ら
変
え
て
し
ま
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
そ
れ
は
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
の
知
的
経
歴
に
つ
い
て
、

彼
自
身
の
唯
物
論
に
つ
い
て
、
お
よ
び
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
か
ら
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
ま
で
に
お
け
る
彼
の
知
的

進
化
に
つ
い
て
、
そ
し
て
ま
た
彼
と
パ
リ
の
知
識
人
た
ち
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
新
し
く
示
唆
に
富
む
視
座
を
提
供
す
る
も
の
で

も
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
私
は
ご
く
わ
ず
か
な
資
料
を
ひ
も
と
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
結
論
を
述
べ
る
か
わ
り
に
、
テ
ク

忘
れ
去
ら
れ
た
出
会
い
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ス
ト
の
歴
史
に
ま
つ
わ
る
並
外
れ
た
皮
肉
に
驚
き
を
示
す
だ
け
に
留
め
て
お
こ
う
。
こ
の
皮
肉
は
、
や
が
て
科
学
的
社
会
主
義
の

創
設
者
と
な
る
思
想
家
と
、
や
が
て
批
判
的
唯
心
論
〔
新
批
判
主
義
〕
の
筆
頭
に
な
る
哲
学
者
と
の
、
歴
史
に
書
か
れ
ぬ
ま
ま
の
出

会
い
を
、
暗
が
り
の
な
か
に
隠
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
一
八
六
〇
年
代
に
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
こ
の
分
野
で
名
声
を
確
立
し
た
と
き
、
マ
ル
ク
ス
は
か
つ
て
こ
の
人

物
か
ら
着
想
を
得
た
こ
と
を
、
束
の
間
、
思
い
出
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
が
心
に

秘
め
た
ま
ま
、
他
の
誰
に
も
気
づ
か
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

エ
ン
ゲ
ル
ス
す
ら
そ
れ
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。
本
稿
の
冒
頭
で
見
た
よ
う
に
、
そ
う
と
気
づ
か
ぬ
ま
ま
一
八
九
二
年
に
彼
は
、

英
国
の
読
者
に
た
い
し
て
『
聖
家
族
』
の
一
節
か
ら
、
大
部
分
を
『
近
代
哲
学
の
手
引
き
』
に
負
う
そ
の
一
節
か
ら
、
数
ペ
ー
ジ

を
引
用
し
て
み
せ
た
の
だ
っ
た
。

　

ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
も
ま
た
そ
れ
を
知
る
由
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
彼
は
ド
イ
ツ
語
を
読
め
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
彼
の
生
前
に
は
仏
語

訳
さ
れ
な
か
っ
た
『
聖
家
族
』
を
読
む
機
会
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、
一
八
九
七
年
刊
行
の
『
歴
史
の
分
析
哲
学

Philosophie analytique de l'histoire

』
第
四
巻
で
『
資
本
論
』
の
著
者
の
学
説
を
批
判
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
著
者
が

自
分
の
最
初
の
著
作
を
利
用
し
て
い
た
と
は
つ
い
ぞ
気
づ
か
ぬ
ま
ま
、
一
九
〇
三
年
に
世
を
去
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
［
45
］。

　

レ
ー
ニ
ン
に
つ
い
て
い
え
ば
、
彼
は
一
九
〇
八
年
の
著
作
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
に
お
い
て
「
新
批
判
主
義
と
呼
ば
れ
る

学
派
」
の
筆
頭
た
る
「
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
に
つ
い
て
一
言
し
よ
う
」
と
述
べ
、
彼
に
辛
ら
つ
な
言
葉
を
投
げ
か
け
た
［
46
］。
そ
し
て

一
九
一
四
年
に
お
い
て
な
お
「
哲
学
ノ
ー
ト
」
の
一
冊
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
に
か
ん
す
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
一
著
作
〔G

eorge 

N
oël, La logique de H

egel, Paris: Alcan, 1897

〕
か
ら
引
用
し
な
が
ら
、
こ
う
書
い
て
い
た
。「
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
氏
の
新
批
判
主
義

は
、
折
衷
主
義
で
あ
り
「
実
証
主
義
的
現
象
論
と
本
来
の
意
味
で
の
カ
ン
ト
主
義
」
と
の
中
間
物
で
あ
る
」［
47
］。
ま
さ
か
こ
の
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［
１
］〔
訳
註
〕
こ
の
翻
訳
の
原
文
で
あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
の
論
文
は
、
初
出
は
一
九
七
七
年
だ
が
、
一
九
九
七
年
刊
の
ブ
ロ
ッ

ク
の
論
集
に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　

O
livier Bloch, « M

arx, Renouvier, et l’histoire du m
atérialism

e ».

　
　

La Pensée, 191 (février 1977), pp. 3-42.

　
　

M
atière à histoires, par O. Bloch, préface de D

idier G
il, Paris: Vrin, 1997, pp. 384-441.

　
　
　

些
末
な
修
正
や
改
変
を
除
け
ば
、
再
録
版
に
は
二
つ
の
変
更
点
が
あ
る
。
第
一
に
、
初
版
に
よ
く
登
場
す
る
長
い

段
落
の
多
く
が
分
割
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、マ
ル
ク
ス
の
テ
ク
ス
ト
と
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
そ
れ
と
の「
対
照
表
」が
、

よ
り
正
確
に
両
テ
ク
ス
ト
の
対
応
関
係
を
示
す
よ
う
に
組
み
な
お
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
後
者
の
変
更
は
重
要
な
の

で
、
お
も
に
一
九
九
七
年
の
再
録
版
を
翻
訳
の
底
本
に
採
用
し
た
。

　
　
　

ブ
ロ
ッ
ク
が
引
用
す
る
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
史
の
、
す
な
わ
ち
『
聖
家
族
』
第
六
章
３
ｄ
「
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
に

た
い
す
る
批
判
的
戦
闘
」
の
参
照
指
示
は
、
略
号
Ｍ
お
よ
び
デ
ィ
ー
ツ
版
著
作
集
第
二
巻
（M

EW
 Bd. 2

）
と
大
月

註

人
物
こ
そ
が
七
〇
年
ほ
ど
ま
え
、
マ
ル
ク
ス
に
『
聖
家
族
』
を
書
く
た
め
の
情
報
の
大
部
分
を
与
え
て
い
た
な
ど
と
は
、
そ
し
て

一
八
九
五
年
に
は
そ
れ
を
自
分
自
身
が
書
き
写
し
て
い
た
な
ど
と
は
、
ど
う
し
て
レ
ー
ニ
ン
は
気
づ
き
え
た
だ
ろ
う
か
。

パ
リ
、
一
九
七
六
年
九
月
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書
店
版
『
全
集 

二
』
と
の
頁
番
号
に
よ
り
、
本
文
中
に
か
っ
こ
書
き
で
お
こ
な
う
。
ブ
ロ
ッ
ク
の
原
文
に
お
け
る

脚
註
の
う
ち
、
仏
語
版
『
聖
家
族
』
へ
の
参
照
指
示
の
註
は
省
略
す
る
。『
聖
家
族
』
以
外
の
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ

ル
ス
の
著
作
等
に
つ
い
て
は
、
原
註
の
文
献
情
報
の
ほ
か
に
、
デ
ィ
ー
ツ
版
著
作
集
（
Ｍ
Ｅ
Ｗ
）
お
よ
び
大
月
書
店

版
『
全
集
』
の
頁
番
号
と
、
新
マ
ル
ク
ス
＝
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
（
Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
）
の
頁
番
号
と
を
指
示
す
る
（
片
方
の
み

に
収
録
の
場
合
は
片
方
の
み
）。

　
　
　

も
う
一
つ
の
主
要
文
献
、
す
な
わ
ち
シ
ャ
ル
ル
・
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
著
『
近
代
哲
学
の
手
引
き
』（Charles Renou-

vier, M
anuel de philosophie m

oderne, Paris: Paulin, 1842

）
に
つ
い
て
は
、
略
号
Ｒ
お
よ
び
頁
番
号
に
よ
り
参

照
指
示
す
る
。
な
お
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
原
文
に
関
心
の
あ
る
読
者
は
、
グ
ー
グ
ル
ブ
ッ
ク
ス
に
無
料
全
文
公
開
さ
れ

て
い
る
初
版
本
（
マ
ド
リ
ー
ド
・
コ
ン
プ
ル
テ
ン
セ
大
学
に
所
蔵
）
の
画
像
に
、
ウ
ェ
ブ
で
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
る
（
最

終
確
認
は
二
〇
二
二
年
二
月
二
八
日
）。

　
　
　

w
w

w.google.co.jp/books/edition/M
anuel_de_philosophie_m

oderne/1qCgnM
H

N
K9Q

C

　
　
　

亀
甲
か
っ
こ
に
よ
る
割
註
は
、
す
べ
て
訳
者
に
よ
る
注
記
で
あ
る
。

［
２
］Karl M

arx et Friedrich Engels, La Sainte Fam
ille, ou C

ritique de la critique critique, contre Bruno Bauer 

et consorts, trad. Erna Cogniot, Paris: Éditions sociales, 1969, pp. 151-160.

［
３
］K. M

arx et F. Engels, C
orrespondance, tom

e I, Paris: Éditions sociales, 1971, p. 367.

「
エ
ン
ゲ
ル

ス
か
ら
マ
ル
ク
ス
へ 

一
八
四
五
年
三
月
一
七
日
」（M

EW
 27: 25-26

／
二
五
頁
／M

EGA III.1: 271

）。

［
４
］『
聖
家
族
』
に
お
け
る
「
唯
物
論
は
イ
ギ
リ
ス
の
実
の
息
子
で
あ
る
」（M

 135

／
一
三
三
頁
）
か
ら
「
理
神
論
と
は
、

少
な
く
と
も
唯
物
論
者
に
と
っ
て
は
、
宗
教
か
ら
脱
却
す
る
た
め
の
便
利
だ
が
安
易
な
方
法
に
す
ぎ
な
い
」（M

 136

／
一
三
五
頁
）
ま
で
の
箇
所
に
該
当
す
る
。

［
５
］F. Engels, Socialism

e utopique et socialism
e scientifique, Paris: Éditions sociales, 1969, pp. 27-30.

　
　
エ
ン
ゲ
ル
ス
「『
空
想
か
ら
科
学
へ
の
社
会
主
義
の
発
展
』
英
語
版
（
一
八
九
二
年
）
へ
の
序
論
」（M

EW
 22: 292-
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史

294

／
二
九
六
―

二
九
八
頁
／M

EGA I.32: 111-113

）。

［
６
］V. I. Lénine, C

ahiers philosophiques, trad. L. Vernant et E. Bottigelli, Paris: Éditions sociales, 1955, 
p. 30. Le résum

é occupe les pp. 30-33.

レ
ー
ニ
ン
「
哲
学
ノ
ー
ト
」『
レ
ー
ニ
ン
全
集 

三
八
』
大
月
書
店
、

二
〇
頁
。
マ
ル
ク
ス
の
要
約
は
二
〇
―

二
五
頁
。

［
７
］Bruno Bauer, « W

as ist jetzt der G
egenstand der Kritik », dans l’

Allgem
etue Literatur-Zeitung de 

Charlottenburg, II, 8, juillet 1844, pp. 18b-22a. 

バ
ウ
ア
ー
「
い
ま
や
何
が
批
判
の
対
象
で
あ
る
か
」
上

野
卓
郎
訳
、良
知
力
編
『
資
料
ド
イ
ツ
初
期
社
会
主
義
』
平
凡
社
、一
九
七
四
年
、三
〇
二
―

三
一
〇
頁
。『
聖
家
族
』

第
四
章
第
三
節
の
全
体
が
、
こ
の
論
稿
へ
の
反
駁
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
が
「
ｄ
」
に
お
い
て
攻
撃
し
て

い
る
一
節
に
お
い
て
バ
ウ
ア
ー
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
に
象
徴
さ
れ
る
、
国
民
主
義
と
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
に
帰
結
し
た

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
運
命
と
い
う
絵
を
描
い
た

―
こ
の
絵
柄
も
ま
た
マ
ル
ク
ス
が
「
ｃ
」
で
攻
撃
し
て
い
る
の
だ
が

―
そ
の
後
で
、
そ
れ
は
啓
蒙
が
経
験
し
た
も
の
と
同
じ
過
程
を
た
ど
っ
た
の
だ
と
宣
言
し
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の

有
神
論
的
展
開
に
お
い
て
も
唯
物
論
的
展
開
に
お
い
て
も
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
に
支
配
さ
れ
て
い
た
啓
蒙
の
過
程
が
、

結
局
は
反
動
的
な
ロ
マ
ン
主
義
へ
と
沈
み
込
ん
で
い
っ
た
こ
と
と
同
じ
だ
と
、
バ
ウ
ア
ー
は
い
う
の
で
あ
る
。

［
８
］
私
の
知
る
か
ぎ
り
、
本
書
以
外
で
は
、
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
が
唯
名
論
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
は
な

い
（
あ
る
い
は
彼
を
剽
窃
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
さ
え
）。

［
９
］
周
知
の
と
お
り
、
一
七
一
五
年
は
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
と
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
の
生
年
か
つ
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
没
年
で

あ
る
が
、
し
か
し
ア
ル
ノ
ー
が
世
を
去
っ
た
の
は
一
六
九
四
年
で
あ
る
。

［
10
］〔
訳
註
〕「
類
型
論
と
い
う
手
段
」は
、初
版
で
も
再
録
版
で
もm

oyens de la typographie

（
活
字
印
刷
と
い
う
手
段
）

と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
う
読
む
と
意
味
が
通
ら
ず
、
し
か
も
ブ
ロ
ッ
ク
は
こ
の
語
に
何
も
説
明
を
加
え
て
い
な
い
の

で
、typographie

はtypologie

（
類
型
論
）
の
誤
記
と
判
断
し
た
。

［
11
］
マ
ル
ク
ス
の
父
が
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
を
、
す
な
わ
ち
、
と
く
に
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
と
ル
ソ
ー
を
よ
く
知
っ
て
い
た
と
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し
て
も
（cf. Auguste Cornu, K

arl M
arx et Friedrich Engels, tom

e I, Paris: PU
F, 1955, p. 55 et note 2

）、

そ
れ
は
こ
こ
で
引
き
合
い
に
出
せ
る
話
で
は
な
い
。

［
12
］
ヘ
ー
ゲ
ル
『
哲
学
史
講
義
』
の
第
三
編
「
新
し
い
哲
学
」
の
第
一
部
「
ベ
ー
コ
ン
と
ベ
ー
メ
」
お
よ
び
第
二
部
「
思

考
す
る
知
性
の
時
代
」
を
参
照
（G

.W
.F. H

egel, Vorlesungen über die G
eschichie der Philosophie, Bd. 3, in 

W
erke, Bd. 15, Berlin: D

uncker und H
um

blot, 1832, SS. 278-534.

長
谷
川
宏
訳
『
哲
学
史
講
義 

四
』
河
出
書

房
新
社
、
二
〇
一
六
年
、
二
九
三
―

二
九
四
頁
）。『
聖
家
族
』
に
お
い
て
、
こ
の
『
哲
学
史
講
義
』
に
関
連
づ
け
ら
れ

る
の
は
、
一
つ
に
『
自
然
の
体
系
』
の
著
者
を
全
面
的
に
ド
ル
バ
ッ
ク
だ
と
見
な
す
く
だ
り
で
あ
る
（M

 137

／

一
三
五
―

一
三
六
頁
）。
も
っ
と
も
テ
ネ
マ
ン
は
、
ド
ル
バ
ッ
ク
が
『
自
然
の
体
系
』
の
著
者
だ
と
い
う
見
解
を
疑
わ

し
い
も
の
と
し
て
し
か
提
示
し
な
い
し
、
ま
た
後
で
見
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
議
論
の
本
質
的
部
分
に
寄
与
し
た

真
の
典
拠
は
、
ド
ル
バ
ッ
ク
の
名
を
挙
げ
て
い
な
い
。
も
う
一
つ
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
作
に
お
い
て
重
要
な
部
分
を

割
り
当
て
ら
れ
た
著
者
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
が
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
ロ
ビ
ネ
に
言
及
す
る
く
だ
り
が
あ
る
（M

 

137

／
一
三
五
―

一
三
六
頁
、
お
よ
び
『
哲
学
史
講
義 

四
』
二
九
四
―

二
九
五
頁
を
参
照
）。

　
　
〔
訳
註
〕
こ
こ
で
ブ
ロ
ッ
ク
が
言
及
す
る
テ
ネ
マ
ン
と
は
、
明
ら
か
に
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
テ
ネ
マ

ン
（W

ilhelm
 G

ottlieb Tennem
ann, 1761-1819

）
を
指
す
。
全
一
一
巻
、
一
二
分
冊
の
大
部
を
な
す
テ
ネ
マ
ン

の
『
哲
学
史G

eschichte der Philosophie
』
は
、
一
七
九
八
年
か
ら
一
八
一
九
年
に
か
け
て
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
出
版

さ
れ
た
。

［
13
］
全
集
に
所
収
の
、
以
下
の
著
作
を
参
照
〔
日
本
語
版
は
船
山
信
一
訳
『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
全
集
』
福
村
出
版
、

一
九
七
三
―

七
六
年
〕。
第
五
・
六
巻
『
近
世
哲
学
史
』（Ludw

ig Feuerbach, G
eschichte der neuern Philosophie 

von Bacon von Verulam
 bis Benedikt Spinoza, 1833

）、
第
七
巻
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
』（G

eschichte der 

neuern Philosophie, D
arstellung, Erttw

icklung und K
ritik der Leibnizschen Philosophie, 1837

）、
第
八
巻
『
ペ

エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
』（Pierre Bayle, 1838

）。
こ
れ
ら
の
著
作
の
少
な
く
と
も
一
つ
、
す
な
わ
ち
『
近
世
哲
学
史
』
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の
ピ
エ
ー
ル
・
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
に
か
ん
す
る
章
を
、
マ
ル
ク
ス
は
一
八
四
一
年
の
博
士
論
文
『
デ
モ
ク
リ
ト
ス
お
よ

び
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
自
然
哲
学
の
差
異
』
執
筆
準
備
の
た
め
の
第
二
ノ
ー
ト
で
抜
粋
し
て
い
る
（M

arx, D
ifférence 

de la philosophie de la nature chez D
ém

ocrite et Epicure, trad. de J. Ponnier, Bordeaux: D
ucros, 1970, p. 

123; M
EW

 Erg. 1: 58

／
四
〇
巻
五
一
頁
／M

EGA IV.1: 29

）。

［
14
］Cf. Prosper Alfaric, Larom

iguière er son école, Paris: Les Belles-Lettres, 1929.
［
15
］Joseph M

arie G
érando, H

istoire com
parée des systèm

es de philosophie, Paris: H
enrichs, 1804.

大
幅

改
定
さ
れ
一
八
二
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
第
二
版
は
、
第
一
部
だ
け
し
か
収
め
て
お
ら
ず
、
ル
ネ
サ
ン
ス
で
終
わ
っ
て

い
る
。
近
代
哲
学
史
を
扱
う
第
二
部
が
よ
う
や
く
世
に
出
た
の
は
、彼
の
死
後
、一
八
四
七
年
の
版
に
お
い
て
で
あ
っ

た
。

［
16
］
一
八
二
〇
年
代
以
降
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ク
ー
ザ
ン
が
『
哲
学
史
講
義
』
お
よ
び
『
哲
学
断
片
集Fragm

ents 

philosophiques
』
の
多
数
の
巻
を
刊
行
し
た
の
は
確
か
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
な
か
に
『
聖
家
族
』
が
与
え
て
い

る
説
明
を
見
つ
け
出
す
の
は
難
し
い
（
あ
と
で
見
る
よ
う
に
一
つ
だ
け
例
外
は
あ
る
が
、そ
れ
は
間
接
的
な
も
の
だ
）。
ジ
ャ

ン
・
ダ
ミ
ロ
ン
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
に
関
心
が
あ
る
時
期
や
著
者
を
カ
バ
ー
す
る
彼
の
著
作
は
、
一
八
四
三
年

の
『
ス
ピ
ノ
ザ
追
想M

ém
oire sur Spinoza

』
を
除
け
ば
、
す
べ
て
一
八
四
四
年
よ
り
も
後
の
も
の
で
あ
る
。

［
17
］
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
に
つ
い
て
も
、
彼
の
『
実
証
哲
学
講
義
』
に
お
け
る
、一
七
・一
八
世
紀
の
哲
学
を
扱
っ
た

第
五
五
講
の
末
尾
に
あ
た
る
部
分
（Auguste Com

te, C
ours de philosophie positive, tom

e V, Paris: Bachelier, 

1841, p. 568 sqq.

）
に
は
、『
聖
家
族
』
に
含
ま
れ
る
記
述
は
見
あ
た
ら
な
い
。

［
18
］Francisque

 Bouillier, H
istoire et critique de la révolution cartésienne, Lyon: L. Boitel, 1842; Jean 

Bordas-D
em

oulin, Le C
artésianism

e, ou, La Véritable rénovation des scienses, Paris: J. H
etzel, 1843.　

ブ
イ
エ
『
デ
カ
ル
ト
革
命
』
は
、
の
ち
に
『
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
歴
史H

istoire de la philosophie cartésienne

』
と

改
題
の
う
え
出
さ
れ
た
第
二
版
お
よ
び
第
三
版
の
ほ
う
が
有
名
で
あ
る
。
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［
19
］
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
誇
張
は
お
そ
ら
く
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
著
作
の
題
名
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
。「
近

代
哲
学
の
手
引
き
」
と
い
う
呼
称
は
、
マ
ル
ク
ス
が
同
書
か
ら
得
た
知
見
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
史
に
お
い
て
は
一

般
的
な
も
の
だ
と
彼
に
思
わ
せ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
実
際
に
は
、
す
で
に
「
典
拠
の
探
究
」
の
節
で
見
た
よ
う
に
、
そ

れ
は
通
説
ど
お
り
と
い
う
に
は
程
遠
い
の
だ
が
。

［
20
］
こ
の
節
に
要
約
さ
れ
て
い
る
情
報
の
大
部
分
は
、
ル
イ
・
フ
ー
シ
ェ
神
父
の
学
位
論
文
か
ら
得
た
（Louis Foucher, 

La Jeunesse de Renouvier et sa prem
ière philosophie, 1815-1854, Paris: Vrin, 1927

）。
と
く
に
同
書
の
第
三

章
（pp. 29-43

）
を
見
よ
。

［
21
］
フ
ー
シ
ェ
の
著
作
（Faucher, loc. cit., p. 34

）
に
は
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
別
の
著
作
『
哲
学
諸
説
の
類
型
化
の
概

要
』
の
第
二
巻
末
尾
に
収
め
ら
れ
た
彼
の
知
的
自
伝
か
ら
の
引
用
が
あ
る
（Charles Renouvier, Esquisse d'une 

classification des doctrines philosophiques, tom
e II, Paris: Bureau de la critique philosophique, 1886, 

pp. 355-405

）。

［
22
］
学
術
コ
ン
ク
ー
ル
の
主
題
の
全
文
は
、
た
と
え
ば
ダ
ミ
ロ
ン
の
報
告
の
冒
頭
に
読
め
る
（M

ém
oires de l'Académ

ie 

Royale des Sciences M
orales et Polùique, tom

e IV, 1844, pp. 165-243

）。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
指
定
を
含
ん
だ

も
の
で
あ
っ
た
。〔
以
下
、
ダ
ミ
ロ
ン
の
報
告
か
ら
の
引
用
。〕

　
　
（
１
）
デ
カ
ル
ト
以
前
の
哲
学
の
状
態
を
示
す
こ
と
。

　
　
（
２
）
デ
カ
ル
ト
が
開
始
し
た
哲
学
革
命
の
性
格
を
決
定
す
る
こ
と
。
人
間
知
性
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
及
ぶ
、
デ
カ

ル
ト
の
方
法
、
原
理
お
よ
び
体
系
の
全
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

　
　
（
３
）
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
影
響
お
よ
び
展
開
を
究
明
す
る
こ
と
。
そ
の
さ
い
、
デ
カ
ル
ト
の
弟
子
を
自
任
す
る
ピ
エ
ー

ル
＝
シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
レ
ジ
スRégis

や
ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
オ
ーRohault

や
ル
イ
・
ド
ラ
フ
ォ
ル
ジ
ュD

elaforge

な
ど
の
人
物
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
ス
ピ
ノ
ザ
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
、
ロ
ッ
ク
、
ベ
ー
ル
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
い
っ

た
、
デ
カ
ル
ト
を
読
ん
で
才
能
を
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
大
哲
学
者
も
含
め
る
こ
と
。
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（
４
）
と
く
に
ス
ピ
ノ
ザ
お
よ
び
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
哲
学
体
系
に
た
い
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
体
系
が
及
ぼ
し
た
影

響
を
評
価
す
る
こ
と
。

　
　
（
５
）
デ
カ
ル
ト
派
の
運
動
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
役
割
お
よ
び
位
置
を
規
定
す
る
こ
と
。

　
　
（
６
）
デ
カ
ル
ト
革
命
の
諸
原
理
、
そ
の
諸
帰
結
、
そ
れ
に
関
わ
っ
た
一
連
の
大
人
物
を
包
括
的
に
考
慮
し
つ
つ
、

こ
の
知
的
革
命
の
内
在
的
価
値
を
、
一
六
三
七
年
の
『
方
法
序
説
』
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
を
へ
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の

死
没
〔
一
七
一
六
年
〕
に
至
る
ま
で
の
時
期
に
わ
た
っ
て
評
定
す
る
こ
と
。

　
　
　

な
お
、
デ
カ
ル
ト
主
義
に
含
ま
れ
る
誤
り
と
、
ま
た
と
り
わ
け
後
世
に
引
き
継
が
れ
た
デ
カ
ル
ト
主
義
の
真
理
と

が
、
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

［
23
］
フ
ー
シ
ェ
に
よ
れ
ば
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
は
『
類
型
化
』
で
そ
う
述
べ
て
い
る
（Foucher, op. cit. supra, note 28, p. 

36

）。
前
出
の
註
21
も
参
照
。

［
24
］
前
出
の
註
22
で
指
示
し
た
報
告
書
に
お
け
る
、
第
四
応
募
論
文
（
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
も
の
）
の
報
告
（pp. 192-203

）

を
見
よ
（
こ
の
報
告
が
ア
カ
デ
ミ
ー
に
提
出
さ
れ
た
の
は
一
八
四
一
年
四
月
三
日
お
よ
び
同
月
一
〇
日
）。

［
25
］
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
『
手
引
き
』
の
序
文
と
、
彼
が
ク
ー
ザ
ン
の
そ
れ
と
は
異
な
る
「
折
衷
主
義
」
を
標
榜
し
て
い
る
箇

所
を
見
よ
（M

anuel, pp. vii-ix, pp. 411 sqq.

）。
こ
の
点
に
つ
い
て
フ
ー
シ
ェ
神
父
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
に

よ
る
折
衷
主
義
批
判
が
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
に
着
想
を
与
え
た
と
述
べ
て
い
る
（La Jeunesse de Renouvier, p. 39

）。

［
26
］
マ
ル
ク
ス
が
父
親
に
宛
て
た
一
八
三
七
年
一
一
月
一
〇
日
の
手
紙
を
参
照
。
彼
は
父
親
に
「
著
名
な
ヴ
ェ
ル
ラ
ム
男

爵
ベ
ー
コ
ン
の
『
学
問
の
進
歩
』
を
読
ん
だ
」
と
報
告
し
て
い
る
（M

arx et Engels, C
orrespondance, tom

e I, p. 

36; M
EGA III.1: 16

）。

［
27
］
対
照
表
の「
同
じ
く
ロ
ッ
ク
か
ら
出
発
す
る
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
に
お
い
て
」（M

 137

／
一
三
五
頁
）以
降
を
見
よ
。ま
た
、

こ
の
箇
所
で
の
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
結
論
も
参
照
。「
こ
の
原
理
に
も
と
づ
く
諸
体
系
の
い
く
つ
か
が
、
物
体
と
精
神

と
の
混
同
や
、
さ
ら
に
は
自
己
愛
と
利
他
心
と
の
混
同
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
つ
ね
に
必
然
的
で
あ
る
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よ
う
に
思
え
る
」（R 342

）。「
こ
の
原
理
」
と
は
、
直
前
に
述
べ
ら
れ
た
「
人
間
の
認
識
や
能
力
の
起
源
が
も
っ
ぱ

ら
感
覚
に
あ
る
と
い
う
原
理
」
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
前
の
「
自
然
の
体
系
の
道
徳
性
」
と
い
う
表
現
も
参

照
（R 341

）。
な
お
、こ
の
ペ
ー
ジ
の
脚
註
で
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
は
「
Ｍ
・
ミ
ラ
ボ
ー
」
と
い
う
偽
名
の
著
者
に
よ
る
『
自

然
の
体
系
』
に
つ
い
て
、
そ
の
真
の
著
者
が
ド
ル
バ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
か
、
知
ら
な
い
ふ
り
を

し
て
い
る
。

［
28
］
マ
ル
ク
ス
が
「
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
イ
エ
ズ
ス
会
士
と
ヤ
ン
セ
ン
派
と
の
論

争
に
冷
淡
な
の
は
…
…
」
と
書
い
た
と
き
（M

 133

／
一
三
二
頁
）、
彼
が
参
照
し
た
の
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
著
『
ル

イ
一
四
世
の
世
紀
』
第
三
七
章
「
ヤ
ン
セ
ン
主
義
（
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
）
に
つ
い
て
」
で
あ
る
〔
丸
山
熊
雄
訳
『
ル
イ

十
四
世
の
世
紀 
３
』
岩
波
書
店
に
所
収
〕。「
金
融
シ
ス
テ
ム
の
狂
気
は
、
そ
う
思
わ
れ
て
い
る
よ
り
も
は
る
か
に
教
会

の
平
和
の
再
確
立
に
寄
与
し
た
。
公
衆
は
株
式
投
機
に
熱
中
し
た
。
こ
の
餌
に
つ
ら
れ
て
人
間
の
貪
欲
が
あ
ま
り
に

広
く
ま
ん
延
し
た
の
で
、バ
ブ
ル
景
気
へ
の
警
告
に
も
ヤ
ン
セ
ン
主
義
者
の
説
教
に
も
耳
を
貸
す
者
は
い
な
か
っ
た
。

パ
リ
の
関
心
は
そ
の
こ
と
よ
り
も
、
仏
西
国
境
で
の
戦
争
〔
ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
〕
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
か
く
も
短

い
期
間
に
稼
が
れ
た
信
じ
が
た
い
規
模
の
財
産
に
よ
っ
て
、
行
き
つ
く
と
こ
ろ
ま
で
行
き
つ
い
た
贅
沢
と
享
楽
と
に

よ
っ
て
、
教
会
を
め
ぐ
る
論
争
は
沈
黙
さ
せ
ら
れ
た
。
ル
イ
一
四
世
に
す
ら
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
快
楽
が
な
し
と

げ
た
の
で
あ
る
」（Œ

uvres com
plètes de Voltaire, tom

e 15, Paris: G
arnier, 1878, p. 58

）。
私
の
見
落
と
し
で

な
け
れ
ば
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
は
『
手
引
き
』
で
こ
の
文
章
を
引
用
し
て
い
な
い
。
も
う
一
つ
の
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
以
外

の
典
拠
と
し
て
、
ロ
ビ
ネ
へ
の
言
及
に
お
い
て
（M

 137-138

／
一
三
六
頁
）、
お
そ
ら
く
マ
ル
ク
ス
は
ド
イ
ツ
語
の

文
献
を
、
と
く
に
ヘ
ー
ゲ
ル
を
参
照
し
て
い
る
（
註
12
も
参
照
）。

［
29
］K. M

arx, M
anuscrits de 1844, trad. É. Bottigelli, Paris: Éditions sociales, 1962, p 136.

マ
ル
ク
ス
『
経

済
学
・
哲
学
草
稿
』
第
三
草
稿
に
お
け
る
「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
お
よ
び
哲
学
一
般
の
批
判
」
の
節
（M

EW
 Erg. 1: 

577

／
四
〇
巻
五
〇
〇
頁
／M

EGA I.2: 295, 408

）。
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［
30
］
ラ
ロ
ミ
ギ
エ
ー
ル
の
熱
心
な
弟
子
サ
フ
ァ
リ
に
よ
る
抗
弁
を
参
照
。M

. Saphary, L’école éclectique et l’école 
française, Paris: Joubert, 1844, Préface (pp. vi-xxxii).

［
31
］
た
と
え
ば
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
『
将
来
の
哲
学
の
根
本
命
題
』（
松
村
一
人
・
和
田
楽
訳
、
岩
波
書
店
）
の
三
二

節
お
よ
び
四
一
節
（dans M

anifestes philosophiques, trad. L. Althusser, Paris: PU
F, 1960, pp. 177-178 et 

184-186

）
を
、
マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
第
三
草
稿
に
お
け
る
「
感
覚
（
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
参
照
）
が

あ
ら
ゆ
る
学
の
基
礎
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
対
照
せ
よ
（M

EW
 Erg. 1: 543

／
四
〇
巻
四
六
四
―

四
六
五
頁
／

M
EGA I.2: 272, 396

）。

［
32
］〔
訳
註
〕
こ
こ
で
ブ
ロ
ッ
ク
は
『
聖
家
族
』
が
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
か
ん
す
る
テ
ー
ゼ
」
の
「
数
週
間
前
に

quelques sem
aines plus tôt

」
書
か
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
「
テ
ー
ゼ
」
が
書
か
れ
た
「
一
八
四
四
年

か
ら
一
八
四
七
年
の
ノ
ー
ト
」
を
再
現
し
た
新
Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
第
四
部
第
三
巻
に
よ
れ
ば
、
そ
の
執
筆
時
期
は
一
八
四
五

年
四
月
か
ら
六
月
ま
で
と
推
定
さ
れ
る
（M

EGA IV.3: 19-21, 490

）。
そ
う
な
る
と
、
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
執
筆
時

期
の
間
隔
は
「
数
週
間
」
よ
り
は
大
き
く
、
数
か
月
か
ら
半
年
程
度
と
考
え
ら
れ
る
。
た
し
か
に
『
聖
家
族
』
の
公

刊
は
一
八
四
五
年
二
月
だ
が
、
し
か
し
脱
稿
は
ど
ん
な
に
遅
く
と
も
一
八
四
四
年
一
二
月
ま
で
で
あ
っ
た
。
な
お
、

同
書
序
文
の
日
付
は
「
一
八
四
四
年
九
月
」
で
あ
り
（M

EW
 2: 8

／
五
頁
）、
ま
た
書
簡
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
が

編
集
者
レ
ー
ヴ
ェ
ン
タ
ー
ル
と
最
後
の
校
正
の
や
り
と
り
を
し
た
の
が
年
明
け
の
一
月
半
ば
で
あ
る
（M

EGA III.1: 

448-449

）。
と
は
い
え
、
こ
の
訂
正
に
よ
り
、
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
の
発
展
に
か
ん
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
の
証
拠
づ
け
や

考
察
が
価
値
を
損
な
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

［
33
］Foucher, La Jeunesse de Renouvie, pp. 66-67.
フ
ー
シ
ェ
の
知
る
か
ぎ
り
「
当
時
、
フ
ラ
ン
ス
で
『
近
代
哲

学
の
手
引
き
』
に
言
及
し
た
定
期
刊
行
物
は
一
つ
も
な
い
」（p. 66

）。
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
の
シ
ャ
ル
ル
・
セ
ク
レ
タ
ン

Charles Secrétan

だ
け
が
、
一
八
四
二
年
一
一
月
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
『
手
引
き
』
に
つ
い
て
の
長
い
コ
メ
ン
ト

を
書
い
た
（p. 85

）。
こ
の
書
評
を
き
っ
か
け
に
彼
と
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
交
友
が
は
じ
ま
る
。
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［
34
］Cf. Foucher, La Jeunesse de Renouvie, p. 67 sqq.

ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
『
手
引
き
』
に
目
を
つ
け
、
彼
を
『
新

百
科
全
書
』
に
誘
っ
た
の
は
、ル
ル
ー
と
共
同
で
同
書
を
監
修
し
た
ジ
ャ
ン
・
レ
イ
ノ
ーJean Reynaud

で
あ
っ
た
。

　
　
〔
訳
註
〕
ル
ル
ー
と
レ
イ
ノ
ー
の
監
修
に
よ
る
『
新
百
科
全
書Encyclopédie nouvelle

』
は
、
公
刊
さ
れ
た
も
の

の
表
紙
に
は
一
八
三
四
年
と
あ
り
、
八
巻
に
わ
た
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
の
事
典
と
し
て
、
一
八
三
六
年
か
ら

一
八
四
三
年
に
か
け
て
部
分
的
に
刊
行
さ
れ
た
（
第
三
、六
巻
は
未
公
刊
、
第
四
、五
、七
巻
は
未
完
成
の
ま
ま
公
刊
）。『
独

立
レ
ヴ
ュ
ーRevue indépendante

』
誌
は
、
ル
ル
ー
、
後
出
の
サ
ン
ド
、
お
よ
び
ヴ
ィ
ア
ル
ド
（Louis Viardot

）

の
監
修
に
よ
り
、
一
八
四
一
年
か
ら
一
八
四
五
年
ま
で
の
第
一
期
に
二
三
号
が
、
翌
年
か
ら
一
八
四
八
年
ま
で
の
第

二
期
に
一
三
号
が
刊
行
さ
れ
た
。
以
上
の
情
報
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（https://catalogue.

bnf.fr/

）
の
書
誌
情
報
に
よ
る
。
前
者
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
続
き
はark:/12148/cb31205139c

で
あ
り
、
後
者
は

ark:/12148/cb32860110v

で
あ
る
（
最
終
確
認
は
二
〇
二
二
年
二
月
二
八
日
）。

［
35
］
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
ム
ー
ガ
ン
と
エ
ヴ
ァ
ン
ス
を
（H

enri M
ougin, Pierre Leroux, Paris: 

Éditions sociales internationales, 1938; D
.-O

. Evans, Le socialism
e rom

antique, Pierre Leroux et ses 

contem
porains, Paris: M

arcel Rivière, 1948

）、
ま
た
ゴ
ブ
ロ
の
論
文
を
参
照
（J.-J. G

oblot, « Pierre Leroux 

après les Trois G
lorieuses », dans La Pensée, 186, avril 1976, pp. 39-57

）。

［
36
］M
arx et Engels, C

orrespondance, tom
e I, p. 302.

「
マ
ル
ク
ス
か
ら
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

へ 

一
八
四
三
年
一
〇
月
三
日
」（M

EW
 27: 420

／
三
六
四
頁
／M

EGA III.1: 59

）。

［
37
］
ル
ー
ゲ
が
配
偶
者
に
宛
て
た
一
八
四
三
年
九
月
六
日
の
手
紙
に
は
、
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。「
彼
（
ル
ル
ー
）
は
い

ま
機
械
を
作
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
出
来
上
が
れ
ば
何
の
準
備
も
必
要
な
く
、
そ
れ
だ
け
あ
れ
ば
自
分
が
出
版
し
た

い
も
の
を
自
分
で
製
版
、
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
だ
。
検
閲
へ
の
最
高
の
対
抗
手
段
で
は
な
い
か
。
か

れ
は
自
分
の
発
明
に
没
頭
す
る
あ
ま
り
、
著
述
家
を
や
め
て
し
ま
っ
て
い
る
」（Arnold Ruges Briefw

echsel und 

Tagebuchblätter, Bd. II, Berlin: W
eidm

annsche Buchhandlung, 1886, SS. 333-334

）。
フ
ラ
ン
ツ
・
メ
ー
リ
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マ
ル
ク
ス
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
、
唯
物
論
史

ン
グ
は
ル
ー
ゲ
の
名
を
出
す
こ
と
な
く
、
こ
の
最
後
の
文
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
書
き
写
し
な
が
ら
、
ル
ル
ー
が
『
独
仏

年
誌
』
へ
の
寄
稿
の
誘
い
に
応
じ
な
か
っ
た
理
由
を
説
明
し
て
い
る
（Franz M

ehring, K
arl M

arx, G
eschichte 

seines Lebens, Leipzig: Soziologische Verlagsanstalt., 1933, S. 82

〔
栗
原
佑
訳
『
マ
ル
ク
ス
伝 

一
』
大
月
書

店
、
一
九
七
四
年
、
一
二
四
頁
〕）。
ブ
ッ
テ
ィ
ジ
ェ
リ
の
重
要
な
論
文
（E. Buttigelli, « Les « Annales franco-

allem
andes » et l’opinion française », La Pensée, 110, août 1963, pp. 47-66

）も
、ル
ー
ゲ
を
参
照
し
な
が
ら
、

ル
ル
ー
が
『
独
仏
年
誌
』
に
参
加
し
な
か
っ
た
理
由
を
同
じ
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
（p. 55

）。

［
38
］
エ
ヴ
ァ
ン
ス
も
ま
た
こ
の
説
を
支
持
し
て
い
る
（Evans, Le socialism

e rom
antique, p. 40

）。

［
39
］
ル
ル
ー
と
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ド
の
未
公
刊
往
復
書
簡
に
も
と
づ
く
ラ
カ
サ
ー
ニ
ュ
の
研
究
を
参
照
（J.-P. 

Lacassagne, H
istoire d'une am

itié, Pierre Leroux et G
eorge Sand, d'après une correspondance inédite, 1836-

1866, Paris: Klincksieck, 1973, pp. 65-66, 217-219

）。
サ
ン
ド
に
宛
て
た
一
八
四
五
年
五
月
の
手
紙
で
、ル
ル
ー

は
引
越
し
が
済
ん
だ
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
（p. 217, note 368

）。
同
書
は
ま
た
、
製
版
機
の
発
明
に
ル
ル
ー
が
か

か
り
き
り
で
あ
っ
た
時
期
を
、
一
八
四
二
年
の
終
わ
り
か
ら
、
特
許
を
取
得
し
た
一
八
四
三
年
の
終
わ
り
ま
で
と
特

定
し
て
い
る
（pp. 52-55
）。
一
八
四
四
年
か
ら
一
八
四
五
年
に
は
、
そ
れ
を
ブ
サ
ッ
ク
で
の
出
版
事
業
に
活
用
す

る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

［
40
］H

einrich H
eine, Sam

tliche Schriften, Bd. V (2. Aufl.), M
ünchen: Carl H

anser Verlag, 1974, SS. 
368-372, 400-403.

木
庭
宏
ほ
か
訳
『
ル
テ
ー
チ
ア

―
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
、
芸
術
お
よ
び
国
民
生
活
に
つ
い
て

の
報
告
』
松
籟
社
、
一
四
四
―

一
四
八
頁
、
二
三
九
―

二
四
一
頁
。

［
41
］
本
文
に
示
し
た
二
つ
の
記
事
で
は
、
ハ
イ
ネ
は
ミ
ニ
ェ
の
貢
献
に
つ
い
て
書
く
た
め
に
紙
幅
の
重
要
な
部
分
を
割
い

て
い
る
。

［
42
］H

eine, Sam
tliche Schriften, Band V, SS. 496-506.

『
ル
テ
ー
チ
ア
』
三
二
八
―

三
三
八
頁
。

［
43
］Ibid., S. 500. 『
ル
テ
ー
チ
ア
』
三
三
三
頁
。
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［
44
］「
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
は
、
疑
い
も
な
く
フ
ラ
ン
ス
で
も
っ
と
も
偉
大
な
哲
学
者
の
一
人
で
あ
る
」（ibid., S. 

