
X402)

論

説

マ
ル
ク

ス
理
論

に
お
け
る
方
法
論
的
本
質
主
義

の

一
側
面

に

つ
い
て

山

口

拓

美

は

じ

め

に

本
稿

は
、
カ
ー

ル

・
ポ
パ
ー
に
よ

っ
て
与

え
ら
れ
た

「
方
法
論
的
本
質
セ
義
」
と

い
う
規
定
を
導
き

の
糸
と
し

て
、

マ
ル
ク
ス
理
論

に

お
け

る
方
法
上

の
問
題
を
再
考
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
方
法
上

の
問
題
と

は
、
事
物

の
生
成

の
必
然
性
を
示
す
こ
と

に

係
る
問
題

で
あ
り
、
学
的
認
識
と
政
治
的
実
践
ま
た
は
倫
理
的
行
為
と
の
区
別

に
係

る
問
題

で
あ
る
。

へ
ー
ゲ

ル
弁
証
法

と

マ
ル
ク

ス
弁

証
法

の
区
別
、
科
学
と
実
践

の
区
別

に
関

し
て
は
、
我
が
国

に
お
い
て
こ
れ
ま

で
に
多
く

の
議
論

が
存
在
し
た
が
、
方
法
論
的
本
質
主
義

と
い
う
規
定

は
、

か
か
る
問
題
領
域

に
対

し

て
よ
り
広

い
、
し
た
が

っ
て
よ
り
有
利
な
見
地
を
提
供

し
て
く
れ
る
も

の
と
考

え
ら
れ
る
。

方
法
論
的
本
質
主
義
と
は
何
か

129

カ

ー

ル

.
ポ

パ

ー

は
、
『
ヒ

ス
ト

リ

シ

ズ

ム

の
貧

困

』

の
中

で

ヒ

ス

ト

リ

シ
ズ

ム
批

判

の

一
論

点

と

し

て
、
事

物

を

そ

の
本

質

に

よ

っ
て

(
1

)

説

明

し

よ

う

と

す

る

見

地

を

取

り

上

げ

、

こ

れ

を

方

法

論

的

本

質

主

義

(
ヨ
Φ
9
。
α
。
一。
αq
一8
一
①
ω
。。
Φ
⇔
一
一忠

ω
ヨ
)
と

呼

ん

だ

。
ポ

パ

!
自

身

の
回
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想

に
よ
れ

ば
、

同
書

の
執

筆

巾

に

こ
の
論

点

を

よ

り
詳

細

に
論

じ

始

め

た

こ
と

が

一
つ
の
契

機

と

な

っ
て
、

ほ
ぼ
同
時

期

に

『開

か
れ

た

社

会

と
そ

の
敵
』

が
誕
生

す

る

こ
と

と
な

っ
た
。

ポ

パ
ー
は

こ
の
後

の
書

の
中

で

「
プ

ラ

ト

ン
の
本
質

主
義

の
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
的

翻

案

が

、

↑

ゲ

ル
の

ヒ

ス
ト
リ

シ
ズ

ム

ひ
い

て
は

マ
ル
ク

ス
の

ヒ

ス
ト
リ

シ
ズ

ム
に
影

響

を
与

麓

」
と

記
し

て
い
る
が
・
こ
の
主

張

は
・

そ

の

ま
ま

同
書

の
構

成

に
対

応

す

る

も

の
と

な

っ
て

い
る
。

同
書

は

マ
ル
ク

ス
批

判

の
文

献

と

し

て
最

も
著

名

な
も

の

の

一
つ
で
あ

る

が
、

右

の
よ
う

な
事
情

は
、

方
法

論
的

本
質

主

義

に
対

す

る
批

判

が

ポ

パ

ー
の

マ
ル
ク

ス
批

判

に
お

い

て
重
要

な
位
置

を
占

め

て
い
た

こ

と

を

示

し

て
い
る
と

い
え

る
。

ポ

パ
走

よ
れ
ば
、
方
法
論
的
本
質
義

と
は

ヲ

リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
よ

っ
て
創
建

さ
匙

L
思
想
学
派

で
あ
が
・

こ
の
立
場
は
主
と

し

て
次

の
よ
う
な
三

つ
の
研
究
方
法
か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ω
用
語

の
真

の
意
味
を
問
う
こ
と
、
②
現
象

の
背
後

に
本
質

を
問
う

こ
と
、
㈹
事
物

の
変
化
を
本
質

の
実
現
と
し

て
把
握
す

る
こ
と
、

の
三

つ
で
あ
る
。

ポ
パ
ー
自
身

は
自

ら
の
議
論
を
右

の
よ
う

に

明
示
的

に
三
区
分
し

て
い
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
彼

の
本
質
主
義
批
判
は
事
実
上
か
か
る
三
要
素

の
中

の
い
ず
れ
か
の
側
面
か
ら
な
さ
れ

て
い
る
と

い
え
る
。

マ
ル
ク

ス
理
論

の
方
法

と

い
う
本
稿

の
立
場
か
ら
は
、
②

と
⑧
が
重
要

で
あ
る
が
、
ま
ず
方
法
論
的
本
質
主
義

の
そ

れ
ぞ
れ

の
側
面

に

つ
い
て
ポ
パ
ー
の
主
張
を
整
理
し

て
お
き
な
㎎
。

(401)

ω

用

語

の
真

の
意

味

を
問

う

こ
と

ポ

パ

ー
よ
れ

ば
、
本

質

主

義

と

は
、

ま
ず
何

よ
り

も
問

い
を

「
…

…
と

は
何

か
」

と

い
う
仕
方

で
立

て
る
立

場

で
あ

る
。

こ
の

「
…

…

と

は
何

か
」
と

い
う
問

い

に
対

す

る
答

え

が
問

わ

れ
た

も

の
の
本

質

で
あ

り
、
本
質

を
記
述

す

る

一.日
明

が

問

わ
れ

た
も

の
の
定

義

と

な

る
。

そ

の
際

、

「
…
:
・と
は
何

か
」

と

い
う
問

題
設

定

の
仕
方

に
は

二

つ
の
問

い
が
含

ま
れ

て

い
る
。
例

え

ば
、

「
子

犬

と

は
何
か
」

と

い
う
設

問

に

は
、

①

子
犬

と

い
う
用

語

の
意
味

を

問

う

こ
と
、

②

子
犬

と

い
う

用
語

で
指

示

さ
れ

る

も

の

の
本
質

を
問

う

こ
と
、

と

い
う

二
種

類
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の
問

い
が
含

ま
れ

て
い
る
・

こ
れ
に
対
し

て
・
ポ

パ
ー
は
・
用
語

の
意
味

の
追
究

が

「
辞
句

の
末
梢

に
拘
泥
す

る
空
虚
な
鶏

蓋

」
を

も
た
ら
し

て
し
ま
う

こ
と
、
用
語

の
真

の
意
味
を
定
義

に
よ

っ
て
確
定

し
よ
う
と
す
る
試

み
は
定
義

の
無
限
背
進

に
陥

っ
て
し
ま
う

こ

と
、
定
義

の
正

し
さ
を
保
証
す
る
も

の
が
知
的
直
観

で
あ

る
と
い
う
本
質
主
義
者

の
主
張

は
支
持

し
得
な

い
こ
と
、

こ
れ
ら
を
指
摘
し

て

　
ア
　

本
質
主
義
を
批
判
し
た
。

そ
し

て
、
近
代
科
学

に
お

い
て
は

「
定
義
は
何
ら
重
要
な
役
割
を
担
」

っ
て
お
ら
ず
、

そ
れ
は

「
長

い
物
語
を

短
か
く
途

」
た
め

の

荏

意

の
速
記
的
な

ラ
ベ
(肥
」

に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
り
、
諸
科
学

の
進
歩

の
度
合

は
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
的
な
本
質

主
義

か
ら

の
解
放

の
度
合

に
比
例
し

て
い
る
、

と
主
張
し
た
。

つ
ま
り
、
本
質
主
義

の
影
響
下

に
あ
る
社
会
科
学

の
大
部
分
は
、
自
然
科

学
と
は
異
な
り
未
だ
中
世

に
属
し

て
い
る
、
と

い
う

の
で
あ

る
。

②

現
象

の
背
後

に
本
質
を
問
う

こ
と

本
質
を
問
う

こ
と

は
、

考
察
対
象
か
ら
偶
然
的
な
も

の
を
取

り
除
き
実
質
的
な
も
の
を
見
出
す

こ
と
、

「
現
象

の
背
後

に
横
た
わ
る
実

(10
)