401;

『
ル
テ
ー
チ
ア
』
二
三
九
頁
）。
エ
ヴ
ァ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
の
記
事
に
よ
っ
て
ル
ル
ー
を
ド
イ
ツ
の
読

者
公
衆
に
紹
介
し
た
の
は
ハ
イ
ネ
で
あ
る
（Evans, Le socialism

e rom
antique, pp. 46-47

）。

［
45
］
さ
ら
に
い
え
ば
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
り
『
空
想
か
ら
科
学
へ
』
の
英
語
版
序
文
に
引
用
さ
れ
た
英
訳
を
つ

う
じ
て
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
『
聖
家
族
』
の
唯
物
論
史
を
読
ん
だ
と
い
う
可
能
性
も
、
あ
ら
ゆ
る
蓋
然
的
根
拠

に
よ
り
否
定
さ
れ
る
。
こ
の
『
空
想
か
ら
科
学
へ
』
英
語
版
序
文
の
ポ
ー
ル
・
ラ
フ
ァ
ル
グ
と
ラ
ウ
ラ
・
ラ

フ
ァ
ル
グ
に
よ
る
仏
語
訳
が
世
に
出
た
の
は
、
一
九
〇
一
年
に
「
社
会
主
義
研
究
叢
書
」
の
一
冊
と
し
て

公
刊
さ
れ
た
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
選
集
『
宗
教
、
哲
学
、
社
会
主
義Religion, philosophie, 

socialism
e

』
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
書
が
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
手
元
に
届
く
よ
う
な
機
会
が
あ
っ
た

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

［
46
］V.I. Lénine, Œ

uvres, tom
e 14, Paris et M

oscou, 1962, p. 219.

『
レ
ー
ニ
ン
全
集 

一
四
』
二
五
二
頁
。

［
47
］Lénine, C

ahiers philosophiques, p. 381.

『
レ
ー
ニ
ン
全
集 

三
八
』
二
九
五
頁
。

1983 年生まれ。専門は思想史。著書に『ニコス・プーランザス 力の位相論―グローバル資本主義における国家の理
論に向けて』（吉田書店、2015 年）、論文に「ブルジョワ社会の表象と資本主義生産様式―ジョン・ロックを読むマ
ルクス」（『季刊経済理論』58（3）、2021 年）など。

かしわざき・まさのり　早稲田大学人間科学部非常勤講師

1930-2021 年。専門は近世哲学。邦訳に『唯物論』（文庫クセジュ、2015 年）。
オリヴィエ・ブロック　パリ第一大学名誉教授
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『
聖
家
族
』（
一
八
四
五
年
二
月
刊
）
で
マ
ル
ク
ス
が
描
き
出
し
た
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
史
の
タ
ネ
本
は
、
哲
学
の
門
を
叩
い
た
ば
か

り
の
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
に
よ
る
ア
カ
デ
ミ
ー
懸
賞
論
文
だ
っ
た
！　

こ
の
意
外
な
発
見
を
提
示
し
て
み
せ
た
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・

ブ
ロ
ッ
ク
の
論
文
「
マ
ル
ク
ス
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
、
唯
物
論
史
」（
一
九
七
七
年
初
出
、
翻
訳
の
底
本
はO. Bloch, M

atière à histoires , 

Paris: Vrin, 1997

に
所
収
）
は
、
し
か
し
な
が
ら
文
献
学
の
域
に
留
ま
る
仕
事
で
は
な
い
。
ブ
ロ
ッ
ク
が
見
つ
け
た
マ
ル
ク
ス
の
唯

物
論
史
の
典
拠
、
す
な
わ
ち
シ
ャ
ル
ル
・
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
著
『
近
代
哲
学
の
手
引
き
』（
一
八
四
二
年
）
は
、
マ
ル
ク
ス
が
フ
ォ
イ

エ
ル
バ
ッ
ハ
的
な
唯
物
論
を
批
判
し
、
彼
自
身
の
唯
物
論
へ
と
飛
躍
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
跳
び
台
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
発

見
は
、
四
五
年
も
前
に
発
表
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
、
い
ま
な
お
啓
発
的
で
あ
る
。
近
刊
の
新
Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
第
一
部
第
四
巻
の
編
集

者
た
ち
も
ま
た
『
聖
家
族
』
の
校
訂
と
考
証
の
た
め
に
ブ
ロ
ッ
ク
論
文
を
参
照
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
ま
ブ
ロ
ッ
ク
論
文

の
翻
訳
を
送
り
出
す
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
時
宜
に
か
な
っ
て
い
る
。

柏崎正憲
早稲田大学非常勤講師

i n t e r v i e w

マ
ル
ク
ス
、
ブ
ロ
ッ
ク
、
史
的
唯
物
論

隅田聡一郎
大阪経済大学専任講師
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一
九
八
一
年
六
月
に
『
理
想
』
第
五
七
七
号
に
、
石
黒
英
子
の
短
信
「
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
と
マ
ル
ク
ス
と
神
田
の
古
本
屋
」
が
載
っ

た
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
ブ
ロ
ッ
ク
論
文
の
日
本
語
に
よ
る
最
初
の
紹
介
で
あ
る
。
当
時
ロ
ン
ド
ン
大
学
に
留
学
し
て
い
た
石
黒
英

子
（
哲
学
者
の
石
黒
ひ
で
の
本
名
）
は
、
前
年
に
オ
ラ
ン
ダ
・
ラ
イ
デ
ン
で
催
さ
れ
た
研
究
会
合
の
席
で
、
自
分
は
卒
業
論
文
で
ル
ヌ
ー

ヴ
ィ
エ
に
つ
い
て
書
い
た
と
自
己
紹
介
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
反
応
し
た
一
出
席
者
の
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
バ
リ
バ
ー
ル
か
ら
「
三

年
前
に
パ
リ
大
学
の
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
ブ
ロ
ッ
ク
が
意
外
な
発
見
を
し
た
の
だ
が
」
と
情
報
提
供
さ
れ
た
。
ロ
ン
ド
ン
に
戻
っ
た
あ

と
の
石
黒
に
、
お
そ
ら
く
バ
リ
バ
ー
ル
の
口
利
き
で
、
ブ
ロ
ッ
ク
本
人
か
ら
論
文
が
届
い
た
。
彼
女
は
こ
れ
を
読
み
「
探
偵
の
仕

事
」
と
い
う
感
想
を
漏
ら
し
て
い
る
（
一
〇
五
―

一
〇
六
頁
）。

　

実
に
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
さ
な
が
ら
探
偵
の
手
際
で
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
史
の
典
拠
を
突
き
止
め
て
い
く
。
論
文
の
中
盤
で
提
示
さ

れ
る
「
対
照
表
」
を
読
む
だ
け
で
も
、
マ
ル
ク
ス
の
典
拠
が
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
『
手
引
き
』
に
違
い
な
い
と
確
信
す
る
に
は
十
分

で
あ
る
。
だ
が
「
対
照
表
」
よ
り
前
の
部
分
で
は
、
マ
ル
ク
ス
が
参
照
し
そ
う
な
他
の
諸
文
献
が
典
拠
で
は
な
い
と
確
か
め
て
い

く
過
程
が
再
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
興
味
深
い
だ
け
で
な
く
、
研
究
手
法
と
し
て
参
考
に
も
な
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
は
ま
ず
、
ド
イ

ツ
語
の
著
作
が
マ
ル
ク
ス
の
典
拠
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
し
た
う
え
で
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
注
意
深
く
拾
い
出
さ
れ
た
参
照

文
献
の
痕
跡
を
手
が
か
り
に
、
哲
学
史
を
扱
っ
て
い
そ
う
な
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
諸
著
作
を
一
つ
一
つ
調
べ
て
い
く
。
唯
心
論

者
の
も
の
も
社
会
主
義
者
の
も
の
も
、
明
ら
か
に
条
件
を
満
た
さ
な
い
。
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
を
マ
ル
ク
ス
が
参
照
し
た
と
い
う

の
は
あ
り
そ
う
な
話
だ
が
、
し
か
し
ル
ル
ー
の
著
書
で
も
な
い
。
も
っ
と
マ
イ
ナ
ー
な
著
者
に
よ
る
デ
カ
ル
ト
を
中
心
に
扱
っ
た

「
探
偵
の
仕
事
」
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哲
学
史
に
も
手
を
伸
ば
し
た
が
、
そ
れ
で
も
典
拠
は
見
つ
か
ら
な
い
。
出
典
が
あ
る
か
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
が
仄
め
か
し
た
こ
と

自
体
が
、
実
は
レ
ト
リ
ッ
ク
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
諦
め
か
け
な
が
ら
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
『
手
引
き
』

を
一
瞥
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
つ
い
に
ブ
ロ
ッ
ク
は
大
当
た
り
の
手
ご
た
え
を
得
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
手
順
で
な
け
れ
ば
、
後
年
レ
ー
ニ
ン
に
唯
物
論
の
敵
手
と
し
て
攻
撃
さ
れ
た
新
批
判
主
義
者
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
デ

ビ
ュ
ー
作
を
、
ま
さ
か
マ
ル
ク
ス
が
典
拠
と
し
て
利
用
し
て
い
た
な
ど
と
は
、
誰
も
気
づ
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
バ
リ
バ
ー
ル
も

称
し
た
よ
う
に
、こ
れ
は
た
し
か
に「
意
外
な
発
見
」で
あ
る
。
と
は
い
え
、哲
学
者
の
キ
ャ
リ
ア
を
開
始
し
た
こ
ろ
の
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ

エ
の
人
物
像
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
第
一
印
象
は
薄
れ
る
。
初
期
の
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
は
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
を
つ

う
じ
て
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
に
魅
了
さ
れ
、
ル
ル
ー
と
も
い
っ
し
ょ
に
仕
事
を
し
、
そ
し
て
一
八
四
八
年
に
は
共
和
制
の
み
な
ら

ず
社
会
主
義
に
も
好
意
を
示
す
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
刊
行
し
、
物
議
を
か
も
し
た
の
だ
っ
た
。
な
お
、
ジ
ャ
ン
・
ル
フ
ラ
ン
『
十
九

世
紀
フ
ラ
ン
ス
哲
学
』（
川
口
茂
雄
ほ
か
訳
、白
水
社
ク
セ
ジ
ュ
、二
〇
一
四
年
）
の
一
三
二
―

一
三
六
頁
に
は
、簡
に
し
て
要
を
得
た
ル
ヌ
ー

ヴ
ィ
エ
の
人
物
と
哲
学
の
紹
介
が
あ
る
。

　

読
者
の
驚
き
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
自
身
も
ま
た
論
文
の
末
尾
で
補
足
を
加
え
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス

が
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
著
作
を
知
る
可
能
性
は
大
い
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
ル
ル
ー
か
ら
、
ま
た
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
か
ら
、

も
し
く
は
そ
の
両
方
か
ら
、同
書
を
知
る
機
会
を
マ
ル
ク
ス
は
提
供
さ
れ
た
だ
ろ
う
と
、説
得
力
あ
る
根
拠
に
も
と
づ
い
て
ブ
ロ
ッ

ク
は
推
測
し
て
い
る
。

　

驚
き
と
い
え
ば
、
こ
の
「
探
偵
の
仕
事
」
が
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
か
を
知
る
こ
と
も
、
多
少
は
読
者
を
び
っ
く
り
さ
せ
る

か
も
し
れ
な
い
。
第
二
次
大
戦
後
の
多
く
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
研
究
者
と
同
じ
く
、
ブ
ロ
ッ
ク
も
高
等
師
範
学
校
で
ア
ル
チ
ュ

セ
ー
ル
に
教
わ
っ
た
。『
パ
ン
セ
』
誌
三
八
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
へ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
寄
稿
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
も
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
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マ
ル
ク
ス
研
究
会
年
誌
二
〇
二
一

ル
と
は
親
し
く
し
て
い
た
よ
う
だ
。
と
は
い
え
前
者
の
書
き
物
は
、
後
者
と
は
異
な
り
、
実
に
手
堅
い
哲
学
史
家
の
そ
れ
で
あ
る
。

一
九
三
〇
年
生
ま
れ
の
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
バ
リ
バ
ー
ル
（
一
九
四
二
年
生
）
な
ど
（
元
）
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
派
よ
り
一
回
り
上
の
世
代
で

あ
り
、
少
な
く
と
も
彼
ら
の
よ
う
な
か
た
ち
で
は
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
影
響
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

ど
ん
な
意
義
が
ブ
ロ
ッ
ク
論
文
に
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
そ
れ
は
、
発
見
さ
れ
た
典
拠
と
の
比
較
を
つ
う
じ
て
、
マ
ル
ク
ス

自
身
に
帰
さ
れ
る
知
見
を
厳
密
に
特
定
す
る
こ
と
の
助
け
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
さ
ら
な
る
疑
問
も
生
じ
る
。
彼

は
な
ぜ
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
著
作
を
典
拠
に
選
ん
だ
の
か
。
そ
の
理
由
だ
け
で
な
く
意
味
は
何
だ
ろ
う
か
。
同
書
の
提
供
す
る
歴
史

的
情
報
が
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
好
都
合
で
あ
り
、
そ
れ
を
彼
は
自
分
の
見
解
に
あ
う
よ
う
に
改
作
し
た
と
い
う
話
に
す
ぎ
な
い
の

か
。
そ
れ
と
も
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
扱
っ
た
素
材
の
み
な
ら
ず
、
彼
が
素
材
に
施
し
た
解
釈
そ
れ
自
体
に
も
、
な
ん
ら
か
の
意
味

で
マ
ル
ク
ス
は
教
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
些
末
な
問
題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
は
専
門
外
の
石
黒

が
表
明
し
た
よ
う
な
率
直
な
疑
問
は
、
マ
ル
ク
ス
読
み
が
提
起
し
て
も
よ
い
も
の
だ
ろ
う
。『
聖
家
族
』
の
唯
物
論
史
に
は
「
マ

ル
ク
ス
独
自
の
も
の
が
幾
ら
も
あ
り
、全
体
の
テ
ー
ゼ
も
新
し
い
も
の
」で
あ
る
の
に
、マ
ル
ク
ス
は
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
叙
述
を「
ど

う
し
て
盗
用
す
る
気
に
な
っ
た
の
か
」。
た
だ
し
石
黒
は
、
こ
の
問
題
を
「
永
久
に
解
く
こ
と
が
出
来
な
い
」「
不
思
議
な
心
理
の

謎
」
だ
と
言
い
切
っ
て
済
ま
せ
た
の
だ
が
（「
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
と
…
…
」
一
〇
七
頁
）。

　

こ
の
疑
問
を
解
く
手
が
か
り
を
も
、
ブ
ロ
ッ
ク
は
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。
訳
出
さ
れ
た
論
文
で
、
マ
ル
ク
ス
は
「
あ

ブ
ロ
ッ
ク
論
文
の
意
義
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マ
ル
ク
ス
、
ブ
ロ
ッ
ク
、
史
的
唯
物
論

る
種
の
唯
物
論
の
概
念
を
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
か
ら
借
り
て
も
い
る
」
の
で
は
な
い
か
と
、
す
な
わ
ち
、
唯
心
論
者
に
よ
り

感サ

ン

シ

ュ

ア

リ

ズ

ム

覚
論
／
感
覚
主
義
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
つ
け
ら
れ
た
唯
物
論
を
扱
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
折
衷
主
義
的
唯

心
論
の
主
唱
者
ク
ー
ザ
ン
は
、
一
八
世
紀
の
感
覚
主
義
が
人
間
精
神
の
能
動
性
や
道
徳
性
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
う
と
見
な
し
た

し
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
も
そ
れ
に
は
同
意
見
で
あ
っ
た
（
本
号
七
二
頁
を
参
照
）。
た
だ
し
、
マ
ル
ク
ス
が
感
覚
主
義
＝
唯
物
論
の
概
念

を
「
借
用
」
し
た
と
ブ
ロ
ッ
ク
が
い
う
の
は
、
逆
用
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
実
際
マ
ル
ク
ス
は
、
一
八
世
紀
哲
学
の
神

学
お
よ
び
形
而
上
学
と
の
対
決
を
導
い
た
感
覚
主
義
的
唯
物
論
こ
そ
が
、
一
九
世
紀
の
社
会
主
義
お
よ
び
共
産
主
義
を
準
備
し
た

と
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

だ
が
ブ
ロ
ッ
ク
は
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
次
の
仮
説
を
提
示
す
る
。
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
提
示
し
た
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
感
覚

主
義
＝
唯
物
論
に
、
マ
ル
ク
ス
は
感
覚
と
い
う
語
に
よ
っ
て
当
時
の
彼
が
自
然
に
連
想
し
た
で
あ
ろ
う
も
の
を
、
す
な
わ
ち
、
感

性
的
人
間
か
ら
出
発
す
る「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
唯
物
論
を
再
発
見
し
た
の
で
は
な
い
か
」。
そ
の
結
果
、彼
は
最
終
的
に「
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
唯
物
論
が
一
八
世
紀
の
唯
物
論
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
よ
り
鮮
明
に
見
て
取
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
前
者
が

不
完
全
で
あ
る
と
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
」
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
「『
聖
家
族
』
に
お
け
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
へ
の
直

接
的
応
答
」
が
、
そ
の
脱
稿
の
数
か
月
後
に
ノ
ー
ト
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
か
ん
す
る
テ
ー
ゼ
」
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
実
際
に
、ブ
ロ
ッ
ク
が
提
示
し
た
文
脈
を
考
慮
し
つ
つ
『
聖
家
族
』
の
唯
物
論
史
を
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
・
テ
ー

ゼ
」
と
対
照
し
て
み
れ
ば
、
読
者
は
彼
の
仮
説
に
同
意
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

次
の
命
題
は
、
マ
ル
ク
ス
が
『
聖
家
族
』
に
お
い
て
、
唯
物
論
か
ら
社
会
主
義
や
共
産
主
義
に
引
き
継
が
れ
た
教
え
の
一
つ
と

し
て
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
。「
人
間
が
環
境
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
な
ら
ば
、
そ
の
環
境
を
人
間
的
な
も
の
に
作
り
上
げ
ね
ば

な
ら
な
い
」（M

EW
 2: 138

／
一
三
六
頁
）。
こ
れ
は
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
の
よ
う
な
一
八
世
紀
唯
物
論
者
の
教
え
の
忠
実
な
要
約
と
い
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マ
ル
ク
ス
研
究
会
年
誌
二
〇
二
一

う
よ
り
も
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
論
争
的
目
的
に
沿
っ
た
解
釈
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
ノ
・
バ
ウ
ア
ー
の
抽
象
的
で
宗
教
的
な
次
元
に
留

ま
っ
た
ま
ま
の
「
批
判
」
を
批
判
す
る
た
め
に
は
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
悪
し
き
感
覚
主
義
と
み
な
し
た
一
八
世
紀
唯
物
論
の
潮
流

を
、
神
学
や
形
而
上
学
と
の
公
然
た
る
対
立
関
係
に
お
い
て
際
立
た
せ
た
う
え
で
、
一
九
世
紀
の
社
会
主
義
や
共
産
主
義
に
結
び

つ
け
る
こ
と
が
マ
ル
ク
ス
に
は
好
都
合
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、
こ
の
目
的
を
離
れ
て
一
八
世
紀
唯
物
論
を
回
顧
し
た
と
き
、
こ
れ
を
マ
ル
ク
ス
が
援
用
す
る
よ
り
は
批
判
す
べ
き
も
の

と
再
認
識
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
つ
い
て
の
第
三
テ
ー
ゼ
は
、
一
見
す
る
と
、
い
ま
引
用
し
た
『
聖

家
族
』
の
命
題
の
再
述
だ
が
、
し
か
し
一
八
世
紀
唯
物
論
の
命
題
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
見
解
を
明
確
に
区
別
す
る
も
の
で
あ

る
。「
唯
物
論
的
学
説
は
、
人
間
は
環
境
と
教
育
の
産
物
で
あ
る
と
…
…
教
え
る
」。
そ
の
一
方
で
、
こ
の
学
説
が
「
忘
れ
て
」
い

る
「
環
境
が
ほ
か
で
も
な
い
人
間
に
よ
っ
て
作
り
変
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
教
育
者
自
身
が
教
育
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

い
う
実
践
的
要
請
を
含
む
の
が
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
唯
物
論
な
の
で
あ
る
。

　

マ
ル
ク
ス
が
「
テ
ー
ゼ
」
で
批
判
し
た
従
来
の
唯
物
論
に
つ
い
て
、
佐
藤
春
吉
は
、
そ
の
理
論
的
お
よ
び
実
践
的
立
場
を
「
啓

蒙
主
義
」
と
し
て
特
徴
づ
け
た
。
佐
藤
に
よ
れ
ば
「
啓
蒙
主
義
」
は
、
観
念
論
と
唯
物
論
を
外
的
に
対
立
さ
せ
る
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

的
二
元
論
」
に
依
拠
し
て
お
り
、こ
の
基
本
認
識
か
ら
、矛
盾
を
観
念
的
な
も
の
に
還
元
す
る
理
論
的
態
度
や
、社
会
変
革
を
「
偽

り
」
の
「
暴
露
」
や
「
真
理
の
普
及
」
と
同
一
視
す
る
実
践
的
態
度
も
ま
た
出
て
く
る
（「〝
啓
蒙
主
義
〟批
判
と
マ
ル
ク
ス
」、
岩
崎
允
胤

編
『
科
学
の
方
法
と
社
会
認
識
』
汐
文
社
、一
九
七
九
年
、二
四
〇
―

二
四
一
頁
）。「
啓
蒙
主
義
」
の
立
場
に
留
ま
っ
て
い
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
を
含
む
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
批
判
者
た
ち
と
は
対
照
的
に
、
マ
ル
ク
ス
は
『
ヘ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
』
以
来
、
一
貫
し
て
「
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
的
二
元
論
」
に
反
対
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
啓
蒙
主
義
」
を
克
服
し
、
実
践
的
唯
物
論
の
立
場
を
確
立

し
え
た
の
だ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
佐
藤
の
論
旨
は
お
お
む
ね
賛
同
で
き
る
も
の
だ
が
、
し
か
し
疑
問
の
余
地
を
残
さ
な
い
わ
け
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マ
ル
ク
ス
、
ブ
ロ
ッ
ク
、
史
的
唯
物
論

で
は
な
い
。「
啓
蒙
主
義
」
の
批
判
者
マ
ル
ク
ス
と
い
う
筋
書
き
に
お
い
て
、
彼
が
『
聖
家
族
』
で
一
八
世
紀
唯
物
論
を
大
体
に

お
い
て
肯
定
的
に
援
用
し
た
こ
と
は
、
ど
う
説
明
が
つ
く
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
疑
問
を
解
く
手
が
か
り
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
論
文

が
与
え
て
く
れ
て
い
る
。『
聖
家
族
』
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
は
、啓
蒙
の
世
紀
に
お
け
る
感
覚
論
的
唯
物
論
か
ら
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
の
感
性
的
唯
物
論
へ
と
い
う
展
望
を
描
い
て
い
た
か
ぎ
り
で
、
前
者
に
も
肩
入
れ
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
ま
も
な
く
マ
ル
ク
ス
は
一
八
世
紀
唯
物
論
の
限
界
に
気
づ
き
、
同
時
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

の
唯
物
論
の
限
界
を
発
見
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、
第
一
テ
ー
ゼ
に
お
い
て
「
こ
れ
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
唯
物
論

―
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
そ
れ
も
含
む

―
の
主
要
な
欠
点
」
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
く
だ
り
に
お
い
て
は
、
手
稿
の

標
題

―
原
文
ど
お
り
に
呼
べ
ば
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
つ
い
てad Feuerbach

」

―
が
与
え
る
印
象
も
あ
い
ま
っ
て
、

マ
ル
ク
ス
が
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
「
こ
れ
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
唯
物
論
」
の
代
表
格
と
し
て
位
置
づ
け
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
だ
が
ブ
ロ
ッ
ク
の
読
解
に
し
た
が
え
ば
、
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
同
時
に
、
と
り
わ
け
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
唯
物

論
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
状
況
証
拠
と
し
て
、ブ
ロ
ッ
ク
は
次
の
点
に
も
注
意
を
促
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は『
聖

家
族
』
で
は
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
や
ド
ル
バ
ッ
ク
を
（
く
わ
え
て
功
利
主
義
の
代
名
詞
た
る
ベ
ン
サ
ム
を
も
）
肯
定
的
に
引
用
し
て
い
た
が
、

し
か
し
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
諸
草
稿
以
降
に
は
批
判
的
に
し
か
彼
ら
を
参
照
し
な
く
な
る
。

　

こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
第
一
テ
ー
ゼ
が
マ
ル
ク
ス
の
思
想
形
成
の
過
程
に
お
い
て
も
つ
意
義
も
ま
た
、
よ
り
理
解
し

や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。
第
一
テ
ー
ゼ
に
よ
れ
ば
、
現
実
や
感
性
を
「
客
体
」
や
「
直
観
」
の
形
式
で
し
か
把
握
し
な
い
の
が
「
こ

れ
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
唯
物
論
」
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
そ
れ
ら
を
「
実
践
と
し
て
」「
主
体
的
に
」
も
把
握
す
る
の
が
真
の
（
つ

ま
り
マ
ル
ク
ス
自
身
の
）
唯
物
論
で
あ
る
。
こ
の
対
比
の
意
味
そ
の
も
の
は
、
こ
れ
に
続
く
一
〇
の
テ
ー
ゼ
を
も
っ
て
マ
ル
ク
ス
自

身
が
示
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、
日
本
語
で
も
多
く
の
解
説
が
書
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
新
し
い
唯
物
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論
を
自
分
自
身
の
立
場
と
し
て
引
き
受
け
る
ま
え
に
、
マ
ル
ク
ス
は
ま
ず
『
聖
家
族
』
に
お
い
て
、
こ
の
立
場
を
唯
物
論
の
一
潮

流
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
帰
結
と
し
て
提
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
唯
物
論
は
、
人
間
の
本
来
的
諸
能
力
を
環
境
の
産
物
と

し
て
基
礎
づ
け
る
と
こ
ろ
ま
で
は
進
ん
だ
。し
か
し
そ
こ
か
ら
、マ
ル
ク
ス
自
身
が
立
て
た
い
と
思
っ
て
い
る
命
題
を
、す
な
わ
ち
、

人
間
を
作
る
環
境
そ
の
も
の
を
人
間
ら
し
い
も
の
に
変
革
す
る
の
は
人
間
自
身
で
あ
る
と
い
う
命
題
を
導
き
出
し
た
者
は
い
な

い
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
で
さ
え
そ
う
し
な
か
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
を
マ
ル
ク
ス
が
自
分
自
身
の
唯
物
論
的
命
題
と
し
て
は
っ
き

り
と
打
ち
出
す
に
い
た
っ
た
の
は
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
か
ら
素
材
を
借
り
つ
つ
唯
物
論
史
を
書
く
試
み
を
き
っ
か
け
と
し
て
で
あ
っ

た
。
そ
の
意
味
で
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
こ
の
試
み
が
「
肯
定
的
意
味
で
も
否
定
的
意
味
に
お
い
て
も
」
重
要
だ
っ
た
と
、
つ
ま
り
マ
ル

ク
ス
が
彼
独
自
の
立
場
を
自
覚
し
、
か
つ
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
か
ら
断
絶
す
る
と
い
う
「
重
要
な
契
機
」
を
な
し
た
の
だ
と
述
べ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
重
要
な
契
機
」
は
、
の
ち
に
『
経
済
学
批
判
』
序
言
に
お
い
て
述
懐
さ
れ
る
「
哲
学
的
良
心
の
清
算
」
を

マ
ル
ク
ス
が
い
か
に
成
し
遂
げ
た
か
を
教
え
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
聖
家
族
』
の
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
へ
の
傾
倒
が
つ
よ
い
と
さ
れ
る
」（
渡
辺
憲
正
『
近
代
批
判
と
マ
ル
ク

ス
』
青
木
書
店
、
一
九
八
九
年
、
一
八
五
頁
）。
だ
が
こ
の
通
念
と
は
対
照
的
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
は
同
書
の
唯
物
論
史
に
、
マ
ル
ク
ス
を
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
か
ら
離
反
さ
せ
る
契
機
を
も
発
見
し
た
の
だ
っ
た

―
そ
れ
が
同
書
の
執
筆
か
ら
や
や
遅
れ
て
実
現
す
る
契
機
で

あ
っ
た
と
し
て
も
。
そ
の
よ
う
に
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、
彼
自
身
の
実
践
的
唯
物
論
へ
の
飛
躍
を
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
さ
に
こ
の
発
見
こ
そ
が
ブ
ロ
ッ
ク
論
文
の
真
価
で
あ
る
。
彼
の
発
見
は
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
・
テ
ー
ゼ
」
を
『
ド
イ
ツ
・

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
諸
草
稿
に
関
連
づ
け
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
『
聖
家
族
』
の
唯
物
論
史
と
と
も
に
読
む
こ
と
の
重
要
性
を
明

ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
か
ら
の
断
絶
が
、
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
を
め
ぐ
る
彼
の
立
場
転
換

と
ど
れ
ほ
ど
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
を
示
す
た
め
の
有
力
な
根
拠
を
提
示
し
た
。
ひ
い
て
は
、
若
き
マ
ル
ク
ス
と
フ
ラ
ン
ス
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ス
、
ブ
ロ
ッ
ク
、
史
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唯
物
論

の
思
想
状
況
と
の
接
点

―
ブ
ロ
ッ
ク
自
身
も
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
と
く
に
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
と
の
接
点

―
を
よ
り
広

い
視
野
で
探
る
た
め
に
も
、
ブ
ロ
ッ
ク
論
文
は
助
け
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

新
Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
第
一
部
第
四
巻
（
近
刊
）
の
編
集
者
で
あ
る
ロ
ー
ト
と
ヴ
ェ
ッ
ク
ヴ
ェ
ア
ト
も
ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
論
文
に
依
拠
す

る
か
た
ち
で
、『
聖
家
族
』
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
史
に
関
す
る
記
述
が
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
著
作
か
ら
借
用
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
新
Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
が
提
供
す
る
情
報
に
よ
っ
て
も
、
す
な
わ
ち
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
『
手
引
き
』

が
マ
ル
ク
ス
自
身
の
「
一
八
四
四
年
か
ら
一
八
四
七
年
ま
で
の
手
帳
」
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
補
強
さ
れ
る
。
こ
の

手
帳
を
収
録
し
た
一
九
九
八
年
刊
行
の
第
四
部
第
三
巻
の
編
集
者
た
ち
も
、
解
題
で
ブ
ロ
ッ
ク
論
文
に
言
及
し
て
い
る
（M

EGA 

IV.3: 6, 512

）。

　

と
く
に
興
味
深
い
の
は
、こ
の
「
手
帳
」
に
、ベ
ン
サ
ム
、エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
、ド
ル
バ
ッ
ク
、フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
、ホ
ッ
ブ
ズ
、ロ
ッ

ク
と
い
っ
た
唯
物
論
者
あ
る
い
は
功
利
主
義
者
の
著
作
が
リ
ス
ト
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
四
部
第
三
巻
の
編
集
者
た
ち

は
、
こ
れ
ら
の
著
作
を
マ
ル
ク
ス
が
『
聖
家
族
』
執
筆
の
最
終
過
程
で
入
手
し
、
そ
こ
か
ら
の
引
用
を
、
一
八
四
四
年
一
一
月
こ

ろ
に
追
加
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
注
記
（M

EW
 2: 140-141

／
一
三
八
―

一
四
〇
頁
）
の
な
か
に
挿
入
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
（M

EGA 

IV.3: 12, 487

）。
と
り
わ
け
こ
の
事
実
は
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
唯
物
論
史
と
マ
ル
ク
ス
自
身
の
そ
れ
を
比
較
検
討
す
る
う
え
で
も
重

要
か
も
し
れ
な
い
。
ブ
ロ
ッ
ク
も
ま
た
「
一
八
四
四
年
か
ら
一
八
四
七
年
ま
で
の
手
帳
」
そ
の
も
の
は
参
照
せ
ず
し
て
、
こ
の
注

新
Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
と
ブ
ロ
ッ
ク
論
文
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記
が
あ
と
で
書
き
足
さ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
と
推
測
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
は
「
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
を
読
ん
だ
あ
と

で
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
彼
の
著
作
に
も
と
づ
い
て
自
分
の
テ
ク
ス
ト
を
書
い
た
あ
と
で
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
が
扱
っ
た
諸
命
題
を
含

む
原
典
に
み
ず
か
ら
取
り
組
む
べ
き
だ
と
感
じ
た
」（
本
号
六
五
頁
）
が
ゆ
え
に
、
こ
の
注
記
を
追
加
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

第
四
部
第
三
巻
の
編
集
者
た
ち
は
、
マ
ル
ク
ス
が
み
ず
か
ら
の
史
的
唯
物
論
を
仕
上
げ
て
い
っ
た
過
程
が
「
空
白
の
な
か
で
生

じ
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
強
調
し
つ
つ
、
こ
の
過
程
に
光
を
照
射
す
る
テ
ク
ス
ト
の
一
つ
と
し
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
つ
い

て
の
書
き
つ
け
を
含
ん
だ「
一
八
四
四
年
か
ら
一
八
四
七
年
ま
で
の
手
帳
」を
位
置
づ
け
る
（M

EGA IV.3: 473

）。
た
だ
し
彼
ら
は
、

マ
ル
ク
ス
が
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
へ
の
態
度
を
翻
す
ま
で
の
経
過
を
お
も
に
手
紙
に
よ
り
再
構
成
し
た
あ
と
で
、
そ
の
延
長
線
上

に
「
手
帳
」
を
置
く
に
留
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
経
過
の
中
間
部
分
を
な
す
『
聖
家
族
』
の
執
筆
が
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
か
に
つ

い
て
は
考
察
し
て
い
な
い
（473-479
）。「
手
帳
」
と
『
聖
家
族
』
と
の
関
連
性
は
、
も
っ
と
詳
し
く
調
べ
る
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
り
公
式
化
さ
れ
た
「
史
的
唯
物
論
」
と
の
違
い
に
つ
い
て
も
、
ブ
ロ
ッ
ク
論
文
は
新

Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
と
と
も
に
重
要
な
情
報
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。
後
年
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
一
八
四
四
年
夏
の
パ
リ
で
出
会
っ
た
際
に

自
分
と
マ
ル
ク
ス
が
「
あ
ら
ゆ
る
理
論
的
領
域
に
お
い
て
完
全
に
一
致
」
し
て
お
り
、
そ
の
時
か
ら
「
共
同
作
業
」
が
始
ま
っ
た

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
ブ
ロ
ッ
ク
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
『
空
想
か
ら
科
学
へ
』
の
英
語
版
序
文

（
一
八
九
二
年
）に
お
い
て
近
代
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的
起
源
に
つ
い
て
の
箇
所
を『
聖
家
族
』か
ら
引
用
し
た
さ
い
、

マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
史
が
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
『
手
引
き
』
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
。
ブ
ロ
ッ
ク
そ
し
て
新

Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
編
集
者
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
『
聖
家
族
』
は
マ
ル
ク
ス
の
主
導
下
で
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
マ

ル
ク
ス
担
当
の
三
一
二
ペ
ー
ジ
に
対
し
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
そ
れ
は
わ
ず
か
二
五
ペ
ー
ジ
ほ
ど
だ
っ
た
。
彼
ら
の
実
質
的
な
協
働
は

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
の
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
諸
草
稿
の
共
同
執
筆
に
は
じ
ま
る
。
こ
う
し
て
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
唯
物
論
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、
史
的
唯
物
論

史
が
、
後
年
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
を
批
判
す
る
か
た
ち
で
定
式
化
し
た
「
史
的
唯
物
論
」
と
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き

こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
の
成
立
史
の
観
点
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。

　

日
本
の
研
究
者
た
ち
は
、
比
較
的
早
い
う
ち
に
ブ
ロ
ッ
ク
論
文
を
知
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
を
、
積
極
的
な
意
味
で
読
ん
だ
と
は

い
え
る
だ
ろ
う
か
。

　

日
本
の
マ
ル
ク
ス
研
究
者
た
ち
が
ブ
ロ
ッ
ク
論
文
を
最
初
に
知
っ
た
き
っ
か
け
は
、
論
文
が
載
っ
た
一
九
七
七
年
二
月
の
『
パ

ン
セ
』
誌
を
じ
か
に
読
ん
だ
の
で
な
け
れ
ば
、
先
に
紹
介
し
た
石
黒
の
報
告
を
つ
う
じ
て
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
石
黒
の
短
信

か
ら
一
年
後
、
一
九
八
二
年
七
月
の
『
季
報
唯
物
論
研
究
』
第
六
号
に
、
平
等
文
博
に
よ
る
四
ペ
ー
ジ
の
「
要
約
紹
介
」
が
載
っ

た
。
さ
ら
に
翌
年
に
は
石
井
伸
男
が
、
論
文
「
マ
ル
ク
ス
の
「
唯
物
論
」
概
念
」
に
お
い
て
ブ
ロ
ッ
ク
論
文
に
短
く
言
及
し
て
い

る
（
唯
物
論
研
究
協
会
編
『
唯
物
論
研
究
』
第
八
号
、
一
九
八
三
年
五
月
）。
だ
が
そ
の
後
、
日
本
の
研
究
者
の
あ
い
だ
に
ブ
ロ
ッ
ク
の
発
見

を
採
り
入
れ
る
機
運
は
生
じ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

お
そ
ら
く
唯
一
の
例
外
が
、
田
畑
稔
『
マ
ル
ク
ス
と
哲
学
』（
新
泉
社
、
二
〇
〇
四
年
）
で
あ
る
。『
聖
家
族
』
の
唯
物
論
史
を
扱
っ

た
一
節
（
三
〇
八
―

三
一
八
頁
）
に
お
い
て
、
田
畑
は
ブ
ロ
ッ
ク
の
功
績
を
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
に
帰
さ
れ
る
知
見
と
マ
ル
ク
ス
に
独

自
の
洞
察
と
を
「
比
較
的
厳
密
に
弁
別
」
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
点
に
認
め
て
い
る
（
三
〇
九
頁
）。
そ
の
一
方
で
「
比
較
的
」

と
い
う
語
の
使
用
か
ら
予
期
さ
れ
る
よ
う
に
、
田
畑
は
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
読
解
に
異
論
を
呈
し
、
ま
た
補
足
を
加
え
て
も
い
る
（
マ

読
ま
れ
ざ
る
ブ
ロ
ッ
ク
論
文
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ル
ク
ス
の
唯
物
論
史
に
ス
ピ
ノ
ザ
が
登
場
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
な
ど
）。
田
畑
自
身
の
知
見
に
は
教
え
ら
れ
る
が
、
彼
の
議
論
に
ブ
ロ
ッ
ク

論
文
の
成
果
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
見
な
し
が
た
い
。

　

と
り
わ
け
次
の
指
摘
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
発
見
と
重
な
り
合
う
部
分
が
あ
る
と
は
い
え
、
田
畑
自
身
の
卓
見
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

『
聖
家
族
』の
と
く
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
的
な
箇
所
と
し
て
、ベ
ー
コ
ン
と
ホ
ッ
ブ
ズ
が
扱
わ
れ
る
く
だ
り
に
田
畑
は
注
目
す
る
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
『
近
世
哲
学
史
』（
ド
イ
ツ
語
版
『
新
全
集
』
第
三
巻
、
福
村
出
版
『
全
集
』
第
五
巻
）
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
抽
象
的
な

物
質
観
に
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
者
の
「
感
性
的
物
質
」
を
対
置
し
た
。
こ
れ
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
マ
ル
ク
ス
は
、
ベ
ー
コ
ン
に
お
け

る
「
人
間
と
物
質
の
素
朴
一
体
性
」
が
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
い
て
「
悟
性
的
分
裂
」
を
き
た
し
、
さ
ら
に
は
ロ
ッ
ク
お
よ
び
一
八
世
紀

フ
ラ
ン
ス
の
感
覚
論
者
た
ち
を
へ
て
「
人
間
と
物
質
の
媒
介
的
高
次
的
統
一
」
と
し
て
の
（
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
的
な
）
共
産
主
義
に

い
た
る
筋
を
描
い
た
の
だ
と
田
畑
は
説
明
す
る（『
マ
ル
ク
ス
と
哲
学
』三
一
五
頁
）。こ
れ
は
ブ
ロ
ッ
ク
も
指
摘
し
て
い
な
い
点
で
あ
り
、

マ
ル
ク
ス
が
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
い
か
に
援
用
し
た
か
を
示
す
一
事
例
と
し
て
興
味
深
い
。

　

だ
が
そ
の
一
方
で
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
マ
ル
ク
ス
が
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
的
唯
物
論
を
読
み
込
ん
だ

こ
と
だ
け
で
な
く
、
こ
の
こ
と
が
最
終
的
に
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
的
唯
物
論
か
ら
離
れ
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
た
こ
と
を
発
見

し
て
い
る
。
後
者
は
ブ
ロ
ッ
ク
の
も
っ
と
も
重
要
な
発
見
と
い
う
べ
き
だ
が
、
こ
の
発
見
に
田
畑
は
教
え
ら
れ
て
は
い
な
い
し
、

自
分
自
身
で
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
田
畑
は
『
聖
家
族
』
と
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
・
テ
ー
ゼ
」
と
で
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
た
い
す
る
マ
ル
ク
ス
の
態
度
が
逆
転
し
て
い
る
こ
と
を
、
た
だ
確
認
す
る
だ
け
に
留
ま
っ
て
い
る
（『
マ
ル

ク
ス
と
哲
学
』
三
一
八
―

三
一
九
頁
）。

　

初
期
マ
ル
ク
ス
を
扱
っ
た
他
の
日
本
語
の
著
作
を
い
く
つ
か
調
べ
て
み
て
も
、フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
か
ら
の
離
反
の
契
機
を『
聖

家
族
』
に
探
ろ
う
と
す
る
試
み
は
見
当
た
ら
な
い
。
石
井
伸
男
は
『
聖
家
族
』
の
唯
物
論
史
を
、
一
八
四
三
年
に
『
ヘ
ー
ゲ
ル
国
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法
論
批
判
』
で
定
式
化
さ
れ
た
「
市
民
社
会
の
唯
物
論
」
の
「
哲
学
史
上
の
形
態
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
」
と
し
て
位
置
づ
け

る
（『
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
問
題
』
御
茶
の
水
書
房
、二
〇
〇
二
年
、一
〇
七
頁
）。
つ
ま
り
『
聖
家
族
』
は
、『
国
法
論
批
判
』
か
ら
「
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
・
テ
ー
ゼ
」
に
至
る
マ
ル
ク
ス
の
思
想
的
発
展
と
い
う
筋
書
き
の
な
か
の
一
挿
話
と
し
て
し
か
扱
わ
れ
な
い
。
だ

が
逆
に
、
渡
辺
憲
正
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
『
聖
家
族
』
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
は
「
自
己
意
識
の
哲
学
の
止
揚
」
を
実
質
的
に
は
完

遂
し
て
い
た
（『
近
代
批
判
と
マ
ル
ク
ス
』
一
八
五
頁
）。
疎
外
を
主
題
と
す
る
研
究
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
岩
淵
慶
一
も
ま
た
『
聖
家

族
』
と
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
諸
草
稿
と
の
あ
い
だ
に
「
本
質
的
な
連
続
性
」
を
見
出
し
て
い
る
（『
増
補 

マ
ル
ク
ス
の
疎
外
論
』

時
潮
社
、
二
〇
一
二
年
、
一
〇
八
頁
）。
こ
こ
で
も
『
聖
家
族
』
に
固
有
の
意
義
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ほ
ぼ
排
他
的

に
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
に
の
み
マ
ル
ク
ス
の
思
想
的
転
換
が
見
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
不
可
分
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
一
方
で
、
佐
々
木
隆
治
は
『
聖
家
族
』
が
マ
ル
ク
ス
の
一
転
機
を
な
す
こ
と
に
留
意
し
て
い
る
。「
テ
ー
ゼ
」
以
前
の
マ

ル
ク
ス
に
は
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
的
直
観
に
実
践
を
対
置
し
て
批
判
す
る
と
い
う
発
想
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
」
と
指
摘
し

た
う
え
で
、
佐
々
木
は
註
に
よ
り
「『
聖
家
族
』
に
お
い
て
も
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
的
な
感
性
的
直
観
へ
の
肯
定
的
言
及
が
見
ら

れ
る
」
と
言
い
加
え
て
い
る
（『
新
版 

マ
ル
ク
ス
の
物
象
化
論
』
堀
之
内
出
版
、二
〇
二
一
年
、七
〇
―

七
一
頁
）。
こ
の
指
摘
か
ら
も
ま
た
「
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
・
テ
ー
ゼ
」
を
『
聖
家
族
』
と
と
も
に
読
む
べ
き
こ
と
の
示
唆
が
得
ら
れ
る
。
た
だ
し
佐
々
木
は
、
こ
の
よ
う
な

『
聖
家
族
』
の
読
み
方
を
み
ず
か
ら
実
践
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

要
す
る
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
論
文
の
成
果
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
最
重
要
の
部
分
は
、
日
本
語
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
研
究
に
は
い
ま
だ

採
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
た
び
掲
載
さ
れ
る
ブ
ロ
ッ
ク
論
文
の
翻
訳
は
、
研
究
の
発
展

に
大
い
に
資
す
る
だ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
ブ
ロ
ッ
ク
自
身
は
、
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
を
ど
う
理
解
し
た
の
か
。

　
『
聖
家
族
』
の
唯
物
論
史
そ
の
も
の
を
「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
」
な
そ
れ
と
み
な
す
通
説
を
、
ブ
ロ
ッ
ク
は
み
ず
か
ら
の
発
見

―
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
の
主
要
部
分
が
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
哲
学
史
の
剽
窃
で
あ
る
こ
と

―
に
も
と
づ
い
て
否
定
し
た
。
彼
は
フ

ラ
ン
ス
大
学
出
版
局
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
ク
セ
ジ
ュ
に
収
め
ら
れ
た
概
説
書
に
お
い
て
も
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
」

唯
物
論
史
と
し
て
読
む
べ
き
で
は
な
い
と
厳
に
戒
め
て
い
る
（
谷
川
多
佳
子
・
津
崎
良
典
訳
『
唯
物
論
』
白
水
社
ク
セ
ジ
ュ
、
二
〇
一
五
年
、

原
書
第
二
版
一
九
九
五
年
、
三
七
―

三
八
頁
）。

　

た
だ
し
ブ
ロ
ッ
ク
は
ま
た
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
含
ま
れ
る
マ
ル
ク
ス
に
独
自
の
唯
物
論
的
着
想
に
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
注
意
を

払
っ
て
い
る
。
こ
の
着
想
を
呼
び
表
す
た
め
に
こ
そ
、
彼
は
訳
出
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
「
史
的
唯
物
論
」
あ
る
い
は
「
マ
ル
ク

ス
主
義
的
」
唯
物
論
と
い
う
語
を
用
い
た
の
だ
っ
た
。
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
着
想
で
あ
る
。「
実
践
こ
そ

が
理
論
の
真
の
基
礎
で
あ
る
以
上
、社
会
主
義
や
共
産
主
義
こ
そ
が
唯
物
論
の
真
理
な
の
だ
」（
本
号
六
九
頁
）。
し
た
が
っ
て
ブ
ロ
ッ

ク
の
立
場
は
、
マ
ル
ク
ス
が
彼
自
身
の
手
で
マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
論
史
を
叙
述
し
た
と
い
う
通
説
は
否
定
す
る
も
の
の
、
彼
の

思
想
を
史
的
唯
物
論
ま
た
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
論
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
自
体
は
拒
否
し
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
ブ
ロ
ッ
ク
は
史
的
唯
物
論
を
「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
」
な
唯
物
論
史
な
る
も
の
か
ら
切
り
離
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

な
い
。
彼
の
い
う
史
的
唯
物
論
は
、
現
実
の
歴
史
を
め
ぐ
る
体
系
的
な
観
念
と
し
て
の
「
唯
物
論
」
か
ら
も
、
す
な
わ
ち
、
エ
ン

ゲ
ル
ス
の
『
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
』
以
来
、
唯
物
論
的
「
歴
史
観Anschauung der G

eschichte

」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の

史
的
唯
物
論
の
再
発
見
の
た
め
に
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か
ら
も
区
別
さ
れ
る
。
一
九
八
三
年
の
学
会
報
告
に
も
と
づ
く
論
稿
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
が
マ
ル
ク
ス
の
史
的

唯
物
論
と
呼
ぶ
の
は
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
・
テ
ー
ゼ
」
で
い
わ
れ
る
「
新
し
い
唯
物
論
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
唯
物
論

が
「
史
的
」
と
形
容
さ
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
そ
れ
が
「
歴
史
を
対
象
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
み
ず
か
ら
の
領
分
、
模
範
、
着
想
を
歴

史
に
見
出
す
」
点
に
あ
る
（M

atière à histoires , p. 455

）。
ま
た
前
出
の
概
説
書
に
お
い
て
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
は
「
何
に
で
も
応
答

す
る
が
結
局
の
と
こ
ろ
そ
の
敵
対
者
の
分
身
で
し
か
な
い
よ
う
な
完
結
し
た
唯
物
論
」
を
拒
み
、む
し
ろ
「
問
い
を
発
し
つ
づ
け
、

ま
た
問
い
の
対
象
に
も
な
る
唯
物
論
」
こ
そ
が
観
念
論
に
た
い
す
る
優
位
の
確
保
に
成
功
し
う
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
（『
唯
物

論
』
一
九
三
頁
）。
つ
ま
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
史
的
唯
物
論
と
は
自
己
完
結
的
な
唯
物
史
観
で
は
な
く
、
一
言
で
い
え
ば
、
問

題
に
接
近
す
る
方
法
の
こ
と
を
指
す
。
彼
が
マ
ル
ク
ス
自
身
に
帰
す
「
唯
物
論
」
と
は
、
方
法
と
し
て
の
史
的
唯
物
論
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
の
み
で
あ
る
。

　

だ
が
そ
の
一
方
で
、
ブ
ロ
ッ
ク
は
『
聖
家
族
』
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
を
、
Ｆ
・
Ａ
・
ラ
ン
ゲ
『
唯
物
論
史
』（
一
八
六
六
年
）

と
と
も
に
、唯
物
論
史
の
「
古
典
的
著
作
」
に
数
え
入
れ
て
も
い
る
（『
唯
物
論
』
三
六
―

四
二
頁
）。
こ
の
こ
と
は
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。

ど
ち
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
も
固
有
の
欠
点
が
あ
る
と
ブ
ロ
ッ
ク
が
留
保
を
加
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ

―
前
者
は
著
者
独
自
の
歴

史
叙
述
で
は
な
く
、そ
し
て
後
者
は
「
数
多
の
誤
解
、不
確
実
さ
、そ
し
て
脱
線
」（
四
二
頁
）
を
含
ん
で
い
る
と
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

た
ん
に
彼
は
、
す
で
に
不
動
と
な
っ
た
テ
ク
ス
ト
の
地
位
を
追
認
し
つ
つ
も
、
せ
め
て
し
か
る
べ
き
修
正
を
そ
れ
に
加
え
る
た
め

に
、マ
ル
ク
ス
や
ラ
ン
ゲ
の
テ
ク
ス
ト
を
「
古
典
」
と
し
て
扱
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
理
解
す
る
の
は
筋
が
通
る
。

し
か
し
同
時
に
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
少
な
く
と
も
マ
ル
ク
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
他
の
狙
い
を
も
込
め
つ
つ
そ
う
扱
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。

　

他
の
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
的
潮
流
と
同
様
、唯
物
論
も
ま
た
多
様
で
あ
る
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
唯
物
論
が
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
そ
れ
と
、
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マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
が
一
八
世
紀
の
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
た
ち
の
そ
れ
と
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
そ
れ
ら
を
唯
物
論
と
い
う
同

じ
名
辞
で
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
た
い
し
て
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
前
出
の
概
説
書
で
、
い
わ
ば
、
そ
れ
ら
が
被
る
共

通
の
運
命
を
答
え
と
し
て
示
す
。
古
代
以
来
、
唯
物
論
（
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
呼
称
）
は
、
軽
蔑
の
た
め
に
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な

思
想
を
非
難
し
た
り
忌
避
し
た
り
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
点
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
ブ
ロ
ッ
ク
は
唯
物
論
を
「
被
支
配

者
の
哲
学
」
と
規
定
し
た
。
彼
い
わ
く
、
支
配
的
な
思
想
や
観
念
に
た
い
し
て
唯
物
論
者
が
と
り
う
る
（
そ
し
て
現
に
と
っ
て
き
た
）

戦
略
は
、
前
者
に
「
服
従
」
し
つ
つ
釈
明
や
弁
解
を
加
え
る
か
、
あ
え
て
「
抵
抗
と
挑
発
」
を
試
み
る
か
の
二
者
択
一
で
あ
っ
た

（『
唯
物
論
』
二
一
―

二
二
頁
）。

　

こ
う
し
て
、
唯
物
論
が
本
領
と
す
る
の
は
、
支
配
的
な
思
想
や
観
念
に
よ
っ
て
危
険
視
さ
れ
、
抑
圧
さ
れ
る
原
理
や
概
念
に
、

あ
え
て
声
を
授
け
よ
う
と
い
う
企
て
で
あ
る
。
支
配
的
思
想
が
霊
魂
の
不
滅
の
よ
う
な
教
義
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
時
代

に
は
間
違
い
な
く
そ
う
だ
っ
た
し
、
現
代
で
も
あ
る
程
度
は
そ
う
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
ブ
ロ
ッ
ク
は
唯
物
論
の
本
質
を
理
解

し
た
し
、
近
年
に
刊
行
さ
れ
た
唯
物
論
の
古
典
的
テ
ク
ス
ト
の
選
集
（
二
〇
二
一
年
に
逝
去
し
た
彼
の
遺
著
と
な
っ
た
）
で
は
、
こ
の
考

え
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ロ
ッ
ク
は
同
書
に
『
悪
の
花
束
』
と
い
う
標
題
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た

―

い
う
ま
で
も
な
く
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
集
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
（O. Bloch, U

n bouquet de fleurs du m
al: Anthologie de textes 

m
atérialistes d'Aristote à M

arx , Paris: Pocket, 2019

）。

　

ま
さ
に
『
聖
家
族
』
に
お
け
る
唯
物
論
史
の
叙
述
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
が
「
被
支
配
者
の
哲
学
」
と
呼
ぶ
企
て
の
一
例
で
あ
り
、
も

ち
ろ
ん
急
進
的
な
部
類
に
属
す
る
一
例
で
あ
る
。
叙
述
の
素
材
そ
の
も
の
を
み
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
貢
献
は
限
定
的
だ
。
し

か
し
な
が
ら
、
典
拠
の
著
者
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
と
は
反
対
の
意
図
の
た
め
に
し
ば
し
ば
素
材
を
利
用
し
つ
つ
、
マ
ル
ク
ス
は
支
配
的

観
念
に
挑
み
か
か
っ
た
の
で
あ
る

―
た
だ
し
こ
の
場
合
は
、
ブ
ル
ー
ノ
・
バ
ウ
ア
ー
の
社
会
主
義
批
判
に
反
映
さ
れ
た
支
配
的
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ロ
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観
念
に
た
い
し
て
。
こ
の
挑
戦
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
狙
い
を
も
、
訳
出
さ
れ
た
ブ
ロ
ッ
ク
の
論
文
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
い

わ
く
、
バ
ウ
ア
ー
の
批
判
を
つ
う
じ
て
マ
ル
ク
ス
が
闘
争
を
挑
ん
だ
の
は
「
唯
物
論
に
か
ん
す
る
通
念
」
す
な
わ
ち
「
唯
物
論
か

ら
は
「
社
会
主
義
」
や
「
共
産
主
義
」
で
は
な
く
、
そ
の
反
対
の
も
の
、
個
人
主
義
や
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
が
導
き
出
さ
れ
る
」
と

い
う
通
念
に
た
い
し
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
通
念
は
、
唯
心
論
者
や
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
社
会
主
義
者
や
共
産
主

義
者
に
も
概
し
て
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
共
有
さ
れ
た
偏
見
を
、マ
ル
ク
ス（
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
）は『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』諸
草
稿
で
さ
ま
ざ
ま
な
論
敵
に
見
出
し
、

そ
の
つ
ど
攻
撃
を
加
え
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
高
尚
な
社
会
主
義
を
フ
ラ
ン
ス
の
低
俗
な
共
産
主
義
か
ら
区
別
す
る
た
め
に
、
後
者

が
人
間
を
「
粗
野
な
物
質
へ
の
依
存
状
態
」
に
陥
れ
る
と
主
張
し
た
『
ラ
イ
ン
年
誌
』
の
一
寄
稿
者
Ｆ
・
Ｈ
・
ゼ
ミ
ッ
ヒ
に
対
し
て
、

彼
の
よ
う
な
「
真
正
社
会
主
義
者
」
に
は
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
と
く
に
物
質
が
気
に
障
る
」
の
だ
と
マ
ル
ク
ス
ら
は
指
摘
す
る

（M
EGA I.5: 520; M

EW
 3: 446-447

／
四
九
七
―

四
九
八
頁
）。
表
向
き
は
唯
物
論
の
側
に
立
つ
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
実
際
に
は
抽

象
的
次
元
で
し
か
感
性
的
人
間
を
扱
え
な
い
の
で
、
た
と
え
ば
「
働
き
す
ぎ
で
腺
病
や
結
核
を
患
う
飢
え
た
人
々
の
群
れ
」
を
見

る
と
「
彼
は
「
よ
り
高
尚
な
見
方
」
や
理
想
的
な
「
類
の
調
整
」
へ
と
逃
避
す
る
し
か
な
く
な
る
」（25; 45

／
四
一
頁
）。
エ
ゴ
イ

ズ
ム
を
非
難
す
る
の
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
の
立
場
と
し
て
標
榜
す
る
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
で
さ
え
、
例
外
で
は
な
い
。
彼
の
い
う

エ
ゴ
イ
ス
ト
ま
た
は
唯
一
者
が
、
十
全
な
自
己
決
定
や
自
己
支
配
を
追
求
す
る
個
を
意
味
し
、
物
質
的
な
生
産
活
動
に
お
い
て
他

者
の
支
配
に
服
す
る
大
衆
に
対
置
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
分
か
り
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。
マ
ル
ク

ス
ら
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
共
産
主
義
を
「
社
会
と
い
う
封
建
君
主
の
も
と
に
あ
る
農
奴
制
」
と
し
て
、
現
実
の
人
間

に
精
神
な
き
労
働
を
強
い
る
ぶ
ん
だ
け
「
人
間
」
を
称
揚
す
る
体
制
と
し
て
描
き
出
す

―
「
Ⅲ 

共
産
主
義
的
結
論
」（277 ff.; 

205 ff.

／
二
二
一
頁
以
下
）
を
参
照
。
こ
う
し
て
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
、
観
念
上
の
自
由
な
「
人
間
」
と
、
他
者
の
物
質
的
利
益
に
奉
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仕
さ
せ
ら
れ
る
現
実
の
個
人
と
の
矛
盾
（「
政
治
的
自
由
主
義
」
に
よ
っ
て
解
き
放
た
れ
た
矛
盾
）
を
、「
共
産
主
義
」
が
「
社
会
」
の
名

に
お
い
て
温
存
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
唯
物
論
へ
の
偏
見
を
打
ち
砕
く
た
め
に
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
は
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
か
ら
素
材
を
借
用
し
な
が
ら
、
唯
物

論
史
の
独
自
の
筋
書
き
を
描
き
出
し
た
の
だ
っ
た
（
本
号
六
八
―
七
一
頁
）。
こ
の
企
て

―
理
論
的
実
践
と
も
言
説
的
行
為
と
も

呼
べ
そ
う
だ
が
名
称
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い

―
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
が
い
う
意
味
に
お
い
て
、
す
ぐ
れ
て
唯
物
論
的
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
こ
れ
が
、
ブ
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
『
聖
家
族
』
の
一
節
が
な
お
も
唯
物
論
史
の
「
古
典
」
で
あ
る
こ
と
の
理
由
の
一
つ

だ
ろ
う

―
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
マ
ル
ク
ス
の
方
法
と
し
て
の
史
的
唯
物
論
を
な
す
最
初
の
着
想
が
、
す
な
わ
ち
共
産
主
義
こ
そ

唯
物
論
の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
と
い
う
着
想
が
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
。

　

昨
今
の
マ
ル
ク
ス
研
究
に
お
い
て
は
、
若
き
マ
ル
ク
ス
の
脱
哲
学
の
過
程
を
描
き
出
す
こ
と
が
主
要
な
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
に

な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
的
言
説
の
場
か
ら
脱
却
し
て
、
哲
学
的
概
念
を
用
い
た
現
実
的
な
も
の
の
批
判
（
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・

エ
コ
ノ
ミ
ー
批
判
）
を
課
題
と
し
て
引
き
受
け
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
、
彼
が
い
か
な
る
転
回
を
遂
げ
た
か
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ

る
（
こ
こ
で
は
と
く
に
田
畑
稔
や
佐
々
木
隆
治
の
研
究
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
仕
事
に
は
次
の
よ
う
に

教
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
方
向
に
逆
ら
う
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
に
沿
い
な
が
ら
研
究
の
射
程
を
さ

ら
に
広
げ
て
い
く
た
め
に
こ
そ
、
若
き
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
的
著
作
が
、
哲
学
史
の
観
点
お
よ
び
文
脈
に
お
い
て
、
も
っ
と
研
究
さ

哲
学
史
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
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れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
。

　

ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
バ
ウ
ア
ー
と
の
論
戦
を
つ
う
じ
て
「
社
会
主
義
の
諸
潮
流
が
囚
わ
れ
て
い
る
偏
見
」
を
も

攻
撃
し
た
。
そ
の
た
め
に
彼
は「
宗
教
的
な
種
類
の
感
化
」に
支
え
ら
れ
た
当
時
の
社
会
主
義
や
共
産
主
義
を
、ほ
か
で
も
な
い「
エ

ゴ
イ
ズ
ム
の
原
理
」
た
る
唯
物
論
の
帰
結
と
し
て
描
き
出
し
た
。
こ
の
点
で
、マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
史
は
、ま
っ
た
く
も
っ
て
「
時

流
に
逆
ら
う
」
企
て
で
あ
っ
た
（
本
号
七
〇
頁
）。
も
し
も
ブ
ロ
ッ
ク
が
、
マ
ル
ク
ス
や
彼
の
直
接
の
論
敵
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
当

時
の
社
会
主
義
や
共
産
主
義
を
代
表
す
る
人
物
だ
け
に
も
留
ま
ら
ず
、
よ
り
広
い
範
囲
の
哲
学
者
や
思
想
家
た
ち
に
も
視
野
を
拡

げ
て
い
た
の
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
彼
は
こ
の
こ
と
を
発
見
し
、
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
学
説

や
概
念
が
織
り
な
す
言
説
的
空
間
の
見
取
り
図
が
手
元
に
な
け
れ
ば
、
こ
の
空
間
の
内
部
を
マ
ル
ク
ス
が
ど
の
よ
う
に
移
動
し
た

の
か
、
ど
ん
な
手
段
や
経
路
を
つ
う
じ
て
彼
が
哲
学
の
「
外
部
」
に
脱
出
し
え
た
の
か
を
、
ど
う
す
れ
ば
十
分
に
説
明
で
き
る
だ

ろ
う
か
。

　

し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
を
哲
学
史
の
一
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
還
元
す
る
た
め
で
も
な
く
、
逆
に
体
系
化
さ
れ
た
「
マ
ル
ク
ス
の
哲

学
」
を
作
り
出
す
た
め
で
も
な
く
、
む
し
ろ
マ
ル
ク
ス
自
身
の
思
想
に
迫
る
た
め
に
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
を
哲
学
史
の
な
か
に
置
く

こ
と
は
有
意
義
で
あ
り
つ
づ
け
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
示
す
実
例
の
一
つ
と
し
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
論
文
は
大
い
に
参
照
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
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こ
の
二
年
間
、『
恐
慌
論
研
究
』
を
は
じ
め
久
留
間
鮫
造
（
一
八
九
三
―
一
九
八
二
）
の
恐
慌
論
に
関
す
る
著
作
を
英
語
に
翻
訳
し

て
お
り
、
そ
の
英
語
版
はBrill

社
の
「
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
・
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
シ
リ
ー
ズ
の
も
と
で
今
年
出
版
さ
れ
る
予
定

で
あ
る
。
仮
の
タ
イ
ト
ル
は
、In Pursuit of M

arx’s Theory of C
risis

で
あ
る
。『
マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
論
』
よ
り
も
『
マ
ル
ク
ス

の
恐
慌
論
の
追
求
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
方
が
適
切
だ
と
思
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
論
が
未
完
成
で
あ
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、マ
ル
ク
ス
は
「
経
済
学
批
判
」
の
最
後
の
部
と
し
て
「
世
界
市
場
と
恐
慌
」
を
企
画
し
て
い
た
が
、

そ
の
執
筆
に
は
着
手
さ
え
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
我
々
は
マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
論
を
自
分
た
ち
で
追
求
し
完
成
さ
せ
る
ほ
か
な Michael Schauerte

宮崎大学助教

i n t e r v i e w

は
じ
め
に

久
留
間
鮫
造
の
恐
慌
論
の
展
開

―
戦
前
の
著
作
か
ら
『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』
ま
で
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い
の
だ
。

　

英
語
版
の
タ
イ
ト
ル
の
理
由
は
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
恐
慌
と
い
う
現
象
の
複
雑
さ
に
関
係
す
る
。
つ
ま
り
、
後
述
の
よ

う
に
恐
慌
を
理
解
す
る
に
は
資
本
主
義
の
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
を
把
握
す
る
こ
と
が
前
提
に
な
る
た
め
だ
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
し
て

も
恐
慌
論
は
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
一
方
、
い
く
ら
そ
の
理
論
を
体
系
化
し
よ
う
と
し
て
も
、
手
の
届
か
な
い

と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
恐
慌
を
完
全
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
恐
慌
と
い
う

複
雑
な
現
象
を
把
握
し
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
本
主
義
と
そ
の
核
心
的
矛
盾
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
、
そ
の
追
求
は
決
し
て
無
駄
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
資
本
主
義
の
根
本
的
矛
盾
を
解
明
す
る
こ
と
は
、『
資
本
論
』

全
三
部
の
最
も
基
礎
的
な
概
念
を
把
握
す
る
手
段
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
恐
慌
論
の
理
解
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
資
本
主
義
を
よ

り
深
く
理
解
す
る
た
め
の
「
原
動
力
」
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、久
留
間
に
よ
る
恐
慌
の
追
求
と
、彼
の
キ
ャ

リ
ア
を
通
じ
た
恐
慌
論
の
体
系
的
理
解
の
展
開
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

久
留
間
が
恐
慌
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
を
本
格
的
に
学
び
始
め
る
前
に
さ
か
の
ぼ
る
よ
う
で
あ
る
。「
学

究
生
活
の
思
い
出
」
と
い
う
回
想
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
学
校
〔
東
京
帝
国
大
学
〕
を
出
て
住
友
に
入
っ
た
と
き
銀
行
を

え
ら
ん
だ
の
も
、
一
つ
に
そ
う
い
う
こ
と
〔
恐
慌
論
〕
を
研
究
す
る
の
に
都
合
が
い
い
と
お
も
っ
た
か
ら
で
し
た
」［
１
］。
大
学
を

卒
業
し
た
一
九
一
八
年
の
夏
に
、
住
友
銀
行
の
大
阪
本
店
に
入
社
し
た
が
、「
世
間
的
な
才
能
が
な
い
」
久
留
間
は
間
も
な
く
そ

恐
慌
論
を
体
系
化
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
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の
仕
事
に
「
い
つ
ま
で
も
お
っ
た
ら
一
生
だ
め
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
」［
２
］
と
感
じ
て
、
同
年
の
秋
に
退
社
し
て
故
郷
の

岡
山
市
に
戻
っ
た
。
幸
い
な
こ
と
に
、
岡
山
出
身
の
大
原
孫
三
郎
と
い
う
実
業
家
が
そ
の
翌
年
に
設
立
し
た
大
原
社
会
問
題
研
究

所
の
研
究
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
一
九
二
〇
年
の
末
、
久
留
間
は
同
じ
研
究
員
で
あ
る
櫛
田
民
蔵
と
と
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
派

遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら
の
任
務
は
、
経
済
、
社
会
主
義
、
社
会
運
動
の
分
野
を
中
心
に
、
研
究
所
の
新
図
書
館
の
た
め

に
本
を
購
入
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

　

当
時
、
櫛
田
は
す
で
に
マ
ル
ク
ス
経
済
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
一
方
の
久
留
間
は
限
界
効
用
学
派
の
影
響
で
マ
ル
ク

ス
の
「
労
働
価
値
説
」
に
疑
問
を
抱
い
た
ま
ま
渡
欧
し
た
。
ロ
ン
ド
ン
で
購
入
す
る
本
を
探
す
際
、『
剰
余
価
値
学
説
史
』
を
参

考
資
料
と
し
て
利
用
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
後
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
半
年
以
上
療
養
す
る
間
に
『
学
説
史
』
や
『
資
本
論
』
を
本

格
的
に
勉
強
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
、レ
ー
ニ
ン
の
『
帝
国
主
義
論
』
や
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
『
資

本
蓄
積
論
』
も
精
読
し
、
後
者
を
部
分
的
に
翻
訳
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
中
の
こ
の
研
究
の
結
果
、
久
留
間
は
マ
ル
ク
ス
の
古

典
派
批
判
の
正
当
性
を
確
信
し
、
労
働
価
値
説
へ
の
疑
念
を
克
服
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
二
二
年
に
帰
国
し
た
時
、
す
で
に

マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
論
を
本
格
的
に
研
究
す
る
こ
と
を
決
意
し
て
い
た
。

　

久
留
間
が
マ
ル
ク
ス
の
思
想
を
自
由
に
研
究
で
き
た
理
由
の
一
つ
は
、
研
究
所
長
で
あ
る
高
野
岩
三
郎
の
存
在
で
あ
る
。
東
京

帝
国
大
学
経
済
学
部
の
創
設
に
尽
力
し
た
高
野
に
よ
る
寛
大
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
に
、
大
原
社
会
問
題
研
究
所
は
労
働
運
動

や
マ
ル
ク
ス
に
関
す
る
研
究
の
拠
点
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
東
京
帝
国
大
学
を
解
雇
さ
れ
た
り
、
辞
め
た
り
し
た
若
く
て
優
秀
な

研
究
者
を
数
多
く
採
用
し
た
結
果
、
大
原
社
会
問
題
研
究
所
が
「
亡
命
経
済
学
部
」
の
よ
う
な
場
所
に
な
っ
た
。
一
九
二
三
年
、

研
究
所
は
機
関
誌
の
定
期
発
行
を
開
始
し
、
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
思
想
研
究
の
重
要
な
刊
行
物
と
な
っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
後
半

ま
で
、
い
く
つ
か
の
独
自
の
論
文
を
除
け
ば
、
久
留
間
は
主
に
翻
訳
に
よ
っ
て
研
究
所
の
雑
誌
に
貢
献
し
た
。
し
か
し
、
彼
は
そ
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の
間
、
マ
ル
ク
ス
の
未
完
成
の
恐
慌
論
を
展
開
し
体
系
化
す
る
と
い
う
大
き
な
目
標
を
、
着
実
に
追
い
求
め
て
い
た
。

　

久
留
間
は
恐
慌
論
の
研
究
の
過
程
で
、
読
ん
だ
本
の
引
用
や
自
分
の
コ
メ
ン
ト
を
書
き
留
め
た
ノ
ー
ト
カ
ー
ド
を
大
量
に
作
成

し
た
。マ
ル
ク
ス
の
著
作
の
中
か
ら
恐
慌
に
関
す
る
文
章
を
そ
れ
ら
の
カ
ー
ド
に
ま
と
め
、見
出
し
を
付
け
て
整
理
し
た
。つ
ま
り
、

古
典
派
経
済
学
の
精
読
と
批
判
か
ら
思
想
を
発
展
さ
せ
た
マ
ル
ク
ス
と
同
じ
よ
う
な
研
究
方
法
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

メ
モ
の
取
り
方
は
、
特
に
恐
慌
論
の
場
合
に
有
効
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
マ
ル
ク
ス
が
恐
慌
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
は
一
つ
の

著
作
の
中
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
原
稿
や
書
簡
、
文
章
に
散
ら
ば
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
久
留
間
は
マ
ル
ク
ス
の
著
作

だ
け
で
な
く
、
古
典
派
か
ら
近
代
経
済
学
に
至
る
ま
で
幅
広
い
経
済
学
者
の
著
書
や
論
文
の
メ
モ
を
と
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
も

特
に
近
代
資
本
主
義
を
恐
慌
の
観
点
か
ら
分
析
し
た
著
作
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
久
留
間
の
恐
慌
論
へ
の
深
い
関
心
は
、
資
本
主
義
の
本
質
を
理
解
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
現
代
の
経
済
問
題
に

お
け
る
重
要
性
を
認
識
し
た
こ
と
に
も
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
狭
い
学
問
的
な
釈
義
の
世
界
に
迷
い
込
ん
だ
「
マ
ル
ク

ス
解
釈
だ
け
を
し
て
い
る
学
者
」
と
い
う
久
留
間
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
中
の
好

景
気
を
経
て
、
す
で
に
長
期
不
況
に
突
入
し
て
い
た
一
九
二
〇
年
代
の
日
本
で
は
、
恐
慌
に
対
す
る
理
解
が
特
に
重
要
で
あ
っ
た
。

久
留
間
は
、「
マ
ル
ク
ス
は
現
代
の
問
題
に
す
ぐ
当
て
は
ま
る
よ
う
な
形
で
も
の
を
書
い
て
い
な
い
」
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
も
、

恐
慌
の
把
握
に
「
必
要
な
基
本
的
な
考
え
は
彼
の
理
論
に
あ
る
は
ず
だ
」［
３
］
と
信
じ
、『
資
本
論
』
を
中
心
に
し
て
マ
ル
ク
ス

の
思
想
の
研
究
に
着
手
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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一
九
二
〇
年
代
末
に
な
っ
て
、
久
留
間
は
数
年
に
わ
た
る
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論
の
研
究
成
果
を
よ
う
や
く
発
表
し
た
。
そ
の
最
初

の
論
文
は
、
ウ
ォ
ー
ル
街
大
暴
落
直
前
の
一
九
二
九
年
九
月
に
発
表
さ
れ
た
「
恐
慌
研
究
序
論
」
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
久
留

間
の
著
作
の
中
で
最
も
完
成
度
の
高
い
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
予
定
し
て
い
た
恐
慌
論
の
本
の
序
文
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

「
恐
慌
研
究
序
論
」
で
考
察
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
九
世
紀
前
半
の
「
一
般
的
恐
慌
」
の
出
現
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
に
及
ぼ
し

た
影
響
と
、
恐
慌
の
理
解
を
め
ぐ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
陣
営
の
論
争
だ
。
久
留
間
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
政
治
活
動
と
距
離
を
置
い
て

い
た
が
、
こ
の
論
文
で
は
、
革
命
運
動
に
対
す
る
恐
慌
論
の
実
践
的
意
義
を
強
く
感
じ
て
い
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
彼
に

よ
る
と
、
現
在
の
「
最
大
任
務
」
は
、
近
づ
き
つ
つ
あ
り
、
最
終
的
に
は
世
界
大
戦
の
形
を
と
る
深
刻
な
恐
慌
へ
の
準
備
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
「
戦
術
を
科
学
的
に
基
礎
づ
け
」［
４
］
る
た
め
、
恐
慌
論
に
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

　

久
留
間
は
ま
ず
、
資
本
主
義
の
本
性
か
ら
生
じ
る
周
期
的
な
恐
慌
の
出
現
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
視
点
か
ら
は
答
え
る
こ
と
の
で

き
な
い
問
題
を
「
古
典
派
経
済
学
」
に
突
き
つ
け
た
こ
と
の
指
摘
か
ら
始
め
る
。
つ
ま
り
、
周
期
的
恐
慌
は
、
資
本
主
義
の
内
的

諸
関
係
を
解
明
し
な
け
れ
ば
把
握
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
が
、
経
済
学
は
階
級
的
な
理
由
で
こ
の
「
詭
弁
を
も
っ
て
否
定
さ
る
べ

く
あ
ま
り
に
頑
強
な
事
実
」［
５
］
の
意
義
に
向
き
合
え
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
経
済
学
は
必
然
的
に
低
俗
化
の
過
程
を
経
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
恐
慌
の
現
実
と
そ
の
社
会
的
影
響
は
、
経
済
学
の
理
論
的
枠
組
み
の
根
本
的
欠
陥
や

階
級
的
限
界
を
露
呈
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
資
本
家
的
経
済
学
の
科
学
と
し
て
の
存
在
を
終
熄
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」

［
６
］。
そ
の
た
め
、「
資
本
家
的
経
済
学
と
恐
慌
と
の
悪
因
縁
」［
７
］
が
あ
る
と
言
え
る
わ
け
だ
。

恐
慌
論
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
序
文 
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マ
ル
ク
ス
は
、
以
上
の
階
級
的
な
制
約
に
と
ら
わ
れ
ず
、
恐
慌
に
よ
っ
て
露
呈
す
る
資
本
主
義
の
矛
盾
に
立
ち
向
か
っ
て
、
そ

れ
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
久
留
間
に
よ
る
と
、
当
時
恐
慌
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
た
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス

の
死
後
は
、
恐
慌
の
問
題
を
中
心
に
据
え
た
「
革
命
理
論
」
は
放
置
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
直
前
、
社
会
民
主

党
内
で
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
の
「
修
正
主
義
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
通
じ
て
恐
慌
論
へ
の
関
心
が
復
活
し
て
も
、
そ
れ
が
体
系
的
な
マ

ル
ク
ス
的
恐
慌
論
に
熟
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
陣
営
の
中
で
「
恐
慌
の
も
ろ
も
ろ
の
要
因
…
…
は
、

多
く
の
場
合
、
そ
れ
ら
の
本
来
の
関
連
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
抽
象
的
孤
立
的
に
、
し
た
が
っ
て
互
い
に
無
関
係
（
あ
る
い
は
単
に
皮

相
的
に
の
み
統
一
的
に
）、
も
し
く
は
互
い
に
あ
い
容
れ
な
い
も
の
と
し
て
」
把
握
さ
れ
た
た
め
、
恐
慌
の
問
題
が
「
お
お
む
ね
狭
隘

か
つ
一
面
的
な
視
点
か
ら
の
み
」
観
察
さ
れ
た
の
だ
［
８
］。

　

マ
ル
ク
ス
主
義
の
陣
営
に
お
け
る
恐
慌
理
解
の
限
界
は
マ
ル
ク
ス
自
身
の
恐
慌
論
の
未
完
成
さ
に
関
わ
る
。
こ
の
問
題
が
「
マ

ル
ク
ス
の
恐
慌
論
の
確
認
の
た
め
に
」
と
い
う
一
九
三
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
久
留
間
は
そ
の
論

文
で
、「
世
界
市
場
と
恐
慌
」
に
関
す
る
部
を
含
む
予
定
の
「
経
済
学
批
判
」
の
プ
ラ
ン
と
現
行
版
『
資
本
論
』（
全
三
巻
）
の
構

成
を
比
較
す
る
。
要
す
る
に
、「
経
済
学
批
判
」
と
し
て
計
画
さ
れ
た
内
容
が
ど
の
程
度
に
『
資
本
論
』
に
包
含
さ
れ
て
い
る
か

を
分
析
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
、『
資
本
論
』
は
当
初
の
プ
ラ
ン
通
り
に
「
資
本
一
般
」
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
結

論
を
下
し
た
。（
し
か
し
、『
恐
慌
論
研
究
』
の
「
増
補
新
版
へ
の
は
し
が
き
」
で
説
明
す
る
よ
う
に
、
一
九
五
〇
年
代
に
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
を
読

む
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
「
資
本
一
般
」
に
対
す
る
理
解
の
変
遷
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。）

　

久
留
間
は
、
マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
論
が
未
完
成
の
ま
ま
で
あ
る
か
ら
、
現
行
版
『
資
本
論
』
に
あ
る
恐
慌
に
関
す
る
分
析
を
参
考

し
な
が
ら
「
固
有
」
の
恐
慌
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
我
々
の
課
題
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
に
関
す
る

研
究
と
固
有
の
理
論
と
の
関
連
を
解
明
す
る
た
め
に
、「
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
恐
慌
の
解
明
の
た
め
の
マ
ル



120

久
留
間
鮫
造
の
恐
慌
論
の
展
開

ク
ス
の
全
構
想
と
、
こ
の
構
想
の
経
済
学
批
判
に
た
い
す
る
関
係
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
」［
９
］。
つ

ま
り
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
論
の
根
底
に
あ
る
恐
慌
の
基
本
的
な
定
義
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
定
義
は
、
す
で
に
「
恐
慌
研
究
序
論
」
の
中
で
提
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
「
固
有
の
意
味
に
お
け
る
恐
慌
は
資
本
家
的
生
産

の
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
の
集
合
的
爆
発
に
ほ
か
ら
な
ら
い
」
と
強
調
さ
れ
て
い
る
［
10
］。
こ
の
よ
う
な
恐
慌
の
と
ら
え
方
は
「
当
然
、

恐
慌
の
解
明
の
た
め
の
か
れ
の
全
構
想
を
規
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
、
久
留
間
は
主
張
す
る
［
11
］。

　

資
本
主
義
的
生
産
の
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
の
集
合
的
爆
発
と
い
う
恐
慌
の
本
質
を
考
え
れ
ば
、
恐
慌
を
具
体
的
に
把
握
し
よ
う
と

す
る
恐
慌
論
の
中
心
課
題
と
は
明
ら
か
に
、「
資
本
家
的
生
産
の
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
を
そ
れ
ら
の
内
的
関
連
に
し
た
が
っ
て
展
開
し
、

か
く
し
て
、
そ
れ
ら
の
お
の
お
の
の
、
全
体
の
契
機
と
し
て
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
」［
12
］
こ
と
で
あ
る
。
相
互
に
関
連
す
る

資
本
主
義
の
矛
盾
を
そ
の
展
開
の
中
で
把
握
す
る
こ
と
は
、
恐
慌
論
の
目
的
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
マ
ル
ク
ス
が
経
済
学
批
判
の
全

体
系
（『
資
本
論
』
は
そ
の
基
礎
的
部
分
）
を
通
し
て
実
現
を
企
図
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」［
13
］。
そ
の
意
味
で
、
マ

ル
ク
ス
は
体
系
的
な
恐
慌
論
を
完
成
さ
せ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「『
資
本
論
』
は
同
時
に
恐
慌
論
（
そ
の
基
礎
的
部
分
）
で

も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」［
14
］。
要
す
る
に
、「
経
済
学
批
判
の
全
体
系
が
け
っ
き
ょ
く
恐
慌
の
発
展
過
程
の
研
究
と
見

ら
る
べ
き
」［
15
］
だ
か
ら
、
経
済
学
批
判
の
全
体
系
と
そ
の
基
礎
的
部
分
で
あ
る
『
資
本
論
』
は
「
同
時
に
恐
慌
論
の
一
大
体
系

―
も
し
く
は
、
全
体
の
総
括
的
結
論
的
部
分
と
し
て
の
「
恐
慌
論
」
に
集
中
す
べ
き
一
大
体
系

―
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で

あ
る
」
と
い
え
る
［
16
］。　

　
『
資
本
論
』
全
三
部
が
あ
る
意
味
で
「
恐
慌
論
」
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
一
見
す
る
と
マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
論
が
未
完
成
で
あ

る
と
い
う
事
実
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
よ
く
考
え
て
み
る
と
『
資
本
論
』
は
、
使
用
価
値
と
交
換
価
値
の

統
一
と
し
て
の
商
品
に
お
け
る
内
的
矛
盾
を
始
め
、
資
本
主
義
の
根
本
的
矛
盾
を
解
明
す
る
著
作
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
諸
矛
盾
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ス
研
究
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誌
二
〇
二
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を
解
明
す
る
意
味
で
、『
資
本
論
』
全
三
部
は
恐
慌
の
基
礎
的
な
規
定
を
与
え
る
「
恐
慌
論
」
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
ま
ず
は

資
本
主
義
の
矛
盾
を
「
資
本
一
般
」
の
分
析
範
囲
内
で
し
か
解
明
し
な
い
『
資
本
論
』
の
「
恐
慌
論
」
を
展
開
し
な
い
と
、
恐
慌

を
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
論
を
完
成
さ
せ
、
体
系
化
す
る
こ
と
は
、
彼
の

未
完
成
の
「
経
済
学
批
判
」
を
拡
張
・
発
展
さ
せ
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
の
だ
。こ
の
よ
う
に
、久
留
間
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
「
恐

慌
論
の
追
求
」
と
は
、恐
慌
の
主
た
る
「
原
因
」
を
特
定
し
た
り
、実
証
し
た
り
す
る
よ
う
な
狭
い
課
題
で
は
な
く
、「
経
済
学
批
判
」

全
体
の
核
心
に
か
か
わ
る
資
本
主
義
の
諸
矛
盾
の
展
開
を
深
く
解
明
す
る
と
い
う
包
括
的
・
根
本
的
な
課
題
で
あ
る
の
だ
。

　

マ
ル
ク
ス
の
未
完
成
の
恐
慌
論
を
体
系
化
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
膨
大
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
り
、
久
留
間
が
認
め
て
い
る
よ

う
に
「
個
人
の
手
に
よ
っ
て
は
成
し
と
げ
う
べ
き
で
は
な
く
、
多
く
の
人
び
と
の
協
力
に
ま
た
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
」［
17
］。

し
か
し
、
そ
の
協
力
は
、
恐
慌
の
本
質
に
関
す
る
共
通
の
理
解
と
、
そ
の
理
解
に
基
づ
く
共
通
の
方
法
論
に
通
じ
る
人
々
に
の
み

に
可
能
で
あ
る
。
久
留
間
は
、
恐
慌
に
関
す
る
最
初
の
諸
論
文
を
発
表
す
る
こ
と
で
、
他
の
研
究
者
の
注
目
を
集
め
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
彼
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
直
接
の
共
同
研
究
と
い
う
形
で
の
協
力
で
は
な
く
、「
同
じ
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
て
マ
ル
ク

ス
恐
慌
理
論
を
研
究
す
る
人
が
出
て
く
れ
ば
も
っ
け
の
さ
い
わ
い
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
［
18
］。
し
か
し
、
当
時
の
世
界
恐
慌
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
よ
う
な
関
心
を
持
つ
学
者
を
集
め
た
い
と
い
う
久
留
間
の
希
望
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。

　

戦
前
の
日
本
に
お
け
る
恐
慌
論
へ
の
関
心
は
、
山
田
盛
太
郎
の
研
究
が
中
心
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
理
論
は
『
資
本
論
』

第
二
部
の
「
再
生
産
論
」
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
、
久
留
間
の
恐
慌
論
と
全
く
「
無
関
係
だ
っ
た
」［
19
］。
当
時
の
マ
ル
ク
ス

主
義
者
の
中
心
的
な
関
心
事
は
、恐
慌
で
は
な
く
「
日
本
資
本
主
義
論
」
を
め
ぐ
る
「
労
農
派
」
対
「
講
座
派
」
の
論
争
だ
っ
た
。

久
留
間
か
ら
み
る
と
そ
の
論
争
は
「
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
方
針
と
、そ
う
で
な
い
の
と
の
政
治
的
争
い
」
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、彼
は
「
ぜ

ん
ぜ
ん
タ
ッ
チ
し
な
か
っ
た
」［
20
］。
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最
初
の
二
篇
の
論
文
は
、「
最
初
に
た
て
た
恐
慌
論
の
プ
ラ
ン
の
ほ
ん
の
一
部
」
で
あ
り
［
21
］、
そ
の
「
序
文
の
序
文
」［
22
］

に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
、
久
留
間
は
述
べ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
こ
の
野
心
的
な
企
画
の
進
行
は
滞
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
九
三
〇