在
」
を
把
握
す
る

こ
と

で
あ

る
。
私
た
ち

に
対
し

て
直
接
的

に
与
え
ら
れ

て
い
る
も

の
は
、
偶
然
的
な
も

の
に
覆
わ
れ
た
現
象

で
あ
り
、

　
ロ
　

「
多

く

の
も

の
が

わ
れ

わ
れ

か

ら
隠

さ
れ

て
お

り
、
隠

さ
れ

て
い
る
も

の

の
多

く

は
発
見

さ
れ

う

る
も

の
」
で
あ

り
、
科
学
者

は

こ

の
隠

さ

れ
た
本

質

を
発

見

し

な
け

れ
ば

な

ら

な

い
。

ポ

パ
ー

に
よ

れ
ば
、

マ
ル
ク

ス
は

こ
の
よ
う

な
意

味

で

の
本
質

主
義

者

で
あ

つ
た
。

ポ

パ

ー

は
、
本

質

の
記
述

で
も

っ
て
究

極
的

説

明
、

絶
対

的

知
識

と

み
な
す

こ
と

に
対

し

て
は

一
貫

し

て
強

く
否
定

し

て

い
る
が
、

し
か

し

一
方

で
彼

は
、

隠

さ
れ

て

い
る
も

の
を
見
出

す

と

い
う
本

質

主
義

の
こ

の
側

面

に

つ
い

て
は
、

こ
れ

を
容

認
す

る
と

の

コ
メ

ン
ト
を
残

し

て
い

る
。マ

ル
ク

ス
の
本

質

主
義

に
関

し

て
ポ

パ
ー
が
批

判

し

て
い
る

の
は
、

本
質

主

義
的

方
法

が

マ
ル
ク

ス
を

誤

っ
た
方

向

へ
導

い

て
し

ま

っ

た
、

と

い
う
点

で
あ

る
。

こ
れ

は

マ
ル
ク

ス
の

「
経

済
学

主
義

」

を

め
ぐ

っ
て
の
主

張

で
あ

る
が
、

そ
れ

は
次

の
よ

う
な

も

の

で
あ

る
。
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マ
ル
ク

ス
の

「経
済
学
主
義
」
は
、
「
社
会

の
経
済
組
織
、
わ
れ
わ
れ
と
自
然
と

の
物
質
交
換

の
組
織

が
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
制
度
、
特

に
制
度

の
歴
史
的
発
展

に
と

っ
て
議

的

で
あ
る
と

い
う
払
彊
」
で
あ
る
が
・
こ
の
表

は

「
『
議

的
』
と
い
う
用
語
が

日
常
的
な
漠
然

と
し

た
意
味

で
受

け
取
ら
れ
、
過
度

に
強
調
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
限

り
、
完
全

に
健
魅

」
あ
る
・
と

こ
ろ
が
・

マ
ル
ク
ス
は

塞

礎
的
L

と
い
う
用
語
を
あ
ま
り
に
重
大

に
受

け
取

っ
て
し
ま

っ
た
。

「
マ
ル
ク

ス
は

へ
ー
ゲ

ル
主
義

の
下

で
育

っ
た
か
ら
、
『
実
体
』
と

『
現
象
』

と
の
占
代

の
区
別
、

ま
た
そ
れ
に
対
応

し

て
い
る

『
本
質

的
』
な
も

の
と

『
偶
然
的
』
な
も

の
と
の
区
別

に
よ

っ
て
影
響
さ
れ

て
い
た
。

マ
ル
ク

ス
は
、
自
分

が

へ
ー
ゲ

ル

(そ
し
て
カ
ン
ト
)
に
加

え
た
改
良

は
、
『
実
体
』
を

(人
間
の
物
質
交
代
を
含
む
)
物
質
界
と
同

一
視
し
た

こ
と
、
そ
し

て

『
現
象
」
を
思
想
や
理
念

の
世
界
と
同

一

視
し
た

こ
と

に
あ

る
、
と
見
が
ち

で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
す

べ
て
の
思
想
や
観
念

は
、
基
礎

に
な

っ
て
い
る
本
質
的
な
実
体
、
す
な
わ

ち
経
済
的
諸
条
件

に
還
元
さ
れ

て
説
明

さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
う
し
た
哲
学
的
見
解
が
他

の
何

ら
か

の
形
態

の

本
質
主
義

よ
り
格
段

に
優

れ
て
い
る
わ
け

で
は
な

い
の
は
確
か

で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
が
方
法

の
領
域

に
及
ぼ
す
効
果

は
、
経
済
学
主
義

の
過
度

の
強
調
と
な
ら
ざ

る
を

え
な

い
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、

マ
ル
ク

ス
の
経
済
学
主
義

の

一
般
的
重
要
性

は
い
く
ら
評
価
し

て
も
ま

ず
評
価
し
き
れ
る
も

の
で
は
な

い
が
、
個

々
の
特
殊
的
な
事
例

で
は
、
経
済
的
諸
条
件

の
重
要
性
が
過
大

に
評
価
さ
れ
や
す

い
か
ら
で
あ

る
。

・…

皮

肉

な

こ
と

に
、

マ
ル
ク

ス
主
義

の
歴

史

そ

の
も

の
が
、

こ

の
誇
張

さ

れ
た
経

済
学

主
義

を
明
白

に
反
証

す

る
例

を
提

出

し

て

菱

」
ポ

パ

ー
が

こ

こ

で
指

摘

し

て
い

る
反

証
例

と

は
、

ロ
シ
ア
革

命

の

こ
と

で
あ

る
。

ロ
シ

ア
革
命

の

「
成
功

」

が
、

マ
ル
ク

ス
の

「
経
済

学

主
義

」

を
反

証

し
、

本
質

主

義
的

方

法

の
蒙
昧

性

を

明
白

に
し

た
、

と

い
う

わ

け

で
あ

る
。
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③

本
質

の
実
現
と
し
て
の
変
化

の
理
解

ポ
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
元
来

「
本
質
主
義

は
、
変
化
す
る
事
物

の
内

に
同

一
性

を
探
知
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
、

と
い
う
根
拠
か

ら
導
入
さ
れ
た
鑓

」
で
あ
る
・
す
な
わ
ち
・
「
そ
も
そ
も
変
化

に

つ
い
て
語
る
た
め

に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
変
化
し
た
も

の
が
何

で
あ
る
か

(
16

)

(
17

)

の
同

一
的

認
定

が

で
き

な

け

れ
ば
な

ら

な

い
」

が
、

本
質

こ
そ

「
変

化

の
間

に
も
変

ら
な

い
で
と
ど

ま

る
も

の
」

で
あ

り
、

こ
の
変

化

し

な

い
本
質

を
前

提

す

る

こ
と

に

よ

っ
て
、

わ
れ

わ

れ

は
変

化

や
発

展

に

つ
い
て

は
じ

め

て
語

る

こ
と

が

で
き

る
。

し

か
し
、

他

方

で

「
本

(
18

)

質

は

ま
た
変

化

を
前

提

に
し
、

そ

の

こ
と

に
よ

っ
て
歴

史

を
前

提

と
」

し

も
す

る
。

と

い
う

の
も
、

本
質

主
義

に
よ

れ
ば

「
本

質

と

い
う

も

の
は
当

の
事

物

に
内

在

し

て
い

る
さ

ま
ざ

ま
な
潜

在

性
向

の
総

和
、

も

し

く

は
源
泉

だ

と
解
釈

す

る

こ
と
が

で
き

る

の
で
あ

り
、

ま

た

さ
ま

ざ

ま
な
変

化

(も
し
く
は
運
動
)
と

い
う
も

の
は

そ

の
本

質

が
も

つ
隠

れ

た
潜

在

性
向

の
実

在

化
、

あ

る

い
は
現
実

化

だ

と
解
釈

す

る

こ
と

が

で
ざ

翻
」
か

ら

で
あ

る
。
し
た

が

っ
て
、
「
あ

る
事

物

、

つ
ま

り

そ

の
変

化

し

な

い
本

質

は
、
そ

の
事

物

の
諸
変

化

を

通

じ

て
初

め

(
20

)

て
認

識

し

う

る

の
だ

」

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

と

こ

ろ

で
、

ポ

パ

ー

に
よ
れ

ば
、
変

化

に

つ
い

て
の

こ
の

よ
う

な
考

え
方

は

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
目

的
論

的
本

質

主
義

に
由
来

す

る
。

彼

は

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
の

こ

の
理
論

を

次

の
よ
う

に
記

し

て
い

る
。

「
ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
は
、
感

知

さ
れ

う

る
事
物

は
そ

の
目
的

因

ま

た

は
終
点

に
向

か

っ
て
運

動

し

て
い
く

と
し
、
そ

し

て
目

的

因

や
終

点

を
感
知

さ
れ

う

る
事

物

の
形
相

ま

た

は
本
質

と
同

一
視

す

る
。

ま

た
彼

は
生

物

学
者

と
し

て
、
感

知

さ

れ

う
る
事
物

は
、
自

分

自
身

の
う

ち

に
潜
在

的

に
そ

の
最
終

状
態

ま

た

は
本

質

の
い
わ
ば

種

子

を
宿

し

て
い
る
、

と
仮

定

す

る
。

…

…

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
に
と

っ
て
、

あ

ら

(
21

)

ゆ
る
運
動

や
変
化

は
、
事
物

の
本
質

に
内
在
す
る
幾

つ
か
の
潜
勢
力

の
実
現
を
意
味
す
る
」

ポ
パ
ー
に
よ
れ
ば
、

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
右
記

の
よ
う
な
本
質
主
義

は

「壮
人
な

ヒ
ス
ト
リ

シ
ズ

ム
の
哲
学
を
綿
密
化
す
る
た
あ
に
必

要
な
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
含

ん

で
抱

」

の
だ
が
・

}」
れ
を
+

二
分

に
利
用
し
た

の
が

現

代

の
す

べ
て
の
ヒ
ス
ト
リ
シ
ズ
ム
の
源

で
あ
る
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お
　

へ
ー
ゲ

ル
」

で
あ

っ
た
。

か
く
し

て
、
本
質
主
義

は

「
社
会
諸
科
学
が
歴
史
的
方
法
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う
主
張
、
す
な