年
代
の
残
り
数
年
間
に
久
留
間
が
書
い
た
も
の
は
、
恐
慌
論
に
関
す
る
本
の
章
に
す
る
た
め
で
は
な
く
、「
執
書
の
必
要
に
せ
ま

ら
れ
て
、
そ
れ
ま
で
に
研
究
し
て
い
た
問
題
の
う
ち
で
一
番
書
き
や
す
い
と
思
わ
れ
た
の
を
、
予
定
の
順
序
や
形
式
に
拘
り
な
く

選
ん
で
書
い
た
も
の
」
だ
っ
た
［
23
］。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
日
本
の
政
治
的
抑
圧
が
強
ま
り
マ
ル
ク
ス
に
関
す
る
研
究
の
発
表

が
難
し
く
な
っ
て
き
た
こ
と
や
、
二
人
の
子
供
を
亡
く
す
な
ど
久
留
間
の
個
人
的
な
悲
劇
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
予
定
し
て
い
た

恐
慌
に
関
す
る
本
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
は
、単
に
書
く
こ
と
が
苦
手
だ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

久
留
間
は
、
文
章
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
の
自
分
の
苦
悩
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

物
を
書
く
の
が
実
に
不
得
手
で
、
ひ
ど
い
ド
モ
リ
の
ひ
と
が
ひ
と
こ
と
い
う
に
も
大
変
苦
労
す
る
の
に
似
て
い
る
と
で
も
い

い
ま
し
ょ
う
か
、
友
人
が
論
文
を
書
い
て
い
る
と
き
苦
労
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
が
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
で
も
あ
る
の
を

見
た
り
、
一
日
の
う
ち
に
原
稿
を
五
枚
も
十
枚
も
書
く
と
い
う
話
を
聞
い
た
り
す
る
と
、
実
に
う
ら
や
ま
し
く
、
つ
い
嘆
声

を
発
し
て
、
僕
も
大
工
か
何
か
に
な
っ
て
い
た
ら
も
っ
と
楽
に
多
く
の
仕
事
が
で
き
た
だ
ろ
う
に
、
と
グ
チ
を
こ
ぼ
す
こ
と

な
ど
も
あ
る
の
で
す
が
、
い
つ
か
宇
野
君
は
あ
る
新
聞
に
、
久
留
間
は
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
が
、
た
と
え
大
工
に
な
っ
て

い
て
も
気
に
入
っ
た
作
品
は
一
生
に
幾
つ
も
で
き
な
か
っ
た
ろ
う
と
、
ひ
ど
い
こ
と
を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
と
に
か

恐
慌
論
の
「
中
心
的
視
角
」
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く
そ
う
い
う
具
合
で
す
か
ら
、
校
正
し
な
が
ら
読
み
か
え
し
て
い
る
と
、
そ
の
時
々
の
苦
労
の
思
い
出
の
み
が
多
く
、
愉
快

な
思
い
出
は
ほ
と
ん
ど
な
い
…
…
。［
24
］

　

文
章
を
書
く
の
が
苦
手
だ
っ
た
ゆ
え
に
、
恐
慌
に
関
す
る
本
の
企
画
で
メ
モ
に
没
頭
す
る
時
間
が
長
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

結
局
、
予
定
し
て
い
た
恐
慌
論
の
本
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
一
九
三
六
年
に
発
表
し
た
「
マ
ル
ク
ス
恐
慌

論
摘
要
」
と
い
う
論
文
か
ら
は
、
久
留
間
の
恐
慌
に
対
す
る
方
法
論
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
ま
と
ま
っ
た
論
文
と
い
う

よ
り
も
、
マ
ル
ク
ス
の
著
作
の
中
か
ら
恐
慌
に
関
連
す
る
文
章
を
集
め
、
様
々
な
見
出
し
を
つ
け
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
大
谷
禎
之
介
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
戦
後
に
出
版
さ
れ
た
『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』「
恐
慌
篇
」

の
「
原
型
み
た
い
な
も
の
」
と
も
言
う
べ
き
作
品
で
あ
る
［
25
］。『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』
と
同
じ
よ
う
に
久
留
間
の

出
発
点
は
、「
一
定
の
研
究
の
成
果
で
あ
っ
た
」
と
同
時
に
「
研
究
に
と
っ
て
指
導
的
原
理
と
し
て
役
だ
っ
た
」
恐
慌
に
関
す
る
「
一

般
的
把
握
」
で
あ
る
［
26
］。
彼
が
引
用
し
た
マ
ル
ク
ス
著
作
の
文
章
に
よ
れ
ば
、「
世
界
市
場
恐
慌
」
の
本
質
は
、「
ブ
ル
ジ
ョ
ア

的
経
済
の
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
の
現
実
的
総
合
お
よ
び
強
力
的
調
整
」
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　

久
留
間
に
よ
る
と
、
マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
の
捉
え
方
は
「
当
然
、
恐
慌
の
解
明
の
た
め
に
か
れ
の
全
構
想
を
規
定
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
」［
27
］。
前
述
の
よ
う
に
、
恐
慌
は
資
本
主
義
的
生
産
の
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
の
集
中
的
爆
発
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の

恐
慌
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
一
つ
一
つ
の
矛
盾
が
全
体
性
の
中
の
契
機
と
し
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
の
か
、
ど
う
い
う
過

程
を
経
て
、
ど
う
い
う
意
味
で
集
中
的
に
爆
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
に
も
、『
資
本
論
』

の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
恐
慌
解
明
の
基
礎
に
位
置
付
け
る
視
点
が
あ
る
。
恐
慌
の
本
質
を
資
本
主
義
的
矛
盾
の
爆
発
と
し
、
そ
の
矛

盾
の
展
開
の
解
明
を
恐
慌
論
の
主
な
課
題
と
し
た
こ
と
は
、
久
留
間
の
恐
慌
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
生
涯
に
わ
た
っ
て
核
心
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造
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で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論
摘
要
」
で
示
さ
れ
た
恐
慌
論
の
方
法
に
つ
い
て
の
理
解
は
『
マ
ル
ク

ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』
で
示
さ
れ
た
方
法
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
戦
前
の
恐
慌
に
関
す
る
著
作
に
お

い
て
、
久
留
間
は
明
確
な
方
法
論
を
提
示
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
っ
た
方
が
正
確
で
あ
ろ
う
。

　
「
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論
摘
要
」
で
恐
慌
論
の
明
確
な
方
法
論
は
示
さ
れ
て
な
い
が
、「
恐
慌
論
と
し
て
の
『
資
本
論
』
の
観
照
」
に

必
要
と
す
る「
中
心
的
視
角
」が
提
示
さ
れ
て
い
る［
28
］。
つ
ま
り
、矛
盾
の
展
開
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、そ
の
矛
盾
の
契
機
の「
独

立
化
」
過
程
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
視
点
は
、
久
留
間
が
恐
慌
論
を
追
求
す
る
上
で
の
指
針
と
な

る
も
の
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
恐
慌
に
対
す
る
考
え
方
を
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
簡
潔
に

表
現
し
て
い
る
。「
恐
慌
と
は
、
独
立
化
し
た
諸
契
機
の
あ
い
だ
の
統
一
の
暴
力
的
な
回
復
で
あ
り
、
ま
た
、
本
質
的
に
は
一
つ

の
も
の
で
あ
る
諸
契
機
の
暴
力
的
な
独
立
化
で
あ
る
」［
29
］。『
資
本
論
』第
一
部
に
お
い
て
も
、マ
ル
ク
ス
は
そ
の「
中
心
的
視
角
」

を
次
の
よ
う
に
提
示
す
る
。「
互
い
に
補
い
あ
っ
て
い
る
た
め
に
内
的
に
は
独
立
し
て
い
な
い
も
の
の
外
的
な
独
立
化
が
、
あ
る

点
ま
で
進
め
ば
、統
一
は
暴
力
的
に
貫
か
れ
る

―
恐
慌
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
」［
30
］。
こ
の
観
点
か
ら
、久
留
間
は
恐
慌
が
「
必

然
的
に
、
強
力
的
な
、
か
つ
周
期
的
・
突
発
的
な
形
に
お
い
て
現
象
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
こ
と
を
重
視
し
た
［
31
］。
久
留
間
が
提

示
す
る
恐
慌
の
イ
メ
ー
ジ
は
、独
立
化
す
る
諸
契
機
の
発
展
が
あ
る
限
界
に
達
し
た
と
き
、そ
れ
ま
で
抑
圧
さ
れ
潜
在
状
態
に
あ
っ

た
諸
契
機
の
固
有
の
統
一
が
、
地
震
で
溜
ま
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
突
然
放
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
途
方
も
な
い
力
で
解
放
さ
れ
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
突
然
で
激
し
い
形
で
の
み
、
独
立
化
し
た
諸
契
機
の
統
一
が
回
復
し
、
均
衡
が
保
た
れ
る
の
で

あ
る
。

　
「
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論
摘
要
」
の
中
で
、
本
質
的
に
は
統
一
さ
れ
て
い
る
諸
契
機
が
（
相
対
的
に
）
独
立
化
す
る
例
を
い
く
つ
も
紹

介
す
る
。
貨
幣
と
し
て
の
価
値
の
独
立
化
（
＝
使
用
価
値
と
価
値
の
対
立
の
外
部
化
）、
恐
慌
の
抽
象
的
可
能
性
を
意
味
す
る
販
売
と
購
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買
の
分
裂
、資
本
に
お
け
る
価
値
の
独
立
化
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
久
留
間
は
マ
ル
ク
ス
の
文
章
を
引
用
し
、販
売
と
購
買
（
お

よ
び
商
品
と
貨
幣
）
の
分
離
か
ら
始
め
、
諸
契
機
の
独
立
化
に
よ
っ
て
「
多
数
の
寄
食
者
が
生
産
過
程
に
は
い
り
こ
ん
で
、
こ
の
分

離
を
く
い
も
の
に
す
る
こ
と
を
可
能
に
」［
32
］
し
て
、
そ
の
介
入
は
さ
ら
に
強
制
的
に
諸
契
機
を
分
離
さ
せ
る
た
め
の
基
礎
と
な

る
。
つ
ま
り
、
商
業
資
本
と
信
用
シ
ス
テ
ム
の
介
入
に
よ
っ
て
、「
そ
の
性
質
上
弾
力
的
な
再
生
産
過
程
が
こ
こ
で
は
極
限
ま
で

強
行
さ
れ
る
」［
33
］
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』
と
比
較
し
て
「
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論
摘
要
」
に
お
い
て
特
に
顕
著
な
の
は
、
明
確
な
方
法
論

を
欠
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
資
本
主
義
的
矛
盾
の
展
開
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
体
系
的
な
恐
慌
論

を
発
展
さ
せ
ら
れ
る
の
か
が
明
確
で
な
い
の
だ
。
確
か
に
、
短
い
序
文
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
摘
要
」
は
「
急
に
執
筆

の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
」
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
方
法
論
が
明
確
で
な
い
の
は
、『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』
で
提

示
す
る
よ
う
な
恐
慌
論
の
体
系
的
構
想
に
ま
だ
到
達
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
資
本
論
』
を
恐
慌
論
と
し
て
考
察
す
る
際
、
久
留
間
は
内
的
独
立
性
を
欠
く
諸
契
機
の
強
制
的
再
結
合
と

い
う
「
中
心
的
視
点
」
か
ら
恐
慌
を
把
握
し
た
。
し
か
し
、
独
立
し
た
諸
契
機
の
事
例
が
並
べ
ら
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
相
互
関
係

や
展
開
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
諸
契
機
が
最
終
的
に
危
機
と
し
て
爆
発
す
る
ま
で
の
過
程
を
明
ら
か
に

す
る
と
い
う
理
論
的
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
ス
テ
ッ
プ
を
踏
め
ば
よ
い
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
な
い
。
方
法
論

の
構
想
が
曖
昧
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
予
定
し
て
い
た
恐
慌
論
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
戦
後
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
の
精
読
を
通
じ
て
、
久
留
間
は
よ
り
明
確
な
方
法
論
的
理
解
に
到
達
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
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久
留
間
の
戦
前
の
恐
慌
論
理
解
は
、「
コ
ン
ド
リ
フ
教
授
の
恐
慌
分
析
を
評
す
」
と
い
う
、
国
際
連
盟
が
一
九
三
〇
年
代
初
頭

に
刊
行
し
た
『
世
界
経
済
概
観
』（
コ
ン
ド
リ
フ
著
）
に
対
す
る
批
評
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
、「
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論

摘
要
」
の
前
年
に
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、「
内
容
的
に
は
『
摘
要
』
中
に
一
部
を
紹
介
し
た
恐
慌
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
基
本
的

諸
概
念
を
、
同
書
の
所
論
を
手
が
か
り
に
し
て
実
際
に
適
用
し
て
み
よ
う
と
し
て
試
み
た
企
図
に
ほ
か
な
ら
な
い
」［
34
］。『
世
界

経
済
概
観
』
に
対
す
る
批
判
を
見
る
と
、
久
留
間
が
近
代
経
済
学
者
の
著
作
を
検
証
し
て
、
恐
慌
で
爆
発
す
る
矛
盾
を
よ
り
具
体

的
に
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
著
作
に
お
け
る
事
実
の
観
察
は
、
理
論
を
裏
付
け
る
た
め
に
利
用

で
き
る
の
で
恐
慌
論
の
参
考
資
料
と
し
て
有
用
で
あ
る
と
考
え
、「
将
来
恐
慌
の
諸
契
機
の
体
系
的
考
察
」
に
利
用
す
る
た
め
「
相

当
の
分
量
」
の
覚
書
を
作
っ
た
［
35
］。

　

久
留
間
は
近
代
経
済
学
の
中
に
も
価
値
の
あ
る
「
実
証
的
研
究
」
が
あ
る
と
考
え
、
コ
ン
ド
リ
フ
の
著
作
を
そ
の
一
例
と
し
て

取
り
上
げ
た
。
マ
ル
ク
ス
が
高
く
評
価
し
た
ト
ゥ
ー
ク
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
コ
ン
ド
リ
フ
の
分
析
は
、「
決
し
て
一
面
的
で

は
な
く
、
種
々
の
モ
メ
ン
ト
に
着
眼
」
し
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
着
眼
は
多
く
の
場
合
当
た
ら
ず
と
雖
も
遠
く
な
い
の
で
あ
る
」

［
36
］。
し
か
し
、
ま
た
ト
ゥ
ー
ク
と
似
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
諸
契
機
相
互
の
内
部
関
係
や
経
済
学
（
あ
る
い
は
経
済
学
的
諸
範
疇
）

と
の
関
連
に
充
分
な
注
意
を
払
わ
な
い
点
も
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
他
の
多
く
の
恐
慌
論
と
同
様
に
、「
恐
慌
の
諸
契
機
の

う
ち
の
あ
る
も
の
を
恐
慌
の
唯
一
の
・
あ
る
い
は
主
た
る
・
原
因
と
し
て
主
張
し
た
」［
37
］。
し
か
し
、
久
留
間
に
よ
る
と
、
コ

ン
ド
リ
フ
や
他
の
優
れ
た
経
済
学
者
の
「
諸
成
果
を
マ
ル
ク
ス
の
理
論
の
光
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
全
体
へ

コ
ン
ド
リ
フ
へ
の
批
判
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の
関
連
に
お
い
て
新
た
な
意
味
を
も
っ
て
生
き
生
き
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
」
で
あ
る
［
38
］。

　

つ
ま
り
久
留
間
が
示
す
の
は
、
経
済
を
構
成
す
る
相
互
依
存
的
な
諸
要
素
の
正
常
な
自
動
調
節
が
、
不
均
衡
や
非
柔
軟
性
に
つ

な
が
る
要
因
に
よ
っ
て
乱
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
均
衡
を
回
復
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
と
、
さ
ら
な
る
不
均
衡
を
引
き
起
こ
す

こ
と
に
な
る
と
い
う
見
解
だ
。
彼
は
、
不
均
衡
の
主
な
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
生
産
部
門
間
の
バ
ラ
ン
ス
と
、
生
産
と

分
配
の
間
の
均
衡
を
回
復
し
、
不
況
を
克
服
す
る
た
め
の
政
策
の
基
礎
を
提
供
し
よ
う
と
考
え
た
。
し
か
し
、
久
留
間
か
ら
見
る

と
、
コ
ン
ド
リ
フ
は
独
占
企
業
の
発
展
な
ど
と
い
っ
た
不
均
衡
・
非
柔
軟
性
を
引
き
起
こ
す
要
因
の
真
の
意
義
を
認
識
で
き
ず
、

「
た
ん
に
自
由
競
争
の
自
然
的
調
整
作
用
を
賛
美
し
な
が
ら
現
状
を
嗟
嘆
し
、
景
気
回
復
の
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
と
し
て
の
均

等
回
復
の
必
要
を
教
説
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
」［
39
］。
例
え
ば
コ
ン
ド
リ
フ
は
、
恐
慌
前
の
繁
栄
期
に
お
け
る
過
剰
な
信
用
・

投
機
を
嘆
き
、
そ
れ
が
恐
慌
後
に
生
じ
た
不
均
衡
と
そ
れ
に
関
連
す
る
非
柔
軟
性
の
主
要
な
原
因
で
あ
る
と
指
摘
す
る
が
、
そ
も

そ
も
な
ぜ
過
剰
な
信
用
・
投
機
が
生
じ
た
の
か
を
問
う
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
、
コ
ン
ド
リ
フ
は
不
均
衡
の
状
況
を
描
写
す
る
が
、

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
状
況
が
発
生
し
た
の
か
に
つ
い
て
の
説
明
は
不
十
分
に
し
か
し
な
い
。

　
「
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論
摘
要
」
と
同
様
に
、
こ
の
コ
ン
ド
リ
フ
批
判
の
「
中
心
的
視
角
」
は
、
本
質
的
に
非
独
立
的
な
諸
契
機
が

い
か
に
し
て
乖
離
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
視
角
か
ら
、
恐
慌
と
は
、
そ
れ
ら
の
契
機
を
再
一
致
さ
せ
る
強
制
的

調
整
で
あ
る
と
言
え
る
。
コ
ン
ド
リ
フ
は
、
経
済
的
要
素
の
独
立
化
か
ら
生
じ
る
不
均
衡
を
重
視
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
久

留
間
の
恐
慌
論
と
共
通
点
が
あ
る
が
、
し
か
し
コ
ン
ド
リ
フ
は
不
均
衡
の
諸
契
機
の
内
的
関
係
や
資
本
主
義
の
発
展
史
の
中
で
の

位
置
を
正
し
く
把
握
で
き
な
か
っ
た
。

　
「
コ
ン
ド
リ
フ
教
授
の
恐
慌
分
析
を
評
す
」
は
、「
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論
摘
要
」
と
同
じ
「
中
心
的
視
角
」
に
基
づ
い
て
お
り
、
恐

慌
論
の
方
法
論
が
明
確
に
練
ら
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
、『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』
に
示
さ
れ
た
体
系
的
な
恐
慌
論
の
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基
礎
と
な
る
考
え
方
に
つ
い
て
一
節
で
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
恐
慌
の
可
能
性
を
現
実
性
に
転
化
さ
せ
る
「
資
本
家
的
生
産
様

式
そ
の
も
の
が
内
包
し
実
践
し
て
い
る
基
礎
的
矛
盾
」
の
概
念
に
係
る
も
の
で
あ
る
。
久
留
間
は
そ
の
矛
盾
を
次
の
よ
う
に
説
明

す
る
。　資

本
家
的
生
産
様
式
の
も
と
に
お
い
て
は
、
生
産
の
動
因
お
よ
び
目
的
が
生
産
者
ら
の
欲
望
の
満
足
に
で
は
な
く
て
利
潤
の

獲
得
に
あ
る
と
い
う
こ
と
…
…
そ
し
て
利
潤
獲
得
上
の
競
争
は
必
然
的
に
生
産
力
の
発
展
に
導
く
が
、
生
産
力
の
発
展
は
同

時
に
一
般
的
利
潤
率
の
低
下
を
必
然
な
ら
し
め
る
、
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
る
。「
過
剰
」〔
生
産
〕
は
決
し
て

消
費
の
目
的
に
と
っ
て
の
過
剰
で
は
な
い
、
そ
れ
は
資
本
の
価
値
増
殖
の
条
件
に
対
比
し
て
の
過
剰
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
資
本

家
的
生
産
様
式
が
利
潤
を
動
因
と
し
目
的
と
す
る
生
産
の
様
式
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
消
費
の
た
め
の
生
産
で

あ
る
か
の
ご
と
く
に
生
産
力
を
発
展
せ
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
と
い
う
、
こ
の
根
本
的
な
矛
盾
は
、
そ
の
発
展
と
と
も
に
資

本
家
的
生
産
の
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
を
逓
次
的
緊
張
に
持
ち
き
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
周
期
的
に
恐
慌
の
勃
発
を
不
可
避
な
ら
し

め
る
。
恐
慌
は
、
か
く
し
て
極
度
の
緊
張
に
ま
で
持
ち
き
た
さ
れ
た
矛
盾
の
集
合
的
爆
発
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
強
力
的
調

整
で
あ
る
。
こ
の
調
整
の
本
質
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
あ
る
程
度
の
利
潤
率
の
再
確
保
を
可
能
な
ら
し
め
る
諸
条
件
の
樹
立

に
あ
る
。［
40
］

　

久
留
間
は
こ
こ
に
、
恐
慌
を
現
実
化
す
る
諸
契
機
を
列
挙
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
諸
契
機
が
極
度
に
緊
張
さ
せ
ら
れ
、

恐
慌
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
る
と
い
う
根
本
的
な
矛
盾
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、「
そ
れ
ら
の
矛
盾
が
い
か
な
る
過
程
を
通
し
、
い

か
な
る
意
味
に
お
い
て
、
集
合
的
に
爆
発
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
明
ら
か
に
す
る
」
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
観
点
が
必
要
で
あ
る
か
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が
示
さ
れ
て
い
る
［
41
］。
彼
が
こ
の
恐
慌
に
関
す
る
根
本
的
な
矛
盾
を
、
翌
年
に
発
表
し
た
「
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論
摘
要
」
で
提
示

し
な
か
っ
た
の
は
奇
妙
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、「
マ
ル
ク
ス
か
ら
の
抜
書
の
う
ち
か
ら
、
一
定
の
視
角
（
方
法
論
的
見
地
）
か
ら
見

て
特
に
直
接
の
重
要
さ
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
も
の
」［
42
］
を
選
ん
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、特
に
不
思
議
で
あ
る
。

　
「
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論
摘
要
」
の
発
表
か
ら
終
戦
ま
で
、久
留
間
は
マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
に
関
す
る
さ
ら
な
る
論
文
を
発
表
し
な
か
っ

た
。
実
際
、
一
九
三
七
年
・
一
九
三
八
年
の
「
人
民
戦
線
事
件
」
以
降
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
を
公
然
と
発
表
す
る
こ
と
は
不
可
能

に
な
っ
た
。
し
か
し
、「
遅
筆
の
病
癖
」［
43
］
で
苦
し
む
久
留
間
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
は
さ
ほ
ど
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の

制
約
の
お
か
げ
で
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
終
戦
ま
で
、『
資
本
論
』
な
ど
の
マ
ル
ク
ス
の
著
作
に
全
力
を
傾
け
る
こ
と
が
で

き
た
。
二
村
一
夫
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
マ
ル
ク
ス
を
読
ん
で
、抜
き
書
き
の
カ
ー
ド
を
作
っ
て
給
料
を
貰
っ
て
た
学
者
な
ん
て
、

日
本
中
に
他
に
誰
も
い
な
い
」
か
ら
、
戦
争
中
の
久
留
間
は
「
幸
せ
だ
っ
た
」
だ
ろ
う
［
44
］。

　

戦
時
中
の
大
原
社
会
問
題
研
究
所
は
、
オ
ア
シ
ス
の
よ
う
な
場
所
だ
っ
た
。
人
民
戦
線
事
件
で
逮
捕
さ
れ
、
一
年
程
牢
屋
に
つ

な
が
れ
た
大
内
兵
衛
が
、
他
所
で
「
売
国
奴
」
扱
い
さ
れ
て
も
大
原
社
研
で
は
歓
迎
さ
れ
た
。
大
内
に
よ
る
と
、
当
時
の
大
原
社

研
は
「
た
と
え
ば
、
思
想
の
冬
野
に
お
け
る
岩
か
げ
の
日
だ
ま
り
の
よ
う
に
静
か
で
暖
か
で
あ
っ
た
」［
45
］。
久
留
間
と
他
の
研

究
員
は
午
前
中
は
仕
事
に
集
中
し
、
食
堂
で
一
緒
に
食
事
を
済
ま
せ
る
と
同
時
に
、
十
数
人
で
庭
で
ピ
ン
ポ
ン
を
し
た
。「
彼
ら

は
ど
ん
な
警
報
に
も
お
ど
ろ
か
な
い
で
小
さ
い
ピ
ン
ポ
ン
の
球
を
追
っ
か
け
て
い
た
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
戦
争
に
対
す
る
わ

れ
わ
れ
の
は
か
な
き
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
で
あ
っ
た
」
と
大
内
は
回
想
す
る
［
46
］。

　

戦
時
中
、
研
究
員
と
し
て
の
久
留
間
の
主
な
公
務
は
、『
統
計
学
古
典
選
集
』
の
翻
訳
・
編
集
の
仕
事
だ
っ
た
が
、「
勉
強
の
中

心
が
す
で
に
二
〇
年
来
つ
づ
け
て
き
た
『
資
本
論
』
に
あ
る
こ
と
は
少
し
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
」［
47
］。
研
究
所
の
奥
の
部
屋
は

久
留
間
の
カ
ー
ド
づ
く
り
の
「
工
場
」
で
あ
っ
て
、「
そ
の
机
の
上
に
は
い
つ
で
も
『
資
本
論
』『
剰
余
価
値
学
説
史
』
と
ド
イ
ツ
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久
留
間
鮫
造
の
恐
慌
論
の
展
開

語
の
字
引
が
な
ら
べ
ら
れ
」［
48
］
て
い
た
。
非
常
に
残
念
な
こ
と
に
、
一
九
四
五
年
の
五
月
の
空
襲
に
よ
り
、
二
〇
年
間
以
上
の

間
に
集
ま
っ
た
数
万
枚
の
カ
ー
ド
が
大
原
社
会
問
題
研
究
所
と
と
も
に
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
で
、
マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
論
を

体
系
化
す
る
本
を
完
成
さ
せ
る
夢
が
完
全
に
消
え
た
。「
最
初
の
計
画
の
実
現
は
あ
き
ら
め
る
ほ
か
な
く
な
っ
た
の
で
す
」［
49
］。

　

戦
後
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
会
長
と
な
っ
た
高
野
岩
三
郎
に
代
わ
っ
て
久
留
間
が
大
原
社
研
の
所
長
に
就
任
し
て
、
の
ん
び
り
と
し
た
「
ピ

ン
ポ
ン
時
代
」
に
終
止
符
が
打
た
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
頃
、久
留
間
の
主
な
理
論
的
関
心
は
恐
慌
論
よ
り
貨
幣
論
で
あ
っ
た
。

こ
の
関
心
は
、敗
戦
後
に
イ
ン
フ
レ
が
進
行
す
る
と
い
う
数
年
前
か
ら
の
強
い
予
想
に
基
づ
い
て
い
た
。彼
は
か
つ
て
の
夢
で
あ
っ

た
恐
慌
論
に
か
ん
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
代
わ
り
に
、
マ
ル
ク
ス
の
貨
幣
論
を
紹
介
す
る
本
を
書
こ
う
と
考
え
た
。「
棒
ほ
ど
の

願
い
を
箸
ほ
ど
に
縮
少
し
て
、
せ
め
て
貨
幣
論
だ
け
は
書
い
て
死
に
た
い
と
思
う
よ
う
に
」［
50
］
な
り
、
河
出
書
房
と
そ
の
た
め

に
出
版
契
約
ま
で
も
結
ん
だ
。
し
か
し
、
貨
幣
論
を
書
く
の
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
完
成
さ
せ
た
部
分
は
、
恐
慌
論
の
本
と

同
じ
よ
う
に
「
序
文
の
序
文
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、『
資
本
論
』
第
一
部
を
め
ぐ
る
宇
野
弘
蔵
と
の
戦
後
の
論
争
か
ら

生
ま
れ
た
『
価
値
形
態
論
と
交
換
過
程
論
』（
一
九
五
七
年
、岩
波
書
店
刊
）
の
一
冊
だ
け
で
あ
る
［
51
］。
河
出
書
房
に
提
出
し
た
の
は
、

よ
り
書
き
や
す
い
、
戦
前
の
同
志
社
大
学
で
の
講
義
を
も
と
に
し
た
『
経
済
学
史
』
だ
っ
た
。

　

貨
幣
論
に
強
い
関
心
を
持
ち
な
が
ら
も
、
恐
慌
論
を
体
系
化
す
る
関
心
は
捨
て
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
一
九
四
九
年
に
恐
慌

に
関
す
る
著
作
を
集
め
た
『
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論
の
研
究
』
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
で
、
久
留
間
の
考
え
方
が
よ
り
多
く
の
読
者
に
届

『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
と
資
本
の
限
界
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マ
ル
ク
ス
研
究
会
年
誌
二
〇
二
一

く
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
五
〇
年
代
、
久
留
間
は
「
恐
慌
論
の
体
系
を
つ
く
る
に
は
ど
う
い
う
項
目
を
た
て
た
ら
い
い
か
と
い
う

こ
と
を
議
論
」［
52
］
す
る
た
め
の
研
究
会
を
主
宰
し
た
。
山
本
二
三
丸
、
大
島
清
、
三
宅
義
夫
な
ど
が
主
な
メ
ン
バ
ー
で
、
そ
れ

ぞ
れ
恐
慌
論
体
系
の
「
案
」
を
紹
介
し
た
。「
そ
の
研
究
会
の
成
果
の
一
つ
」
は
、
大
島
清
が
「『
資
本
論
辞
典
』
の
「
恐
慌
」
の

項
目
で
発
表
し
た
論
文
」
で
あ
り
、
三
宅
義
夫
の
恐
慌
史
に
関
す
る
研
究
も
研
究
会
で
そ
の
テ
ー
マ
を
「
分
担
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
の
が
動
機
に
な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
久
留
間
は
回
想
し
て
い
る
［
53
］。

　

戦
後
、『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
久
留
間
の
恐
慌
論
体
系
に
関
す
る
考
え
方
は
さ
ら
に
発
展
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
ド
イ
ツ
語
初
版
は
戦
時
中
に
出
た
た
め
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
入
手
で
き
な
か
っ
た
が
、
久
留
間
は
一
九
五
三
年
に

す
ぐ
に
売
り
切
れ
た
第
二
版
の
一
冊
を
上
杉
捨
彦
か
ら
借
り
て
、「
一
、二
ヵ
月
の
あ
い
だ
は
あ
れ
ば
か
り
読
ん
だ
」［
54
］。
久
留

間
に
と
っ
て
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
は
、
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
の
体
系
内
で
特
別
に
取
り
上
げ
る
の
は
適
当
で
な
い
が
「
非

常
に
興
味
の
あ
る
資
料
」
を
含
む
「
大
宝
庫
」
で
あ
る
［
55
］。
上
杉
は
、「
久
留
間
先
生
は
理
論
上
の
事
で
も
、
前
か
ら
ご
自
分

で
考
え
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
、
お
そ
ら
く
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
の
中
に
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
ら
し
た
ん
じ
ゃ
な
い

か
」
と
回
想
し
た
［
56
］。

　
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
を
読
む
際
に
、
特
に
恐
慌
論
の
観
点
か
ら
、
重
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
ノ
ー
ト
カ
ー
ド
に
書
き
写
す
と

い
う
い
つ
も
の
方
法
を
と
っ
た
。
恐
慌
論
の
研
究
会
に
参
加
し
た
大
島
清
は
、
そ
の
カ
ー
ド
を
借
り
て
「
資
本
主
義
的
生
産
の
限

界
と
恐
慌
」
と
い
う
、
一
九
五
七
年
に
出
版
さ
れ
た
論
文
を
書
い
た
。
大
島
は
短
い
後
書
き
で
、
そ
の
論
文
の
「
観
点
」
は
「
全

く
久
留
間
先
生
の
示
唆
に
よ
る
も
の
」
で
あ
り
、「
本
稿
の
執
筆
中
も
た
え
ず
大
き
な
教
示
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
書
い

て
い
る
［
57
］。
大
島
が
言
っ
て
い
る
、
マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
論
を
整
理
す
る
「
観
点
」
と
は
、
恐
慌
の
問
題
を
「「
資
本
主
義
的
生

産
の
制
限
」
と
い
う
側
面
か
ら
解
明
す
れ
ば
、
そ
こ
に
従
来
の
研
究
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
一
つ
の
新
し
い
照
明
が
投
ぜ
ら
れ
る
だ
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久
留
間
鮫
造
の
恐
慌
論
の
展
開

ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
［
58
］。
久
留
間
の
恐
慌
を
め
ぐ
る
「
観
点
」
が
「
資
本
主
義
的
生
産
の
限
界
と
恐
慌
」
に
強
い
影
響

を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
論
文
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
恐
慌
に
か
ん
す
る
考
え
方
が
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ

セ
』
と
の
出
会
い
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
い
っ
た
か
を
よ
り
深
く
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
大
島
は
そ
の
論
文
で
、「
資

本
主
義
的
生
産
の
真
の
制
限
は
、
資
本
そ
の
も
の
で
あ
る
」［
59
］
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
著
名
な
一
句
の
真
意
を
解
明
し
よ
う
と
し

て
い
る
。
彼
は
こ
れ
を
「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
性
格
、
そ
の
運
動
法
則
を
理
解
す
る
上
に
、
特
に
マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
理
論
を

理
解
す
る
上
に
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
［
60
］。

　

マ
ル
ク
ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
特
有
な
表
現
様
式
に
媚
を
呈
し
さ
え
し
た
の
」［
61
］
で
あ
る
が
、『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
で
は

G
renze

（
限
界
）とSchranke
（
制
限
）と
い
う
用
語
を
明
確
に
区
別
す
る
。
大
島
は
、そ
の
区
別
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
ヘ
ー

ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
限
界
は
あ
る
も
の
そ
れ
自
体
の
内
在
的
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
あ
る
も
の
の
限
界
と
は
そ
の
も
の
の
本
性
な

の
で
あ
る
。あ
る
も
の
は
、そ
の
限
界
に
お
い
て
の
み
あ
る
も
の
で
あ
る
。あ
る
も
の
は
つ
ね
に
与
え
ら
れ
た
限
界
の
う
ち
に
あ
り
、

限
界
づ
け
ら
れ
たbegrentze

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
、
自
己
の
矛
盾
の
発
展
に
よ
っ
て
自
ら
の
限
界
を
の
り

こ
え
よ
う
と
す
る
本
性
を
も
っ
て
い
る
。
あ
る
も
の
が
自
分
自
身
の
な
か
で
、与
え
ら
れ
た
限
界
を
の
り
こ
え
よ
う
と
す
る
と
き
、

そ
の
限
界
が
あ
る
も
の
の
否
定
者
と
な
る
と
き
、
限
界
は
制
限
と
な
る
」［
62
］。
資
本
に
も
内
在
的
限
界
が
あ
り
、
生
産
力
を
高

め
て
利
潤
を
追
求
す
る
際
に
、
そ
の
限
界
を
制
限
と
感
じ
て
突
破
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。「
資
本
主
義
の
真
の
制
限
は
資
本
そ

の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
謎
め
い
た
言
葉
の
真
意
は
こ
こ
に
あ
る
。
恐
慌
論
に
関
連
さ
せ
て
言
え
ば
、
資
本
が
自
ら

の
制
限
を
突
破
し
て
矛
盾
に
陥
り
、
最
終
的
に
恐
慌
と
い
う
形
で
爆
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

大
島
に
よ
る
と
、
資
本
は
、
ギ
ル
ド
制
度
な
ど
自
ら
の
自
由
な
発
展
を
阻
む
外
部
の
制
限
を
取
り
払
う
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ

れ
で
も
内
部
に
は
限
界
が
あ
り
、
資
本
の
発
展
に
つ
れ
そ
の
限
界
は
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
制
限
と
な
っ
た
。
資
本
主
義
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マ
ル
ク
ス
研
究
会
年
誌
二
〇
二
一

的
生
産
の
限
界
は
「
帰
す
る
と
こ
ろ
、
自
己
増
殖
を
規
定
的
動
機
と
す
る
資
本
そ
の
も
の
の
本
性
に
根
ざ
し
て
い
る
」［
63
］。
資

本
が
よ
り
多
く
の
剰
余
労
働
を
得
る
た
め
に
必
要
労
働
を
ま
す
ま
す
少
な
く
す
る
（
そ
の
結
果
と
し
て
労
働
者
の
消
費
を
制
限
す
る
）
こ

と
や
、
資
本
が
剰
余
価
値
を
実
現
す
る
た
め
に
商
品
を
貨
幣
に
転
化
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
、「
資
本
そ
の
も
の
」
が
生
産
・

消
費
に
対
す
る
制
限
と
な
る
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
「
自
己
増
殖
」
へ
の
動
機
の
下
で
資
本
は
自
ら
の
「
固
有
な
諸
限
界
を

無
視
し
、
そ
れ
を
突
破
し
て
生
産
諸
力
を
ま
す
ま
す
発
展
さ
せ
よ
う
」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
資
本
主
義
的
生
産
の
限

界
は
そ
の
制
限
に
転
化
す
る
」［
64
］。
こ
の
大
島
＝
久
留
間
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
資
本
は
自
ら
の
限
界
を
制
限
と
し
て
感
じ
て
、

価
値
増
殖
の
た
め
に
そ
の
制
限
を
突
破
し
て
矛
盾
に
陥
り
、
や
が
て
過
剰
生
産
・
恐
慌
の
形
で
そ
の
矛
盾
が
爆
発
す
る
。
し
か
し
、

大
島
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
「
過
剰
生
産
の
具
体
的
説
明
で
は
な
く
、
資
本
の
本
性
か
ら
し
て
過
剰
生
産
が
さ
け
が
た
い

こ
と
を
一
般
的
抽
象
的
」［
65
］
に
説
明
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

　

資
本
そ
の
も
の
が
生
産
・
流
通
過
程
に
与
え
る
制
限
を
よ
り
具
体
的
に
理
解
す
る
た
め
に
、
大
島
は
『
資
本
論
』
第
三
部
第
三

篇
を
参
照
す
る
。
彼
の
論
文
は
、
ま
さ
に
『
資
本
論
』
第
三
部
と
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
の
両
方
か
ら
の
引
用
を
中
心
に
展
開
さ

れ
る
。
こ
の
論
文
自
体
が
久
留
間
の
ノ
ー
ト
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
久
留
間
が
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
を
読
ん
だ

こ
と
が
、
第
三
部
第
三
篇
を
恐
慌
論
の
観
点
か
ら
再
考
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
言
え
る
。

　

そ
の
結
果
、
久
留
間
は
よ
り
明
確
に
自
ら
の
恐
慌
論
を
「
資
本
主
義
の
真
の
制
限
は
資
本
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
視
点
に

位
置
づ
け
た
よ
う
で
あ
る
。『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
を
読
ん
で
か
ら
、
以
前
か
ら
の
「
矛
盾
の
累
積
と
爆
発
」
や
「
諸
契
機
の
独

立
化
と
統
一
の
回
復
」
と
い
っ
た
観
点
と
並
ん
で
、「
生
産
力
発
展
の
衝
動
と
資
本
主
義
的
生
産
の
諸
制
限
と
の
矛
盾
」
が
「
恐

慌
論
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
」。
要
す
る
に
、
そ
の
「
制
限
・
限
界
と
い
う
見
地
が
き
わ
め
て
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
」
っ
た
の
だ
。
久
留
間
は
そ
の
後
「
注
意
し
て
こ
の
見
地
に
関
係
の
あ
る
と
こ
ろ
を
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久
留
間
鮫
造
の
恐
慌
論
の
展
開

カ
ー
ド
に
取
る
よ
う
に
」［
66
］
な
っ
た
。

　

一
九
六
〇
年
代
、
す
で
に
七
〇
歳
を
過
ぎ
て
い
た
久
留
間
は
、「
恐
慌
」
を
含
む
い
く
つ
か
の
重
要
な
テ
ー
マ
に
関
し
て
マ
ル

ク
ス
の
著
書
か
ら
引
用
し
た
文
章
を
数
冊
に
ま
と
め
る
と
い
う
、新
た
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
着
手
し
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、

彼
が
戦
後
に
再
び
築
き
上
げ
た
膨
大
な
ノ
ー
ト
カ
ー
ド
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
も
と
に
立
ち
上
げ
ら
れ
た
。
一
九
六
〇
年
代
初
め
に

は
、
す
で
に
一
万
枚
ほ
ど
の
カ
ー
ド
が
集
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
学
生
や
同
僚
に
貸
し
出
し
、
自
分
た
ち
の
研
究
に
役
立
て
て
も

ら
っ
て
い
た
。
自
分
の
ノ
ー
ト
カ
ー
ド
を
よ
り
多
く
の
人
に
使
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
久
留
間
は
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
目
録
を

作
ろ
う
と
考
え
た
。
大
谷
禎
之
介
が
そ
の
作
業
を
引
き
受
け
、
一
九
六
五
年
末
に
目
録
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
の
後
、
大
月
書
店
の

編
集
者
で
あ
る
小
林
直
衛
の
目
に
留
ま
っ
た
。
小
林
は
、
カ
ー
ド
の
内
容
を
何
ら
か
の
形
で
出
版
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
れ

が
き
っ
か
け
と
な
り
、
大
原
社
会
問
題
研
究
所
と
共
同
で
大
月
書
店
か
ら
『M

arx-Lexikon zur Politischen Ö
konom

ie

』

が
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
書
く
こ
と
が
苦
手
な
久
留
間
の
体
系
的
恐
慌
論
の
全
貌
は
、『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
完
成
さ
せ
て
い
な
け
れ
ば
、人
の
知
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、幸
い
な
こ
と
に
、「
恐

慌
」
に
関
す
る
全
四
巻
と
各
巻
に
挿
入
さ
れ
た
編
集
部
で
の
討
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
恐
慌
論
の
基
本
構
造
を
把

握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

久
留
間
の
恐
慌
論
研
究
の
出
発
点
は
、
戦
前
の
「
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論
摘
要
」
と
同
様
に
、
恐
慌
の
本
質
を
資
本
主
義
の
あ
ら
ゆ

『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』
の
恐
慌
論
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マ
ル
ク
ス
研
究
会
年
誌
二
〇
二
一

る
矛
盾
の
爆
発
と
一
時
的
解
決
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』
の
「
恐
慌
Ⅰ
」
に
は
、「
マ

ル
ク
ス
恐
慌
論
摘
要
」
で
紹
介
さ
れ
た
引
用
文
や
そ
れ
以
外
の
恐
慌
の
本
質
的
な
定
義
に
関
す
る
引
用
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

両
者
の
違
い
の
一
つ
は
、「
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論
摘
要
」
で
は
そ
れ
ら
の
引
用
文
が
「
恐
慌
に
か
ん
す
る
マ
ル
ク
ス
の
一
般
的
把
握
」

と
い
う
見
出
し
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』
で
は
「
恐
慌
の
本
質
規
定
」
と
い
う
見

出
し
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
点
だ
。

　
『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』
に
は
、
恐
慌
の
本
質
規
定
か
ら
、
最
終
的
に
恐
慌
に
よ
っ
て
爆
発
す
る
諸
矛
盾
の
展
開
を

明
ら
か
に
す
る
と
い
う
、
方
法
論
上
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
諸
契
機
が
ど
の
よ
う
に
独
立
化
す
る
か
と
い
う
観
点

に
加
え
、
恐
慌
の
可
能
性
と
い
う
抽
象
的
理
解
か
ら
、
現
実
の
恐
慌
の
具
体
的
理
解
へ
と
進
む
べ
き
順
序
を
解
明
す
る
の
で
あ
る
。