わ
ち

ヒ
ス
ト
リ
シ
ズ

ム
の
主
張
を
支
持
す

る
も

っ
と
も
強
力
な
議
論

の
い
く

つ
か
を
・
提
供

す
る
麸

」

で
あ
る
と
結
論
さ
れ
る
・

こ

こ
で
、

ヒ

ス
ト
リ

シ
ズ

ム
と

は
、

未
来

の
展

開

を
予

測
す

る
た

め

に
歴

史

発

展

の
諸
法

則

を

理
解

し

よ
う

と
努

あ

る
態

度

で
あ

り
、

そ

の
中

心
教

説

を

ポ

パ
ー

は

「
歴
史

は
特
有

の
歴
史

的

な

い
し
進

化

的

諸
法

則

に
支

配

さ

れ

て
お

り
、

そ
れ

を
発

見
す

れ
ば

人

間

の
運
命

の
予

言

が
可
能

に
な

る
だ

ろ
う

と

い
う

孜
謹

」

と
規

定

す

る
・

か
か

る
教

説

が

ポ

パ

ー

に
よ

っ
て

『
ヒ

ス
ト
リ

シ
ズ

ム

の
貧

困
』

お

よ

び

『
開

か

れ

た
社

会

と

そ

の
敵
』

で
批

判

の
主
要

な
標
的

と
さ

れ

た

こ
と

は

い
う

ま

で
も
な

い
。
ポ

パ

ー
は
、
後

の
方

の
書

で
、

マ
ル
ク

ス
の

史

的

唯
物

論

に
相

異

な

る

二

つ
の
側
面

、

す

な
わ

ち
①

ヒ

ス
ト
リ

シ
ズ

ム
と
②

経
済

学

主
義

が
あ

る

こ
と
を
指

摘

し

、
②

に
対

し

て
は
先

に
み

た

よ
う

に

一
定

の
評

価

を
与

え

た

が
、

①

に

つ
い
て
は

「
破
棄

さ
れ

ね
ば

な

ら
な

い
も

の
で
み

罷
」

と
断

じ
た

の
で
あ

っ
た
。

さ

て
、
以
上

の
よ
う

な

ポ

パ

ー

の
本
質

主

義
論

の
う

ち
、
ω
用

語

の
真

の
意

味

を

問

う

こ
と
、
に
関

し

て
は
、
ポ

パ

ー
は

「
定
義

や

『
用

語
の
意
味
』

の
問
題
が
、
直
接
、

ヒ
ス
ト
リ
シ
ズ

ム
に
関
係
す
る

こ
と
は
亀

」
と
述

べ
・

マ
ル
ク

ス
理
論
を

こ
の
側
面
か
ら
直
接

に
批

判

す

る

こ
と

は
し

て
い
な

い
。
こ

の
側

面

か
ら

ポ

パ
ー
が
批
判

の
対
象

と
し

て

い
る

の
は
、
「
合

理
主

義
者

」

の

マ
ル
ク

ス
で
は
な

く
、
主

と

し

て

「
神
託

的

不
合

理

主
義

」

の

「
神

託
的

哲

学
」

で
あ

り
、

ま

た
ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン
の
哲

学

で
あ

つ(耀
。

し

た

が

っ
て
・
本

質

主

義

の
第

{
の
側

面

は
、

ポ

パ

ー

の
本
質

主

義
批

判

に
と

っ
て
は
大

き

な
比
重

を

占

め

る
と

は

い
え
、

本
稿

の
関
心

に
と

っ
て
は

さ
し

あ

た

り
対
象

外

と

な

る
。

次

に
、
②

現
象

の
背

後

に
本

質

を

問

う

こ
と
、

に
関

し

て
は
、

マ
ル

ク

ス
が

か
か

る
意

味

で
本
質

主

義
者

で
あ

っ
た

こ
と

は
、

マ
ル
ク

ス
経

済

学

の
立

場

か

ら
見

て
も
疑

う

べ
く

も

な

い
事
実

で
あ

る
。

マ
ル
ク

ス
は
、
科

学

に

つ
い
て

『
資
本

論

』

の
中

で
次

の
よ

う

に
記

し

て

い
る
。

「
も

し
事
物

の
現
象

形

態

と
本

質

と

が
直
接

に

一
致
す

る
な

ら
、

あ

ら

ゆ

る
科

学

は
余

計

な
も

の

で
あ

孤
廼
」
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そ
し

て
、
自
身

の
最
大

の
発
見

の

一
つ
で
あ
る
労
働
力

の
価
値

に
関
す

る
部
分

で
は
、
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。

「
現
象
と
な

っ
て
現
わ
れ

て
く

る
本
質
的
関
係
す
な
わ
ち
労
働
力

の
価
値

お
よ
び
価
格

と
区
別

さ
れ
る
、
『
労
働

の
価
値
お
よ
び
価
格
」

ま
た
は

『
労
賃
』
と

い
う
現
象
形
態

に

つ
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
形
態
と

そ
れ
ら

の
隠
れ
た
背
景

に

つ
い
て
言

え
る
の
と
同
じ
こ
と
が

言
え
る
。
現
象
形
態

は
、
直
接

に
自
然
発
生
的

に
、
普
通

の
思
考
形
態

と
し
て
再
生
産
さ
れ
る
が
、
そ

の
隠
れ
た
背
景
は
、
科
学

に
よ

っ

(
30

)

て
は
じ

め

て
発

見

さ

れ
な

け
れ

ば

な

ら
な

い
」

こ
れ
ら

の
記
述

か

ら

は
、

マ
ル
ク

ス
が
自

分

の
研

究

方
法

を

、
現

象

形
態

の
背

後

に
本

質

を
発

見

し

よ
う

と
す

る
点

で
、

他

の
科

学
と

土
ハ通
す

る

一
般

的

な
方

法

で
あ

る
と

み
な

し

て
い
た

と

い
う

こ
と

が
明

ら

か

に
読

み
取

れ

る
。
先

に
触

れ
た

よ
う

に
、

ポ

パ
ー

は
本

質
主

　
わ
　

義

の

こ

の
側

面

に
関

し

て
は

「
『
世

界

の
本

質

』
を

理
解

し

よ
う

と
努
め

る
人

々
を

批
判

す

る

つ
も

り

は
ま

っ
た

く
な

い
」
と
言

っ
て
容
認

し

て
い
る
。
こ

こ

で
彼

が
批
判

す

る

の
は
、
本

質

に
よ

る
説

明

の
性

格

に

つ
い

て
で
あ

る
。
「
わ
た

し

が
論

難

し

て
い
る
本

質
主

義
的

主
張

は
・
科
学

が
究
極
的
説
明
を
目

ざ
す
と

い
う
主
張
だ
け

で
麓

」
・
こ
の
知
識

の
究
極
性

ま
た
は
絶
対
性

に
関
し
て
は
、
本
稿

の
後

の
部
分

で
本
質
主
義

の
第
三
の
側
面
と

の
関
連

で
考
察
す

る
。

一
方
、
本
質
主
義

に
基
づ
く

マ
ル
ク

ス
の

「
経
済
学
主
義
」
が

ロ
シ
ア
革
命

に
よ

っ

　
お
　

て
反

証

さ
れ

た
、

と

い
う

ポ

パ

ー

の
主

張

に

つ
い

て
は
、
私

は

こ
れ
を
別

稿

で
主

題

的

に
論

じ

た

の
で
、
本

稿

で
は
立

ち
入

る

こ
と
を

し

な

い
。

そ

こ

で
、

以
下

本
稿

で
論
究

す

る

の
は
、

本

質
主

義

の
第

三

の
側
面
、

す
な

わ
ち
㈹
本

質

の
実

現

と

し

て
の
変
化

の
理
解

、

に
関

し

て

　
　
　

で
あ

る
。

こ

の
論

点

は
、

ヒ

ス
ト
リ

シ
ズ

ム
批

判

を
本

旨

と

す

る
ポ

パ

ー

に
と

っ
て
重

要

な
だ

け

で
な

く
、
経

済
学

的

カ

テ
ゴ

リ
ー

や
共

産
主

義

社
会

の
生
成

の
必
然
性

を
示

そ
う
と

す

る

マ
ル

ク

ス
経
済

学

の
立

場

か

ら
も
無

視

し

え
な

い
も

の

で
あ

る
。
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二

方
法
論
的
本
質
主
義
の
目
的
論
的
性
格

ポ

パ
ー

に
よ

っ
て
提

示

さ
れ

た

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
↓

へ
ー

ゲ

ル
↓

マ
ル
ク

ス
と

い
う
本

質
主

義

の
思

想

史
的

連
関

は
、

マ
ル
ク

ス
の
方

法

を
再
考

し

よ
う

と
す

る
と
き
、

;

の
有

用

な
視
角

を

提
供

し

て
く
蟻

・

と

い
・つ
の
も
・

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
は

へ
「
ゲ

ル
以

走

広

い
領
域

に
対

し

て
影

響

を
及

ぼ

し
た

の

で
、
彼

に
遡

る

こ
と

で
よ
り
拡

人

さ
れ

た
世

界

の
中

に

マ
ル
ク

ス
を
置

く

こ
と
が

で
き

る
し
、

そ

の

一
方

で
彼

の
術

語

は

へ
ー
ゲ

ル
の
そ
れ

ほ
ど
複

雑

に
分

化

し

て

い
な

い

の

で
、
思

想
史

上

の
本

質
的

な

連
関

を

見
失

わ
ず

に
考

察

を
進

め

る

こ
と

が

で
き

る

し
、

ま

た
、

彼

の
思

想

は

へ
ー
ゲ

ル
に
比

べ

て
よ

り
唯
物

論

的

な

の

で

「
足

で
立

た

せ
る
」

よ
う

な
手
続

き

に
悩

ま

さ
れ

る

こ
と

な

く
本

質
主

義

を
抽

出

し

そ
れ

を

マ
ル
ク

ス
理
論

と
比
較

す

る

こ
と

が

で
き

る

か
ら

で
あ

る
。

以

下

で
は
、

ま

ず
、

ポ

パ
ー

の
見
解

と

は
別

に
改

め

て
本
稿

の
立

場

か

ら

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
思

想

を
整

理

し
、

そ

の
上

で
、

彼

の
本

質

主
義

と

ヘ
ー
ゲ

ル
お

よ
び

マ

ル
ク

ス
の

ヒ

ス
ト

リ

シ
ズ

ム
と

の
関

係

を
検

討

し

て
い
く

こ
と

に
し

た

い
。

/395)

ω

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
の
目
的
論

的

本

質
主

義

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
に
よ
れ
ば

、
学

的

認
識

(
エ
ピ

ス
テ
ー
メ
i
)
と

は
、
普

遍
的

で
必

然
的

な
も

の
を
対

象

と

し
、

そ
れ

ら

の
原
因

を
概

念
的

に
把

握

す

る

こ
と

で
あ

る
。

そ

の
際

、

原

因

に
は
そ

れ
が

生
成

・
消

滅

す

る
事

物

で
あ

る
場

合
、

①

事
物

の
基

体

で
あ

り
事
物

が

そ

れ

か
ら
生

成

す

る

と

こ
ろ

の
質
料

因
、
②

事
物

が

そ
も

そ
も
何

で
あ

る
か

(本
質
)
に
対

応

す

る
形
相

因

、
③

事
物

の
生
成

の
始

ま
り

で
あ

る
始

動

因

、
④

事

物

の
生

成

の
終

わ

り

で
あ

り
善

で
あ

り
事

物

が

そ
れ

の
た
め

に

で
あ

る
と

こ
ろ
の
目
的

因

、
の
四
種
類

が
あ

る
。
だ

が
、

こ
れ

ら

四
原
因

の
う

ち
②
③

④

は
し
ば

し

ば

一
つ
に
さ
れ
、
形

相

に

よ

っ
て
代

表

さ
れ

る
。
ま
た
、
事
物

の
生

成

は
、
可

能
態

(デ

ュ
ナ

ミ

ス
)

に
お

い

て
あ

る
も

の
が
現

実
態

(
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
)
ま

た

は
完

全
現

実
態

(
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
)

に
お

い

て
あ

る

こ
と
と

し

て
規
定

さ
れ
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る
。

だ

か
ら

、
事

物

の
本

質

は
質

料

に
お

い

て
可

能

態

が
現

実

態

へ
と

展
開

す

る

こ
と

の
内

に
存

す

る

こ
と

に
な

る
が
、

こ
の
と
き

、
事

物

の
生
成

は
本
質

す

な

わ

ち
目

的

を
前

提

と

し

て
お

り
、

可

能

態

の
現

実
化

は
目
的

の
実
現

を
意

味

す

る
。

つ
ま

り
、

生
成

す

る
も

の
は

目
的

す

な

わ
ち

終

わ

り

に
向

か

っ
て
進

展

す

る

の
で
あ

り
、

現

実

態

は
終

わ

り
な

の

で
あ

る
。

こ
う

し

た
基

礎

概
念

は
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

に
よ

っ
て
あ

ら

ゆ

る
事

物

の
考

察

に
動

員

さ
れ

る
。

例

え

ば
、
動

物

や
植

物

な

ど

の
自

然

　
が
　

的
事
物
は
、
そ
れ
自
身

に
内
在
す
る
原
理

に
よ

っ
て

「
連
続
的

に
運
動
し

て
或

る
終
り

に
達
す
る
事
物
」

で
あ
る
が
、

こ
の
生
成
過
程

で

は
、
質
料

と
し

て
の
自
然
よ
り
も
形
相

(目
的
)
と
し

て
の
自
然

が
、
可
能
態

に
お
い

て
あ
る
自
然

よ
り
も
完
全
現
実
態

に
お

い
て
あ

る
自

然
が
、
よ
り
多
く
自
然

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
生
物
は
霊
魂
と
身
体
と

の
結
合
体

で
あ
る
が
、
霊
魂

は
生
物

の
質
料

で
は
な
く
形
相

で
あ
り
現
実
態

で
あ

る
か
ら
・
霊

魂

は
可
能
的

に
器

を
持

つ
自
然
的
物
体

の
第

の
現
実
能
心
で
劾

L
と
定
義
さ
れ
る
。
さ
ら

に
、
精

液

は
可
能
態

に
お

い
て
霊
魂

で
あ
り
・
動

物

は
精
液
か
ら
発
生
菱

L

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
生
成
は
実
体

の
た
め

に
あ
る
の
で
あ
り
、

　
　
　