久
留
間
は
、『
剰
余
価
値
学
説
史
』
の
重
要
な
一
節
が
、
体
系
的
な
恐
慌
論
の
構
築
に
必
要
な
方
法
論
に
つ
い
て
基
礎
的
な
概
要

を
示
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
一
節
は
、『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』
の
中
で
、「
恐
慌
論
の
方
法
」
と
い
う
見
出
し

の
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
『
学
説
史
』
の
一
節
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
は
恐
慌
の
理
解
へ
の
第
一
歩
を
、
単
純
な
商
品
流
通
に
お
け
る
恐
慌
の
抽
象
的
な

形
態
の
認
識
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
販
売
と
購
買
の
矛
盾
か
ら
生
じ
る
「
一
般
的
で
抽
象
的
な
恐
慌
の

可
能
性
」
で
あ
る
。
販
売
と
購
買
の
分
離
は
、
セ
イ
の
「
ば
か
け
た
」［
67
］
ド
グ
マ
と
は
異
な
り
、「
だ
れ
も
、
自
分
が
売
っ
た

か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
買
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
」［
68
］
と
い
う
単
純
な
事
実
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
マ

ル
ク
ス
は
、
こ
の
乖
離
は
、
単
に
「
恐
慌
の
形
式
的
可
能
性
」
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
内
容
の
な
い
、
十
分
な
内

容
を
も
っ
た
動
因
の
な
い
、
恐
慌
の
最
も
抽
象
的
な
形
態
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
」［
69
］
と
強
調
す
る
。

　

マ
ル
ク
ス
は
次
に
、
販
売
と
購
買
の
乖
離
に
関
連
す
る
恐
慌
の
「
第
二
形
態
」
を
紹
介
す
る
。
こ
れ
は
、
貨
幣
の
支
払
手
段
と
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久
留
間
鮫
造
の
恐
慌
論
の
展
開

し
て
の
機
能
か
ら
生
じ
る
恐
慌
の
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
取
引
で
は
、
売
り
手
が
買
い
手
に
商
品
を
渡
し
、
そ
の
見
返
り
に
後
日
、

金
銭
を
支
払
う
こ
と
を
約
束
す
る
の
で
、
売
り
手
は
債
権
者
と
な
り
、
買
い
手
は
債
務
者
に
な
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
商
品
を
引
き

渡
し
て
か
ら
金
銭
を
支
払
う
ま
で
の
間
に
価
値
が
変
動
し
、
商
品
の
価
値
が
以
前
ほ
ど
で
な
く
な
っ
た
場
合
、「
商
品
の
売
却
代

金
で
は
債
務
を
履
行
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
一
取
引
に
逆
行
す
る
一
連
の
取
引
は
決
済
さ
れ
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
こ
う

し
た
特
徴
を
考
え
る
と
、
第
二
の
恐
慌
の
形
態
は
、「
第
一
の
形
態
よ
り
も
具
体
的
で
あ
る
と
は
い
え
」、
マ
ル
ク
ス
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
そ
れ
は
「
ま
だ
ま
っ
た
く
抽
象
的
で
あ
る
」［
70
］
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

恐
慌
の
第
一
形
態
も
第
二
形
態
も
、
恐
慌
の
直
接
的
な
原
因
で
は
な
く
、
単
に
そ
の
「
最
も
一
般
的
な
表
現
」
あ
る
い
は
そ
の

抽
象
的
な
可
能
性
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
た
だ
、
恐
慌
の
た
め
の
そ
の
形
態
」
で
あ
り
、「
こ
の
可
能
性
が
恐
慌
に

な
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
形
態
そ
の
も
の
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
な
い
」［
71
］。
つ
ま
り
、
恐
慌
を
よ
り
具
体
的
に
理
解

す
る
た
め
に
、「
な
ぜ
恐
慌
の
抽
象
的
な
形
態
、
恐
慌
の
可
能
性
の
形
態
が
、
可
能
性
か
ら
現
実
性
に
な
る
の
か
、
を
知
ろ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
」［
72
］。
し
か
し
、『
資
本
論
』
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
こ
の
可
能
性
の
現
実
性
へ
の
発
展
は
、
単

純
な
資
本
流
通
の
立
場
か
ら
は
ま
だ
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
諸
関
係
の
全
一
大
範
囲
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
」［
73
］。
し
た
が
っ

て
、
恐
慌
論
を
追
求
す
る
上
で
の
課
題
と
し
て
、
そ
の
一
般
的
で
抽
象
的
な
形
態
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、「
恐
慌
に
お
い
て
総
括

さ
れ
る
個
々
の
諸
契
機
」
が
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
経
済
の
ど
の
部
面
に
も
現
わ
れ
発
展
さ
せ
ら
れ
る
」［
74
］
と
こ
ろ
ま
で
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
進
ん
で
行
け
ば
行
く
ほ
ど
、
そ
の
矛
盾
の
新
し
い
規
定
が
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
抽

象
的
な
形
態
が
「
よ
り
具
体
的
な
諸
形
態
の
な
か
に
再
現
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
け

れ
ば
な
い
」［
75
］。

　

し
か
し
、
久
留
間
に
よ
れ
ば
、
恐
慌
の
可
能
性
を
現
実
性
に
転
化
さ
せ
る
諸
契
機
を
検
討
す
る
前
に
中
間
的
な
段
階
が
あ
る
。
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マ
ル
ク
ス
研
究
会
年
誌
二
〇
二
一

『
剰
余
価
値
学
説
史
』
の
方
法
論
に
関
す
る
一
節
で
、
マ
ル
ク
ス
は
、
恐
慌
の
抽
象
的
諸
形
態
が
資
本
の
再
生
産
＝
流
通
過
程
に

お
け
る
「
一
つ
の
内
容
を
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
形
態
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
自
己
を
表
現
し
う
る
一
つ
の
基
礎
を
、
獲
得
す
る
こ

と
」［
76
］
を
指
摘
す
る
。
久
留
間
は
、
商
品
流
通
に
お
け
る
二
つ
の
抽
象
的
な
形
態
を
解
明
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
形
態
が
ど
の

よ
う
に
「
内
容
規
定
」
を
受
け
る
か
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
次
に
『
資
本
論
』
第
二
部
に
お
け
る
資
本
流
通
を
分
析
す
る
必
要

が
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
『
資
本
論
』
第
二
部
で
は
、
マ
ル
ク
ス
は
第
一
部
で
考
察
し
た
商
品
の
変
態
に

立
ち
戻
る
が
、
今
度
は
そ
の
過
程
を
、
生
産
過
程
の
分
析
を
前
提
と
し
て
、
資
本
の
流
通
過
程
と
し
て
考
察
す
る
。
マ
ル
ク
ス
が

商
品
流
通
の
中
に
見
出
し
た
恐
慌
の
抽
象
的
な
諸
形
態
が
「
繰
り
返
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
が
、
今
度
は
、
資
本
流
通
が
単
純
な
商

品
流
通
よ
り
は
る
か
に
複
雑
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、そ
の
諸
形
態
の
内
容
は
さ
ら
に
展
開
さ
れ
る
。『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』

の
「
恐
慌
Ⅰ
」
で
、
久
留
間
は
「
資
本
の
流
通
過
程
の
も
と
で
の
、
恐
慌
の
可
能
性
の
一
層
の
発
展
」
と
い
う
見
出
し
（
Ⅶ
）
で
、

「
恐
慌
の
抽
象
的
形
態
が
資
本
の
流
通
過
程
に
お
い
て
受
け
と
る
内
容
諸
規
定
」
の
具
体
例
を
紹
介
す
る
。

　

恐
慌
の
諸
形
態
が
ど
の
よ
う
に
「
内
容
規
定
」
を
受
け
取
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
恐
慌
論
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
だ
恐
慌
の
可
能
性
の
レ
ベ
ル
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
久
留
間
は
、
恐
慌
の
抽
象
的
な
諸
形
態
が
「
内
容

規
定
」
を
受
け
る
こ
と
と
、
恐
慌
の
可
能
性
が
現
実
化
す
る
こ
と
と
の
区
別
は
重
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
彼
は
、
こ
の
二
つ
を

「
二
つ
の
別
々
の
次
元
」
を
占
め
る
と
表
現
す
る
。「
内
容
規
定
」
を
受
け
取
る
こ
と
は
、
恐
慌
の
諸
形
態
が
「
自
己
を
表
明
し
う

る
一
つ
の
基
礎
を
獲
得
す
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
は
恐
慌
の
可
能
性
を
現
実
性
に
転
化
さ
せ
る
諸
契
機
の
解
明
で
は
な

い
。
諸
契
機
の
相
互
関
係
や
そ
れ
ら
の
恐
慌
の
爆
発
ま
で
の
展
開
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、『
資
本
論
』
第
三
部
に
目
を
向
け
る

必
要
が
あ
る
と
、
久
留
間
は
強
調
す
る
。

　

恐
慌
の
可
能
性
を
現
実
性
に
転
化
さ
せ
る
諸
契
機
が
、『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』
の
「
恐
慌
Ⅱ
」
の
焦
点
で
あ
る
。
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久
留
間
鮫
造
の
恐
慌
論
の
展
開

久
留
間
は
、
こ
の
巻
の
「
特
徴
の
ひ
と
つ
」
は
「
生
き
て
い
る
矛
盾
」（lebendiger W

iderspruch

）「
が
中
心
的
な
問
題
に
な
っ

て
く
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
［
77
］。「
生
き
て
い
る
矛
盾
」
は
、大
島
の
論
文
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ

セ
』
の
次
の
一
節
か
ら
取
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。「
資
本
は
、
そ
の
本
性
に
従
っ
て
、
労
働
と
価
値
創
造
と
に
た
い
す
る
制
限
を

措
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
制
限
は
、
労
働
と
価
値
創
造
と
を
無
限
度
に
拡
大
し
よ
う
と
す
る
資
本
の
傾
向
と
は
矛
盾
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
資
本
は
自
己
に
特
有
の
制
限
を
措
定
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
い
か
な
る
制
限
を
も
乗
り
越
え
て
突
き
進
む
の
だ

か
ら
、
そ
れ
は
生
き
た
矛
盾
な
の
で
あ
る
」［
78
］。
久
留
間
は
、「
生
き
て
い
る
矛
盾
」
を
「
た
だ
潜
在
的
に
矛
盾
が
あ
る
と
い
う

の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
ア
ク
テ
ィ
ヴ
に
活
動
す
る
」
も
の
と
定
義
す
る
。
そ
し
て
、
矛
盾
の
「
対
立
的
な
要
因
が
実
際
に
相
反

す
る
運
動
」
が
あ
る
程
度
ま
で
に
進
む
と
、
そ
れ
が
「
極
度
の
緊
張
」［
79
］
を
生
み
出
し
、
恐
慌
を
通
じ
る
こ
と
で
の
み
解
放
さ

れ
う
る
と
彼
は
論
じ
る
。

　

よ
り
具
体
的
に
は
、
こ
れ
は
生
産
力
を
絶
対
的
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
資
本
の
傾
向
と
、
資
本
の
本
性
に
由
来
す
る
資
本
主

義
的
生
産
の
限
界
と
の
間
の
矛
盾
で
あ
る
。『
資
本
論
』第
三
部
で
は
、こ
の
矛
盾
が
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
手

段

―
社
会
的
生
産
力
の
無
条
件
的
発
展

―
は
、
既
存
資
本
の
増
殖
と
い
う
制
限
さ
れ
た
目
的
と
は
絶
え
ず
衝
突
せ
ざ
る
を
え

な
い
」［
80
］。
恐
慌
論
の
課
題
は
、
資
本
が
自
ら
に
課
し
た
制
限
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
「
生
き
た
矛
盾
」
の
展
開
を
具
体
的

に
追
跡
し
、
恐
慌
の
可
能
性
の
現
実
性
へ
の
転
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』
で
提
示
さ
れ
た
恐
慌
論
が
、
久
留
間
の
戦
前
の
恐
慌
論
と
異
な
る
の
は
、
恐
慌
と
資
本
主

義
そ
の
も
の
と
の
根
本
的
矛
盾
を
強
調
し
た
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
恐
慌
論
は
、「
資
本
主
義
的
生
産
の
真
の
制
限
は
、
資
本
そ
の

も
の
で
あ
る
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
謎
め
い
た
言
葉
の
具
体
的
な
意
味
や
恐
慌
の
根
底
に
あ
る
矛
盾
の
理
解
を
求
め
る
と
い
う
点

の
強
調
だ
。
久
留
間
の
戦
前
の
論
文
で
は
先
述
の
よ
う
に
、「
諸
契
機
の
相
対
的
独
立
化
」
と
い
う
観
点
か
ら
資
本
主
義
に
お
け
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る
矛
盾
と
恐
慌
の
関
係
を
強
調
し
た
が
、
そ
の
展
開
の
根
底
に
あ
る
矛
盾
を
充
分
に
は
解
明
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
恐
慌

に
関
す
る
矛
盾
の
観
念
が
「
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論
摘
要
」
で
は
静
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』
で
は
、

実
際
に
運
動
す
る
「
生
き
て
い
る
矛
盾
」
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
生
き
て
い
る
矛
盾
の
な
か
の
ア
ク
テ
ィ
ヴ
な

諸
契
機
を
把
握
し
、
恐
慌
の
可
能
性
を
現
実
性
に
転
化
さ
せ
る
勢
力
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、「
利
潤
率
の
傾
向
的
低
下
の
法
則
」

に
関
す
る
第
三
部
第
三
篇
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
久
留
間
は
考
え
た
。
恐
慌
の
可
能
性
を
現
実
性
に
転
化
さ
せ
る
諸
契
機
に
つ
い

て
の
マ
ル
ク
ス
の
理
解
は
、「
恐
慌
Ⅱ
」
の
見
出
し
Ⅶ
の
下
に
位
置
さ
れ
た
一
四
個
の
小
見
出
し
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿

で
は
そ
れ
ら
の
諸
契
機
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』
の
「
全
体
的
構
想
を
た
て
る
と
き
に
い
ち
ば
ん
大
き
な
問
題
」［
81
］
は
、
産
業
循
環
論
に

関
わ
る
問
題
と
「
本
来
」
の
恐
慌
論
に
関
わ
る
問
題
と
の
関
係
・
区
別
を
把
握
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
、
久
留
間
は
言
う
。
実
際
、

二
つ
の
間
に
「
は
っ
き
り
分
け
て
境
界
線
を
引
く
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
」［
82
］
と
さ
え
考
え
て
い
た
。
恐
慌
そ
の
も

の
が
産
業
循
環
の
一
つ
の
頂
点
な
の
だ
か
ら
、
恐
慌
の
分
析
は
産
業
循
環
論
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、久
留
間
は『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』を
恐
慌
論
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
た
。
要
す
る
に
、ま
ず「
本
来
」

の
恐
慌
論
に
関
す
る
三
巻
が
あ
り
、
そ
の
後
、
別
に
産
業
循
環
論
に
関
す
る
最
終
巻
が
出
版
さ
れ
た
の
だ
。
こ
の
構
成
は
、
産
業

循
環
論
が
恐
慌
論
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
う
久
留
間
の
基
本
的
な
考
え
方
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

産
業
循
環
と
恐
慌
論
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久
留
間
に
よ
る
と
、
産
業
循
環
論
の
前
提
は
、
恐
慌
の
本
質
や
資
本
主
義
の
「
生
き
て
い
る
矛
盾
」
の
諸
契
機
の
展
開
に
つ
い

て
の
理
解
で
あ
り
、
生
産
力
を
増
大
さ
せ
よ
う
と
す
る
資
本
の
本
源
的
衝
動
と
、
価
値
増
殖
の
必
要
性
か
ら
生
じ
る
限
界
と
の
衝

突
は
、
産
業
循
環
の
諸
局
面
と
そ
れ
ら
の
特
徴
的
な
パ
タ
ー
ン
を
決
定
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
産
業
循
環
の
諸
局
面
を
分
析
す
る

前
に
、
生
産
性
を
高
め
よ
う
と
す
る
資
本
の
本
源
的
衝
動
と
、
資
本
が
自
ら
に
課
す
制
限
と
の
衝
突
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
産
業
循
環
論
の
特
殊
な
課
題
は
、
資
本
が
利
潤
を
追
求
す
る
過
程
で
通
過
す
る
局
面
を
よ
り
具
体
的
に
把

握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
資
本
が
自
己
の
内
在
的
限
界
を
（
一
時
的
に
）
超
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
矛
盾
に
陥
り
、

そ
の
矛
盾
が
最
終
的
に
「
恐
慌
」
と
い
う
形
で
爆
発
す
る
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
産
業
循
環
の
諸
局
面

を
分
析
す
る
こ
と
は
、
恐
慌
と
い
う
現
象
を
よ
り
具
体
的
に
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
。

　

産
業
循
環
は
、「
近
代
産
業
が
そ
の
発
展
の
過
程
に
お
い
て
必
然
的
に
経
過
す
る
諸
局
面
を
通
じ
て
の
運
動
を
意
味
す
る
」の
で
、

久
留
間
は
「
資
本
制
的
生
産
の
発
展
の
過
程
は
同
時
に
そ
の
内
的
制
限
の
突
破
の
過
程
だ
」［
83
］
と
い
う
観
点
か
ら
産
業
循
環
の

起
点
と
終
点
を
客
観
的
に
判
断
す
る
こ
と
に
特
に
注
意
を
払
っ
た
。
特
に
、
恐
慌
を
一
つ
の
産
業
循
環
の
終
点
で
あ
る
と
同
時
に

次
の
循
環
の
始
点
と
見
る
、
一
般
的
な
産
業
循
環
論
を
批
判
し
た
。
そ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
前
回
の
恐
慌
か
ら
生
じ
た
低
賃
金
・

低
価
格
な
ど
の
条
件
か
ら
、
ほ
ぼ
自
動
的
に
新
し
い
循
環
が
生
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
生
産
の
拡
大
に
は
、
新
し
い

使
用
価
値
の
出
現
や
新
市
場
の
開
拓
な
ど
、
何
ら
か
の
「
衝
撃
」（Anstoß

）
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
衝
撃
が
な
け
れ
ば
、

資
本
家
は
新
た
な
投
資
を
行
お
う
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
久
留
間
は
そ
の
観
点
か
ら
、
新
し
い
循
環
の
始
点
を
恐
慌
の
直
後
で

は
な
く
、「
中
位
の
活
況
」（m

ittlere Lebendigkeit

）の
局
面
と
定
め
る
。彼
に
よ
る
と
、マ
ル
ク
ス
の
言
う「
中
位
の
活
況
」と
は
、「
弛

緩
〔Abspannung

〕
に
続
く
上
向
の
局
面
」［
84
］
を
指
す 

。
そ
れ
は
上
昇
局
面
の
う
ち
、
若
干
の
弛
緩
が
残
っ
て
い
る
部
分
の

全
体
を
包
含
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。「
戦
後
の
恐
慌
論
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
問
題
点
」
と
い
う
一
九
六
二
年
の
論
文
で
、
こ
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の
産
業
循
環
の
起
点
の
問
題
が
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

久
留
間
に
と
っ
て
、
産
業
循
環
の
諸
局
面
の
特
徴
や
平
均
的
長
さ
の
理
解
は
、
現
代
資
本
主
義
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
こ
と

で
あ
る
。
彼
は
、
現
状
に
自
説
を
押
し
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
目
の
前
で
実
際
に
進
行
し
て
い
る
産
業
循
環
を
正
確
に
把
握
し
、

常
に
事
実
を
尊
重
し
客
観
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
倣
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
ア
プ
ロ
ー

チ
の
一
例
が
、
産
業
循
環
の
長
さ
に
生
じ
る
変
化
を
資
本
主
義
的
生
産
の
発
展
と
の
関
連
で
説
明
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

同
様
に
、
現
代
の
産
業
循
環
の
変
化
が
資
本
主
義
の
発
展
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
も
、
重
要
な
理
論

的
課
題
で
あ
る
と
久
留
間
は
考
え
て
い
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、久
留
間
は
、資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
根
本
的
矛
盾
と
限
界
を
解
明
す
る
点
で
、マ
ル
ク
ス
の
「
経
済
学
批
判
」

全
体
と
そ
の
最
も
基
礎
的
な
部
分
と
し
て
の
『
資
本
論
』
は
あ
る
一
種
の
「
恐
慌
論
」
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
、と
主
張
し
た
。

こ
の
よ
う
な
幅
広
い
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、『
資
本
論
』
全
三
部
の
特
定
の
部
分
を
マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
論
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
見
な
す
説

と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
の
多
く
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
異
な
り
久
留
間
は
、
恐
慌
の
「
必
然
性
」
を
求
め
、

そ
の
主
要
原
因
を
特
定
す
る
こ
と
を
恐
慌
論
の
存
在
意
義
と
み
な
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、資
本
主
義
の
「
ア
キ
レ
ス
腱
」

を
見
つ
け
る
観
点
か
ら
恐
慌
論
を
追
求
し
な
か
っ
た
。
確
か
に
久
留
間
は
、
恐
慌
を
資
本
主
義
の
根
本
的
な
矛
盾
を
表
出
・
暴
露

す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
が
、
恐
慌
で
爆
発
す
る
諸
矛
盾
は
、
資
本
蓄
積
の
「
正
常
な
」
過
程
の
中
で
展
開
さ
れ
、
そ
の
「
原
動

恐
慌
論
と
し
て
読
む
『
資
本
論
』
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力
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
恐
慌
論
は
、
資
本
主
義
の
異
常
な
現
象
や
致
命
的
な
欠
陥
で
は
な
く
、
資
本
主
義
的
生
産

の
通
常
の
動
き
を
把
握
す
る
理
論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
久
留
間
は
『
資
本
論
』
全
三
部
を
中
心
に
マ
ル
ク
ス
の
恐

慌
に
関
す
る
考
え
方
を
展
開
し
、
体
系
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

［
１
］
久
留
間
一
九
五
四
、一
〇
四

［
２
］
久
留
間
一
九
七
三
ｃ
（『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
八
・
二
一
）、
九
〇

［
３
］
同
上
（『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
一
〇
・
二
）、
八
六

［
４
］
久
留
間
一
九
六
五
、三

［
５
］
同
上
、
二
二

［
６
］
久
留
間
一
九
六
五
、三

［
７
］
同
上
、
二
一

［
８
］
同
上
、
四
一
―

四
二

［
９
］
同
上
、
七
〇

［
10
］
同
上
、
三

［
11
］
同
上
、
七
六

註
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［
12
］
同
上

［
13
］
同
上

［
14
］
同
上

［
15
］
同
上
、
二
七

［
16
］
同
上
、
四
一

［
17
］
同
上
、
四
二

［
18
］
久
留
間
一
九
七
三
ｃ
（『
週
刊
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
九
・
一
八
）、
八
六

［
19
］
同
上

［
20
］
同
上
（『
週
刊
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
九
・
一
一
）、
九
三

［
21
］
久
留
間
一
九
五
四
、一
〇
七

［
22
］
同
上
、
一
〇
六

［
23
］
同
上

［
24
］
同
上

［
25
］
大
谷
二
〇
一
九
、四
三

［
26
］
久
留
間
一
九
六
五
、七
五

［
27
］
同
上
、
七
六

［
28
］
同
上

［
29
］
マ
ル
ク
ス
一
九
八
一
、七
一
九

［
30
］
マ
ル
ク
ス
一
九
六
五
、一
五
〇

［
31
］
久
留
間
一
九
六
五
、七
八

［
32
］
マ
ル
ク
ス
一
九
六
四
、七
九
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［
33
］
マ
ル
ク
ス
一
九
六
六
、五
六
二

［
34
］
久
留
間
一
九
四
九
、二

［
35
］
同
上
、
四

［
36
］
同
上
、
三

［
37
］
同
上
、
四

［
38
］
同
上
、
三

［
39
］
久
留
間
一
九
五
四
、九
九

［
40
］
久
留
間
一
九
六
五
、一
〇
四
―

一
〇
五

［
41
］
久
留
間
一
九
六
五
、七
六

［
42
］
同
上
、
七
五

［
43
］
久
留
間
一
九
五
四
、一
〇
八

［
44
］
二
村
一
九
八
九
、四
〇

［
45
］
大
内
一
九
五
七
、三
九
六

［
46
］
同
上
、
三
九
七

［
47
］
同
上

［
48
］
同
上
、
三
九
八

［
49
］
久
留
間
一
九
五
四
、一
〇
七

［
50
］
同
上

［
51
］
一
九
七
九
年
、
大
月
書
店
か
ら
『
貨
幣
論
』
と
い
う
本
が
出
版
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
『
資
本
論
』
第
一
部
第
一
篇
を

中
心
に
久
留
間
と
大
谷
禎
之
介
ら
と
の
討
論
の
形
式
で
書
か
れ
て
お
り
、
マ
ル
ク
ス
の
貨
幣
論
を
体
系
的
に
提
示
し

た
も
の
で
は
な
い
。
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マ
ル
ク
ス
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究
会
年
誌
二
〇
二
一

［
52
］
久
留
間
一
九
七
三
ｃ
（『
週
刊
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
一
〇
・
二
）、
八
一

［
53
］
同
上

［
54
］
同
上
、
八
二

［
55
］
久
留
間
一
九
六
八
、XXXVI

［
56
］
二
村
一
九
八
九
、四
〇

［
57
］
大
島
一
九
五
七
、二
九
二

［
58
］
同
上

［
59
］
マ
ル
ク
ス
一
九
六
六
、三
一
三

［
60
］
大
島
一
九
五
七
、二
五
七

［
61
］
マ
ル
ク
ス
一
九
六
五
、二
三

［
62
］
大
島
一
九
五
七
、二
五
九
―

二
六
〇

［
63
］
同
上
、
二
六
四

［
64
］
同
上

［
65
］
同
上
、
二
六
六

［
66
］
久
留
間
一
九
七
三
ａ
、
一
三
―

一
四

［
67
］
マ
ル
ク
ス
一
九
六
五
、一
四
九

［
68
］
同
上
、
一
五
〇

［
69
］
マ
ル
ク
ス
一
九
八
一
、七
一
四

［
70
］
マ
ル
ク
ス
一
九
八
一
、七
一
五

［
71
］
同
上

［
72
］
同
上
、
七
二
一
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［
73
］
マ
ル
ク
ス
一
九
六
五
、一
五
〇

［
74
］
マ
ル
ク
ス
一
九
八
一
、七
一
五

［
75
］
同
上

［
76
］
同
上

［
77
］
久
留
間
一
九
七
三
ａ
、
四

［
78
］
マ
ル
ク
ス
一
九
九
三
、三
七

［
79
］
久
留
間
一
九
七
三
ａ
、
四

［
80
］
マ
ル
ク
ス
一
九
六
六
、三
一
四

［
81
］
久
留
間
一
九
七
二
、三

［
82
］
久
留
間
一
九
七
三
ｂ
、
二

［
83
］
久
留
間
一
九
六
五
、二
二
三

［
84
］
久
留
間
一
九
七
三
ｂ
、
九
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マ
ル
ク
ス
研
究
会
年
誌
二
〇
二
一

大
内
兵
衛
（
一
九
五
七
）「
老
友
久
留
間
君
の
足
跡
」『
経
済
学
の
諸
問
題
』
法
政
大
学
出
版
局

大
島
清
（
一
九
五
七
）「
資
本
主
義
的
生
産
の
制
限
と
恐
慌
」『
経
済
学
の
諸
問
題
』
法
政
大
学
出
版
局

大
谷
禎
之
介
編
（
二
〇
一
九
）『
マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
論
』
桜
井
書
店

二
村
一
夫
（
一
九
八
九
）「
座
談
会
︽
政
経
ビ
ル
時
代
の
思
い
出
︾

―
戦
後
初
期
の
大
原
社
研
」『
大
原
社
会
問
題
研
究
所
雑
誌　

三
六
三
・
三
六
四
号
』
法
政
大
学
出
版
局

久
留
間
鮫
造
（
一
九
四
九
）『
マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
論
』
北
降
館

―
（
一
九
五
四
）「
学
究
生
活
の
思
い
出
」
金
田
一
京
助
他
著
『
学
究
生
活
の
思
い
出
』
宝
文
館

―
（
一
九
六
五
）『
恐
慌
論
研
究
』
大
月
書
店

―
（
一
九
六
八
）『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』
第
一
巻
、
大
月
書
店

―
（
一
九
七
二
）「
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
の
栞
六
号
」『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』
第
六
巻
、
大
月
書
店

―
（
一
九
七
三
ａ
）「
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
の
栞
七
号
」『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』
第
七
巻
、
大
月
書
店

―
（
一
九
七
三
ｂ
）「
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
の
栞
九
号
」『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
』
第
九
巻
、
大
月
書
店

―
（
一
九
七
三
ｃ
）「
社
会
科
学
五
〇
年
の
証
言
」『
週
刊
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
毎
日
新
聞
出
版

カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
（
一
九
六
四
）『
マ
ル
ク
ス=
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
一
三
巻
（『
経
済
学
批
判
』）、
大
月
書
店

―
（
一
九
六
五
）『
マ
ル
ク
ス=

エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
二
三
巻
第
一
分
冊
（『
資
本
論
』
第
一
部
）、
大
月
書
店

―
（
一
九
六
六
）『
マ
ル
ク
ス=

エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
二
五
巻
第
一
分
冊
（『
資
本
論
』
第
三
部
）、
大
月
書
店

―
（
一
九
八
一
）『
マ
ル
ク
ス
資
本
論
草
稿
集
』
第
六
巻
（『
一
八
五
七
―

五
八
年
の
経
済
学
草
稿
』）、
大
月
書
店

―
（
一
九
九
三
）『
マ
ル
ク
ス
資
本
論
草
稿
集
』
第
一
巻
（『
一
八
五
七
―

五
八
年
の
経
済
学
草
稿
』）、
大
月
書
店

参
考
文
献

1969 年生まれ。翻訳家。共著論文に "A Contrastive Analysis of the Sentential Use of Noun Phrases"（『宮崎大学教育学部紀要』
98 号、2022 年）、英訳書に Sasaki, Ryuji, A New Introduction to Karl Marx: New Materialism, Critique of Political Economy, 
and the Concept of Metabolism (Palgrave Macmillan, 2021) など。

マイケル・シャワティー　宮崎大学多言語多文化教育研究センター助教
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一
九
六
〇
年
代
終
盤
、
異
端
派
マ
ル
ク
ス
主
義
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
全
盛
を
迎
え
て
い
た
。
イ
タ
リ
ア
で
は
オ
ペ
ラ
イ
ズ

モ
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
シ
チ
ュ
ア
シ
オ
ニ
ズ
ム
、
ド
イ
ツ
で
は
新
し
い
マ
ル
ク
ス
の
読
み
方
の
萌
芽
だ
。
そ
れ
は
正
統
派
マ
ル
ク
ス

主
義
が
一
九
五
六
年
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
に
よ
っ
て
危
機
に
陥
っ
て
い
た
こ
ろ
だ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
「
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
」
は
新

し
い
ア
イ
デ
ア
を
探
っ
て
い
た
し
、
ま
た
一
九
六
八
年
に
爆
発
し
た
労
働
者
―

学
生
に
よ
る
反
乱
の
波
が
広
が
り
、
工
場
と
街
頭

で
実
践
的
批
判
が
立
ち
現
れ
て
く
る
な
か
で
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
戦
後
資
本
主
義
の
批
判
理
論
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
か
つ
て

一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
を
発
端
と
し
て
理
論
的
生
産
が
頂
点
を
迎
え
た
際
に
は
、
マ
ル
ク
ス
の
著
作
が
も
っ
て
い
た
批
判
精

i n t e r v i e w

逆
立
ち
し
た
こ
の
世
界

恐
慌
と
窮
乏
化

―
批
判
理
論
の
現
在

竹田真登　訳

John Clegg

Aaron Benanav

一橋大学大学院修士課程修了

シカゴ大学助教

シラキュース大学助教
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マ
ル
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ス
研
究
会
年
誌
二
〇
二
一

神
の
復
活
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
時
と
同
じ
よ
う
に
新
世
代
の
異
端
派
マ
ル
キ
ス
ト
た
ち
も
、
マ
ル
ク
ス
の
未
公
表
の
草
稿
が
数
多

く
発
見
さ
れ
手
に
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
独
自
に
「
マ
ル
ク
ス
へ
の
回
帰
」
を
実
行
し
た
の
で
あ
る
［
１
］。

　

マ
ル
キ
ス
ト
に
よ
る
理
論
形
成
に
お
け
る
こ
れ
ら
二
つ
の
頂
点
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
メ
ン
バ
ー
は
そ
の
あ
い

だ
の
知
の
架
け
橋
と
な
る
べ
く
行
動
し
た
。
ド
イ
ツ
で
後
期
マ
ル
ク
ス
の
著
作
を
再
読
す
る
動
き
が
台
頭
し
て
い
く
際
に
大
き
な

影
響
力
を
持
っ
た
の
は
、
テ
オ
ド
ー
ル
・
ア
ド
ル
ノ
の
著
作
で
あ
っ
た

―
彼
と
な
ら
ん
で
影
響
力
を
も
っ
た
の
は
、
ア
ル
フ
レ
ー

ト
・
ゾ
ー
ン=

レ
ー
テ
ル
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
な
か
で
も
よ
り
異
端
派
で
あ
る
同
僚
た
ち
の
著
作
で
あ
っ
た
［
２
］。

こ
の
マ
ル
ク
ス
の
新
し
い
読
み
方
は
マ
ル
ク
ス
の
物
神
崇
拝
の
議
論
を
手
が
か
り
に
、
彼
の
価
値
論
を
価
格
規
定
の
理
論
と
し
て

で
は
な
く
、
社
会
的
労
働
が
価
格
と
し
て
規
定
さ
れ
る
理
論
と
し
て
解
釈
を
試
み
る
。
そ
の
時
に
異
端
派
が
参
照
す
る
の
が
ゾ
ー

ン
＝
レ
ー
テ
ル
の
「
実
在
抽
象
」
と
い
う
概
念
だ
。
こ
の
概
念
の
も
と
で
、
物
質
的
生
活
過
程
は
価
値
と
い
う
抽
象
的
・
非
人
格

的
な
社
会
的
形
態
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
後
期
マ
ル
ク
ス
の
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・

エ
コ
ノ
ミ
ー
批
判
は
正
統
派
マ
ル
キ
ス
ト
が
お
こ
な
っ
た
よ
う
な
古
典
派
経
済
学
を
改
良
す
る
試
み
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
の
批

判
が
示
し
て
い
る
の
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
古
典
派
経
済
学
者
の
転
倒
し
た
観
点
が
、
資
本
主
義
社
会
と
い
う
「
転
倒
さ
れ
て
逆

立
ち
し
た
世
界
」
に
お
い
て
現
実
が
転
倒
し
て
い
る
こ
と
を
い
か
に
よ
く
表
し
て
い
る
か
、
な
の
で
あ
る
［
３
］。

　

こ
う
し
た
洞
察
を
お
こ
な
っ
た
の
は
ア
ド
ル
ノ
の
教
え
子
に
限
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
ギ
ー
・
ド
ゥ
ボ
ー
ル
が
ア
ド
ル
ノ
の

転
倒
し
た
総
体
性

―
「
全
体
は
虚
偽
で
あ
る
」

―
と
い
う
概
念
に
呼
応
し
て
、
彼
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
論
で
次
の
よ
う
に
書
い

て
い
る
。「
現
実
に
逆
立
ち
し
た
世
界
で
は
、
真
は
偽
の
契
機
で
あ
る
」［
４
］。
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
と
ル
チ
オ
・
コ
レ
ッ

テ
ィ
は
物
神
崇
拝
を
マ
ル
ク
ス
価
値
論
の
中
核
と
し
て
把
握
し
た
。
こ
れ
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
カ
マ
ッ
ト
や
フ
レ
デ
ィ
・
パ
ー
ル
マ
ン

に
よ
る
後
期
マ
ル
ク
ス
の
著
作
の
解
釈
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
の
二
人
の
方
が
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
だ
。
パ
ー
ル
マ
ン

［註］本稿は、Aaron Benanav and John Clegg, "Crisis and Immiseration: Critical Theory Today," The SAGE Handbook of
 Frankfurt School Critical Theory(Chapter 99, SAGE Publications, 2018) の全訳である。
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は
、
そ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
解
釈
を
ソ
連
の
異
端
派
経
済
学
者
、
イ
サ
ー
ク
・
ル
ー
ビ
ン
の
訳
書
を
通
し
て
英
語
圏
の
読
者
に
対

し
て
紹
介
し
て
い
る
［
５
］。
い
ま
挙
げ
た
思
想
家
は
み
な
、
一
九
六
〇
年
代
に
広
く
み
ら
れ
た
動
向
の
一
員
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
と
社
会
の
双
方
に
お
い
て
有
力
な
疎
外
の
理
論
家
と
し
て
再
読
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
搾

取
の
み
な
ら
ず
支
配
に
対
す
る
批
判
と
し
て
読
ま
れ
た
［
６
］。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
異
端
派
マ
ル

キ
ス
ト
は
ソ
連
や
共
産
党
が
掲
げ
る
公
式
の
ド
グ
マ
か
ら
距
離
を
置
い
た
一
つ
の
道
を
、
い
や
、
お
そ
ら
く
よ
り
正
確
に
い
え
ば

複
数
の
道
を
歩
み
始
め
た
の
で
あ
る
［
７
］。

　

一
九
六
〇
年
代
の
異
端
派
は
初
期
マ
ル
ク
ス
の
著
作
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
東
側
陣
営
が
掲
げ
る
も
の
と
も
西
側
陣
営
が
掲
げ

る
も
の
と
も
異
な
っ
た
未
来
を
夢
描
い
た
。
そ
の
未
来
で
は
、
さ
さ
や
か
な
喜
び
と
、
科
学
的
知
識
を
生
み
出
し
芸
術
を
創
造
す

る
と
い
っ
た
そ
の
喜
び
の
高
度
な
形
態
を
追
求
す
べ
く
、
労
働
生
活
に
お
け
る
骨
折
り
を
最
小
化
し
て
自
由
時
間
を
最
大
化
す
る

こ
と
を
目
指
す
。
こ
れ
ま
で
農
業
文
明
と
工
業
文
明
を
定
義
づ
け
て
い
た
肉
体
労
働
と
精
神
労
働
の
分
離
を
廃
棄
す
る
こ
と
で
、

仕
事
と
余
暇
の
区
別
を
完
全
に
乗
り
越
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
論
者
も
い
る
。
人
間
の
自
由
と
繁
栄
の
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
は
い
ま
の
社
会
生
活
の
諸
条
件
の
な
か
に
も
潜
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
発
現
は
構
造
的
に
妨
げ
ら
れ
て
い
る
。
異
端

派
は
な
に
よ
り
こ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
解
放
す
る
よ
う
な
や
り
方
で
社
会
生
活
の
諸
条
件
を
覆
そ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。

　

ア
ド
ル
ノ
自
身
は
異
議
を
唱
え
て
い
た
と
は
い
え
、
や
は
り
こ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ア
も
そ
の
時
代
背
景
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ

て
い
る
。
批
判
理
論
と
一
九
六
〇
年
代
の
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
の
親
和
性
は
明
白
だ
。
そ
れ
は
「
消
費
主
義
」
へ
の
反
乱
で

あ
り
「
シ
ス
テ
ム
」
へ
の
全
体
論
的
批
判
で
あ
り
、「
日
常
生
活
」
の
疎
外
へ
の
不
安
で
あ
っ
た
。
ま
た
支
配
に
対
す
る
批
判
に

お
い
て
は
、
当
時
の
解
放
運
動

―
人
種
的
・
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
女
性
、
植
民
地
原
住
民
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
解
放
運
動
へ

の
共
鳴
と
い
う
点
も
見
出
せ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
時
代
の
批
判
理
論
を
な
に
よ
り
も
特
徴
づ
け
る
の
は
、
そ
れ
が
戦
後
の
急
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成
長
と
技
術
革
新
が
潤
沢
さ
の
時
代
を
生
み
出
し
て
い
る
ま
っ
た
だ
な
か
で
登
場
し
て
き
た
、
と
い
う
点
だ
。
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的

な
介
入
主
義
国
家
の
助
け
を
借
り
る
こ
と
で
、
資
本
主
義
は
つ
い
に
自
ら
の
恐
慌
傾
向
か
ら
解
放
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
み
え
て
い

た
［
８
］。
こ
の
時
期
に
は
多
く
の
国
で
労
働
者
の
実
質
賃
金
の
上
昇
が
資
本
の
収
益
増
加
を
上
回
り
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
不
平
等

が
減
退
し
た
の
だ
。
正
統
派
マ
ル
キ
ス
ト
に
よ
る
恐
慌
と
窮
乏
化
の
説
明
は
、
こ
の
収
入
の
「
大
平
準
化
」
に
よ
っ
て
疑
問
が
投

げ
か
け
ら
れ
た
よ
う
に
み
え
、
こ
う
し
た
事
態
は
革
命
理
論
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

　

正
統
派
マ
ル
キ
ス
ト
は
先
進
国
で
搾
取
率
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
傾
向
が
あ
る

―
あ
る
い
は
ど
こ
か
別
の
場
所

で
よ
り
搾
取
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
労
働
者
に
目
線
を
移
す
傾
向
が
あ
る

―
の
だ
が
、
一
九
六
〇
年
代
の
異
端
派
は
そ
れ
と
は
異

な
り
、
労
働
者
階
級
の
生
活
水
準
が
上
昇
す
る
な
か
で
、
新
し
い
現
実
に
合
う
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
の
理
論
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
、
異
端
派
が
後
期
マ
ル
ク
ス
の
著
作
に
お
け
る
よ
り
「
経
済
学

的
な
」
諸
側
面
、
と
り
わ
け
労
働
者
階
級
の
諸
条
件
に
お
け
る
（
た
ん
な
る
精
神
的
悪
化
で
は
な
く
）
物
質
的
悪
化
を
想
定
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
側
面
に
関
連
し
て
強
調
し
た
の
が
、
マ
ル
ク
ス
の
核
心
に
あ
っ
た
自
由
へ
の
関
心
、
そ
し
て
疎
外
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
。
戦
後
資
本
主
義
に
お
け
る
諸
変
化
の
お
か
げ
で
、
ド
ゥ
ボ
ー
ル
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
革
命
的
主

体
と
し
て
よ
り
包
括
的
に
定
義
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

―
賃
金
の
た
め
に
労
働
を
強
い
ら
れ
て
い
る
な
ら
そ
の
額
の
多
寡
に

関
わ
ら
ず
全
員
が
対
象
と
な
っ
た
の
だ
［
９
］。
同
様
に
彼
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
革
命
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
貧
困
に
対
す
る
反

乱
と
い
う
よ
り
も
「
商
品
関
係
の
潤
沢
さ
」
に
対
す
る
反
乱
と
し
て
定
義
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
［
10
］。
ア
ド
ル
ノ
は
も
っ
と
悲

観
的
な
見
方
を
し
て
い
る
が
、
非
人
格
的
支
配
を
中
心
的
に
取
り
扱
う
点
で
は
ド
ゥ
ボ
ー
ル
と
通
じ
て
い
る
。
両
者
と
も
た
だ
富

の
分
配
だ
け
を
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
富
が
独
立
し
た
権
力
と
な
り
全
社
会
階
級
を
支
配
し
て
い
る
事
態
を
も
批
判
す
る
の
だ

［
11
］。
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戦
後
の
月
日
に
お
け
る
急
速
な
技
術
変
化
に
よ
り
異
端
派
の
多
く
は
、
ま
す
ま
す
社
会
化
す
る
生
産
力
に
と
っ
て
資
本
主
義
的

社
会
関
係
は
た
だ
の
「
足
枷
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
考
え
方
を
破
棄
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
見
方
は

ラ
ニ
エ
ロ
・
パ
ン
ツ
ィ
エ
ー
リ
と
ハ
リ
ー
・
ブ
レ
イ
ヴ
ァ
マ
ン
が
描
い
た
組
み
立
て
ラ
イ
ン
の
悲
惨
さ
と
は
ま
っ
た
く
相
容
れ
な