精
液

は
生

成

で
動

物

は
実
体

で
あ

る
か

ら

「
精

液

よ
り

そ

の
目

的

と
す

る
動

物

の
方

が
先

の
も

の
な

の

で
あ

る
」

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

そ
し

て
、
神

は
質

料

を
伴

わ

な

い
純

粋

形

相

で
あ

り
、

現
実

態

で
あ

り
、
自

ら

は
動

か
な

い
が
他

の
す

べ

て
の
も

の
が

そ
れ
を

目
指

し

て

動

く

と

こ
ろ

の
目

的
、

す
な

わ
ち

不
動

の
動
者

で
あ

る
、

と
規

定

さ
れ

て
い
る
。

　
れ
　

こ
の
よ

う

に
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
の
哲

学

に
お

い

て
は
、

目
的

論

的

な
構
想

が
あ

ら

ゆ

る
考

察

の
主

導

原

理
と

な

っ
て
い
る
。

の

へ
ー
ゲ

ル

の
目
的
論

的

歴
史

哲

学

さ

て
・
以
上

の

よ
う
な

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
の
目
的

論

的
構

想

は
、
へ
ー
ゲ

ル
に
よ

っ
て
世

界
史

の
哲

学

的

な
叙

述

に
利
用

さ
れ

て
い
る
。

　
ね

　

ヘ
ー
ゲ

ル
に
よ

れ
ば
、
「
世

界

の
歴

史

と

は
、
精

神

が
本

来

の
自

己

を

し
だ

い

に
正

確

に
知

っ
て
い
く
過

程
を

叙
述

す

る
も

の
」
で
あ

る

が
・
「
精
神

の
実
体
な

い
し
本
質

は
自
魁

」
あ
り
・
「
精
神

の
自
由

の
実
現

は
・

…

-
世
界

の
究
極
轟

」

で
あ
る
.
そ
し

て

「
萌
芽

の
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う
ち

に
樹
木

の
全
性
質

や
果
実

の
味
と
形
が
ふ
く
ま
れ
る
よ
う
に
、
精
神

の
最
初

の

一
歩

の
う
ち

に
、
歴
史

の
全
体
が
潜
在
的

に
ふ

く
ま

(糖
L

て
お
り
、
宥

機
物

が
自
己
を
生
肇

潜
在
的
な
罷

性
を
形

に
あ
垂

す
よ
う

に
・
「
精
神

も
・
同
様

に
・

み
ず
か
ら
形
を

つ

-

・
て
い
毛

の
で
あ
り
、
潜
在
的
な
も

の
姦

在
化
さ
巌

」
も

の
な

の
で
あ
る
・

そ
し

て
・

こ
の
よ

う
な
自
由

の
実
現
過
程

で
あ

る

世

界

史

に
お

い

て
、
東

洋

、

ギ

リ

シ

ャ
、

ロ
ー

マ
お

よ
び

ゲ

ル

マ
ン
世

界

は
そ
れ

ぞ
れ

歴
史

の
幼
年

期

、
青

年
期

、
壮

年

期

お
よ

び
老

年

期

に
対

応

さ

せ
ら

れ

る
。

へ
ー
ゲ

ル
自

身

が
凱

ち
会

っ
て

い
る

の
は
老

年
期

で
あ

る
。

し
か

し

「
自

然

に
お

け

る
老
年

期

は
弱

さ
を

あ

ら

わ
す

が

、
精

神

の
老
年

期

は
完
全

な

成
熟

の
時

期

で
あ

っ
て
、

精

神

は
、

ま
さ

に
精

神

と
し

て
統

一
を
と

り
も

ξ

寛
」

の

で
あ

り
・

か
く

し

て

「
わ

た
し

た
ち

は
、

歴
史

の
最
終

段

階

で
あ

る
わ
た

し

た
ち

の
世

界

、

わ

た
し

た
ち

の
時

代

に
や

つ
(姻
」
来

た

の
だ
・

と
さ

れ

る
・

こ

こ
に

は
、

ポ

パ
ー

の
主

張

す

る

よ
う

に
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
の
影
響

を
明
瞭

に
見

て
取

る

こ
と

が

で
き

る
。

し

か
し
、

こ

の
歴
史

哲

学

に

は
、

へ
ー
ゲ

ル
を

「
現

代

の
す

べ
て
の

ヒ

ス
ト

リ

シ
ズ

ム

の
源

」

と
す

る
ポ

パ

1

の
主
張

と

は
合

致

し
な

い
部

分

も
あ

る
。

と

い
う

の
も
、

ポ

パ

ー

の
い
う

ヒ

ス
ト
リ

シ
ズ

ム
と

は
、
未

来

を

予
測

す

る

こ
と

、
歴

史
法

則

に
支

配

さ
れ

て
い
る
人
類

の
運
命

を
予

言
す

る

こ

と
、

こ
れ

を
主

要

な
構
成

要

素

と

す

る

の

で
あ

る
が
、

ヘ
ー
ゲ

ル
は
決

し

て
未

来

の
予
言

な
ど

し
な

か

っ
た
か
ら

で
臥
罷
。

ヘ
ー
ゲ

ル
に

と

っ
て
歴
史

は
す

で
に
そ

の
目
的

を

実
現

し

「
最

終
段

階

」

に
達

し

て
し

ま

っ
た

の

で
あ

っ
て
、

彼

は
歴
史

の
終

わ

り
か

ら
過
去

を
振

り

返

り
、

歴
史

過

程

を
目

的
論

的

に
構
成

し

た

だ
け

な

の
で
あ

る
。

ポ

パ
ー

は
、

ヘ
ー
ゲ

ル
が
当

時

の
プ

ロ
シ

ア
を

事

実
上

歴
史

の
最

終

段

階

と

み
な

し

て
い
る

こ
と

に
言

及

し

て
馳

.

だ

が
、

そ

れ

に
も

か
か

わ

ら
ず
・

ポ

パ

「
は

↑

ゲ

ル
が
歴
史

予

一蓼

し

な
か

っ
た

こ
と

に

つ
い

て
立

ち
入

っ
て
論

じ

る

こ
と

を

し

て
い
亀

。

こ
の
点

は
・

ヒ

そ

診

ズ

ム
批

判

の
趣

旨

か

ら
す

る
と
手

落

ち

で
あ

る

よ
う

に

思

わ

れ

る
。

し
か

し
、

そ
れ

以
上

に
本

稿

の
立

場

か

ら
興
味

深

い

の
は
、

ヘ
ー
ゲ

ル
に
お

け

る
歴
史

予

言

の
不
在

が
歴
史

哲
学

へ
の

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
主
義

の
採

用

に
由

来

し

て
い
る
と
考

え
ら

れ

る
点

で
あ

る
。

そ

こ
で
、

今

一
度

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
に
立

ち
帰

っ
て
、
目

的

論

的
本

質

主

義

の
基

本
構

造

を

分
析

し

て
み

る

こ
と

に
し

た

い
。
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⑧

目
的

論

的

本
質

主

義

の
基

本

構
造

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
の
本

質

主
義

は
、
事

物

の
生

成

を
可

能

態

の
現

実
態

へ
の
展
開

と

し

て
理
解

す

る
も

の

で
あ

る
。

こ

こ
で
、

現
実

態

と

は
、
事

物

が
現

に
活

動

し

て

い
る

こ
と
、
働

い

て
い

る

こ
と
、
完

成

し

て
現

存

し

て

い
る

こ
と
を

意
味

す

る
。
『形

而

上
学

」
第

九

巻

で

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
は
次

の
よ

う

に
述

べ

て
い
る
。

「
働

き

(
エ
ル
ゴ

ン
)
は
終

り

(
テ
ロ
ス
)
で
あ

り
、

そ
し

て
現

実

態

は
働

き

で
あ

る
、
だ

か

ら

ま

た
現
実
態

(
エ
ネ

ル
ゲ
イ
ァ
)
と

い
う
語

　
お
　

も
、

働
き

と

い
う
語

か

ら
派

生

し
、

完
全

現

実
態

(
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ァ
)
を

目

指

し

て
い
る

の

で
あ

る
」

こ
の
よ

う

に
・

現

実
態

は
終

わ

り

で
あ

り
目

的

で
あ

る
。

そ
れ

ゆ

え
可

能

態

は
現

実
態

の
た

め

に
存
在

す

る
。

こ
れ

に
関

し

て

ア
リ

ス

ト

テ

レ
ス
は
次

の
よ

う
な
例

を

あ

げ

て
い

る
。

「
人

々
が
建

築
技

能

を

も

つ
の

は
、
建
築

活

動

を
な

さ

ん

が
た

め

に

で
あ

り
、
理
論
的

な
研
究

能

力
を

も

つ
の
は
、
理
論

的

な
研
究

を

な

(
53

)

さ

ん
が

た

め

に

で
あ

る
」

そ

し

て
・

こ
う

し

た
文
脈

の
中

で
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
は
可
能

態

と

現
実

態

の
先

後

関
係

に

つ
い
て
論

究

し
、

可
能

態

よ
り

も
現
実

態

の
方

が

よ
り
先

に
あ

る
と

主
張

す

る
。

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
の

こ
の
議

論

は
、
目

的
論

的

本
質

主
義

の
基
本

構
造

の
特
徴

を

際
立

た

せ

る
も

の
と
な

っ
て

い
る
。

そ

こ
で

『
形

而

上
学

』

第
九

巻
第

八
章

で
展

開

さ

れ

て

い
る

こ

の
議
論

を

こ

こ

で
よ

り
立
ち

入

っ
て
検
討

し

て
み
な

け

れ
ば

な

ら

な

い
が
・
そ

の
際
、
例

と

し

て

マ
ル
ク

ス
理
論

の
カ

テ
ゴ

リ

ー

で
あ

る

「
労
働

力

」
と

「
労

働
」
を

用

い
る
。

と

い
う

の
も
、

労

働
力

と

労
働

は
可
能

態

と
現

実

態

だ
か

ら

で
あ

る
。

マ
ル
ク

ス
は
労

働

と
労

働

力

の
関
係

に

つ
い

て
次

の
よ
う

に
記

し

て
い

る
。

「労

働

力

の
売

り
手

は
、
労

働

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

『
現
実

に
』
自

己

を

発
現

す

る
労

働
力

、
労

働
者

と
な

る
が

、
彼

は
そ
れ

以
前

に

　
ロ
　

は

『
潜

勢
的

に
』

そ
う

で
あ

っ
た

に
す

ぎ

な

い
」
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マ
ル
ク
ス
の
ド
イ

ッ
語
原
文

で
は
、
右
文
中

の

『
現
実

に
』
は

エ
ネ

ル
ゲ
イ

ア
に
対
応
す
る
ラ
テ
ン
語
が
、
『
潜
勢
的

に
』
は
デ

ュ
ナ

ミ

ス
に
対
応
す
る
ラ

テ
ン
語
が
用

い
ら
れ

て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
は

ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
基
礎
概
念

で
あ
る
現
実
態
と
可
能
態

に
即
し

て
労
働

と
労
働
力
と
い
う
カ

テ
ゴ

リ
ー
を
用

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ

て
、
労
働
と
労
働
力

の
先
後
関
係

に

つ
い
て
は
、
ま
ず
第

一
に
次

の
こ
と
が

い
え
る
。
労
働
力

の
価
値
規
定

に
は
労
働
力

の
養
成
費

も
入

っ
て
く
る
が
、
特
定

の
労
働
力

の
養
成

の
た
め

に
は
特
定

の
労
働
部
門

に
お
け
る
現
実

の
労
働

の
存
在
が
前
提

と
な
る
。
し
た
が

っ

て
、
労
働
が
労
働
力

に
先
行
す
る
。

し
か
し
第

二
に
、
個
別

の
労
働
者
を
時
間

の
流
れ

の
中

で
見

て
み
れ
ば
、
労
働
力
が
労
働

に
先
行
し

て
い

る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、

子
供
は
学
校

で

一
定

の
技
能
を
身

に

つ
け
た
後
、
は
じ
め

て
現
実

に
労
働

す
る
よ
う

に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
と
は
い
え
・
労
働
者
を
階
級

の
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
や
は
り
可
能
的
な
労
働
者

(子
供
)
よ
り
も
現
実

の
労
働
者

(親
)
の
方
が
先

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
子
供

は

親
か
ら
生

ま
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

最
後

に
、
定
義

な

い
し
説
明
方
式

(
ロ
ゴ
ス
)
に
お
い
て
は
、
労
働
が
労
働
力

に
先
行
す

る
。
な
ぜ
な
ら
、
労
働
力
と

は
労
働
す
る
こ
と

の
可
能

な

こ
と

で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
労
働

と
は
何
か

に

つ
い
て
の
規
定
が
労

働
力
と
は
何
か

に

つ
い

て
の
規
定

に
対
し

て
前
提

と

な

っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
以
上

の
よ
う
な
考
察

を
根
拠
と
し

て
、
現
実
態

の
方

が
可
能
態
よ
り
も
先

で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
事
物

の
生
成

の
必
然
性

を
示

そ
う
と
す

る

マ
ル
ク

ス
経
済
学

に
と

っ
て
、

こ
の
議
論

は
決

し

て
無
視
す

る
こ
と

の
で
き
な

い
も

の
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。事

物

の
生
成

の
必
然
性
を
本
質
主
義
的

に
説
明
す
る
場
合
、

そ
の
説
明
は
よ
り
先

の
も

の
で
あ
る
現
実
態
す
な
わ
ち
終
わ
り
か
ら
遡

っ

て
の
説
明

と
な
ら
ざ

る
を
え
な

い
。
可
能
態

は
現
実
態
と
結

び

つ
け
ら
れ

て
は
じ
め

て
必
然
性

の
構
成

要
素

と
な

る
。
も
し
現
実
態

を
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伴

っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
可
能
態
を
生
成

の
必
然
性

の
説
明

に
用

い
る

こ
と
は
で
き
な

い
で
あ

ろ
う
。
例
え
ば
、
幼
児
を
前

に
し

て
そ

の
将
来

の
可
能
性
を
想
像
す

る
場
合
、
そ
こ
に
は
無
数

の
可
能
性
を
数
え
う
る
が
、
そ
れ
ら
は
実
現
し
な

い
こ
と
も
あ
り
う
る
単
な

る
可

能
性

で
あ

っ
て
、
必
然
性

の
説
明
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
可
能
態
と

は
異
な

る
も

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
医
者
と
し

て
働

い
て
い
る
現
在
か

ら
遡

っ
て
み
れ
ば
、
幼
児

の
中

に
医
者
と
し

て
の
可
能
態
を
見

い
だ
し
、
必
然
性

の
説
明

に
組

み
入
れ
る

こ
と

は
可
能

で
あ

ろ
う
。

ま
た

例
え
ば
、
動
物

の
胚
と
成
体

は
可
能
態
と
現
実
態

の
関
係

に
あ
る
が
、
胚
発
生

の
過
程

は
そ
の
実
現
が
繰
り
返
し
観
察
さ
れ
て
き

た
過
程

(
55

)

で
あ

り
、

し

た
が

っ
て
生

成

の
必

然
性

の
説

明

が
可

能

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て
歴
史

過

程

は

一
回
的

な
過

程

で
あ

る
。

し
か

し
、
例

え

ば

フ
ラ

ン
ス
革

命

の
よ
う

な
出

来
事

が

い

っ
た

ん
現

実

に
起

こ

っ
て
し

ま

え
ば
、

そ

の
生

成

の
必

然
性

を
目

的

論
的

に
説

明

す

る

こ
と

は

可

能

で
あ

ろ
う
。

そ

れ

ゆ
え
、

生

成

の
必
然

性

の
本

質
主

義

的
説

明

は
、

す

で

に
終

わ

り
を
知

っ
て

い
る
者

が

行

う
終

わ

り
か

ら

の
説

明

で
あ

る
、

と

い
わ
な

け
れ

ば

な
ら

な

い
。

目

的
論

的
本

質

主
義

の
基
本

構

造

が
以
上

の
よ
う
な

も

の
で
あ

る
と

す

れ
ば
、

へ
ー
ゲ

ル
が

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
の
本
質

主
義

を
歴
史

哲

学

に
適

用

し
た

と
き
、

そ

れ
が
現

在

か
ら

過
去

を
振

り
返

る
終

わ

り
か

ら

の
説

明
と

な

っ
た

こ
と

は
当

然

の
帰

結

で
あ

っ
た
。

そ
し

て
、

へ
ー
ゲ

ル
が
歴
史

予
言

を

し
な

か

っ
た

の
は
、

方

法
的

に
正

当

な
処

理

だ

っ
た
と

い
え

る
。
本

質

主
義

を
前

提

す

る

か
ぎ

り
、

予
言

に
は

学

的
認

識

の
対
象

と

な

る
何

の
現

実
態

も

な

い
か
ら

で
あ

る
。

こ

の
よ
う
な

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
目
的

論
的

本

質
主

義

は
、

さ
ら

に

マ
ル
ク

ス
に
お

い

て
も
維

持

さ
れ

て

い
る
と
考

え

ら
れ

る
。

マ
ル

ク

ス
は

『資
本
論
』
篁

巻
篁

章

で

蛋

幣
形
能
心
の
発
生
を
論

L

し
て
い
る
が
・

こ
の
立
証
が
白
兀
了
し
た
後
・
彼

は
次

の
考

に
記

し

て

い
る
。

「
人

間

の
生

活

の
諸
形

態

に

つ
い
て

の
省
察

は
、
し
た

が

っ
て
そ
れ

ら

の
科
学

的
分

析

も

ま

た
、

一
般

に
、
現

実

の
発

展

と

は
反
対

の
道

(
57
)

を

た
ど
る
。

こ
の
分
析

は

『
あ
と
か
ら
」
始
ま
り
、

そ
れ
ゆ
え
発
展
過
程

の
完
成
し
た
諸
結
果
か
ら
始
ま
る
」
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こ
の

一
節
か
ら
推
す
か
ぎ
り
、

マ
ル
ク
ス
は
現
象

の
背
後

に
本
質
を
問
う

こ
と
だ
け

で
な
く
、
本
質

の
実
現
と
し

て
発
展
を
理
解
す
る

点

で
も
本
質
主
義
者

で
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と

は
、

マ
ル
ク

ス
が
貨
幣
論

に
お
い
て
価
値
尺
度
、
流
通
手
段
、
貨
幣
蓄
蔵
、

支
払
手
段
と
論
を
進
め
、

そ
し

て
最
後

の
世
界
貨
幣

に
至

っ
て

「
貨
幣

の
定
在
様
式

は
そ

の
概
念

に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
焦
礁
」

と
本
質

主
義
的

に
述

べ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
支
持

さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。

貨
幣

は
そ
の
概
念
す
な
わ
ち
本
質

(目
的
)
を
実
現
し
完
成
し

て
し

ま

っ
て
い
た
の
で
、

マ
ル
ク
ス
は
そ
れ
を
科
学
的

に
分
析
し
そ
の
生
成

の
必
然
性
を
示
す

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ

で
は
、
資
本
主
義

の
崩
壊
、
共
産
主
義

の
生
成

の
必
然
性

に

つ
い
て
は
ど
う
な

の
で
あ

ろ
う
か
。

マ
ル
ク

ス
の
時
代

に
共
産
主
義

は
、
そ
れ
が
思
想

で
は
な
く

て
現
実

の

一
社
会

で
あ

る
か
ぎ
り
は
、
未
だ
生
成
し

て
い
な
か

っ
た
し
、
資
本
主
義
も
未
だ
崩
壊
し

て
い
な

か

っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

マ
ル
ク

ス
は
こ
れ
ら
の
崩
壊
と
生
成
を
主
張
し
た
と
さ
れ

て
い
る
。

そ
し

て
、
事
実

マ
ル
ク
ス
は
か

か
る
主
張

を
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
端
初
↓
進
展

(第

一
の
否
定
)
↓
終
結

(否
定
の
否
定
)
と

い
う

へ
ー
ゲ
ル
の
本
質
主
義
的
な
方

(灘
を
用

い
て
・

マ
ル
ク
ス
は
次

の
よ
う
に
資
奎

義

の
未
来
を
記
し
た
・

「
資
本
主
義
的
な
私
的
所
有

は
、
自
分

の
労
働
に
も
と
つ
く
個
人
的
な
私
的
所
有

の
最
初

の
否
定

で
あ
る
。
し
か
し
、
資
本
主
義
的
生
産

は
、
臼
然
過
程

の
必
然
性
を
も

っ
て
そ
れ
自
身

の
否
定
を
生

み
出
す
。

こ
れ

は
否
定

の
否
定

で
臥
肥
」

ヘ
ー
ゲ

ル
に
と

っ
て
、
歴
史

の
終
結

は
す

で
に
眼
前

に
現
存
し

て
い
た
が
、

マ
ル
ク
ス
に
と

っ
て
右

の
よ
う
な
否
定

の
否
定

は
未

だ
現

存

し

て
い
な
か

っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
否
定

の
否
定
を
主
張
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
根
拠

に
基
づ

く
も

の
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
察
す
る
に
当

た

っ
て
は
、
ま
ず
、

こ
れ
ま

で
に
提
出
さ
れ
た
諸
見
解
を
検
討

し

て
み
る
必
要

が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
中

で
、
本
稿

の
関
心

に
と

っ
て
最
も
示
唆
的
な

の
は
、
許
萬
元
氏
が

『
へ
ー
ゲ

ル
弁
証
法

の
叡
盟
』

で
展
開
し
た
所
説

で
あ
る
。
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三

マ
ル
ク
ス
理
論
に
お
け
る
方
法
論
的
本
質
主
義
の
性
格

ω

ヘ
ー
ゲ
ル
と

マ
ル
ク

ス
の
弁
証
法

の
相
違
に
関
す
る
許
萬

元
氏
の
見
解

許
萬
元
氏

に
よ
れ
ば
、

ヘ
ー
ゲ

ル
の
弁
証
法

は
内
在
的
弁
証
法
、
歴
史
主
義
的
弁
証
法
お
よ
び
総
体
性

の
弁
証
法

の
有
機
的
統

一
と
し

て
成
立

し

て
い
る
が
、

こ
れ
ら
三
側
面

の
う
ち
歴
史
主
義
と
総
体
主
義

は
互

い
に
相
反
し
た
関
係

に
立

つ
も
の
で
あ
り
、

こ
の
両
側
面

の

統

一
の
仕
方

の
う
ち

に

へ
ー
ゲ

ル
弁
証
法

の

マ
ル
ク

ス
弁
証
法
と

の
決
定
的
な
違

い
が
あ
る
。

で
は
、
歴
史
主
義
、
総
体
主
義
と
は
弁
証

(
62

)