い
し
、
同
様
に
周
期
的
に
発
生
し
た
山
猫
ス
ト
で
お
こ
な
わ
れ
た
、
よ
り
実
践
的
な
労
働
批
判
と
も
合
致
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た

か
ら
だ
［
12
］。
異
端
派
マ
ル
キ
ス
ト
は
、
技
術
革
新
は
「
必
然
の
王
国
」
に
対
し
て
「
自
由
の
王
国
」
を
拡
大
し
て
い
く
と
い
う

点
で
人
間
を
解
放
す
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
秘
め
て
い
る
、
と
い
う
考
え
方
を
引
き
続
き
受
容
し
て
い
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
資
本

主
義
の
も
と
で
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
社
会
生
活
の
道
具
的
理
性
化
を
ま
す
ま
す
悪
化
さ
せ
て
い
く
手
段
に
な
っ
て
い
る
、
と
も
考

え
た
［
13
］。
実
際
ア
ド
ル
ノ
か
ら
す
れ
ば
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
は
分
配
の
問
題
を
解
決
し
て
い
く
過
程
で
現
実
に
は
支
配
の

問
題
を
悪
化
さ
せ
て
い
る
の
だ
。「
旧
来
の
窮
乏
化
理
論
が
ま
っ
た
く
真
実
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
自
由
の
欠
如
、
す
な
わ
ち
使
用
者
の
制
御
が
効
か
な
く
な
っ
た
機
構
へ
の
依
存
が
人
類
の
あ
い
だ
で
普
遍
的
に
広
が
っ
て
い

る
、
と
い
う
警
告
的
な
意
味
に
お
い
て
そ
う
な
の
で
あ
る
」［
14
］。
こ
の
た
め
異
端
派
マ
ル
キ
ス
ト
は
、
伝
統
的
に
生
産
力
と
生

産
関
係
の
あ
い
だ
の
根
源
的
矛
盾
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
恐
慌
論
か
ら
離
れ
て
疎
外
論
へ
と
向
か
っ
た
。
疎
外
論
で
は
、
そ
の

矛
盾
は
資
本
主
義
の
も
と
で
の
富
の
創
造
に
お
け
る
、
潜
在
性
と
現
実
性
の
矛
盾
だ
と
さ
れ
る
［
15
］。

　

し
か
し
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
数
十
年
程
度
の
例
外
的
な
成
長
に
よ
っ
て
「
旧
来
の
窮
乏
化
理
論
」
が
否
定
さ
れ
た
、
と
異
端

派
が
結
論
づ
け
た
の
は
間
違
い
だ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
の
マ
ル
キ
ス
ト
は
、
財
が
あ
り
余
る
ほ
ど
潤
沢
だ
っ
た
こ
と
を
特
徴
と

す
る
時
代
に
生
き
て
お
り
、
潜
在
的
に
そ
れ
は
社
会
の
自
由
時
間
が
お
お
い
に
増
大
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た

―
こ
こ
で
潜

在
的
に
と
い
う
の
は
、
人
々
が
長
時
間
労
働
を
続
け
た
た
め
に
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
失
業
率
が
極
め
て
低
く
実
質

賃
金
が
高
い
増
加
率
を
示
し
て
い
た
時
代
に
お
い
て
、
理
論
家
は
そ
の
後
す
ぐ
に
起
こ
る
こ
と
に
な
る
事
態
に
は
ほ
と
ん
ど
想
像
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も
及
ば
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
は
、
社
会
の
自
由
時
間
の
潜
在
的
増
大
は
余
暇
の
王
国
の
拡
大
と
し
て
で
は

な
く
、
む
し
ろ
過
剰
生
産
に
よ
る
恐
慌
と
し
て
顕
わ
に
な
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
失
業
率
や
不
完
全
就
業
率
が
劇
的
に
上
昇
し

た
。
こ
う
し
た
情
勢
は
異
端
派
が
実
現
を
思
い
描
い
て
い
た
よ
う
な
労
働
運
動
の
活
性
化
や
転
換
に
結
び
つ
く
こ
と
な
く
、
む
し

ろ
労
働
運
動
の
衰
退
傾
向
を
も
た
ら
し
た
。

　

異
端
派
の
著
作
の
多
く
は
、
資
本
主
義
に
お
け
る
恐
慌
と
窮
乏
化
の
理
論
を
拒
絶
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
た
め
、
現
在

の
資
本
主
義
社
会
の
情
勢
を
説
明
す
る
際
に
利
用
し
よ
う
と
し
て
も
限
界
が
あ
る
。
一
九
七
三
年
以
降
、
世
界
経
済
の
成
長
は

一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
比
べ
て
は
る
か
に
鈍
化
し
た
。
豊
か
な
国
に
お
け
る
失
業
率
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
何

十
年
も
高
止
ま
り
す
る
か
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
労
働
者
が
不
安
定
で
低
賃
金
の
仕
事
に
組
み
込
ま
れ
う

る
限
り
で
の
み
低
下
し
て
い
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
も
労
働
の
「
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
化
」
を
通
じ
て
英
米
と
同
じ
道
を
た
ど
っ
た
。
お
お
む
ね
ど
の
地
域
で
も
労
働
需
要
の
低
下
に
と
も
な
っ
て
実
質
賃
金
が
上

が
ら
な
く
な
り
、
労
働
分
配
率
も
低
下
し
て
い
る
。
高
所
得
国
以
外
の
状
況
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
相
当
に
悪
化
し
て
い
る
。

　

世
界
中
で
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
多
く
の
人
が
生
き
る
た
め
に
労
働
力
の
販
売
に
頼
っ
て
お
り
そ
の
数
も
増
加
し
て
い
る
が
、
し

か
し
世
界
経
済
の
成
長
率
が
鈍
化
し
て
い
る
状
況
下
で
は
経
済
発
展
の
実
現
は
な
お
の
こ
と
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
中
国
の
よ
う

な
低
所
得
国
の
成
功
は
他
の
貧
困
国
の
犠
牲
と
引
き
換
え
な
の
だ
。
そ
の
た
め
、
労
働
供
給
は
い
ま
な
お
増
加
し
続
け
て
い
る
が

依
然
と
し
て
低
い
ま
ま
の
需
要
に
直
面
し
て
お
り
、
そ
の
状
況
は
高
所
得
国
で
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
状
況
よ
り
も
は
る
か
に
劣

悪
だ
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
労
働
だ
け
で
生
き
延
び
て
い
る
人
も
数
多
く
、
こ
ん
に
ち
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
労
働
は
世
界
中
の
非
農
業

労
働
の
半
分
を
占
め
て
い
る
［
16
］。
世
界
レ
ベ
ル
で
み
て
も
労
働
分
配
率
は
低
下
し
て
い
る
［
17
］。
窮
乏
の
測
定
は
、
量
的
に
は

賃
金
の
停
滞
、
質
的
に
は
不
安
定
雇
用
の
増
大
と
労
働
条
件
の
悪
化
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
が
、
し
か
し
貧
窮
の
復
活
だ
け
が
こ
の
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数
十
年
の
特
徴
で
は
な
い
。

　

一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
七
〇
年
代
前
半
を
起
点
に
、
脱
産
業
化
と
経
済
停
滞
が
同
時
進
行
し
て
い
る
。
工
場
の
生
産
量

は
増
え
続
け
て
い
る
が
、
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
は
減
少
し
、
経
済
全
体
の
労
働
需
要
不
足
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
［
18
］。
イ
ギ
リ

ス
と
ア
メ
リ
カ
で
は
、
全
雇
用
に
占
め
る
製
造
業
雇
用
の
割
合
は
一
九
七
〇
年
に
そ
れ
ぞ
れ
三
二
％
と
二
四
％
だ
っ
た
の
が
、
現

在
で
は
一
〇
％
以
下
に
ま
で
低
下
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
同
じ
期
間
に
製
造
業
雇
用
は
四
〇
％
か
ら
二
〇
％
に
、
フ
ラ
ン
ス
で

は
二
八
％
か
ら
一
二
％
に
低
下
し
て
い
る
。
同
じ
傾
向
が
多
く
の
貧
困
国
で
も
見
ら
れ
る
。
貧
困
国
で
の
産
業
雇
用
の
割
合
は

一
九
八
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
に
か
け
て
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
が
、
そ
の
当
時
で
も
驚
く
ほ
ど
低
く
、
お
お
む
ね
全
雇
用
の

二
〇
％
以
下
だ
っ
た
。
そ
れ
も
「
早
々
と
」
一
五
％
程
度
に
ま
で
低
下
し
た
［
19
］。
一
九
六
〇
年
代
の
異
端
派
が
批
判
の
対
象
と

し
た
工
場
の
多
く
は
、
そ
の
門
を
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

　

こ
う
し
た
動
向
は
私
た
ち
自
身
の
「
マ
ル
ク
ス
へ
の
回
帰
」
の
背
景
を
成
す
。
こ
の
「
回
帰
」
に
お
い
て
私
た
ち
は
一
九
六
〇

年
代
の
異
端
派
の
洞
察
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
そ
れ
を
マ
ル
ク
ス
自
身
の
窮
乏
化
理
論
と
関
連
づ
け
て
い
く
［
20
］。
こ
こ
で
鍵
と
な

る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
が
ま
さ
に
脱
産
業
化
の
理
論
家
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
窮
乏
化
の
理
論
家
で
あ
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
認
識
す

る
こ
と
だ
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
資
本
主
義
に
お
け
る
窮
乏
化
傾
向
は
質
的
か
つ
量
的
な
も
の
で
あ
り
、
彼
は
こ
の
傾
向
が
二
面

的
な
生
産
の
転
換
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
と
考
え
た
。
第
一
に
、
資
本
は
労
働
過
程
に
お
い
て
人
間
の
労
働
を
機
械
設
備
で
代
替

窮
乏
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し
て
い
く
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
進
行
の
な
か
で
生
産
過
程
は
、
科
学
的
知
識
が
技
術
的
に
充
用
さ
れ
て
い
く
の
に
あ
わ
せ
て
客
体

的
に
組
織
さ
れ
、
労
働
は
そ
の
た
ん
な
る
「
付
属
物
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
第
二
に
、
価
値
増
殖
過
程
に
お
い
て
こ
う
し
た
生
産

の
転
換
は
産
業
労
働
需
要
の
減
少
と
し
て
反
映
さ
れ
、「
余
分
な
」
労
働
力
は
ま
す
ま
す
工
場
か
ら
追
い
や
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

大
多
数
が
労
働
能
力
を
販
売
す
る
こ
と
で
生
き
延
び
て
い
る
世
界
に
お
い
て
は
、
こ
の
第
二
の
転
換
は
人
々
の
甚
大
な
犠
牲
を
意

味
す
る
。
労
働
需
要
が
低
下
す
る
ほ
ど
労
働
能
力
の
販
売
は
な
お
さ
ら
難
し
く
な
り
、
そ
の
結
果
、
労
働
者
は
個
人
と
し
て
も
団

体
交
渉
の
場
で
も
立
場
が
弱
く
な
る
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
資
本
主
義
社
会
で
は
、「
一
方
の
極
」
す
な
わ
ち
資
本
側
「
で
の

富
の
蓄
積
」
は
必
然
的
に
「
同
時
に
反
対
の
極
」
す
な
わ
ち
労
働
者
側
「
で
の
…
…
窮
乏
の
蓄
積
」
に
な
る
［
21
］。

　

一
九
六
〇
年
代
の
異
端
派
が
再
注
目
し
た
の
は
、
上
記
の
二
つ
の
転
換
の
う
ち
第
一
の
転
換
に
関
し
て
の
み
で
あ
っ
た
。
労
働

の
生
産
力
を
不
断
に
向
上
さ
せ
る
に
は
生
産
過
程
を
絶
え
ず
再
編
成
し
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
と
も
な
い
労
働

力
の
自
由
は
奪
わ
れ
て
い
く
。
資
本
の
黎
明
期
に
は
、
個
人
の
職
人
が
交
易
用
に
特
別
に
生
産
さ
れ
た
道
具
を
使
っ
て
工
業
製
品

を
生
産
し
て
い
た
。
競
争
の
圧
力
の
も
と
で
資
本
家
は
生
産
コ
ス
ト
の
削
減
を
強
い
ら
れ
、
そ
の
た
め
職
人
的
生
産
過
程
を
解
体

し
、
コ
ス
ト
削
減
の
要
請
に
応
じ
て
い
つ
で
も
調
整
で
き
る
よ
う
再
構
成
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
労
働
は
機
械
で

代
替
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
機
械
設
備
と
い
う
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
で
代
替
さ
れ
た
。
こ
の
転
換
が
進
ん
で
い
く
な
か
で
労
働
者
が
経
験

し
た
の
は
、
生
産
の
中
心
か
ら
周
縁
に
追
い
や
ら
れ
、「
一
原
子
分
の
自
由
」
も
な
い
機
械
の
「
生
き
た
付
属
物
」
に
な
る
と
い

う
事
態
だ
っ
た
［
22
］。

　

こ
こ
に
一
九
六
〇
年
代
の
理
論
家
た
ち
が
特
定
し
た
、
生
産
に
お
け
る
労
働
者
の
疎
外
が
あ
る
［
23
］。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
資

本
主
義
的
な
支
配
は
工
場
形
態
そ
の
も
の
に
お
い
て
具
現
化
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
た
び
労
働
者
の
労
働
過
程
が
解
体
さ
れ
、
そ
し

て
再
構
成
さ
れ
る
と
「
労
働
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
労
働
の
あ
い
だ
の
連
関
は
、
観
念
上
で
は
資
本
家
に
よ
る
計
画
と
し
て
、
実
践
上
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で
は
資
本
家
の
権
威
と
し
て
、
す
な
わ
ち
労
働
者
の
活
動
を
自
分
の
目
的
に
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
外
部
存
在
の
強
力
な
意
志
と
し

て
、
労
働
者
に
相
対
す
る
の
で
あ
る
」［
24
］。 

マ
ル
ク
ス
は
、
人
間
の
自
由
を
増
大
さ
せ
る
手
段
（
科
学
的
知
見
）
が
支
配
の
手
段

に
転
化
す
る
（
資
本
主
義
的
生
産
過
程
に
お
け
る
そ
の
技
術
的
充
用
を
通
じ
て
）
と
い
う
弁
証
法
的
な
意
味
に
お
い
て
、
工
場
生
産
に
批
判

的
で
あ
っ
た
。

　

マ
ル
ク
ス
は
、
所
与
の
作
業
場
内
で
の
こ
の
よ
う
な
生
産
の
技
術
的
転
換
を
資
本
の
「
技
術
的
構
成
」
の
高
度
化
と
し
て
説
明

し
た
。
つ
ま
り
、
個
々
の
労
働
者
が
作
動
さ
せ
る
生
産
手
段
が
よ
り
大
量
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
［
25
］。
こ
の
過
程
は
個

別
の
生
産
ラ
イ
ン
で
起
こ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
工
場
生
産
の
普
及
と
と
も
に
社
会
全
体
に
も
広
が
っ
て
い
く
。
資
本
家
が
競
争
で

優
位
に
立
つ
た
め
に
役
立
つ
か
も
し
れ
な
い
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
貪
欲
に
利
用
す
る
に
つ
れ
、
多
く
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て

古
い
生
産
ラ
イ
ン
が
新
し
い
も
の
へ
と
移
行
さ
れ
て
い
く
［
26
］。
時
の
経
過
に
つ
れ
て
、
生
産
機
構
の
大
部
分
に
お
い
て
工
場
形

態
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
同
時
に
、
社
会
全
体
が
再
編
さ
れ
る

―
巨
大
イ
ン
フ
ラ
に
よ
っ
て
商
品
流
通
が
ス
ム
ー
ズ
に

な
り
、
ま
た
新
し
い
商
品
の
発
展
が
可
能
に
な
る
の
だ
（
例
え
ば
電
力
網
や
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
を
媒
介
し
て
）。
も
し
行

論
が
こ
こ
で
終
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
九
六
〇
年
代
の
異
端
派
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
生
産
の
絶
え
ざ
る
技
術
的
改
善
は
資
本
主

義
社
会
の
潜
在
性
と
現
実
性
の
あ
い
だ
の
緊
張
を
高
め
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
は
、
技
術
的
構
成

の
漸
次
的
な
上
昇
は
同
時
に
資
本
の
「
価
値
構
成
」
の
上
昇
、
す
な
わ
ち
生
産
手
段
へ
の
支
出
に
比
べ
て
労
働
へ
の
支
出
が
相
対

的
に
減
少
す
る
こ
と
に
も
反
映
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
あ
る
と
論
じ
た
。
こ
の
傾
向
に
よ
っ
て
「
労
働
需
要
が
…
…
社
会
的
総
資
本

の
増
大
に
つ
れ
て
逓
減
す
る
」
と
い
う
状
況
が
も
た
ら
さ
れ
る
［
27
］。
労
働
者
は
ま
す
ま
す
古
い
生
産
ラ
イ
ン
か
ら
追
い
出
さ
れ
、

よ
り
新
し
い
生
産
ラ
イ
ン
に
投
げ
入
れ
ら
れ
る
。
労
働
力
の
さ
ら
な
る
脱
産
業
化
が
妨
げ
ら
れ
る
の
は
、
一
部
の
ラ
イ
ン
、
と
り

わ
け
高
度
に
不
均
等
な
サ
ー
ビ
ス
部
門
が
機
械
設
備
の
導
入
に
対
抗
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
［
28
］。
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こ
の
第
二
の
転
換
に
よ
っ
て
、
社
会
の
自
由
時
間
の
増
大
は
将
来
的
に
社
会
主
義
社
会
で
現
実
化
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る

だ
け
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
資
本
主
義
社
会
の
内
部
で
は
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
は
「
強
制
さ
れ
た
怠
惰
」
と
し

て
、
残
り
の
人
に
と
っ
て
は
「
過
剰
労
働
」
と
し
て
、
現
実
化
さ
れ
る
［
29
］。
こ
う
し
て
労
働
者
は
自
ら
遂
行
的
矛
盾
に
陥
っ
て

い
る
の
を
見
い
だ
す
。
労
働
者
階
級
は
「
資
本
の
蓄
積
と
、
自
身
を
相
対
的
に
過
剰
に
す
る
手
段
の
蓄
積
の
両
方
を
生
み
出
し
て

お
り
、
そ
れ
が
お
こ
な
わ
れ
る
範
囲
は
日
々
拡
大
し
て
い
る
」［
30
］。
こ
う
し
た
状
況
下
で
労
働
者
が
直
面
す
る
の
は
、
自
分
の

労
働
が
も
う
必
要
と
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
労
働
能
力
の
販
売
を
や
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
問
題
だ
。
労
働
市

場
の
状
況
が
ど
れ
だ
け
悪
化
し
て
い
よ
う
が
関
係
な
く
、
労
働
者
は
生
活
必
需
品
を
買
う
た
め
に
賃
金
を
得
る
こ
と
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
強
制
は
、資
本
―

労
働
関
係
の
構
造
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
る
。
労
働
者
が
無
所
有
と
い
う「
見

え
な
い
糸
」
に
よ
っ
て
賃
労
働
に
縛
り
続
け
ら
れ
る
状
態
は
、
こ
の
構
造
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
の
だ
［
31
］。

　

マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
こ
と
を
も
と
に
「
相
対
的
過
剰
人
口
」
の
理
論
を
定
式
化
し
た
。
相
対
的
過
剰
人
口
は
「〔
三
つ
の
〕
す
べ

て
の
形
態
に
お
い
て
存
在
」
し
、「
半
失
業
ま
た
は
完
全
失
業
し
て
い
る
」
す
べ
て
の
労
働
者
も
含
む
の
で
あ
る
［
32
］。
こ
の
過

剰
人
口
が
「
相
対
的
」
で
あ
る
の
は
資
本
の
必
要
に
対
し
て
過
剰
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
マ
ル
サ
ス
主
義
的
な
意
味
で
社
会
の
自

給
能
力
に
対
し
て
絶
対
的
に
過
剰
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
。
過
剰
人
口
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
議
論
は
、
そ
れ
ら
の
形
態
の
う
ち

一
つ
だ
け
に
、
つ
ま
り
「
産
業
予
備
軍
」
あ
る
い
は
「
流
動
的
」
過
剰
人
口
だ
け
に
焦
点
を
当
て
る
解
釈
者
に
よ
っ
て
、
し
ば
し

ば
矮
小
化
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
過
剰
人
口
は
、
好
況
時
に
一
般
的
な
賃
金
で
雇
わ
れ
、
そ
の
後
不
況
に
な
る
と
解
雇
さ
れ
る
［
33
］。

こ
の
解
釈
で
は
、
生
産
か
ら
労
働
者
を
追
い
出
す
こ
と
は
資
本
蓄
積
率
を
高
め
る
た
め
の
梃
子
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
マ
ル
ク
ス
が
論
じ
て
い
る
の
は
、
こ
の
産
業
予
備
軍
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
他
の
形
態
の
過
剰
人
口
も
増
大
す
る
と
い
う

こ
と
だ
。
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既
存
の
生
産
ラ
イ
ン
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
労
働
者
の
多
く
は
、一
般
的
な
賃
金
で
の
仕
事
を
再
び
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
の
労
働
者
は
、労
働
市
場
と
の
つ
な
が
り
を
か
ろ
う
じ
て
保
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
し
て
「
停
滞
的
」
ま
た
は
「
固

定
さ
れ
た
」
過
剰
人
口
の
一
部
と
な
り
、
同
時
に
人
口
増
加
に
よ
り
労
働
者
階
級
の
「
自
己
拡
大
」
す
る
部
分
と
な
る
。
こ
の
停

滞
的
過
剰
人
口
は
「
資
本
の
固
有
な
搾
取
部
門
」
や
「
家
内
労
働
」
に
お
い
て
、最
小
限
の
賃
金
で
最
大
限
の
時
間
労
働
す
る
［
34
］。

マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
こ
の
人
口
さ
え
も
「
現
役
労
働
軍
」
の
一
部
で
あ
り
、
こ
こ
に
注
目
す
る
こ
と
が
重
要
だ
。
過
剰
労
働
者

は
労
働
需
要
が
減
少
し
よ
う
と
関
係
な
く
労
働
す
る
必
要
が
あ
る
が
、「
極
め
て
不
規
則
な
雇
用
」
し
か
見
つ
け
ら
れ
な
い
［
35
］。

マ
ル
ク
ス
の
時
代
の
よ
う
な
失
業
保
険
が
な
い
世
界
で
は
、
失
業
期
間
が
長
く
労
働
能
力
を
失
っ
た
人
々
は
相
対
的
過
剰
人
口
か

ら
脱
落
し
、
路
上
で
乞
食
を
し
た
り
、
救
貧
院
に
入
っ
た
り
す
る
こ
と
で
し
か
食
い
つ
な
げ
な
い
「
貧
民
」
に
仲
間
入
り
す
る
の

で
あ
る
。

　

労
働
の
生
産
力
を
高
め
よ
う
と
資
本
が
部
門
を
転
々
と
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
そ
の
動
き
は
労
働
需
要
の
減
少
に
反
映
さ
れ
、

過
剰
人
口
の
全
形
態
の
拡
大
と
い
う
現
れ
方
を
す
る
。
過
剰
人
口
の
増
大
は
労
働
者
階
級
全
体
の
状
況
を
も
悪
化
さ
せ
る
。
す
で

に
仕
事
を
探
し
て
い
る
人
が
多
数
い
る
時
・
場
所
で
は
失
職
の
リ
ス
ク
が
高
ま
る
た
め
、
労
働
市
場
が
低
迷
す
る
と
労
働
者
全
体

の
交
渉
力
が
低
下
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
窮
乏
化
は
「
資
本
主
義
的
蓄
積
の
絶
対
的
一
般
的
法
則
」
な
の

で
あ
る
［
36
］。

　

こ
の
法
則
に
与
え
た
名
前
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
は
資
本
主
義
の
窮
乏
化
傾
向
に
お
け
る
相
対
的
次
元
と
絶
対
的
次
元

を
区
別
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
行
論
中
に
「
労
働
者
の
状
態
は
、賃
金
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
悪
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
」

と
簡
単
に
指
摘
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
［
37
］。
一
つ
は
っ
き
り
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
社
会
全
体
の
収
入
が
増
加
す
る
に
つ

れ
て
、
労
働
需
要
が
供
給
に
対
し
て
停
滞
す
る
か
減
少
す
る
た
め
、
こ
の
収
入
の
う
ち
労
働
者
階
級
に
分
配
さ
れ
る
割
合
は
減
少
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す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
［
38
］。
停
滞
期
に
は
、
こ
の
よ
う
な
生
活
水
準
の
相
対
的
低
下
は
必
然
と
絶
対
的
低
下
に
な
る
。
し
か

し
、
こ
の
窮
乏
化
過
程
は
量
的
な
側
面
だ
け
で
は
な
く
、
質
的
な
も
う
一
つ
の
側
面
も
併
せ
持
つ
。
た
と
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
労

働
が
質
的
に
ま
す
ま
す
使
い
捨
て
可
能
に
な
っ
て
い
く
の
に
と
も
な
っ
て
雇
用
が
不
安
定
化
し
て
い
く
こ
と
を
か
な
り
強
調
し
て

い
る
。「
労
働
の
生
産
力
が
高
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、労
働
者
が
自
分
た
ち
の
雇
用
手
段
に
与
え
る
圧
力
は
そ
れ
だ
け
大
き
く
な
り
、

し
た
が
っ
て
労
働
者
の
存
在
条
件
は
ま
す
ま
す
不
安
定
に
な
る
」［
39
］。
労
働
は
ま
す
ま
す
不
安
定
に
な
り
、
就
労
を
め
ぐ
る
競

争
は
激
化
し
、
そ
し
て
よ
り
一
般
的
に
言
え
ば
、
労
働
や
就
労
の
た
め
の
努
力
に
よ
っ
て
人
生
を
使
い
果
た
し
て
し
ま
う
。
こ
の

よ
う
な
事
態
が
こ
ん
に
ち
、
た
い
が
い
の
労
働
者
階
級
の
経
験
を
規
定
し
て
い
る

―
社
会
全
体
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど
よ
り
多
く

の
物
質
的
富
を
、
し
か
も
よ
り
効
率
的
に
生
産
し
続
け
て
い
る
、
と
い
う
事
実
に
も
関
わ
ら
ず
。
こ
れ
ら
の
事
実
が
現
代
の
階
級

闘
争
を
条
件
づ
け
て
い
る
の
だ
。

　　

こ
こ
ま
で
の
分
析
か
ら
パ
ラ
ド
ク
ス
が
生
じ
る
。
一
九
六
〇
年
代
終
盤
、
労
働
者
の
闘
争
は
激
し
さ
を
増
し
て
い
た
。
こ
の
闘

争
の
な
か
で
、
少
数
派
で
は
あ
っ
た
が
一
部
の
労
働
者
が
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
異
端
派
が
理
論
的
に
記
述
し
て
い
た
労
働
批
判
を
工

場
や
街
頭
で
実
践
し
て
い
た
。
資
本
主
義
の
恐
慌
傾
向
が
復
活
し
て
、
資
本
主
義
社
会
に
対
す
る
実
践
的
か
つ
理
論
的
批
判
が
高

ま
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
節
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
窮
乏
化
に
よ
っ
て
労
働
運
動
は
革
命
的
な
力
と
し
て
再
生
さ
れ

る
は
ず
、と
い
う
わ
け
だ
。
し
か
し
、現
実
に
は
そ
の
逆
の
事
態
が
進
行
し
た
。
一
九
八
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
に
か
け
て「
現

審
判
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存
社
会
主
義
」
の
死
、
改
良
主
義
的
労
働
者
政
党
に
お
け
る
資
本
の
要
求
へ
の
屈
服
、
組
織
さ
れ
た
労
働
者
の
完
全
敗
北
が
見
ら

れ
た

―
そ
れ
以
外
の
一
般
労
働
者
に
よ
る
別
の
運
動
が
立
ち
上
が
っ
て
そ
の
地
位
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
資
本

主
義
は
い
ま
や
最
も
基
本
的
で
経
済
的
な
意
味
に
お
い
て
も
自
分
の
約
束
を
果
た
せ
な
く
な
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
資
本
主
義

の
深
刻
な
危
機
の
時
代
に
起
こ
っ
て
い
る
の
は
、
反
資
本
主
義
運
動
の
実
践
に
お
け
る
な
お
さ
ら
深
刻
な
危
機
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
情
勢
に
よ
っ
て
多
く
の
革
命
支
持
者
は
人
間
解
放
の
可
能
性
を
深
く
悲
観
す
る
状
態
に
追
い
や
ら
れ
た
。お
そ
ら
く
、

ア
ド
ル
ノ
が
懸
念
し
て
い
た
通
り
哲
学
を
実
現
す
る
瞬
間
が
決
定
的
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
労
働
運
動
は
い
ま
で

は
四
〇
年
以
上
も
の
あ
い
だ
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
。
南
ア
フ
リ
カ
、
韓
国
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
よ
う
に
近
頃
の
労
働
運
動
で
さ
え
、
い

ま
や
み
な
同
じ
く
新
自
由
主
義
的
な
調
子
で
行
進
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
広
が
る
運
命
の
逆
転
は
、
ど
こ
か
一
国
の
階
級
闘
争

に
お
け
る
偶
然
の
状
況
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
脱
産
業
化
時
代
に
お
け
る
労
働
運
動
の
解
体
傾
向
を
説
明
す
る

た
め
に
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
労
働
運
動
拡
大
の
社
会
的
基
盤
に
立
ち
戻
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
［
40
］。
私
た
ち
の
説
明

に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、『
資
本
論
』
刊
行
か
ら
一
〇
〇
年
経
過
し
て
よ
う
や
く
、
マ
ル
ク
ス
が
資
本
蓄
積
の
傾
向
と
し
て
説
明

し
た
状
況
が
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　

一
九
世
紀
終
わ
り
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
は
、
脱
産
業
化
す
る
ど
こ
ろ
か
産
業
化
を
続
け
て
い
た
。
さ
ら
に
は
第
二
次
産
業
革
命

に
よ
っ
て
資
本
主
義
の
性
格
が
刷
新
さ
れ
、
政
治
的
可
能
性
を
も
つ
例
外
的
空
間
も
開
か
れ
た
。
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
も
想
定
し
て

い
な
か
っ
た
。
生
産
過
程
の
自
動
化
が
進
行
す
る
の
と
同
時
に
、
組
立
て
ラ
イ
ン
で
の
雇
用
も
急
増
し
た
。
マ
ル
ク
ス
は
前
者
に

つ
い
て
は
予
測
し
て
い
た
が
、
後
者
ま
で
は
予
測
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
［
41
］。
こ
の
よ
う
に
生
産
に
お
け
る
労
働
者
の
周
縁
化

は
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
。
労
働
者
は
仕
事
の
な
か
で
い
く
ぶ
ん
か
の
「
自
由
の
原
子
」
を
保
持
し
、
ま
た
そ
れ
を
作
業
場
に

お
け
る
自
分
た
ち
の
力
の
基
盤
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
実
際
、
ま
す
ま
す
多
く
の
産
業
労
働
者
が
膨
大
な
固
定
資
本
を
使
い
な
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が
ら
働
く
よ
う
に
な
り
、
潜
在
的
に
は
生
産
現
場
に
お
い
て
よ
り
強
力
な
梃
子
が
そ
れ
ら
の
労
働
者
に
与
え
ら
れ
て
い
た
。
も
し

労
働
者
が
、
共
通
の
利
害
に
も
と
づ
い
て
行
動
す
る
階
級
と
し
て
効
果
的
に
団
結
す
る
方
法
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
資
本

主
義
社
会
を
転
覆
さ
せ
る
た
め
に
こ
の
梃
子
を
利
用
で
き
る
か
も
し
れ
な
か
っ
た
の
だ
。

　

マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
『
共
産
党
宣
言
』
で
、
労
働
者
の
団
結
は
工
場
生
産
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
お
の
ず
か
ら
達
成
さ

れ
る
と
述
べ
た
。マ
ル
ク
ス
は
こ
の
点
を『
資
本
論
』で
も
く
り
返
し
て
い
る
。資
本
主
義
が
発
展
す
る
過
程
で
、労
働
者
階
級
は「
絶

え
ず
数
を
増
や
し
て
い
る
」
だ
け
で
な
く
、「
資
本
主
義
的
生
産
過
程
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
訓
練
さ
れ
、
団
結
さ

せ
ら
れ
、
組
織
さ
れ
る
」［
42
］。
し
か
し
先
に
見
た
よ
う
に
、『
資
本
論
』
で
は
同
時
に
作
業
場
内
で
の
資
本
主
義
的
支
配
の
理
論

に
つ
い
て
も
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
工
場
で
の
労
働
者
の
集
団
化
が
労
働
者
の
力
に
対
し
て
両
義
的
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
も
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
工
場
形
態
は
、
労
働
者
の
生
産
力
の
水
準
を
着
実
に
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
資
本
の

指
揮
命
令
の
必
要
に
即
し
て
労
働
過
程
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
も
可
能
に
す
る
。

　

そ
の
結
果
、
産
業
労
働
力
の
拡
大
は
労
働
者
の
あ
い
だ
に
真
の
団
結
あ
る
い
は
本
質
的
団
結
を
お
の
ず
か
ら
生
み
出
す
こ
と
は

な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
労
働
者
は
そ
の
団
結
な
く
し
て
、
資
本
主
義
社
会
を
転
覆
さ
せ
る
た
め
に
現
実
に
工
場
内
で
権
力
の
梃
子

を
つ
か
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
労
働
者
の
ア
ト
ム
化
、
つ
ま
り
労
働
者
の
労
働
市
場
に
お
け
る
競
争
は
工
場

に
も
侵
入
し
て
き
た
。
労
働
に
対
す
る
資
本
の
支
配
は
、
工
場
生
産
の
組
織
と
配
置
の
な
か
で
強
化
さ
れ
た
。
実
際
、
資
本
家
は

労
働
市
場
を
貫
く
分
断
を
も
た
ら
し
、
そ
の
分
断
を
作
業
場
に
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
労
働
者
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、

言
語
、
宗
教
、
地
域
的
慣
習
な
ど
の
条
件
に
よ
る
分
断
か
ら
抜
け
出
せ
ず
に
い
た
。
こ
れ
ら
の
差
異
に
人
種
や
国
籍
と
い
っ
た
新

た
な
も
の
も
加
わ
り
、
ま
た
技
能
や
教
育
と
い
っ
た
絶
え
ず
変
化
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
も
登
場
し
た
。
こ
の
意
味
で
、
労
働
者
の

団
結
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
分
断
の
な
か
で
の
団
結
か
ら
抜
け
出
せ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
資
本
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
団
結
で
あ
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り
、
そ
れ
ゆ
え
資
本
か
ら
の
自
律
性
を
求
め
る
闘
争
に
お
い
て
役
立
つ
武
器
と
し
て
利
用
で
き
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
は
、
労
働
者
階
級
の
真
の
団
結
、
つ
ま
り
階
級
と
し
て
の
団
結
を
達
成
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
政

治
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
な
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
労
働
運
動
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
っ
た
の
だ
。
そ
の
運
動
は
、
ア
ナ
キ
ス
ト
、

サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
、
社
会
主
義
者
、
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
、
そ
の
ほ
か
多
様
な
指
向
性
を
持
つ
潮
流
の
あ
い
だ
で
分
化
し
て
い
た
。

そ
れ
で
も
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
は
共
通
の
目
標
を
掲
げ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
年
齢
、
性
、
宗
教
、
国
籍
、
人
種
、
技
能
に
関
係
な

く
、
労
働
者
と
し
て
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
階
級
的
地
位
を
肯
定
す
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
労
働
者
を
組

織
し
、そ
う
す
る
こ
と
で
自
分
た
ち
が
生
産
現
場
で
暗
に
保
持
し
て
い
た
力
を
現
実
に
行
使
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
労
働
運
動
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
い
く
つ
も
の
点
で
成
功
で
あ
っ
た
。
労
働
者
の
労
働
力
の
販
売
条
件
を
改
善
し
、一
定
程
度
、

労
働
能
力
の
商
品
化
の
影
響
か
ら
労
働
者
を
保
護
し
た
の
だ
。
こ
の
運
動
は
ま
た
、
一
九
一
七
年
か
ら
一
九
二
三
年
に
か
け
て
の

革
命
的
高
揚
の
背
景
を
成
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
運
動
は
目
指
し
て
い
た
真
の
団
結
を
生
み
出
す
方
向
に
進
む
の
で
は
な
く
、
そ

れ
は
む
し
ろ
高
度
に
官
僚
化
さ
れ
た
団
結
に
置
き
換
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
労
働
者
が
分
断
の
な
か
で
の
み
団
結
し
て
い
る
状
態
は

変
わ
ら
ず
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
で
は
そ
こ
に
労
働
者
と
自
分
た
ち
の
組
織
、
特
に
労
働
組
合
や
政
党
と
の
あ
い
だ
の
分
断
も
追
加

さ
れ
た
の
だ
。

　

こ
の
運
動
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
生
産
の
転
換
に
よ
っ
て
資
本
主
義
諸
社
会
の
核
心
に
あ
る
矛
盾
が
復
活
す
る
状
況
で

は
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
労
働
運
動
が
組
織
化
を
進
め
る
推
進
力
の
中
心
に
据
え
て
い
た
の
は
歴
史
哲
学
で
あ
っ

た
。
こ
の
哲
学
が
主
張
し
て
い
た
の
は
、
労
働
者
が
日
々
闘
争
す
る
な
か
で
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
た
真
の
団
結
は
最
終
的
に
マ

ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
述
べ
た
通
り
に
実
現
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
「
資
本
の
蓄
積
」
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の

増
大
」
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
［
43
］。
産
業
化
は
産
業
労
働
者
数
の
増
加
、
労
働
者
間
の
団
結
の
拡
大
、
生
産
に
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お
け
る
労
働
者
の
力
の
増
大
を
も
た
ら
し
た
の
で
、
労
働
者
に
最
初
の
勝
利
を
も
た
ら
す
推
進
力
と
な
る
は
ず
だ
っ
た
。
そ
の
た

め
労
働
運
動
は
労
働
者
の
力
を
増
大
さ
せ
る
手
段
と
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
、
す
な
わ
ち
拡
大
し
て
い
く
工
場
シ
ス
テ
ム
に
小

農
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
を
支
持
し
、
推
奨
さ
え
し
た
。
ま
た
可
能
な
限
り
多
く
の
部
門
に
お
い
て
生
産
を
近
代
化
す
る
こ
と
を
推

奨
し
た
。

　

運
動
の
急
進
派
は
、
産
業
労
働
者
階
級
が
人
口
の
多
数
派
と
な
り
、
そ
の
意
志
に
従
っ
て
社
会
を
再
編
成
す
る
と
い
う
、
近
々

実
現
す
る
は
ず
の
未
来
を
思
い
描
い
て
い
た
。
し
か
し
一
九
七
〇
年
代
に
始
ま
っ
た
脱
産
業
化
は
、
歴
史
の
方
向
性
に
関
す
る
こ

の
根
源
的
な
見
方
を
反
証
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
ま
で
は
ど
こ
の
国
で
も
人
口
の
増
減
に
か
か
わ
ら
ず
、
産
業
労
働
者
階
級
が
全

労
働
力
に
占
め
る
割
合
は
減
少
し
て
い
る
。そ
の
た
め
、ま
す
ま
す
多
く
の
労
働
者
が
工
場
の
外
か
ら
門
の
中
の
様
子
を
う
か
が
っ

て
い
る
状
態
に
あ
る
の
だ
。
こ
れ
ら
の
非
産
業
労
働
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、
生
産
現
場
で
は
な
ん
の
力
も
持
っ
て
い
な
い
。
そ
の
者

た
ち
の
労
働
は
、
巨
大
な
科
学
的
・
技
術
的
生
産
過
程
の
必
要
に
対
し
て
い
っ
そ
う
過
剰
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

ア
ト
ム
化
、
す
な
わ
ち
資
本
に
よ
る
分
断
の
な
か
で
の
団
結
は
、
工
場
で
の
集
団
化
傾
向
が
労
働
者
組
織
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
て

い
た
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
の
傾
向
に
勝
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

生
産
過
程
に
お
け
る
こ
う
し
た
転
換
が
現
在
も
進
行
し
て
い
る
た
め
に
、
労
働
者
が
、
自
分
の
労
働
が
本
来
は
よ
り
広
く
社
会

と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
の
は
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
い
る
。
労
働
者
の
多
く
は
、
自
分
た
ち
が
労
働
を
通
じ
て

世
界
を
形
成
し
て
い
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
し
、
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
に
な
に
か
意
味
の
あ
る
貢
献
を
し
て
い
る
と
も
思
っ

て
い
な
い
。
自
ら
の
経
験
か
ら
し
て
、
自
分
た
ち
の
職
場
を
集
団
的
に
管
理
で
き
さ
え
す
れ
ば
生
活
が
根
源
的
に
改
善
さ
れ
る
と

確
信
で
き
る
よ
う
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
ス
ケ
ア
産
業
や
教
育
産
業
な
ど
機
械
化
が
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
部
門
を
除

け
ば
、
労
働
者
の
自
律
性
、
つ
ま
り
労
働
過
程
の
自
己
管
理
な
ど
は
、
も
は
や
目
標
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
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こ
の
種
の
労
働
の
重
荷
か
ら
解
放
さ
れ
、
生
活
を
少
し
で
も
楽
に
す
る
こ
と
だ
け
が
価
値
の
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

実
際
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
低
賃
金
の
サ
ー
ビ
ス
業
で
は
と
り
わ
け
、
多
く
の
労
働
者
が
い
ま
の
仕
事
か

ら
得
ら
れ
る
賃
金
が
な
く
な
っ
て
も
生
き
延
び
る
方
法
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
自
分
た
ち
の
仕
事
が
な
く
な
り
、

職
場
が
廃
業
と
な
っ
て
も
構
わ
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
こ
れ
ら
の
労
働
者
は
、
自
分
た
ち
の
階
級
的
地
位
に
お

い
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
は
ず
の
肯
定
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
政
治
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
先
の

時
代
に
労
働
運
動
は
言
語
や
方
言
、
文
化
、
宗
派
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
な
ど
に
お
け
る
分
断
に
よ
っ
て
瓦
解
し
て
し
ま
っ
た
が
、
現
在

で
は
そ
の
影
響
は
後
退
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
う
し
た
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
か
つ
て
の
種
々
の

分
断
に
代
わ
っ
て
ま
す
ま
す
中
心
的
に
な
っ
て
い
る
分
断
は
、
比
較
的
保
証
さ
れ
て
い
る
が
縮
小
し
つ
つ
あ
る
（
組
織
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
多
い
）
労
働
者
の
部
門
と
、
非
常
に
不
安
定
で
あ
る
、
拡
大
中
の
プ
レ
カ
リ
ア
ス
労
働
者
の
部
門
と
の
あ
い
だ
の
分
断
で
あ

る
。
こ
の
主
要
な
分
断
は
、
時
に
は
一
触
即
発
に
な
る
ほ
ど
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
状
態
、
人
種
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
っ
た
他

の
分
断
と
重
な
る
よ
う
に
位
置
し
て
い
る
。

　

資
本
主
義
社
会
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

―
な
に
よ
り
も
ま
ず
労
働
者
、
そ
し
て
工
場
も

―
が
か
つ
て
は
解
放
を
可
能
に
す
る
内
容

を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
み
え
た
と
し
て
も
、い
ま
や
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
含
ん
で
い
た「
自
由
の
原
子
」は
、

生
産
の
中
核
に
お
い
て
人
間
の
直
接
的
労
働
が
科
学
的
知
識
の
技
術
的
充
用
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
世
界
に
お
い
て
は
取
り
除
か

れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
労
働
者
は
来
る
べ
き
解
放
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
基
盤
と
し
て
、
こ
の
社
会
の
な
か
で
の
自
分
た
ち
の