法

の
い
か
な

る
側
面
な

の
か
。
氏

に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
歴
史
主
義

と
は

「
理
性

の
否
定
作
用
と
し

て
の
弁
証
法
」

の
こ
と
を
指
す
。

へ
ー

ゲ

ル
は

『
小
論
理
学
」

の
予
備
概
念

の
部
分

で
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。

「
論
理
的
な
も

の
は
形
式
上
三

つ
の
側
面
を
持

っ
て
い
る
。
ω
抽
象
的
側
面
あ
る
い
は
悟
性
的
側
面
、
◎
弁
証
法
的
側
面
あ

る
い
は
否
定

(
63

)

的
理
性

の
側
面
、
の
思
弁
的
側
面
あ
る
い
は
肯
定
的

理
性

の
側
面
が
そ
れ

で
あ
る
」

許
氏

に
よ
れ
ば
歴
史
主
義
と

は
右

の
◎

に
対
応
す

る
弁
証
法

で
あ

っ
て
、
「
悟
性

は
あ
ら
ゆ
る
有
限
な
も

の
を
有
限
な
も

の
と
し

て
固

(魁
」
す

る
が
・
コ

切

の
有
限
な
も

の
は
過
渡
的
・
歴
史
的
な
存
在
と
暑

れ
な
け
れ
ば
な
ら
亀

L
も
の
で
あ
り
・
歴
史
主
義
的
弁
証
法

(
66

)

は

「
そ
れ

ら

の

一
切

の
固

定
化

せ

ら
れ

た
有

限

な

も

の
を

、
仮

借

な
く
否

定

の
過
程

の
う
ち

へ
お

い
や

る
」

働

き
を

す

る
。

こ
れ

に
対

し

(
67

)

て
、
総
体
主
義
と
は

「
有
機
的
生
命
性

の
論
理
」

で
あ
り
、

へ
ー
ゲ

ル
に
よ
る
区
分

の
の

に
対
応
す
る
肯
定
的
理
牲
と
し

て
の
弁
証
法

で

あ
る
。

こ
こ
で
、
有
機
的
生
命

の
論
理
が
肯
定
的
な

の
は
、
そ
れ
が
滅
亡
を
ま
ぬ
が
れ
る
た
め
に
は

「
臼
分

の
内

に

つ
ね
に
矛
盾

の
調
和

(
68

)

を
再
生
産
的

に
永
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
か
ら

で
あ
る
。

許
氏

は
さ
ら
に
歴
史
主
義
と
総
体
主
義

の
弁
証
法

を

「端
初
↓
進
展
↓
終
局
」
と
し

て
の
思
弁
的
方
法

に
結
び

つ
け
る
。
歴
史
主
義
を

弁
証
法

の
第

一
の
機
能
、
総
体
主
義
を
第

二
の
機
能

と
す

る
と

「
第

一
の
機
能
は
、
あ
ら
ゆ
る
悟
性
的

『
端
初
」
を
た
え
ず

『
進
展
』

の
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過
程

の
う
ち

へ
否

定

し

て
い
く

こ
と

で
あ

り
、
第

、
一
の
機
能

は
、
『進

展
』

の
過

程

そ

の
も

の
を
否

定

し

て
、
そ

の
肯
定

的

成
果

を
全

面

的

(
69

)

に

『
総

体
性

』
と

し

て
保

存

し
組

織

せ

し
あ

る

こ
と

で
あ

る
」
と
な

る
。
か
く

し

て

「
へ
ー
ゲ

ル
は
総

体

性

や
体

系

の
立

場

を
絶

対

化

し
、

(
70

)

歴

史

主
義

を
従

属

的

モ

メ

ン
ト
と

な
す

こ
と

に
よ

っ
て
両

者

を
統

一
し

よ
う

と
し

た
」

と
結

論

さ
れ

る
。

そ
し

て
、
氏

に
よ

れ
ば
、

こ
こ

に

ヘ
ー
ゲ

ル
と

マ
ル
ク

ス
と

の
決
定

的

な
相

違

が
あ

る
。

な

ぜ
な

ら
、

マ
ル
ク

ス
は

へ
ー
ゲ

ル
と

は
反
対

に
総
体

主
義

を
歴

史

主
義

の
従

属
的

モ
メ

ン
ト
と

し

た
か

ら

で
あ

る
。

許

氏

の

こ
の
よ

う

な
見
解

は
、

本
稿

の
問

題
関

心

に
と

っ
て
大

変
興

味

深

い
も

の

で
あ

る
。

と

い
う

の
も

、
弁

証
法

に
お
け

る
総

体
主

義

の
側
面
か
ら
は

「
学
問
的
思
考

の
結
果
論
的
権

」
が
導

き
出
さ
れ
る
か
ら

で
あ

る
・

こ
の
点

に

つ
い
て
・
許
氏

の
見
解
を
さ
ら
に
見

て
い
こ
う
。

真
理

は
全
体

で
あ

る
と
主
張
す

る

へ
ー
ゲ

ル
に
と

っ
て

「
学
問

の
対
象

は
体
系
的
な
現
実

で
あ
り
、
『
総
体
性
」
と
し

て
の
現
実
だ
け

で

(
72

)

あ

る
」

が
、

こ

の
よ
う

な
現
実

は

「
潜

在

的
可

能
性

が
完
全

に
展
開

さ

れ

て
、

も

っ
と

も
具
体

的

な

も

の
と

な
り
、

そ
し

て
ま

た
、

一
つ

の
全
体

と
し

て
ま
と

ま

っ
た
、

い
わ
ば
体

系

的

必
然

性

を
椴

劇
」

し
た

と
き

に
成

立

す

る
。
言

い
換

え

れ

ば
、
「
こ
う
し

た

『体

系

』
ま

た

(
74

)

は

『
総

体

性
』

は
全

歴
史

的
発

展

の
結

果

と

し

て

の
み
、

つ
ま

り
歴
史

の
終
局

に
お

い

て
の
み
、

は

じ
め

て
生

成
す

る
」

も

の

で
あ

る
。

そ
し

て

「
も

し

そ
う

だ
と

す

れ
ば
、

体
系

的

で
あ

る

こ
と
を

本
質

と
す

る
学
問

的

認
識

も

ま

た
、

歴
史

の
終
局

と
な

っ
た
地
盤

で
の
み
、

(
75

)

は
じ

め

て
成

立

す

る
」

こ
と

に
な

る
。

そ
れ

ゆ
え
、

学
問

的

認
識

は
現

実

の
生

成

の
後

に
始

ま
る

の

で
あ

り
、

そ

の
本

性

に
お

い

て
結

果

論

的
思
考

す
な

わ

ち
追

思
考

(影

9
α
Φ
艮

Φ
口
)

で
な

け
れ

ば

な
ら

な

い
。

以
上

の
よ
う

な
許

氏

の
見

解

を
通

し

て
見

る
か
ぎ

り
、

ヘ
ー
ゲ

ル
の
学
問

的

認
識

が

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
的

な
目

的
論

的
本

質

主

義

に
貫

か

れ

て
い
る

こ
と

は
明

ら

か

で
あ

る
。

こ
の
見
方

は
、
「
ナ

ー

ハ
デ

ン
ケ

ン
を
根

拠

と
す

る
自

覚

的

な
学

問
的

認
識

と

は
、
結

果

を

目
的

と

(
76

)

し

て
前
提

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

対
象

を

合

目
的

的

に
考
察

す

る

こ
と

で
あ

る
」

と

い
う
許
氏

の

一
文

に
よ

っ
て
さ

ら

に
強

め

ら

れ

る
。
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そ
し

て
、
許

氏

に
よ
れ

ば
、
「
へ
ー
ゲ

ル
と
同

様
、

マ
ル
ク

ス
に
お

い
て

『
学

問
的

方
法

』
と

呼
ば

れ

る
も

の
」

も

「対

象

の
有

機
体

論
的

(
77

)

考

察

」

で
あ

っ
た
。

マ
ル
ク

ス
も

「
ブ

ル
ジ

ョ
ア
社
会

を

そ
れ
自

身

に
お

い

て
完
成

し

た
も

の
と

見
な

す
ば

か

り

で
な

く
、

そ
れ

ま

で
の

(
78

)

(
79

)

全
歴

史

の
最

高
段

階

と

し

て
前
提

」
す

る

こ
と

が

で
き

た

の

で
、
「
有
機

的
総

体

性

の
弁

証
法

を

駆
使

」
し

て
経
済

学
批

判

体
系

を
構

築

す

る

こ
と

が

で
き

た
と

い
う

の
で
あ

る
。

だ

が
、

許

氏

に
よ
れ

ば
、

こ

こ

に

ヘ
ー
ゲ

ル
と

マ
ル
ク

ス
と

の
違

い
も
存

在

す

る
。

へ
ー
ゲ

ル
に
と

っ
て
現
在

は
歴

史

の
目

的

因
す

な

わ

ち
終

局

で
あ

り
、

し

か
も

「
絶

対

的
現

在

」

と
し

て
理
念
化

さ
れ

た
絶
対

的

な

も

の

で
あ

る
。

そ
れ

ゆ

え
学
問

的

認
識

に
よ

る
体

系

も

絶
対

的

な

も

の
と

さ
れ

る
。

こ
れ

に
対

し

て

「
マ
ル
ク

ス
に
お

い

て
は
、

た

と
え
現

実

が
史

的

に
完

成

し

た
と

し

て
も
、

そ

れ

は
相

対
的

な
、

制
限

さ

れ
た
意

味

に
お

い

て

い
わ

れ

て
い
る

の
で
あ

っ
て
、

そ

の
現
実

自

身

も
歴

史
的

に
n
己

止
揚

さ
れ

る

べ
き

『有

限

な

も

の
」

(
80
)

と

見
な

さ

れ

る
」
の

で
あ

り
、
「
そ

れ
ゆ

え

に
、
マ
ル
ク

ス
に
お

い

て
現
実

の
体

系

的

認
識

が
確

立

さ

れ

た
か

ら
と

い

っ
て
、
そ

の

『体

系
」

(
81

)

は
決

し

て
絶

対
的

な

も

の

で
は
な
く

、
相

対

的

な

『体

系

』

で
あ

る

に
す

ぎ
な

い
」

の
で
あ

る
。

こ
の
よ

う
な
両
者

の
相
違

は
、

ヘ
ー
ゲ

ル
が
総
体

主

義

を
絶

対

視

し

た

の

に
対

し

て
、

マ
ル
ク

ス
が
歴

史

主
義

を
絶

対

視

し

た

こ
と

に
由

来

し
、

そ
れ

は
さ

ら

に

「
現
実

に
た

い

(
82

)

す

る

ヘ
ー
ゲ

ル
の
態

度

が
実

践
的

で
は

な
く

、

ま

さ

に
理
論
的

で
あ

っ
た

に
す

ぎ

な
か

っ
た
」

の

に
対

し

て
、

マ
ル
ク

ス
が

「徹

底

し

た

(
83
)

実

践

の
立

場

を
根

底

に
す

え
」

た

こ
と

に
基

づ

い

て
い
る
、

と

さ
れ

る
。

さ

て
、

以
上

に
見

て
き

た

よ
う
な

許
萬

元

氏

の
見
解

か
ら

は
、

本
稿

の
関

心

に
と

っ
て
有

用

な
幾

つ
か

の
論

点

を
引

き
出

す

こ
と
が

で

き

る
。

ま

ず
第

一
に
、

学
的

認
識

が

へ
ー
ゲ

ル
だ
け

で
な
く

マ
ル
ク

ス
に
お

い
て
も

結

果
論

的
考

察

と
見

な

さ
れ

て

い
る

こ
と
、

し
か

し

第

二

に
、
マ
ル
ク

ス
に
お

い
て
は

へ
ー
ゲ

ル
と

は
違

っ
て
学

的

認
識

が
絶
対

的

な
も

の
と

は
見

な

さ
れ

て
い
な

い

こ
と

、
そ
し

て
最
後

に
、

学

的

認
識

に

つ
い

て

の
か

か

る
相

違

が

マ
ル
ク

ス

の
実

践

的
立

場

に
由

来

す

る

こ
と
、

以
上

で
あ

る
。

そ

こ

で
、

以
下

の
部

分

で
は
、
右

の
諸
論

点

を
本

稿

の
立

場

か

ら
検
討

し

な

が
ら
、

マ
ル
ク

ス
理
論

に
お
け

る
方

法
論

的

本
質

主
義

の
性

格

を

明
ら

か

に
し

て
い
き

た

い
。
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②

マ
ル
ク

ス
理
論

に
お
け
る
方
法
論
的
本
質
主
義
の
性
格

マ
ル
ク

ス
の
資
本
論
体
系
が
、
ご
く

一
部

の
微
少
な
箇
所
を
除

い
て
、
結
果
を
目
的
と
し

て
前
提
し
対
象
を
合
目
的
的

に
考
察
す
る
終

わ
り
か
ら

の
認
識

で
あ
る

こ
と

は
、
否
定
し
え
な

い
事
実

で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
『
資
本
論
』
第

一
巻

の
理
論
的
考
察

の
結

論

で
あ

る

「
資
本
主
義
的
蓄
積

の

一
般
的
法
則
」

は
、
将
来
起

こ
る

で
あ
ろ
う
現
象

の
予
言

で
は
な
く
、

マ
ル
ク

ス
の
時
代

の
現
実

で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か

る

「
一
般
的
法
則
」
が
予
測
的

な
機
能
を
持

た
な

い
わ
け

で
は
な

い
。
と

い
う

の
も
、

マ
ル
ク

ス
が
学
的
認

識

の
対
象
と
し
た
イ
ギ
リ

ス
は
当
時
資
本
主
義

の
最
先
進
国

で
あ

っ
た
が
、
資
本
主
義
的
発
達

の
遅
れ
た
他
国

は
、

イ
ギ
リ

ス
が
来
た

の

と
似
た
よ
う
な
道
を
歩
む

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
か
ら

で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

マ
ル
ク

ス
は
次

の
よ
う

に
記
し
た
。

(
84
)

「
産
業

の
よ
り
発
展
し
た
国

は
、
発
展

の
遅
れ
た
国

に
た

い
し

て
、

ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
国
自
身

の
未
来

の
姿
を
示
し

て
い
る
」

「
一
国
民
は
他

の
国
民
か
ら
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
ま
た
学

ぶ
こ
と
が

で
き
る
。
た
と
え
あ
る
社
会

が
、
そ
の
社
会

の
運
動

の
自

然
法
則

へ
の
手
が
か
り
を

つ
か
ん
だ
と
し

て
も
…
…
そ
の
社
会

は
、
自
然
的
な
発
展
諸
段
階
を
跳
び
越
え
る
こ
と
も
、
そ
れ
ら
を
法
令

で

(
85
)

取
り

の
ぞ
く

こ
と
も
、

で
き
な

い
。
し
か
し
、
そ

の
社
会

は
、
生

み
の
苦
し
み
を
短

く
し
、

や
わ
ら
げ

る
こ
と

は
で
き
る
」

資
本
主
義
的
経
済

シ
ス
テ
ム
が
、
自
己
を
国
民
経
済

の
単
位

で
有
機
的
全
体
と
し

て
組
織
化
す
る
と
す

れ
ば
、

そ
し

て
そ
の
組
織
化

の

原
理
が
基
本
的

に
ど
の
国

で
も
同

一
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
先
進
国
経
済

の
生
成
を
合
目
的
的
過
程
と
し

て
叙
述
す

る
こ
と

は
、
発
展

の
遅

れ
た
他
国

に
対
し

て
将
来

の
発
展
経
路
を
示
し

て
く
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
観
察
事
例

が
彪
大

に
存
在
す
る
生
物

の
発
生
過
程

と
は
異
な
り
、
経
済

シ
ス
テ
ム
の
生
成
過
程

に
関
す
る
経
験

は
限
ら
れ
た
も

の
で
あ

る
し
、
ま
た
、
生
物
体

の
構
成
要
素

で
あ

る
細
胞
が

(
86

)

素
直

に
全
体

に
従
属
す
る
の
に
対
し
、
経
済
社
会

の
構
成
要
素

で
あ
る
人
間

は
否
定
的

に
振

る
舞

う
の
を
常
と
し

て
い
る
か
ら
、
発
展
経

路

の
指
示

と
い

っ
て
も
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
生
物
学
的

な
厳
密
な
も

の
で
は
あ
り
え
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
目
的
論
的
本
質
主
義

に
よ
る

生
成

の
必
然
性

の
説
明

は
、
発
展
途
上
国

に
対
し

て

一
定

の
展
望
を
与
え
、
起

こ
る
べ
き
苦
痛
を
小

さ
く
す
る
こ
と
は
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
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マ
ル
ク

ス
理
論

に
お

け

る
本

質

主

義

は
、

ま
ず
第

一
に

こ

の
よ
う

な
性
格

を

持

っ
て
い
る
と

い
え

る
。

次

に
、
学

的

認
識

の
絶
対

性

に

つ
い

て
で
あ
る

が
、

前

に
触

れ

た
よ

う

に
、

ポ

パ

ー
が
本
質

主

義

を
否

定
す

る
第

一
の
理
由

は
、

そ
れ

が
究

極

的
説

明

す

な

わ
ち
絶

対

的

知
識

を
求

あ

る
点

に
あ

っ
た
。

ポ

パ

ー

に
よ
れ
ば

、

あ
ら

ゆ

る
理
論

は
仮
説

で
あ

り

「
疑

い
え
な

い
知

(
87
)

識

(
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
)
に
対

置

さ
れ

る
と

こ
ろ

の
推

測

(
ド
ク
サ
)」

な

の

で
あ

る
。

マ
ル
ク

ス
が
自
身

の
理
論

を

ド

ク

サ
と
見

な
し

た
か

ど
う

か

は
別

と

し

て
、

少

な

く
と

も

へ
ー
ゲ

ル
流

の
絶
対

的

知
識

と
見

な
し

た

の

で
な

い
こ
と

は
、
許

萬

元
氏

の
指

摘

す

る
通

り

で
あ

ろ

う
。し

か
し

、

こ

こ
で
留

意

さ

れ
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
の

は
、

確

か

に

マ
ル
ク

ス
は

「
現
在

」

や

「
現
実

」

が
弁

証
法

的

な
歴

史

過
程

の
中

に
あ

り
、

自
身

の

「
体

系

」
も

相

対
的

な

も

の
で
あ

る
と

見
な

し

て
い
た
と

し

て
も

、

そ
れ

で
も

や
は

り
彼

の
目
指

し

た
も

の
が
、
価

値

形

態
論

や
相
対

的

剰
余

価
値

論

に
お

い

て
顕

著

に
見

ら

れ

る

よ
う

な
生
成

の
必

然
性

の
説

明

で
あ

り
、

偶

然
的

な
説

明

で
は
な

く

て
ま
さ

に
必
然

的

な

説
明

で
あ

っ
た

と

い
う

点

で
あ

る
。

そ
し

て
そ

の
際

、

彼

の
説

明

が
必

然
的

な

も

の
で
あ

る

こ
と

を
保

証

す

る

の
は
、

や

は

り
、
説

明

の
対

象

が
歴

史

的
事

実

と

し

て
す

で
に
手

元

に
与

え
ら

れ

て

い
る

こ
と
、

し

か
も

そ
れ

が

「
発

展
過

程

の
完
成

し
た
諸

結
果

」

と

し

て
与

え
ら

れ

て

い
る

こ
と
、
そ
し

て
彼

の
説
明

が

事
実

に
即

し
た
論

述

に
な

っ
て

い
る

こ
と

、
こ
れ

で
あ

る
と

思

わ
れ

る
。

つ
ま

り
、

結

果

を
目

的

と

し

て
前
提

す

る
合

目

的
的
説

明

す

な

わ
ち
結

果
論

的

説

明

で
あ

る

こ
と

が
、
彼

の
体
系

の
必
然

性
な

い
し
学

問
性

を
支

え

て
い

る

の

で
あ

る
。
し

か
し
、

そ
う

で
あ
る
な

ら
、

マ
ル
ク

ス
が

「資

本

主
義

的

蓄
積

の
歴
史
的

傾

向

」

の
中

で
記

し

た

「
否

定

の
否
定

」

は
、
第

一
の
否
定

に

つ
い

て
は

そ

の
必
然
性

が
保

証

さ
れ

る

が
、
第

二

の
否

定

に

つ
い

て
は
、

そ
れ

が
学
的

認

識

に
関

す

る
も

の
で
あ
る

か

ぎ
り
、

必

然
性

が
保

証

さ
れ

な

い
、

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

と

い
う

の
も

、

資
本

主
義

的
生

産

の
否

定

は
未

だ
現

存

し

て
は

い
な

か

っ

た

の
だ

か

ら
。

そ

れ

で
は
、

こ

の
第

二

の
否
定

は
何

を

根
拠

と
し

て
主
張

さ
れ

た
も

の
な

の

で
あ

ろ
う
か
。

次

に
、

こ

の
問
題

を

マ
ル
ク

ス
の

「
実

践

的
立

場

」

を
手

が

か

り
と

し

て
考

察

し

て
み
た

い
。



わ

れ
わ
れ

は
、

こ
こ

で
も

ま

ず
本
稿

の

こ
れ

ま

で

の
流
儀

に
従

っ
て
、

あ

の
本

質

主
義

の
源

へ
と
立

ち

帰

っ
て
み

る

こ
と

に
す

る
。

酩

(銘
)