階
級
的
地
位
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
労
働
者
は
工
場
の
空
間
が
拡
大
し
て
い
っ
て
も
真
の
団
結
を
達
成
す
る
こ
と
は
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
操
業
を
続
け
る
工
場
が
雇
用
す
る
労
働
者
は
少
数
派
と
な
り
、
そ
の
工
場
は
商
品
生
産
と
市
場
で
の
交
換

と
い
う
、
す
べ
て
の
労
働
者
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
い
る
も
の
を
具
現
す
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
労
働
者
に
残
さ
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れ
た
選
択
肢
は
、
労
働
が
主
た
る
社
会
的
紐
帯
と
な
っ
て
い
た
社
会
的
諸
条
件
を
超
え
て
、
そ
の
彼
岸
で
別
に
真
の
団
結
を
、
つ

ま
り
人
類
と
し
て
の
団
結
を
見
出
す
以
外
に
な
い
の
だ
。

　

古
典
的
な
労
働
運
動
の
衰
退
が
労
働
者
階
級
の
解
体
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
の
で
改
め
て
こ
こ

で
述
べ
て
お
く
。
対
照
的
に
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
多
く
の
人
々
が
自
分
の
労
働
力
や
労
働
の
単
純
生
産
物
を
販
売
し
て
生
き
延
び

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
労
働
力
需
要
が
ず
っ
と
乏
し
い
ま
ま
の
状
況
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
社
会
の
矛
盾
が
現
在
、
働
く
人
び
と
を
こ
れ
ほ
ど
激
し
く
抑
圧
し
、
窮
乏
化
を
招
き
、
富
と
同
時
に
貧

困
を
拡
大
さ
せ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
た
め
で
あ
る
。
同
じ
理
由
で
労
働
者
階
級
は
、
資
本
と
の
敵
対
的
な
闘
争
の
な
か
で

こ
の
社
会
を
解
放
的
な
方
向
で
解
体
す
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
力
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　

し
か
し
、
労
働
者
階
級
の
闘
争
は
こ
ん
に
ち
、
昔
と
は
異
な
る
展
開
を
見
せ
て
い
る

―
労
働
運
動
の
衰
退
を
超
え
て
、
労
働

者
と
工
場
が
解
放
的
な
内
容
を
持
つ
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
っ
た
世
界
の
彼
岸
へ
と
進
ん
で
い
る
の
だ
。
い
ま
や
自
分
た
ち
の
階
級
的

地
位
を
、
社
会
を
転
覆
さ
せ
る
集
団
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
基
盤
だ
と
み
な
す
労
働
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
に
お

い
て
、
作
業
場
外
の
闘
争
は
し
ば
し
ば
、
よ
り
広
い
領
域
で
支
持
を
得
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
闘
争
で
は
、
労
働

者
は
労
働
者
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
た
な
い
こ
と
が
多
い
。
階
級
内
で
の
敵
対
性
を
回
避
す
る
た
め
に
、
労
働
者
は

し
ば
し
ば
労
働
者
と
し
て
の
存
在
の
外
部
に
あ
る
別
の
地
位
に
向
か
っ
て
手
探
り
で
進
ん
で
い
る
。
そ
の
地
位
は
、
資
本
お
よ
び

闘
争
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国
家
に
対
す
る
敵
対
性
を
推
進
す
る
手
段
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
変
化
が
起
こ
る
な
か
、
私
た
ち
は
階
級
闘
争
の
観
点
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。
階
級
闘
争
と
職
場
内
に
お
け
る

賃
金
や
労
働
条
件
の
改
善
を
求
め
る
闘
争
と
の
同
一
視
は
避
け
が
た
い
が
、
階
級
闘
争
を
再
考
す
る
に
あ
た
っ
て
は
両
者
を
完
全

に
切
り
離
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
［
44
］。
階
級
闘
争
の
概
念
の
再
構
築
は
、
次
の
命
題
か
ら
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
［
45
］。
労
働
者
は
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
ア
ト
ム
化
の
状
態
、
す
な
わ
ち
分
断
の
な
か
で
の
団
結
を
出
発
点
と
し
て
、
と

き
お
り
職
場
に
お
い
て
も
よ
り
広
く
社
会
に
お
い
て
も
、
一
時
的
だ
が
集
団
的
な
力
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
本
の
猛
攻
撃

か
ら
自
分
た
ち
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
労
働
者
は
闘
争
の
新
し
い
戦
術
、
内
容
、
形
態
を
発
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
前
も
っ
て
予
測
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ
。

　

そ
の
よ
う
な
闘
争
に
お
い
て
労
働
者
の
力
が
生
じ
る
の
は
、
職
場
内
外
で
の
ス
ト
ラ
イ
キ
、
占
拠
、
暴
動
、
ブ
ロ
ッ
ケ
イ
ド
を

通
し
て
資
本
主
義
社
会
の
動
線
を
破
壊
す
る
集
団
的
能
力
か
ら
で
あ
る
。
資
本
主
義
社
会
が
よ
り
複
雑
に
な
る
に
つ
れ
て
、
破
壊

可
能
な
ポ
イ
ン
ト
は
多
様
化
す
る
。
一
部
は
生
産
の
領
域
に
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
多
く
は
生
産
の
外
部
の
、
流
通
と
消
費
の
領

域
に
あ
る
。
時
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
こ
れ
ら
の
領
域
の
一
つ
で
破
壊
活
動
を
実
現
で
き
、
一
時
的
で
あ
る
と
は
い
え
そ
こ

を
基
盤
に
自
分
た
ち
の
力
を
形
成
し
て
き
た
。
重
要
な
点
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
者
が
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
通

常
組
織
さ
れ
る
諸
条
件
の
外
部
に
集
ま
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
労
働
者
は
、
相
対
的
に
安
定
雇
用
さ
れ
て
い
る

部
分
と
相
対
的
に
不
安
定
雇
用
さ
れ
て
い
る
部
分
と
の
あ
い
だ
も
含
め
て
、
通
常
時
は
分
断
さ
れ
て
い
る
労
働
者
階
級
の
分
派
ど

う
し
の
紐
帯
を
形
成
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

　

こ
の
種
の
大
衆
的
破
壊
活
動
の
範
囲
を
社
会
全
体
に
拡
大
す
る
こ
と
が
、
労
働
者
の
闘
争
を
前
進
さ
せ
る
唯
一
の
方
法
だ
。
し

た
が
っ
て
、
公
式
か
非
公
式
か
、
持
続
的
か
す
ぐ
に
解
散
す
る
か
に
関
わ
ら
ず
、
労
働
者
は
集
団
的
組
織
を
必
要
と
す
る
。
い
ず
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れ
に
せ
よ
、
大
規
模
な
破
壊
活
動
は
リ
ス
ク
が
大
き
く
、
高
度
な
協
働
が
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
活
動
が
実
現
さ

れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
り
、
実
現
で
き
た
と
し
て
も
短
期
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
協
働
は
、
組
織
が
メ
ン
バ
ー
の
ニ
ー
ズ
に

応
え
、
し
た
が
っ
て
こ
の
活
動
に
従
事
す
る
に
あ
た
っ
て
メ
ン
バ
ー
が
求
め
る
信
頼
を
維
持
で
き
る
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
る
。

私
た
ち
の
定
義
か
ら
す
れ
ば
階
級
闘
争
は
、
労
働
者
が
（
典
型
的
に
は
闘
争
の
過
程
そ
の
も
の
に
お
い
て
）
こ
の
目
的
の
た
め
に
創
ら
れ

た
組
織
の
基
本
方
針
に
従
っ
て
大
衆
的
破
壊
行
動
を
起
こ
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ら
ど
こ
で
も
実
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
破
壊
行

動
は
自
己
組
織
化
し
た
労
働
者
の
闘
争
と
し
て
説
明
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

階
級
社
会
を
終
結
さ
せ
る
と
い
う
解
放
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
観
点
か
ら
し
て
根
源
的
な
の
は
、
ア
ト
ム
化
さ
れ
た
労
働
者
や
細
分

化
さ
れ
た
階
級
の
分
派
が
、
自
己
組
織
化
し
た
闘
争
の
過
程
で
直
面
す
る
限
界
で
あ
る
。
労
働
者
の
根
源
的
な
限
界
は
、
階
級
的

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
階
級
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
共
有
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
階
級
内
の
区
分
を
越
え
て
集
合
的
な
力
を
構
築
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
点
に
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
の
ア
ウ
ト
ノ
ミ
ス
ト
は
、
資
本
主
義
社
会
史
上
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
に
お
け
る
労
働
者
階

級
の
解
体
と
再
構
成
と
い
う
観
点
か
ら
階
級
的
な
力
が
持
つ
こ
の
限
界
を
説
明
し
た
。
そ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
生
産
過
程
の
技

術
的
転
換
は
周
期
的
に
労
働
者
の
旧
式
の
政
治
組
織
が
持
っ
て
い
た
力
能
を
失
わ
せ
、そ
の
組
織
を
解
体
し
た（
ア
ウ
ト
ノ
ミ
ス
ト
は
、

こ
れ
ら
の
技
術
的
転
換
は
政
治
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
た
が
、
私
た
ち
は
こ
の
点
に
同
意
す
る
必
要
は
な
い
）。
そ
こ
で
労
働
者
は
、
生

産
の
新
し
い
技
術
的
組
織
化
に
も
と
づ
い
て
政
治
的
に
自
分
た
ち
を
再
構
成
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
「
ク
ラ
フ
ト
ワ
ー

カ
ー
」
は
「
大
衆
的
労
働
者
」
に
継
承
さ
れ
、一
部
の
論
者
に
よ
れ
ば
次
い
で 「
社
会
的
労
働
者
」
あ
る
い
は
「
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
」

に
引
き
継
が
れ
た
［
46
］。
私
た
ち
の
見
解
で
は
、
脱
産
業
化
の
始
ま
り
は
こ
の
サ
イ
ク
ル
に
終
止
符
を
打
つ
も
の
で
あ
る
。
階
級

は
解
体
さ
れ
細
分
化
さ
れ
断
片
化
さ
れ
て
し
ま
い
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
み
て
も
労
働
者
の
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
構

成
す
る
可
能
性
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
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し
た
が
っ
て
、
こ
ん
に
ち
の
労
働
者
は
自
分
た
ち
の
闘
争
の
根
源
的
な
限
界
と
し
て
構
成
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
労
働
者

の
階
級
と
し
て
の
存
在
自
体
が
、
力
の
基
盤
と
な
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
分
た
ち
の
力
の
拡
大
に
対

す
る
一
番
の
障
害
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
の
だ
。
労
働
者
は
闘
争
の
過
程
で
、
新
し
い
世
界
を
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
旧
来
の
世

界
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
も
と
づ
く
の
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
現
在
の
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
労
働
者
階
級
の
分
断
の
な
か
で

の
団
結
に
も
と
づ
く
の
も
不
可
能
だ
と
気
づ
く
。
産
業
労
働
者
が
い
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
残
っ
た

産
業
労
働
者
が
全
労
働
者
の
利
害
を
統
一
す
る
階
級
的
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
ふ
る
ま
う
の
が
も
は
や
不
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

だ
。
世
界
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
過
剰
人
口
に
つ
い
て
も
、
規
模
は
拡
大
し
て
い
る
が
、
労
働
者
の
行
動
を
牽
引
し
て
い
く
地
位
と
し

て
肯
定
的
に
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
過
剰
人
口
は
資
本
主
義
社
会
の
内
部
で
は
、
階
級
を
否
定
し
階
級
の

力
を
否
定
す
る
存
在
で
あ
る
か
ら
だ
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
か
つ
て
団
結
し
た
諸
条
件
は
も
は
や
利
用
で
き
な
い
。
し
か
し
、

団
結
が
あ
ら
ゆ
る
闘
争
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
構
成
の
問
題
は
こ
ん
に
ち
で
は

革
命
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
労
働
者
が
こ
う
し
た
闘
争
の
根
源
的
な
限
界
に
直
面
す
る
こ
と

―
あ
る
い
は
さ
ら
に
、
こ
の
限
界

を
明
確
化
す
る
こ
と
、
限
界
と
し
て
の
認
識
を
広
げ
て
い
く
こ
と

―
は
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
運
動
の
再
興
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
こ
ん
に
ち
の
階
級
闘
争
に
お
い
て
は
、
す
で
に
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
外
部
に
あ
る
新
し

い
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
創
造
的
に
発
明
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
運
動
の
復
活
を
感
じ
さ
せ
る

が
、
ま
だ
そ
れ
が
実
現
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
諸
運
動
の
運
動
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
、
イ
ン
デ
ィ
グ
ナ
ド
ス
、
オ
キ
ュ
パ

イ
九
九
％
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ア
・
レ
ア
ル
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
ラ
イ
ヴ
ズ
運
動
、
ニ
ュ
イ
・
ド
ゥ
ブ
ー
な
ど

―
こ
れ
ら
は
労
働
世
界
を

越
え
出
た
、
労
働
者
の
こ
ん
に
ち
の
闘
争
が
生
み
出
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
生
み
出
す
こ
と
で
、

労
働
者
は
自
分
た
ち
の
行
動
を
妨
げ
る
可
能
性
が
あ
る
構
成
の
問
題
を
回
避
し
て
い
る
。
そ
の
労
働
者
は
当
然
い
ま
の
世
界
内
部
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に
組
み
込
ま
れ
た
ま
ま
で
あ
る
の
だ
が
、
あ
た
か
も
そ
の
外
部
か
ら
こ
の
世
界
を
攻
撃
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
行
動
し
て
い
る
と

い
う
わ
け
だ
。
問
題
は
、
そ
の
想
像
上
の
外
部
が
認
識
さ
れ
る
の
は
、
資
本
主
義
社
会
の
物
質
的
基
盤
に
攻
撃
を
加
え
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
闘
争
は
工
場
の
外
に
広
が
り
出
て
、
社
会
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に

お
い
て
革
命
へ
の
道
を
進
ん
で
い
く
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
持
っ
て
い
た
。
こ
ん
に
ち
闘
争
は
、
生
産
の
場
の
内
部
へ
入
り
込
ん
で
い

く
能
力
の
限
界
に
直
面
し
て
い
る

―
こ
こ
の
突
破
が
階
級
社
会
の
廃
止
と
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
時
代
の
到
来
に
根
源
的
に
必
要
と
な

る
前
提
条
件
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
闘
争
が
資
本
の
支
配
に
挑
む
た
め
に
必
要
な
レ
ベ
ル
の
強
さ
を
獲
得
す
る
に
は
ま
だ
ま
だ
時
間
を
要
す
る

の
で
、
こ
こ
で
論
じ
て
い
る
観
点
は
予
測
の
域
を
出
な
い
。
そ
れ
で
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
純
粋
な
内
在
性
の
理
論
で
あ
る
な
ら

ば
、
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
私
た
ち
の
社
会
の
矛
盾
を
批
判
の
出
発
点
と
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
私
た
ち
が
生
き
、
そ
し
て
こ

う
し
た
矛
盾
が
展
開
さ
れ
て
い
る
特
定
の
歴
史
的
時
期
に
内
在
し
て
批
判
す
る
こ
と
な
の
だ
。
社
会
の
自
由
時
間
の
増
大
は
、
将

来
世
界
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
一
部
に
は
過
剰
労

働
と
し
て
現
実
化
す
る
傍
ら
で
、
残
り
に
は
過
少
労
働
と
し
て
現
実
化
す
る
。
ま
さ
し
く
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
社
会
の
批

判
も
私
た
ち
の
理
論
の
な
か
で
実
現
さ
れ
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
も
つ
状
態
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い

―
そ
れ
は
ま
た
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
理
論
と
実
践
の
な
か
で
現
実
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
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本
節
と
次
節
で
は
、
現
在
の
階
級
闘
争
を
さ
ら
に
特
定
す
る
二
つ
の
方
法
を
見
て
い
こ
う
。
こ
こ
ま
で
の
議
論
に
対
し
て
、
こ

ん
に
ち
の
ほ
と
ん
ど
の
労
働
者
は
、
自
己
組
織
化
し
た
闘
争
に
従
事
し
て
い
る
と
き
で
さ
え
、
資
本
関
係
を
自
分
た
ち
の
窮
乏
化

の
源
泉
と
し
て
同
定
で
き
て
い
な
い
、
と
い
う
反
論
が
出
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
通
り
で
あ
る
。「
資
本
主
義
」
が
乗
り
越

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
示
す
述
語
と
し
て
使
わ
れ
る
と
き
、
こ
の
用
語
が
指
し
示
す
の
は
た
い
が
い
政
治
に
大
き
な
影
響

力
を
も
つ
企
業
で
あ
っ
て
、
一
般
化
し
た
商
品
交
換
で
は
な
い
。
労
働
者
が
お
こ
な
っ
て
い
る
の
は
資
本
主
義
に
対
す
る
限
定
的

な
批
判

―
ほ
と
ん
ど
が
縁
故
資
本
主
義

―
だ
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
の
た
め
労
働
者
が
反
応
し
て
い
る
の
は
、
資
本
主
義
の
危

機
の
現
象
で
あ
っ
て
、そ
の
本
質
で
は
な
い
。
立
て
る
べ
き
は
、な
ぜ
こ
の
本
質
（
資
本
主
義
の
危
機
）
が
こ
の
形
態
（
縁
故
資
本
主
義
）

に
お
い
て
現
象
す
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

　

資
本
主
義
の
危
機
と
い
う
の
は
、
も
っ
と
も
本
源
的
に
は
資
本
―

労
働
関
係
の
脱
統
合
と
い
う
危
機
で
あ
る
。
戦
後
数
十
年
に

わ
た
る
生
産
力
の
上
昇
は
最
終
的
に
広
範
な
過
剰
生
産
を
も
た
ら
し
、
製
造
業
を
中
心
に
低
利
潤
率
が
持
続
す
る
と
い
う
問
題
を

も
た
ら
し
た
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
わ
た
る
利
潤
の
低
下
は
剰
余
資
本
の
再
投
下
割
合
を
低
下
さ
せ
、
資
本
蓄

積
率
の
低
下
、
ひ
い
て
は
経
済
成
長
率
の
鈍
化
を
招
い
た
。
一
九
八
〇
年
代
ま
で
に
は
、
脱
産
業
化
の
進
行
と
と
も
に
停
滞
が
新

た
な
常
態
と
化
し
た
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
大
量
の
過
剰
労
働
が
従
来
の
雇
用
か
ら
放
り
出
さ
れ
た
も
の
の
、
新
た
な
雇
用
を
見

つ
け
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
（
一
方
で
若
者
は
す
で
に
過
剰
供
給
と
な
っ
て
い
る
労
働
市
場
に
参
入
し
続
け
て
い
る
）。
こ
こ
で
付
け
加

え
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
資
本
の
側
で
も
同
様
の
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
マ
ル
ク
ス
に
な
ら
っ
て
、
私
た
ち
は

恐
慌
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別
稿
で
こ
の
傾
向
を
「
剰
余
労
働
と
な
ら
ぶ
剰
余
資
本
の
生
産
」
と
述
べ
た
［
47
］。
剰
余
資
本
の
投
下
は
必
然
的
に
過
剰
生
産
の

条
件
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
利
潤
率
を
さ
ら
に
逼
迫
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
結
果
が
資
本
の
過
剰
蓄
積
だ
。
深
刻
な
長
期
不
況
が
発
生
し
て
資
本
が
著
し
く
減
価
し
て
し
ま
う
の
を
避
け
る
た
め
に
、

国
家
と
中
央
銀
行
は
利
潤
率
の
低
下
に
よ
っ
て
生
じ
る
圧
力
を
少
し
で
も
緩
和
さ
せ
よ
う
と
、
金
利
引
下
げ
の
協
調
行
動
を
と
っ

て
き
た
。
そ
う
し
て
、
従
来
の
停
滞
傾
向
を
悪
化
さ
せ
る
と
い
う
犠
牲
を
払
い
な
が
ら
も
、
シ
ス
テ
ム
は
稼
働
し
つ
づ
け
る
こ
と

が
で
き
た
［
48
］。
こ
の
と
き
、
根
底
に
あ
る
過
剰
蓄
積
の
問
題
は
解
消
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
実
態
に
よ
っ
て
、
国
家
の

任
務
は
よ
り
容
易
に
達
成
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
資
本
の
過
剰
供
給
が
持
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
期
金
利

が
押
し
下
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
乏
し
い
投
資
機
会
に
直
面
し
た
巨
大
な
「
ホ
ッ
ト
マ
ネ
ー
」
の
プ
ー
ル
が
世
界
経
済

に
あ
ふ
れ
か
え
り
、
進
行
中
の
経
済
停
滞
の
も
と
で
低
コ
ス
ト
の
信
用
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
金
利
低
下
は
資
本
主
義

の
恐
慌
の
展
開
に
二
通
り
の
影
響
を
及
ぼ
す
。

　

第
一
に
、
低
金
利
に
よ
っ
て
、
経
済
成
長
率
の
低
下
を
食
い
止
め
る
た
め
に
政
府
、
企
業
、
家
計
が
借
入
れ
を
増
や
す
こ
と
が

可
能
に
な
っ
た
。
総
負
債
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
こ
こ
数
十
年
で
急
上
昇
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
経
済
主
体
が
低
金
利
で
の
借
入
れ
枠

を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
恐
慌
へ
の
道
を
た
や
す
く
進
め
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
貸
出
の
実
行
は
将
来
的

に
収
入
が
増
え
て
返
済
が
可
能
に
な
る
と
い
う
約
束
の
も
と
で
な
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
負
債
水
準
の
上
昇
に
つ
れ
て
さ
ま
ざ
ま
な

債
務
者
の
返
済
能
力
に
対
す
る
懸
念
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
高
ま
っ
て
い
る
。
約
束
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
収
入
の
増
加
は
み
ら
れ
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
信
用
の
供
給
は
需
要
を
上
回
り
続
け
て
い
る
。
債
権
者
は
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
る
以
外
に
な
に
が
で
き

よ
う
か
。

　

第
二
に
、
そ
の
同
じ
傾
向
は
周
期
的
に
資
産
バ
ブ
ル
の
膨
張
と
収
縮
を
引
き
起
こ
し
、
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
を
根
底
か
ら
揺
る
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が
す
金
融
恐
慌
を
発
生
さ
せ
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
金
融
機
関
が
資
本
の
金
融
化
か
ら
恩
恵
を
あ
ず
か
る
と
し
て
も
、
そ
れ

は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
わ
け
だ
［
49
］。
こ
れ
ら
金
融
機
関
は
長
期
貸
出
か
ら
の
金
利
収
入
と
短
期
調
達
先
へ
の
支
払
金
利
の
差

に
よ
っ
て
利
益
を
得
て
い
る
。
過
剰
蓄
積
に
よ
り
長
短
金
利
差
が
縮
小
し
て
い
っ
た
た
め
、
金
融
機
関
は
よ
り
大
き
な
リ
ス
ク
テ

イ
ク
で
そ
の
分
を
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
機
関
投
資
家
の
リ
ス
ク
選
好
度
は
金
融
機
関
が
必
要
と
し
て
い
た
販
売
水

準
ま
で
高
ま
ら
ず
、
そ
こ
で
金
融
機
関
は
手
練
れ
た
先
駆
者
と
し
て
、
リ
ス
ク
を
隠
す
た
め
の
新
し
い
金
融
「
手
段
」
を
提
供
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
以
前
は
並
大
抵
で
あ
っ
た
金
融
機
関
の
収
益
率
は
い
ま
で
は
群
を
抜
い
て
高
い
も
の
と
な
り
、

そ
れ
が
ふ
つ
う
に
な
っ
て
い
る
。
か
な
り
ハ
イ
リ
ス
ク
な
賭
け
が
何
度
も
く
り
返
さ
れ
る
な
か
で
、
定
期
的
に
災
害
レ
ベ
ル
の
損

失
が
派
生
し
、
恐
慌
が
次
々
と
招
か
れ
る
の
だ
［
50
］。

　

こ
れ
ま
で
で
最
悪
の
金
融
恐
慌
は
も
ち
ろ
ん
二
〇
〇
八
年
の
も
の
で
あ
り
、
世
界
中
が
深
刻
な
景
気
後
退
に
陥
り
、
失
業
率
と

不
完
全
就
業
率
が
急
激
に
上
昇
し
た
。
高
所
得
国
の
政
府
は
こ
の
状
況
を
受
け
て
、
景
気
後
退
が
長
期
不
況
に
転
じ
る
の
を
防

ぐ
た
め
に
迅
速
な
行
動
を
と
っ
た
。
し
か
し
そ
の
結
果
、
二
重
の
足
枷
を
嵌
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
で
は
、
政
府
は
金

融
機
関
を
救
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
あ
た
っ
て
巨
額
の
資
金
を
一
連
の
質
の
悪
い
賭
け
を
本
業
と
し
て
い
た

人
々
に
注
入
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ら
賭
け
を
遡
及
的
に
安
定
の
賭
け
へ
と
変
質
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
政
府
が
と
っ
た
他
の
応

急
処
置
も
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
ら
の
救
済
措
置
は
非
常
に
高
く
つ
い
た
。
他
方
で
は
、
二
〇
〇
八
年
ま
で
に
政
府
は
す
で
に
Ｇ
Ｄ
Ｐ

に
比
し
て
巨
額
の
債
務
を
積
み
上
げ
て
い
た
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
政
府
が
振
る
わ
な
い
経
済
を
な
ん
と
か
稼
働
さ
せ
つ
づ
け

る
た
め
に
莫
大
な
資
金
を
費
や
し
て
き
た
結
果
だ
［
51
］。

　

こ
う
し
た
制
約
の
も
と
で
、
各
国
政
府
は
明
ら
か
に
非
合
理
的
な
行
動
を
取
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
政
府
は
銀
行
に
対
し
て

総
額
数
兆
ド
ル
規
模
の
救
済
措
置
を
実
施
し
た
が
、
同
時
に

―
す
で
に
悩
ま
し
い
水
準
に
達
し
て
い
る
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
の
債
務
を
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抱
え
る
な
か
で
そ
の
水
準
が
爆
発
的
に
増
加
す
る
の
を
抑
制
す
る
た
め
に

―
市
民
に
緊
縮
財
政
を
課
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

緊
縮
財
政
の
影
響
が
及
ん
だ
の
は
全
人
口
の
う
ち
の
最
貧
困
層
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ヘ
ル
ス
ケ
ア
や
教
育
と
い
っ
た
公
共
サ
ー
ビ
ス

に
も
波
及
し
、
公
務
員
の
大
量
解
雇
に
帰
結
し
た
。
ど
う
し
て
政
府
は
詐
欺
を
重
ね
る
銀
行
家
に
資
金
を
融
通
し
、
そ
の
一
方
で

な
ん
の
罪
も
な
い
人
々
を
銀
行
家
の
犯
罪
に
よ
っ
て
苦
し
ま
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
資
本
主
義
経
済
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
こ
の
動
き

は
完
全
に
首
肯
で
き
る
。
つ
ま
り
、
利
潤
率
の
回
復
が
ほ
か
の
ど
ん
な
問
題
に
も
優
先
さ
れ
る
の
だ
。
し
か
し
、
労
働
者
階
級
の

人
々
は
、
政
府
の
行
動
を
別
の
角
度
か
ら
見
て
い
た
。
政
府
が
銀
行
を
救
済
す
る
一
方
で
人
々
に
は
緊
縮
財
政
を
課
し
て
い
る
と

い
う
事
実
を
は
っ
き
り
と
説
明
す
る
に
は
、
政
府
が
合
理
的
な
行
動
能
力
を
失
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
銀
行
家
に
取
り
込
ま
れ
て
い

る
と
言
う
ほ
か
な
い
。
労
働
者
は
街
頭
に
出
て
、
縁
故
資
本
家
た
ち
の
束
縛
か
ら
国
家
を
解
放
す
る
こ
と
を
要
求
し
た

―
政
府

は
人
々
を
救
済
せ
よ
、
銀
行
に
緊
縮
財
政
を
課
す
の
だ
！　

こ
の
と
き
労
働
者
は
、
現
代
に
お
い
て
資
本
主
義
の
危
機
が
と
る
金

融
恐
慌
と
い
う
外
観
の
形
態
に
反
応
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
を
別
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
労
働
者
は
資
本
主
義
の
よ
り
根
源

的
な
危
機
と
の
長
期
戦
を
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
危
機
が
国
家
の
行
動
を
変
化
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
厳

し
く
制
約
し
た
か
ら
だ
。

　

資
本
主
義
に
対
す
る
よ
り
根
源
的
な
批
判
は
こ
ん
に
ち
、
進
行
中
の
経
済
停
滞
と
い
う
状
況
に
お
い
て
は
一
般
化
す
る
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
を
持
っ
て
い
る
。
も
し
く
は
、
政
府
が
協
調
し
て
行
動
す
る
能
力
を
失
う
と
き
に
訪
れ
る
か
も
し
れ
な
い
よ
り
深
刻
な
恐

慌
の
開
始
が
そ
の
一
般
化
の
原
因
と
な
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
で
あ
れ
、
国
家
行
動
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ

の
よ
う
な
限
界
に
対
す
る
認
識
は
、
す
で
に
三
通
り
の
現
れ
方
を
し
て
い
る
。
第
一
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
と
ロ
ボ
ッ
ト
化
に
つ

い
て
の
公
開
討
論
に
お
い
て
は
、
労
働
世
界
に
お
け
る
現
在
の
危
機
の
原
因
を
神
秘
化
し
な
が
ら
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も

こ
の
危
機
が
資
本
主
義
経
済
の
諸
条
件
の
も
と
で
は
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
理
由
を
は
っ
き
り
と
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理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
先
進
資
本
主
義
経
済
の
停
滞
が
な
お
い
っ
そ
う
悪
化
し
て
い
く
傾
向

に
あ
る
、
と
い
う
認
識
が
広
が
っ
て
い
る
。
第
三
に
、
こ
れ
が
お
そ
ら
く
一
番
重
要
な
の
だ
が
、
地
球
温
暖
化
が
人
類
の
存
亡
に

か
か
わ
る
脅
威
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
資
本
主
義
経
済
は
そ
の
対
応
策
を
打
ち
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
事
態
に
対
す
る
不

安
感
が
高
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
条
件
に
よ
っ
て
、
闘
争
が
将
来
発
展
し
て
い
き
十
分
な
規
模
と
広
が
り
を
獲
得
す
る
こ
と
で
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム

運
動
が
登
場
す
る
た
め
の
環
境
を
生
み
出
す
は
ず
だ
、
と
い
う
展
望
を
描
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
運
動
は
、
成
長

条
件
の
回
復
を
国
家
に
期
待
す
る
こ
と
を
や
め
る
だ
ろ
う
。
そ
の
代
わ
り
に
運
動
は
、
労
働
者
階
級
の
諸
断
片

―
組
合
員
、
困

窮
し
て
い
く
大
卒
者
、
給
与
の
上
が
ら
な
い
サ
ー
ビ
ス
労
働
者
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
、
不
安
定
雇
用
の
若
者
、
移

民
と
難
民
、
急
進
派

―
を
た
が
い
に
結
び
つ
け
ま
と
め
あ
げ
て
、
自
分
た
ち
が
分
断
さ
れ
て
い
る
条
件
、
す
な
わ
ち
階
級
と
し

て
の
存
在
条
件
そ
の
も
の
に
対
す
る
広
範
な
攻
撃
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
闘
争
を
限
界
づ
け
て
い
た
連
帯
の
問
題
を
解
決

し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
連
帯
の
問
題
は
、
こ
ん
に
ち
の
闘
争
基
盤
の
う
え
で
は
明
ら
か
に
対
処
不
可
能
な
ま
ま
で
あ
る
。
し
か

し
歴
史
を
み
れ
ば
、
時
代
の
不
連
続
性
は
例
外
で
は
な
く
通
例
で
あ
る
。
反
動
の
時
代
は
突
然
に
、
数
年
前
に
は
不
可
能
と
思
わ

れ
て
い
た
革
命
的
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
新
時
代
へ
と
突
入
す
る
の
だ
。

　

し
か
し
こ
こ
で
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
社
会
的
闘
争
は
別
の
方
向
へ
進
む
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ

政
治
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の
可
能
性
の
方
が
高
い
と
い
う
こ
と
だ
。
現
在
、
高
度
に
ア
ト
ム
化
さ
れ
た
人
々
は
緊
縮
財
政
、
失
業
、
立
ち
退
き
に
苦
し
む
な

か
で
目
を
覚
ま
し
、
自
分
た
ち
の
ア
ト
ム
化
の
条
件
を
正
そ
う
と
行
動
し
は
じ
め
て
い
る
。
国
ご
と
に
状
況
は
ま
ち
ま
ち
だ
っ
た

が
、
政
治
家
に
よ
る
恐
慌
と
そ
の
事
後
へ
の
対
処
方
法
に
対
す
る
怒
り
は
国
を
ま
た
い
で
燃
え
さ
か
り
、
多
方
面
か
ら
ア
ト
ム
化

の
克
服
を
目
指
す
集
団
的
闘
争
が
次
々
と
発
生
し
た
。
そ
の
闘
争
の
軸
と
な
っ
た
の
は
、
反
緊
縮
要
求
と
反
政
府
感
情
の
広
が
り

だ
っ
た
。
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
六
年
に
か
け
て
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
、
ス
ペ
イ
ン
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、

イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
ケ
ベ
ッ
ク
、
チ
リ
、
ト
ル
コ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ボ
ス
ニ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
香
港
、
フ
ラ
ン
ス
で
こ
う
し

た
議
会
外
運
動
が
く
り
広
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
運
動
は
す
べ
て
数
ヶ
月
の
う
ち
に
解
散
し
て
し
ま
い
、
恐
慌

の
諸
条
件
も
恐
慌
に
対
す
る
国
家
対
応
の
諸
形
態
も
実
質
的
に
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た［
52
］。
こ
れ
ら
の
運
動
が
終
結
す
る
と
、

分
散
し
て
い
た
勢
力
の
一
部
が
再
集
結
し
、
以
前
は
構
造
的
腐
敗
の
領
域
だ
と
言
っ
て
激
し
く
非
難
し
て
い
た
政
治
の
領
域
に
参

画
し
は
じ
め
た
。

　

こ
う
し
た
議
会
外
運
動
に
お
け
る
「
政
治
的
」
転
回
は
予
期
せ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
転
回
は
結
局
の
と
こ
ろ
限
定
的
な

対
立
の
場
と
し
て
の
政
治
を
放
棄
し
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
社
会
の
脱
動
員
化
に
よ
っ
て
、
政
治
の
中
心
に
躍

進
す
る
こ
と
は
、
あ
る
程
度
の
人
数
を
動
員
で
き
る
の
な
ら
ば
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う

な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
獲
得
し
た
と
こ
ろ
で
少
し
で
も
な
に
か
を
実
現
で
き
る
か
と
い
え
ば
疑
問
は
残
る
。
同
時
に
、
政
治
の
中
心
が

空
洞
化
す
る
に
つ
れ
て
、
こ
こ
数
十
年
に
わ
た
っ
て
現
代
社
会
の
周
縁
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
新
右
翼
政
党
が
議
会
で
地
盤
を
取

り
戻
し
は
じ
め
て
い
る
。
政
治
に
対
す
る
不
満
が
広
が
る
こ
と
で
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
だ
が
限
界
の
あ
る
政
治
的
実
験
が
生
み
出
さ

れ
て
き
て
い
る
の
だ
。
そ
の
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
長
期
に
わ
た
る
資
本
主
義
の
危
機
が
政
治
の
領
域
で
は

ど
の
よ
う
に
起
こ
っ
て
き
た
の
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
［
53
］。
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労
働
運
動
の
解
体
傾
向
を
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
労
働
運
動
は
一
九
世
紀
後
半
に
最
初
の
近
代
的
大
衆
政
党
を

誕
生
さ
せ
て
い
る
。
社
会
主
義
政
党
は
、
勝
利
に
導
く
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
携
え
て
草
の
根
か
ら
組
織
化
さ
れ
、
議
会
に
お
け
る
脅
威

と
な
っ
た
が
、
そ
の
目
的
は
議
会
を
使
っ
て
生
産
手
段
を
社
会
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
を
覆
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
社
会
の

法
則
を
変
え
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
他
の
政
治
勢
力
は
社
会
主
義
政
党
の
脅
威
に
対
抗
す
る
た
め
に
自
分
た
ち
の
大
規
模
な
組

織
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
従
来
の
有
権
者
だ
け
で
な
く
都
市
労
働
者
の
人
口
に
も
訴
え
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、

労
働
運
動
は
近
代
議
会
政
治
の
輪
郭
を
明
確
化
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
た
と
言
え
る
［
54
］。
労
働
運
動
が
与
え
る
脅
威
に
よ
っ
て
、

左
派
に
限
ら
ず
中
道
や
右
派
も
巻
き
込
み
つ
つ
、
読
み
合
い
可
能
な
戦
略
的
領
域
が
切
り
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
領
域
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
そ
れ
以
外
の
世
界
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
構
成
さ
れ
た
政
治
体
に
ま
た
が
っ
て
お
り
、
多
様
な
特
徴
を
持
っ

て
い
た
（
こ
れ
ら
の
議
会
勢
力
が
徹
底
的
な
独
裁
政
権
に
支
配
さ
れ
て
い
な
い
場
合
の
こ
と
だ
が
）。
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
経
済
的
危
機
傾

向
の
再
来
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
政
党
に
と
っ
て
の
こ
う
し
た
戦
略
的
領
域
は
攪
乱
さ
れ
、
社
会
的
危
機
の
政
治
的
危
機
へ
の
展
開

を
も
一
変
さ
せ
た
［
55
］。

　

経
済
成
長
率
が
低
下
し
失
業
率
が
上
昇
す
る
こ
と
で
、
資
本
蓄
積
の
諸
条
件
を
回
復
さ
せ
な
い
限
り
ど
ん
な
繁
栄
も
不
可
能
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
回
復
が
以
前
に
も
増
し
て
す
べ
て
の
政
党
の
主
要
課
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
政
治
家
は
、
福

祉
国
家
と
規
制
機
関
を
解
体
し
始
め
た
。
こ
う
す
れ
ば
資
本
に
と
っ
て
の
コ
ス
ト
が
下
が
り
、
利
潤
率
が
回
復
し
、
経
済
成
長
が

再
び
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。労
働
運
動
の
代
表
者
た
ち
ま
で
も
が
こ
れ
ら
の
改
良
策
を
断
行
し
た
と
い
う
事
実
は
、

労
働
運
動
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
つ
い
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
呼
応
す
る
よ
う
に
社
会
全
体
で
左

右
両
派
の
違
い
が
な
く
な
っ
て
い
き
、
い
ま
や
あ
る
の
は
利
潤
率
の
回
復
を
目
指
す
改
良
策
に
お
け
る
ス
ピ
ー
ド
と
苛
烈
さ
の
度

合
い
の
差
で
し
か
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
資
本
の
た
め
の
経
済
改
革
だ
と
言
っ
て
こ
と
あ
る
ご
と
に
緊
縮
財
政
が
始
ま
り
人
々
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が
何
度
に
も
わ
た
っ
て
苦
し
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
停
滞
は
悪
化
す
る
ば
か
り
だ
っ
た
。
見
返
り
が
な
い
ま
ま
一
方

的
に
果
て
し
な
い
犠
牲
ば
か
り
を
強
い
ら
れ
て
い
れ
ば
、
有
権
者
が
政
治
家
の
空
約
束
に
ま
す
ま
す
懐
疑
的
に
な
っ
て
い
く
の
に

不
思
議
は
な
い
［
56
］。

　

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
政
治
そ
の
も
の
の
信
用
が
ど
ん
ど
ん
落
ち
て
い
っ
た
。
公
然
の
腐
敗
と
い
う
形
で
、
あ
る
い
は
ど

の
政
党
も
対
立
す
る
政
党
に
対
し
て
現
実
的
な
代
替
案
を
示
さ
な
い
た
め
に
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
「
操
作
さ
れ
て
い
る
」
と
映
っ

て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
印
象
に
反
応
す
る
よ
う
に
、
人
々
は
ど
の
政
党
も
支
持
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
い
き
、
誰
で
あ
れ
そ
の

時
に
権
力
を
握
っ
て
い
る
人
物
に
対
抗
し
て
抗
議
票
を
投
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
有
権
者
の
怒
り
か
ら
身
を
守
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
政
治
家
は
増
え
る
一
方
で
あ
り
、
有
権
者
と
同
様
に
政
治
家
も
政
治
か
ら
身
を
引
く
よ
う
に
な
っ
た
。
政
策

は
有
権
者
の
監
視
や
影
響
か
ら
遮
断
さ
れ
た
制
度
的
空
間
で
立
案
さ
れ
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
政
治
家
は
彼
岸

か
ら
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
と
し
て
統
治
を
お
こ
な
い
、
企
業
に
利
す
る
よ
う
に
法
律
を
改
正
し
、
そ
し
て
相
次
ぐ
金
融
恐
慌
の
な
か

で
そ
れ
ら
の
企
業
が
破
綻
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
た
と
き
に
は
救
済
す
る
。
反
政
治
感
情
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
の
国
で
既

存
の
政
党
シ
ス
テ
ム
が
崩
壊
の
可
能
性
に
さ
ら
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
。que se vayan todos

〔
み
ん
な
出
て
い
け
〕 

と no les 

votes

〔
や
つ
ら
に
投
票
す
る
な
〕 

は
反
政
治
時
代
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
情
勢
に
よ
っ
て
同
時
に
、
反
政
治
的
な
政

治
が
台
頭
す
る
条
件
も
整
っ
て
き
て
い
る
。

　

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
顕
わ
に
し
て
い
る
パ
ラ
ド
ク
ス
は
、
す
べ
て
の
政
治
家
の
放
逐
を
求
め
る
綱
領
を
掲
げ
な
が
ら
反
議
会
的
な

感
情
が
侵
入
し
て
い
く
先
は
議
会
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
だ
。
左
右
問
わ
ず
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
は
、
経
済
停
滞
と
い
う
の
は
縁

故
資
本
家
の
影
響
力
に
よ
っ
て
議
会
が
汚
職
に
ま
み
れ
て
い
る
兆
候
だ
、
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
す
る
。
成
長
条
件
の
回
復
が
目

標
で
あ
る
の
は
同
じ
で
あ
る
が
、そ
の
た
め
に
は
も
は
や
金
貸
し
を
神
殿
か
ら
追
い
払
う
以
外
に
な
い
と
考
え
る
の
だ
。
し
か
し
、
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こ
こ
で
問
題
に
直
面
す
る
。
利
潤
率
が
か
つ
て
な
く
大
規
模
に
負
債
の
蓄
積
に
依
存
し
て
い
る
時
代
に
お
い
て
経
済
停
滞
が
進
行

し
て
い
る
と
い
う
状
況
の
も
と
で
は
、
シ
ス
テ
ム
改
革
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
る
資
本
家
が
い
た
と
し
て
も
、
利
潤
を
生
み
出

す
諸
条
件
が
不
安
定
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
現
実
的
に
そ
の
改
革
の
試
み
が
そ
れ
ら
の
条
件
を
崩
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
れ
ば
た

だ
ち
に
そ
の
試
み
を
拒
否
せ
ざ
る
を
え
な
い
（
だ
か
ら
企
業
家
た
ち
は
冗
談
み
た
い
な
二
枚
舌
を
使
う
。
公
人
と
し
て
は
最
低
所
得
保
障
政
策
を

提
案
す
る
か
た
わ
ら
で
、
私
人
と
し
て
は
ロ
ビ
イ
ン
グ
に
よ
っ
て
海
外
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
へ
と
流
出
し
た
税
収
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
取
り
組
み

を
潰
そ
う
と
す
る
）［
57
］。
そ
の
結
果
、
資
本
に
と
っ
て
は
あ
ら
ゆ
る
現
実
的
な
シ
ス
テ
ム
改
良
の
取
り
組
み
が
存
亡
の
危
機
を
意

味
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

改
良
運
動
は
決
定
的
な
局
面
で
は
常
に
、
シ
ス
テ
ム
的
な
性
格
を
獲
得
し
て
革
命
的
な
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
社
会
変
革
の
た
め

の
空
間
を
開
く
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
現
在
の
と
こ
ろ
、
資
本
主
義
的
再
生
産
が
不
安
定
す
ぎ
て
、
エ
リ
ー
ト

た
ち
に
と
っ
て
は
一
つ
で
も
譲
歩
す
る
と
す
べ
て
が
危
機
に
さ
れ
て
し
ま
う
ら
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
改
良
の
提
案
は
す
べ
て
シ
ス
テ

ム
を
揺
る
が
す
決
定
的
な
も
の
に
み
え
て
し
ま
う
。
左
派
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
前
に
か
つ
て
な
い
ほ
ど
こ
の
難
問
が
立
ち
は
だ
か
っ

た
の
は
、ま
さ
し
く
ギ
リ
シ
ャ
の
債
務
負
担
を
め
ぐ
る
交
渉
の
時
で
あ
っ
た
。最
も
些
細
な
改
良
案
で
さ
え
も
激
し
い
抵
抗
に
遭
っ

て
し
ま
う
。
そ
の
な
か
で
ユ
ー
ロ
を
放
棄
す
る
と
い
う
シ
リ
ザ
の
虚
勢
は
瀬
戸
際
外
交
と
い
う
扱
い
を
う
け
た
が
、
実
際
の
と
こ

ろ
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
状
況
に
よ
っ
て
右
派
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
つ
け
い
る
隙
が
生
じ
た
。
右
派
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト

は
左
派
以
上
に
、
明
ら
か
に
結
果
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
人
々
が
破
壊
的
な
怒
り
の
な
か
で
国
際
機
関
に
向
け
る
敵
意
を
利
用
し

よ
う
と
す
る
。
実
際
に
右
派
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
は
過
激
な
手
段
を
と
る
意
思
表
示
を
し
て
い
る

―
Ｅ
Ｕ
、
ユ
ー
ロ
圏
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ

Ａ
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
か
ら
の
離
脱
を
訴
え
、
ま
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
覆
そ
う
と
、
人
、
モ
ノ
、
さ
ら
に
は
資
本
ま
で
も
の
ト

ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
移
動
制
限
を
強
化
す
る
よ
う
訴
え
る
。
こ
れ
ら
の
提
案
が
本
気
な
の
か
、
そ
れ
と
も
左
派
と
同
じ
く
瀬
戸
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際
外
交
な
の
か
が
明
確
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
超
低
成
長
の
世
界
で
は
近
隣
窮
乏
化
政
策
が
役
に
立
た

な
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
ネ
イ
シ
ョ
ン
レ
ベ
ル
で
の
蓄
積
を
再
開
さ
せ
ら
れ
る
見
込
み
は
な
い
。

　

こ
う
し
て
見
る
と
、
右
派
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
は
、
左
派
の
対
抗
勢
力
よ
り
も
動
員
力
の
あ
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に

み
え
る
。
左
右
両
派
と
も
、
資
本
が
展
開
す
る
矛
盾
を
国
民
体
に
対
す
る
寄
生
的
攻
撃
と
い
う
観
点
か
ら
読
み
解
こ
う
と
し
、
そ

の
国
民
体
の
復
活
は
自
国
の
政
治
機
関
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
取
り
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
に
な
る
と
捉
え
る
。
左

右
両
派
と
も
、
剰
余
資
本
の
人
格
化
で
あ
る
銀
行
家
へ
と
人
々
の
怒
り
を
差
し
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
右
派
の
持
つ
戦

略
的
優
位
性
は
、
剰
余
労
働
の
人
格
化
と
し
て
難
民
や
移
民
を
も
標
的
に
で
き
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
難
民
・
移
民
の
排
除
は
、

ネ
イ
シ
ョ
ン
ス
テ
イ
ト
を
取
り
戻
す
方
法
、
つ
ま
り
資
本
―

労
働
関
係
の
長
い
危
機
が
始
ま
る
一
九
七
〇
年
代
前
半
よ
り
前
の
良

き
時
代
に
戻
る
方
法
で
あ
る
、
と
い
う
も
っ
と
も
ら
し
い
外
観
を
呈
す
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
危
機
以
前
の
時
代
は
レ
イ
シ
ス

ト
に
よ
っ
て
、
一
国
の
政
治
体
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
に
よ
り
均
質
で
あ
っ
た
時
代
だ
と
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　

ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
は
間
違
い
な
く
失
敗
す
る
こ
と
に
な
る
。
戦
後
資
本
主
義
と
い
う
自
分
た
ち
に
と
っ
て
の
黄
金
時
代
を
う
ま
く

取
り
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
の
時
代
に
最
も
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
感
じ
て
い
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
さ

え
そ
れ
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
政
策
は
い
ま
の
停
滞
傾
向
と
恐
慌
傾
向
を
悪
化
さ
せ
る
は
ず
だ
。
こ

う
し
た
失
敗
に
陥
り
な
が
ら
も
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
は
な
お
、
さ
ら
な
る
恐
慌
が
展
開
さ
れ
て
い
く
な
か
で
現
在
の
リ
ベ
ラ
ル
国
際
主

義
の
諸
制
度
に
大
混
乱
を
引
き
起
こ
し
、
連
鎖
反
応
と
し
て
大
虐
殺
を
誘
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
は
わ
か
っ
て
い
な

い
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
国
家
と
中
央
銀
行
の
協
調
行
動
に
よ
っ
て
金
融
恐
慌
の
完
全
な
不
況
へ
の
転
化
は
防
が
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
こ
れ
ら
の
機
関
を
弱
体
化
さ
せ
て
い
き
、
そ
の
協
調
行
動
が
不
可
能
と
証
明
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
て

し
ま
う
と
、
一
九
三
〇
年
代
以
来
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
深
淵
へ
と
突
き
落
と
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
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ト
学
派
は
こ
の
深
淵
を
覗
き
込
み
、
そ
こ
に
階
級
と
し
て
革
命
的
に
団
結
す
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
徹
底

的
に
一
掃
し
て
し
ま
う
可
能
性
を
見
出
し
た
。私
た
ち
が
見
出
し
た
い
の
は
、い
ま
は
ま
だ
誰
に
も
わ
か
っ
て
い
な
い
ポ
テ
ン
シ
ャ

ル
で
あ
る
。

　

一
九
六
〇
年
代
の
異
端
派
マ
ル
キ
ス
ト
は
、
マ
ル
ク
ス
の
著
作
に
お
け
る
批
判
精
神
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
。
そ
の
際
に

「
批
判
理
論
」
と
い
う
用
語
を
採
用
し
て
自
分
た
ち
の
マ
ル
ク
ス
主
義
を
婉
曲
的
に
表
現
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
純
に
マ
ッ

カ
ー
シ
ズ
ム
に
よ
る
弾
圧
を
回
避
す
る
手
段
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
を
矮
小
化
さ
せ
て
い
る
腐
敗
し
た
教
条

主
義
か
ら
自
分
た
ち
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
遠
ざ
け
る
た
め
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
既
存
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
は
、
戦
後
資
本

主
義
の
新
し
い
現
実
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
妥
当
性
を
も
た
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
先
進
資
本
主
義
社
会
で
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
ア
ト
ム
化
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
労
働
者
は
、
急
速
な
経
済
成
長
の
も
と

政
党
や
組
合
が
自
分
た
ち
の
た
め
だ
と
言
っ
て
と
る
行
動
、
す
な
わ
ち
賃
上
げ
を
集
団
的
自
己
解
放
の
手
頃
な
代
替
物
と
す
る
こ

と
を
し
ば
し
ば
積
極
的
に
受
け
入
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
精
神
生
活
、
つ
ま
り
欲
望
や
願
望
が
商
品
形
態
の

植
民
地
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
著
作
が
寄
与
す
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
［
58
］。
そ
の
た

め
一
九
六
〇
年
代
の
異
端
派
は
ス
ピ
ノ
ザ
、
ニ
ー
チ
ェ
、
フ
ロ
イ
ト
と
い
っ
た
理
論
家
を
含
む
別
の
批
判
の
伝
統
を
参
照
し
、
労

働
者
が
自
己
と
自
分
た
ち
を
支
配
す
る
客
観
的
論
理
と
を
主
観
的
に
同
一
化
し
て
し
ま
う
事
態
を
説
明
し
よ
う
と
試
み
た
。

結
論
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こ
の
よ
う
に
異
端
派
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
哲
学
の
定
義

―
自
分
の
時
代
を
思
想
の
う
ち
に
と
ら
え
る

―
に
忠
実
で
あ
ろ

う
と
し
、
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
が
ル
ー
ゲ
へ
の
書
簡
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
古
い
世
界
の
批
判
を
通
じ
て
新
し
い
世
界
を
発
見

し
よ
う
と
し
た
［
59
］。
し
か
し
異
端
派
が
発
見
し
よ
う
と
し
た
新
し
い
世
界
は
い
ま
や
、
こ
れ
ま
で
一
度
も
結
実
す
る
こ
と
の
な

か
っ
た
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
古
き
新
し
い
世
界
と
な
っ
て
い
る
。
労
働
運
動
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
の

闘
争
に
お
い
て
も
う
す
ぐ
実
現
し
そ
う
に
み
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
異
端
派
が
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
思
い
描
い
て
い
た
イ
メ
ー

ジ
に
沿
っ
て
再
構
築
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
異
端
派
が
異
議
を

唱
え
て
き
た
運
動
の
正
統
派
は
衰
退
し
て
い
っ
た
。
ま
だ
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
運
動
の
時
代
で
は
な
い
が
、
闘
争
が
再
び
目
覚
め
始
め

る
時
代
と
な
っ
た
い
ま
、
理
論
は
何
を
目
指
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
批
判
理
論
、
と
い
う
よ
り
も
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
理
論
が
な
す
べ
き

課
題
を
三
つ
提
示
し
た
い
。

　

理
論
が
な
す
べ
き
第
一
の
課
題
は
、階
級
闘
争
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
理
論
的
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
備
え
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

闘
争
の
考
察
そ
の
も
の
を
通
じ
て
理
論
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
だ
。
こ
ん
に
ち
の
労
働
者
が
正
面
か
ら
取
り
組
む
必
要
が
あ
る

の
は
、
階
級
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
共
有
が
な
い
状
態
で
自
己
組
織
化
と
闘
争
を
拡
大
し
強
化
し
て
い
く
方
法
を
い
か
に
見
つ
け
出

し
て
い
く
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
行
動
が
ど
の
よ
う
な
道
の
り
を
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
か
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
道
の
り
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
運
動
の
再
登
場
に
必
要
な
前
提
条
件
と
な
る
よ
う
に
創
造
的
に
構

築
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
理
論
が
試
み
る
べ
き
な
の
は
、
具
体
的
な
闘
争
を
振
り
返
っ
て
説
明
を
与

え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
闘
争
が
何
を
し
た
の
か
、
ま
た
闘
争
の
参
加
者
が
自
分
た
ち
の
行
動
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
、

に
つ
い
て
説
明
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
闘
争
を
奮
い
立
た
せ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
闘

争
が
ど
の
よ
う
に
構
成
の
問
題
と
対
峙
し
て
い
る
か
、
そ
し
て
思
い
が
け
ず
構
築
さ
れ
た
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
戦
術
、
組
織
形
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態
を
使
っ
て
ど
の
よ
う
に
広
く
社
会
に
共
鳴
を
呼
び
起
こ
し
、
構
成
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
に
着
目
し
て
闘
争

を
読
む
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
闘
争
は
自
ら
の
限
界
と
対
峙
す
る
な
か
で
私
た
ち
に
来
た
る
べ
き
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
運
動
の
姿
を

語
り
か
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

　

理
論
の
第
二
の
課
題
は
、
資
本
主
義
的
社
会
関
係
の
危
機
が
展
開
さ
れ
る
諸
形
態
を
考
察
す
る
こ
と
だ
。
こ
の
諸
形
態
に
よ
っ

て
階
級
闘
争
が
お
こ
な
わ
れ
る
枠
組
み
や
情
勢
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
先
に
、
資
本
―

労
働
関
係
の
崩
壊
は
、
過
剰
人

口
と
過
剰
資
本
が
同
時
に
産
出
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
ま
た
そ
の
産
出
を
通
し
て
起
こ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
私
た
ち
は
こ
の
崩
壊

の
過
程
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
新
た
な
団
結
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
探
求
す
る
だ
け
で
な
く
、
資
本
主

義
的
社
会
関
係
に
よ
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
内
側
か
ら
分
断
さ
れ
る
際
に
、
そ
の
分
断
が
例
え
ば
人
種
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
ネ

イ
シ
ョ
ン
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
地
位
、
教
育
レ
ベ
ル
、
経
済
部
門
な
ど
と
い
っ
た
分
断
と
重
な
る
よ
う
に
生
み
出
さ
れ
、
か

つ
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
も
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
（
た
ん
に
階
級
的
利
害
の
共
有
に
附
随
す
る
分
断
の
範
囲
に
と
ど
ま
ら

な
い
）
階
級
内
分
断
が
構
造
的
に
再
生
産
さ
れ
る
原
因
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
経
済
停
滞
の
時
代
に
あ
っ
て
労
働
者
間
の
分
断
は

か
つ
て
な
く
激
し
く
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
労
働
市
場
の
条
件
が
悪
化
す
る
な
か
で
平
均
以
上
の
賃
金
と
労
働
条
件
で
働

く
労
働
者
の
多
く
が
、
資
本
主
義
に
よ
る
緊
縮
財
政
の
猛
攻
撃
か
ら
だ
け
で
な
く
、
他
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
か
ら
も
労
働
市
場

に
お
い
て
自
分
た
ち
が
占
め
て
い
る
一
角
を
守
ろ
う
と
奮
闘
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

理
論
の
第
三
の
課
題
は
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
未
来
に
向
か
う
意
志
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
労
働
運
動
が
衰
退
し
て
か
ら
は

こ
の
課
題
の
難
易
度
は
ま
す
ま
す
高
く
な
っ
て
い
る
。
労
働
運
動
の
衰
退
は
、
資
本
主
義
世
界
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
も
つ
解
放
的
な

内
容
の
空
疎
化
と
表
裏
一
体
だ
。
た
ん
に
新
た
な
論
理
（
す
な
わ
ち
生
産
手
段
の
社
会
化
）
を
持
ち
だ
し
て
、
そ
の
論
理
に
従
っ
て
こ

れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
す
な
わ
ち
労
働
者
、
機
械
、
工
場
を
再
配
置
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
そ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
た
り
え
な
い
。
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あ
る
い
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
言
い
方
を
変
え
て
み
れ
ば
、
資
本
主
義
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
中
立
的
で
は
な
い
し
、
そ
の
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
の
充
用
を
可
能
に
す
る
イ
ン
フ
ラ
も
中
立
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。〔
例
え
ば
〕
郊
外
と
の
分
断

―
石
炭
火
力
発
電

所
か
ら
供
給
さ
れ
る
電
力
網
〔
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
〕。
こ
ん
に
ち
の
社
会
生
活
の
物
質
的
組
織
化
に
よ
っ
て
、
人
類
は
特
定
の
社

会
的
慣
習
に
馴
致
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
私
た
ち
人
類
は
そ
の
状
態
か
ら
脱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
解
放
さ
れ
た
人
類

は
ど
の
よ
う
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
活
用
し
、
イ
ン
フ
ラ
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
、
具
体
的
に
詳
細
に
踏

み
込
ま
ず
と
も
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
行
動
原
理
の
一
部
を
あ
ら
か
じ
め
導
き
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
［
60
］。
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の

未
来
は
、
人
格
的
に
も
非
人
格
的
に
も
新
た
な
構
造
的
支
配
形
態
を
生
み
出
さ
な
い
方
法
で
、
ど
れ
だ
け
そ
し
て
ど
ん
な
労
働
を

す
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
社
会
的
な
貯
蔵
庫
か
ら
何
を
受
け
取
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
あ
い
だ
の
関
連
を
断
ち
切
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
は
ず
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
理
論
に
と
っ
て
の
課
題
を
提
示
す
る
こ
と
が
理
論
家
の
特
別
な
役
割
を
宣
言
し
て
い
る
、
と
誤
解
し
な
い
で
ほ
し

い
。
階
級
闘
争
は
し
ば
し
ば
何
年
に
も
わ
た
る
小
康
状
態
に
陥
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
は
い
つ
も
絶
望
が
と
も
な
う
。
私
た
ち
の
見

解
で
は
、
理
論
は
こ
の
絶
望
に
対
す
る
治
療
法
と
し
て
考
え
る
の
が
最
も
適
切
だ
。
理
論
と
は
、
闘
争
の
な
か
で
暗
に
生
み
出
さ

れ
て
い
た
理
論
的
な
も
の
を
明
示
的
に
映
し
出
す
様
式
で
あ
る
。
そ
の
際
に
着
目
す
る
の
は
闘
争
に
内
在
す
る
限
界
で
あ
る
が
、

そ
の
限
界
が
限
界
と
し
て
明
確
化
さ
れ
て
い
く
な
か
で
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
運
動
が
生
ま
れ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
絶
望
は
闘

争
の
小
康
状
態
が
現
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
急
進
派
は
、
闘
争
が
展
開
し
て
い
く
さ
な
か
で
絶
望
し
て
し
ま
う

こ
と
も
よ
く
あ
る
か
ら
だ
。
一
方
で
、
思
考
す
る
こ
と
な
く
行
動
す
る
だ
け
の
活
動
家
と
、
行
動
す
る
こ
と
な
く
思
考
す
る
だ
け

の
批
判
理
論
家
と
の
あ
い
だ
の
分
裂
も
見
受
け
ら
れ
る
。
理
論
が
切
り
開
く
べ
き
な
の
は
、
行
動
し
な
が
ら
思
考
す
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
行
動
の
限
界
を
知
り
な
が
ら
も
な
お
行
動
す
る
思
考
な
の
で
あ
る
。
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［
１
］ 

ロ
シ
ア
革
命
に
お
け
る
重
要
人
物
と
い
え
ば
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ
ラ
ム
シ
、
ジ
ェ
ル
ジ
ュ
・

ル
カ
ー
チ
や
カ
ー
ル
・
コ
ル
シ
ュ
で
あ
る
が
、
一
九
六
八
年
の
異
端
派
に
よ
っ
て
再
発
見
さ
れ
た
の
は
、
イ
サ
ー
ク
・

ル
ー
ビ
ン
や
エ
フ
ゲ
ニ
ー
・
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。

［
２
］ 

マ
ル
ク
ス
の
新
し
い
読
み
方
に
つ
い
て
の
詳
論
は‘Com

m
unisation and Value Form

 Theory,’ Endnotes 2, 
2010, pp. 68–105

を
参
照
。

［
３
］ Karl M

arx and Friedrich Engels, C
ollected W

orks, Volum
e 37: C

apital: A C
ritique of Political Econom

y, 
Volum

e 3 (International Publishers, 1998), p. 817.

〔
大
内
兵
衛
・
細
川
嘉
六
監
訳『
マ
ル
ク
ス=

エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』

第
二
五
巻
、
大
月
書
店
、
一
九
六
六
年
〕

［
４
］ Guy D

ebord, Society of the Spectacle (Zone Books, 1994), §9, p. 14

（
英
訳
に
は
修
正
を
加
え
た
）〔
木
下
誠
訳『
ス

ペ
ク
タ
ク
ル
の
社
会
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
〕。

［
５
］ Jacques Rancière, ‘The concept of “critique” and the “critique of political econom

y”’ Econom
y 

and Society 5 (3), 1976, Lucio Colletti, M
arxism

 and H
egel (Verso Books, 1973), Jacques Cam

atte, 
C

apital and C
om

m
unity (U

npopular Books, 1988), Fredy Perlm
an, ‘Introduction’ to Essays on M

arx’s 

Theory of Value by I. I. Rubin (Black and Red, 1972). 

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
の
ち
に
資
本
と
階
級
や
オ
ー
プ

ン
・
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
っ
た
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
英
語
圏
で
も
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

［
６
］ M

oishe Postone, Tim
e, Labor, and Social D

om
ination (Cam

bridge U
niversity Press, 1993)

〔
白
井
聡
・
野

尻
英
一
監
訳
『
時
間
・
労
働
・
支
配

―
マ
ル
ク
ス
理
論
の
新
地
平
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
二
年
〕
を
参
照
。

註
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［
７
］ 

異
端
派
は
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
に
対
し
て
は
全
面
的
に
反
対
し
て
い
た
が
、
し
か
し
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
に
対
し
て
は

い
ろ
い
ろ
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
最
も
興
味
深
い
の
は
、
社
会
主
義
史
の
本
流
に
対
す
る
オ
ル
タ
ナ

テ
ィ
ヴ
と
し
て
評
議
会
主
義
者
や
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
か
ら
着
想
を
得
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

［
８
］ 

こ
の
時
代
の
経
済
的
―

歴
史
的
解
説
は
、Philip Arm

strong, Andrew
 G

lyn, and John H
arrison, 

C
apitalism

 since 1945 (Basil Blackw
ell, 1991) 

とRobert Brenner, Econom
ics of G

lobal Turbulence (Verso 
Books, 2006)

を
参
照
。
ケ
イ
ン
ズ
主
義
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
し
い
解
説
は
ポ
ー
ル
・
マ
テ
ィ
ッ
ク
の
古
典
、M

arx 

and K
eynes: The Lim

its of the M
ixed Econom

y (Porter Sargent, 1969)

〔
佐
藤
武
男
訳
『
マ
ル
ク
ス
と
ケ
イ
ン
ズ 

新
版
』
学
文
社
、
一
九
八
二
年
〕
お
よ
びG

eoff M
ann, In the Long Run W

e Are All D
ead (Verso Books, 2017)

を
参
照
。

［
９
］ 

ド
ゥ
ボ
ー
ル
は
ほ
と
ん
ど
誰
も
が
こ
の
よ
う
な
状
態
に
囚
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

ト
を
「
自
ら
の
生
の
使
い
方
に
対
す
る
支
配
力
を
す
べ
て
失
っ
た
」
人
々
と
定
義
す
る(D

ebord, Society of the 

Spectacle, §114, p. 84)
。

［
10
］ ibid., §40, p. 28.

［
11
］ 

ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
支
配
の
対
象
は
「
大
衆
だ
け
で
は
な
く
な
っ
て
久
し
い
が
、
い
ま
や
そ
こ
に
は
支
配
者
と

そ
の
代
理
人
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」(Theodor Adorno, ‘Late Capitalism

 or Industrial Society? 

The Fundam
ental Q

uestion of the Present Structure of Society,’ in C
an O

ne Live After Auschw
itz? A 

Philosophical Reader, Stanford U
niversity Press, 2003, p. 116)

。

［
12
］ Raniero Panzieri, ‘The Capitalist U

se of M
achinery: M

arx Versus the O
bjectivists’ (1964), 

https://libcom
.org/library/capalistuse-m

achinery-raniero-panzieri

とH
arry Braverm

an, 
Labor and M

onopoly C
apital: The D

egradation of W
ork in the Tw

entieth C
entury (Pluto Press, 1974)

〔
富
沢
賢
治
訳
『
労
働
と
独
占
資
本

―
二
〇
世
紀
に
お
け
る
労
働
の
衰
退
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
〕
を
参
照
。



186

恐
慌
と
窮
乏
化

Paul Rom
ano and R

ia Stone, ‘The A
m

erican W
orker’ (1947), https://libcom

.org/history/
am

ericanw
orker-paul-rom

ano-ria-stone

も
参
照
。

［
13
］ 

ア
ド
ル
ノ
と
ド
ゥ
ボ
ー
ル
は
、
国
家
管
理
型
の
資
本
主
義
が
東
側
と
西
側
の
収
斂
点
で
あ
り
、
そ
れ
が
完
全
に
行
政

化
さ
れ
た
世
界
へ
と
向
か
っ
て
官
僚
化
の
道
を
た
ど
っ
た
先
に
存
在
す
る
と
捉
え
て
い
た
。

［
14
］ Adorno, ‘Late Capitalism

 or Industrial Society,’ p. 116.
［
15
］ Postone , Tim

e, Labor, and Social D
om

ination, p. 26.
［
16
］ Juan R. de Laiglesia and Johannes Jütting (eds.), Is Inform

al N
orm

al? Tow
ards M

ore and Better Jobs in 

D
eveloping C

ountries (O
ECD, 2009). ILO, W

om
en and M

en in the Inform
al Econom

y: A Statistical Picture, 

Second Edition (ILO, 2013)

も
参
照
。

［
17
］ Loukas Karabarbounis and Brent N

eim
an

, ‘The G
lobal D

ecline of the Labor Share,’ The 
Q

uarterly Journal of Econom
ics 129 (1), 2013, 61–103

を
参
照
。

［
18
］ 

主
流
派
の
説
明
はRobert Row

thorn
 and Ram

ana Ram
asw

am
y, ‘D

eindustrialization
: Causes 

and Im
plications,’ IM

F W
orking Paper 97/42, 1997

とD
ani Rodrik, ‘Prem

ature D
eindustrial-

ization,’ Journal of Econom
ic G

row
th, 21 (1), 2016, 1–33

を
参
照
。

［
19
］ 

そ
の
一
方
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
生
産
の
大
部
分
は
、
高
度
な
技
術
を
用
い
た
大
規
模
工
場
で
は
な
く
小
規
模
な

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
企
業
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

［
20
］ Aaron Benanav and John Clegg, ‘M

isery and D
ebt: O

n the Logic and H
istory of Surplus Pop-

ulations and Surplus Capital,’ Endnotes 2, 2010, pp. 20–51

を
参
照
。

［
21
］ Karl M

arx, C
apital: A C

ritique of Political Econom
y, Volum

e 1 (Penguin Classics, 1976), p. 799. 〔
大
内

兵
衛
・
細
川
嘉
六
監
訳
『
マ
ル
ク
ス=

エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
二
三
巻
、
大
月
書
店
、
一
九
六
五
年
〕

［
22
］ ibid., p. 548.
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［
23
］ 「
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
は
…
…
生
産
の
発
展
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
は
弁
証
法
的
な
転
倒
を
被
り
、
そ

う
し
て
生
産
者
を
支
配
し
搾
取
す
る
た
め
の
手
段
に
一
変
し
、
労
働
者
を
不
具
に
し
て
部
分
人
間
と
な
し
、
機
械
の

付
属
物
に
引
き
下
げ
、
労
働
の
苦
痛
で
そ
の
労
働
の
内
実
を
破
壊
し
、
独
立
の
力
と
し
て
の
科
学
が
労
働
過
程
に
合

体
さ
れ
る
に
つ
れ
て
労
働
過
程
で
の
知
的
潜
在
力
を
労
働
者
か
ら
疎
外
す
る
」(ibid., p. 799)

。

［
24
］ ibid., p. 450.

［
25
］ ibid., p. 762.

［
26
］ ibid., pp. 780-1.

［
27
］ ibid., p. 781.

［
28
］ ibid., p. 783fn. 

サ
ー
ビ
ス
部
門
に
つ
い
て
はBenanav and Clegg, ‘M

isery and D
ebt’ 

ま
たJason E. 

Sm
ith, ‘N

ow
here to G

o: Autom
ation, Then and N

ow,’ The Brooklyn Rail, M
arch 1, 2017, http://

brooklynrail.org/2017/03/field-notes/N
ow

hereto-G
o

を
参
照
。

［
29
］ M

arx, C
apital, Volum

e 1, p. 789.

［
30
］ ibid., p. 783.

［
31
］ ibid., p. 719.

［
32
］ ibid., p. 795.

［
33
］ ibid., pp. 784, 794.

［
34
］ ibid., p. 796. 

マ
ル
ク
ス
は
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
産
業
労
働
者
よ
り
も
家
内
召
使
の
方
が
多
か
っ
た
こ
と

を
附
言
し
て
い
る
。ibid., p. 574

を
参
照
。

［
35
］ ibid., p. 796.

［
36
］ ibid., p. 799.

［
37
］ ibid.
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［
38
］ 

一
九
六
〇
年
代
の
中
心
的
な
正
統
派
マ
ル
キ
ス
ト
（
ハ
ル
・
ド
レ
イ
パ
ー
や
エ
ル
ネ
ス
ト
・
マ
ン
デ
ル
な
ど
）
は
、
マ
ル

ク
ス
は
「
相
対
的
窮
乏
化
」
し
か
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
っ
て
「
窮
乏
化
テ
ー
ゼ
」
を
否
定
す
る
人
々
か
ら
彼

を
擁
護
し
た
が
、
そ
の
「
相
対
的
窮
乏
化
」
と
い
う
概
念
は
ア
ド
ル
ノ
に
よ
っ
て
「
ば
か
げ
て
い
る
」
と
一
蹴
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
（Adorno, 'Late Capitalism

 or Industrial Society', p.112, 

一
九
六
二
年
の
マ
ル
ク
ス
に
関
す
る

講
義
も
参
照
）。
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
の
予
見
を
戦
後
の
現
実
と
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
れ
ら
の
試
み
は
、
ど
ち
ら
の

主
張
も
捻
じ
曲
げ
る
結
果
と
な
っ
た
。
現
実
に
は
、
戦
後
の
成
長
は
マ
ル
ク
ス
の
テ
ー
ゼ
を
相
対
的
と
す
る
解
釈
と

も
絶
対
的
と
す
る
解
釈
と
も
整
合
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
わ
け
だ
。
と
い
う
の
も
、
二
〇
世
紀
の
半
ば
に
実
際
見

ら
れ
た
よ
う
に
、
先
進
国
に
お
い
て
国
民
所
得
の
う
ち
で
労
働
者
階
級
に
分
配
さ
れ
る
割
合
が
急
上
昇
し
た
か
ら
で

あ
る
。
直
近
の
四
〇
年
間
に
お
い
て
の
み
、窮
乏
化
の
相
対
的
（
時
に
は
絶
対
的
）
形
態
が
再
び
現
れ
は
じ
め
て
い
る
。

［
39
］ M

arx, C
apital, Volum

e 1, p. 798.

［
40
］ 

本
節
の
大
部
分
はEndnotes(‘ A H

istory of Separation,’  in Endnotes 4, 2015)

に
依
拠
し
て
い
る
。そ
こ
で
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
労
働
運
動
の
歴
史
に
お
い
て
旧
体
制
、
す
な
わ
ち
土
地
貴
族
と
小
農
の
し
ぶ
と
さ
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い

て
も
論
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
面
の
都
合
上
そ
の
議
論
は
割
愛
す
る
。
私
た
ち
の
説
明
は
広
く
以
下
の
文
献
に

依
拠
し
て
い
る
。Geoff Eley, Forging D

em
ocracy: The H

istory of the Left in Europe, 1850-2000 (Cam
bridge 

U
niversity Press, 2002), Adam

 Przew
orski, C

apitalism
 and Social D

em
ocracy (Cam

bridge U
niversity 

Press, 1985), G
. M

. Tam
ás, ‘Telling the Truth about Class’ in Socialist Register 2006 (M

onthly 

Review
 Press, 2006), and Loren G

oldner, ‘Com
m

unism
 is the M

aterial H
um

an Com
m

unity: 
A

m
adeo Bordiga Today (1995),’ https://libcom

.org/library/com
m

unism
-is-the-m

aterial-
hum

ancom
m

unity-am
adeo-bordiga-today.

［
41
］ Benanav and Clegg, ‘M

isery and D
ebt,’ pp. 33-7

を
参
照
。

［
42
］ M

arx, C
apital Volum

e 1, p. 929.
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［
43
］ 

マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
論
』
に
お
い
て
こ
の
命
題
の
注
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
、
資
本
を
価
値
増
殖
さ
せ
、「
価
値

増
殖
の
必
要
に
対
し
て
過
剰
に
な
る
と
た
だ
ち
に
路
上
に
放
り
出
さ
れ
る
」
者
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の

約
一
五
ペ
ー
ジ
後
に
展
開
さ
れ
る
労
働
需
要
の
減
少
に
関
す
る
分
析
が
暗
示
さ
れ
て
い
る(ibid., pp. 764fn, 781)

。

［
44
］ 

労
働
運
動
の
歴
史
に
名
を
残
す
理
論
家
の
多
く
が
、
同
じ
よ
う
に
階
級
闘
争
は
工
場
の
境
界
を
越
え
て
広
が
り
を
持

つ
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
だ
。
レ
ー
ニ
ン
に
と
っ
て
こ
の
広
が
り
は
、
党
急
進
派
と
そ
の
特
有
の
「
政

治
」
闘
争
の
役
割
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
は
こ
こ
で
の
私
た
ち
の
議
論
に
近
い

の
で
あ
る
が
、
彼
女
に
と
っ
て
「
大
衆
ス
ト
ラ
イ
キ
」
は
、
作
業
場
と
街
頭
に
お
け
る
階
級
闘
争
が
総
合
さ
れ
て
噴

出
し
た
も
の
を
意
味
し
た
。
し
か
し
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
に
と
っ
て
は
、評
議
会
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
に
と
っ
て
と
同
様
に
、

こ
の
種
の
自
然
発
生
的
な
大
衆
行
動
は
工
場
空
間
か
ら
広
が
り
出
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
ん
に
ち
に
お
い
て

よ
り
重
要
な
の
は
、作
業
場
内
へ
の
波
及
と
い
う
問
題
で
あ
る
。V. I. Lenin, W

hat is to be D
one? (International 

Publishers, 1969)
〔
村
田
陽
一
訳
『
な
に
を
な
す
べ
き
か
？
』
国
民
文
庫
、
一
九
七
一
年
〕, Rosa Luxem

burg, ‘The 
M

ass Strike’ in The Essential Rosa Luxem
burg (H

aym
arket, 2007)

〔
野
村
修
ほ
か
訳
『
ロ
ー
ザ･

ル
ク
セ
ン
ブ

ル
ク
選
集
』
第
二
巻
、
現
代
思
潮
新
社
、
二
〇
一
三
年
所
収
〕, and Anton Pannekoek, W

orkers’ C
ouncils (AK 

Press, 2002).

［
45
］ 

こ
こ
で
の
説
明
はEndnotes

で
詳
述
し
て
い
る
。‘Spontaneity, M

ediation, Rupture,’ in Endnotes 3, 
2013.

［
46
］ Steve W

right, Storm
ing H

eaven: C
lass C

om
position and Struggle in Italian Autonom

ist M
arxism

 (Pluto 

Press, 2002)

を
参
照
。

［
47
］ Benanav and Clegg, ‘M

isery and D
ebt.’ 

マ
ル
ク
ス
か
ら
の
引
用
はC

apital, Volum
e 3, pp. 254–5.

［
48
］ Anw

ar Shaikh, ‘The First G
reat D

epression of the 21st Century’ in Socialist Register 2011 (M
onthly 

Review
 Press, 2011)

を
参
照
。
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［
49
］ Robert Brenner, ‘W

hat Is G
ood for G

oldm
an Sachs Is G

ood for Am
erica: The O

rigins of The 
Current Crisis’ (2009), http://w

w
w

.sscnet.ucla.edu/issr/cstch/papers/BrennerCrisisToday 
O

ctober2009.pdf.

［
50
］ Brenner, ‘W

hat Is G
ood for G

oldm
an Sachs Is G

ood for Am
erica’

を
参
照
。

［
51
］ W

olfgang Streeck, ‘H
ow

 W
ill Capitalism

 End?’ N
ew

 Left Review
 87 (M

ay–June 2014), p. 42ff

〔
村
澤

真
保
呂
・
信
友
建
志
訳
『
資
本
主
義
は
ど
う
終
わ
る
の
か
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
七
年
所
収
〕
を
参
照
。

［
52
］ Endnotes, ‘The H

olding Pattern’ Endnotes 3, 2013

を
参
照
。 Paul M

ason, W
hy It’s K

icking O
ff Every-

w
here (Verso Books, 2012)

も
参
照
。

［
53
］ 

こ
の
現
象
を
適
切
に
分
析
す
る
に
は
か
な
り
多
く
の
仕
事
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
仕
事
に
つ
い
て
の
重
要
な
参
考
文

献
は
、Peter M

air, Ruling the Void: The H
ollow

ing of W
estern D

em
ocracy (Verso Books, 2013)

。

［
54
］ 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
で
、
選
挙
権
を
す
べ
て
の
男
性
に
拡
大
さ
せ
て
い
く
た
め
に
労
働
運
動
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

た
。
し
か
し
こ
の
同
じ
運
動
が
女
性
の
参
政
権
拡
大
を
阻
む
役
割
も
果
た
し
た
。Eley, Forging D

em
ocracy

を
参

照
。

［
55
］ W

olfgang Streeck, Buying Tim
e: The D

elayed C
risis of D

em
ocratic C

apitalism (Verso Books, 2014)

〔
鈴

木
直
訳
『
時
間
か
せ
ぎ
の
資
本
主
義

―
い
つ
ま
で
危
機
を
先
送
り
で
き
る
か
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
六
年
〕
を
参
照
。

［
56
］ 

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
選
挙
で
は
ま
す
ま
す
恐
怖
を
あ
お
る
政
治
が
特
徴
と
な
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
る
い

未
来
を
約
束
で
き
な
い
た
め
、
政
党
が
公
約
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
と
い
え
ば
、
対
立
す
る
政
党
が
勝
利
し
た
場
合
に

起
こ
る
恐
ろ
し
い
こ
と
を
妄
想
し
、
そ
の
よ
う
な
事
態
か
ら
有
権
者
を
守
る
こ
と
く
ら
い
し
か
な
い
。
政
治
家
が
守

る
と
言
っ
て
い
た
は
ず
の
生
活
は
ど
ん
ど
ん
悪
化
し
つ
づ
け
て
い
く
の
だ
か
ら
そ
う
す
る
以
外
に
ど
う
し
よ
う
も
な

い
の
だ
。

［
57
］ Scott Santens, ‘W

hy W
e Should All H

ave a Basic Incom
e,’ W

orld Econom
ic Forum

 Annual M
eeting 
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［
58
］ 

マ
ル
ク
ス
主
義
の
伝
統
も
ま
た
、
な
ぜ
労
働
者
が
、
時
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
自
分
た
ち
を
抑
圧

者
と
熱
烈
に
同
一
化
し
た
り
、
レ
イ
シ
ズ
ム
に
お
い
て
仲
間
の
労
働
者
を
激
し
く
非
同
一
化
し
た
り
す
る

の
か
を
説
明
す
る
こ
と
に
苦
闘
し
て
き
た
。

［
59
］ 

マ
ル
ク
ス
は
ル
ー
ゲ
に
宛
て
た
同
じ
書
簡
の
中
で
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
私
た
ち
は
世
界

に
向
か
っ
て
、
闘
争
か
ら
手
を
引
け
、
そ
れ
は
ば
か
げ
た
こ
と
だ
、
私
た
ち
が
闘
争
の
真
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

を
呼
び
か
け
て
や
ろ
う
、
な
ど
と
は
言
わ
な
い
。
私
た
ち
は
た
だ
、
そ
も
そ
も
世
界
が
な
ぜ
闘
っ
て
い
る

の
か
を
世
界
に
示
す
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
意
識
と
は
、
世
界
が
そ
れ
を
獲
得
し
よ
う
と
思
わ
な
い
場
合

に
も
獲
得
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
も
の
な
の
だ
」。
一
八
四
三
年
九
月
の
マ
ル
ク
ス
か
ら
ル
ー
ゲ
へ
の
手

紙
：https://w

w
w. m

arxists.org/archive/m
arx/w

orks/1843/letters/43_09-alt.htm
.

〔
大
内

兵
衛
・
細
川
嘉
六
監
訳
『
マ
ル
ク
ス
＝
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
一
巻
、
大
月
書
店
、
一
九
五
九
年
所
収
〕

［
60
］ 

た
し
か
に
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
は
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
進
展
に
一
役
買
う
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
ケ
ア
ワ
ー
ク

に
お
い
て
果
た
す
こ
と
に
な
る
役
割
を
想
像
す
る
の
は
難
し
い
。
私
た
ち
は
知
能
機
械
の
た
ん
な
る
生
き

た
付
属
物
と
な
っ
た
状
態
で
、
若
者
か
ら
老
人
ま
で
の
面
倒
を
み
て
、
取
り
乱
し
た
心
を
な
だ
め
、
恋
人

と
付
き
合
い
、
ま
た
庭
の
手
入
れ
を
す
る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
？　

あ
る
い
は
そ
う
で
は
な
く
て
、

ケ
ア
労
働
は
私
た
ち
の
人
間
性
に
と
っ
て
根
源
的
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？

たけだ・まさと　一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了

専門は経済史、社会理論。著書に Automation and the Future of Work(Verso, 2020. 邦訳は堀之内出版より近刊予定 )。
アーロン・ベナナフ　シラキュース大学助教

専門は社会学。論文に "A Theory of Capitalist Slavery"(The Journal of Historical Sociology, 2020) など。
ジョン・クレッグ　シカゴ大学助教
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2022.3.19
第 27 回定例研究会（オンライン開催）
報告①　佐々木隆治（立教大学）

「『資本論』第三部主要草稿について―翻訳作業からみえてきたもの」
報告②　菊地賢（一橋大学）

「シュティルナー批判としての「ドイツ・イデオロギー」諸草稿」 

2022.6.11
第 28 回定例研究会（オンライン開催）
報告①　菊地賢（一橋大学）

「プルードン（主義）批判と近代社会における無人格的な「社会における権威」」
報告②　秋元由裕（ヴィーン大学）

「マルクスのリベラリズム批判と自由の理念
―プルードン批判と領有法則転回論を中心に」 

［研究会・読書会］
資本論読書会（第 182 ― 185 回）
月に１回、マルクス自身によって執筆された最後のドイツ語版である『資本論』第
二版を原語で読んでいます。テクストは、MEGA II/6 を使用しています。
※MEGA II/6 は第 185 回にて読了となりました。次回よりMEGA II/11 所収の第二部第二稿を講読予定です

　活動記録［2021.7.11-2022.9.26］
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マルクス研究会規約

第一条　名称
本会は「マルクス研究会」と称する。 欧文表記は Marx Society of Japan とする。
第二条　目的
本会はカール・マルクス（以下、「マルクス」とする）の理論および思想について自由な
議論を交わす場を提供し、マルクス研究の発展に寄与することを目的とする。
二項　本会は前項の目的を達成するために次のことを行う。

１　年 1 回の研究会（年次大会）の開催
２　年 3 回の定例研究会
３　研究年誌の編集作成
４　その他必要な事業

第三条　運営
本会は会務処理のため幹事若干名が運営にあたる。
二項　本会は下記を所在地とする。

〒 154-0012
東京都世田谷区駒沢 1-23-1
駒澤大学経済学部現代応用経済学科　明石英人研究室内

第四条　会員
本会の会員は、第二条に定める目的に賛同する個人で、幹事の承認を受けたものとする。
二項　本会の会員は第二条に定める事業を行う権利を有し、会費を納入する義務を負う。
三項　本会に会員として加入しようとする者は、加入申込書を幹事に提出し、幹事会に

おいて認められなければならない。
四項　本会を退会しようとするときは、退会届を幹事に提出するものとする。
五項　会員の個人情報（氏名、所属、メールアドレス）は事務担当者が責任をもって管理

する。
会員および幹事への連絡は、ホームページ・電子メールを活用する。

第五条　総会
この会の総会は、会員をもって構成し、年に１回開催するものとする。
ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
二項　総会は、以下の事項について議決する。

１　規約、事業等の変更
２　解散
３　事業報告及び収支予算
４　幹事の選任又は解任
５　その他会の運営に関する重要事項

第六条　会費
本会の運営に必要とする会費（年会費）を、次のとおり徴収する。
学生・非常勤研究者・一般は 2,000 円、常勤研究者は 4,000 円
第七条　会計年度
本会の会計年度は毎年 3 月 1 日より翌年 2 月末日までとする。
第八条　設立年月日
本会の設立年月日は 2016 年 2 月 27 日とする。
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