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
に
よ
れ

ば
、
学
的

認

識

(
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
)
の
対
象

が

「
そ
れ
以

外

の
仕

方

に
お

い

て
あ

る

こ
と

の
で
き

な

い
も

の
」

口写

ー

必
然

存
在
ー

1

で
あ

る

の
に
対

し

て
、
実
践

(プ
ラ
ク
シ
ス
)
は

「
そ
れ
以
外

の
仕

方

に
お

い

て
あ

る

こ
と

の
で
き

る
転

礎
」

許

　翻

容
墓

ー

の
領
域
に
属
し
て
い
菟

そ
し
額

学
問
が
並
日遍
的
な
も
の
を
対
象
と
し
論
証
に
従
事
す
る
の
に
翌

護

が
関
わ
る
の

34

は
個

別
的

な

も

の

に
対

し

て

で
あ

る
。

第叢

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
の
右

の
よ
う
な

実

践
概

念

は
、
通
常

の
実

践

に

つ
い

て

の
イ

メ

ー
ジ

か

ら
そ

れ

ほ
ど
離

れ

た
も

の

で
は

な

い
。
だ

が
、

論経

実

践

の
本

質

が
右

の
よ
う

な
も

の

で
あ

る
と
す

れ
ば

、

こ
の
領

域

で
は

そ
も

そ
も
生

成

の
必
然

性

の
証
明

な
ど

は
あ

り

え
な

い

こ
と

に
な

商

る
。

こ
れ

に
対

し

て
許

萬

元
氏

は
、
「
実

践

的
唯

物
論

」
と

「
歴

史

的

必
然

性
」
と

い
う
概
念

に
よ

っ
て
実

践

の
必

然
性

を

示

そ
う

と

し

て

い
る
。

ま

ず
前
者

か

ら
検

討

し

て
い

こ
う
。

許

氏

が

「実

践

的

唯
物

論

」

の
根
底

に
置

く

の
は

へ
ー
ゲ

ル

の
真
理

概
念

で
あ

る
。

へ
ー
ゲ

ル
は
言

明

と
実

在

の

一
致

を
も

っ
て
真

理

と
す

る

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
の
真

理
観

を

さ
ら

に

一
歩

進

め

て
、

次

の
よ
う

な
新

た
な

真

理
観

を
提

出

し

た
。

「
よ

り
深

い
意
味

に
お

け

る
真

理

は
、
し

か

し
、
客

観

が
概

念

と

同

一
で
あ

る

こ
と

で
あ

る
。
例

え
ば

真

の
国

家
、
真

の
芸

術

作
品

と
言

わ
れ

る
場

合
、

そ

こ

で
問

題

に
な

っ
て
い

る

の
は
、

こ
う

し

た

よ
り
深

い
意

味

の
真

理

で
あ

る
。

そ
れ
ら

は
、

そ
れ

ら
が
あ

る

べ
き
も

の

で
あ

る
場
合

、

す

な

わ
ち

、

そ
れ

ら

の
実
在

が

そ
れ
ら

の
概

念

に

一
致

し

て
い
る
場

合
、

真

で
あ

る
。

こ
う
解

す

る
と

き
、

真
実

で
な

い

も

の
は
、

ま

た
悪

い
も

の
と
呼

ば

れ

て
い
る

も

の
と
同

じ
も

の

で
あ
る
。

悪

い
人

間

と

は
、
真

実

で
な

い
人
間

、

す
な

わ
ち

人

間

の
概
念

(
91

)

あ

る
い
は
人
間

の
使
命

に
合

わ
な

い
よ
う
な
行
為
を
す
る
人
間

で
あ
る
」

㈱
慨難
駒
鱗
鴇
藩
縫
劉囎鰐
譲
薩
護
雛
霧
搬
繊警
麓
藤
舘
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(働
き
か
け
ら
れ
る
対
象
の
側
で
は
)
「
存
在

が
自

分
自
身

の
本
質
性

へ
、
あ
る
べ
き
姿

へ
合
致
せ
し
め
ら
れ
る
過
程
」
で
あ
る
と
理
解
す

る
。

そ
れ
ゆ
え
、
実
践
活
動

に
お
け
る
目
的

が
成
功
的

に
客
観
的
実
現
を
得

る
こ
と
が

で
き

る
の
は
、
目
的

が
は
じ
め
か
ら
客
観
的
目
的

と
し

て
設
定
さ
れ
た
場
合
だ
け

で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
目
的
と

い
う
も

の
は

「
決
し

て
主
観
的

な
恣
意
的
選
択

の
産
物
と
し

て
設
定
せ
ら
れ

る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま

で
対
象
自
身

の
真
理
と
し

て
の
本
質
性
、

つ
ま
り
そ
れ

の
必
然
性

や
法
則

の
反
映
と
し
て
設
定
さ
れ
た

(
95
)

も

の

で
な

け

れ
ば
な

ら

な

い
」

と
主

張

す

る
。

さ

て
、

こ
の
よ
う

な
実

践
概

念

は
、
確

か

に

「
そ
れ

以
外

の
仕

方

に
お

い
て
あ

る

こ
と

の
で
き

る
も

の
」
と

い
う

よ

り
も
、
「
そ
れ

以
外

の
仕
方

に
お

い
て
あ

る

こ
と

の

で
き
な

い
も

の
」
す

な

わ
ち

必

然
的

な

も

の
、

の
領

域

に
属

し

て
い
る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

し

か
し

、

か

か

る
実
践

の
た
め

に
は
、
「
対
象

自

身

の
真

理

と

し

て
の
本
質

性

、

つ
ま
り

そ

れ

の
必

然

性

や
法

則
」
が
現

実

に
存
在

し
認
識

さ

れ

て
い
る

こ
と

が
前

提

と

さ
れ

る
。

と

す

る
と
、

実

践

に
は
結
果

論

で
あ

る
学
的

認
識

が
先
行

す

る

こ
と

に
な

る
。

許
氏

自

身
も

「変

革
的

実

践

の

　
　
　

立
場

は
理
論
的
認
識

の
自
己
実
現

で
あ
り
、
自
己
検
証

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
述

べ
て
い
る
。
だ
が
、

そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
実
践

が
必
然
的

な
も

の
で
あ

る
た
め

に
は
、
そ
れ
は

「
現
実
」
な

い
し

「
現
在
」

の
枠
内

で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
条
件
と
な

ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
現
実
態

に
お

い
て
存
在
し

て
い
な

い
も

の
は
学
的
認
識

の
対
象
と
は
な
ら
な

い
か
ら

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
未
だ
現
実

に
は
存
在

し

て
い
な

い
新
し

い
も

の
を
存
在
さ
せ
よ
う
と
す
る
実
践
活
動
は
、
少
な
く
と
も

そ
れ
が
政
治
的
、
経
済
的
、
倫
理
的
な
実
践

で
あ
る
か

ぎ
り
、
必
然
的
な
も
の

で
は
な
く
、
「
そ
れ
以
外

の
仕
方

に
お

い
て
あ

る
こ
と

の
で
き
る
」
許
容
的

な
も

の
と
な
る
。
例
え
ば
、
発
展
途
上

国

の
人
々
が
先
進
国

の
事
例
を
研
究
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
必
然
的
な
発
展
経
路
を
見
出
し
、

そ
の
必
然
性

に
則
し

て
政
治
経
済
的
実
践

に

乗
り
出
し
た
と
す

れ
ば
、
そ
の
実
践

に
は
か
な
り

の
程
度

の
必
然
性
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
先
進
国

の
人

々
が

さ
ら
な
る
発
展
を
目
指
す
と
き
、
彼
ら

に
は
必
然
的
発
展
経
路
を
引
き
出
す

べ
き
現
実

が
与
え
ら
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
彼

ら
の

実
践
は
必
然
性

に
貫
か
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
試
行
的
な
も

の
と
な
ら
ざ

る
を
え
な

い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
場
合

で
も
、

一
連

の
過
程
が
終
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了
す
れ
ば
、
そ

こ
か
ら
過
去
を
振
り
返

っ
て
そ
の
実
践
活
動

に
必
然
性
を
見
出
す

こ
と
は
で
き

よ
う
が
。

し
か
し
、

こ
こ
で

「必
然
性
」

に
幾

つ
か

の
種
類
が
あ
る
と
し
た
ら
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
許
萬
元
氏
は

「必
然
性
」
を
歴
史
的
必
然
性

と
体
系
的

必
然
性

の
二
種
類

に
区
別
し

て
い
る
。
歴
史
的
必
然
性
と
は

「
あ
る
事
物
が
他

の
も

の

へ
止
揚

さ
れ
る
べ
き
有
限
性
と
し

て
否

定
的

連
関

に
お
い
て
示
さ
れ
る
と
こ
誘

」
必
然
性

で
あ
り
・
体
系
的
必
然
性
と

は

「
あ

る
体
系

に
お
け

る
有
機
体
論
的
合
目
的
的
連
関

　
　
　

の
こ
と
」

で
あ

る
。
許
氏

に
よ
れ
ば
、

へ
ー
ゲ

ル
は

「
現
実
性
」
を
体
系
的
必
然
性

に
お

い
て
理
解

し
た
が
、

マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
逆

に
歴
史
的
必
然
性

の
方
が
重
視

さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
実
践

に
お
け
る
目
的

は
前
者

の
場
合
体
系
的
必
然
性

の
反
映
と
し

て
設
定
さ
れ
る

こ

と
に
な
る

の
に
対
し
、
後
者

の
場
合

そ
れ
は
歴
史
的
必
然
性

の
反
映
と
し

て
設
定

さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

そ
れ

で
は
、
許
萬
元
氏

の
い
う
右

の
よ
う
な
歴
史
的
必
然
性
は
、

マ
ル
ク

ス
の

「
否
定

の
否
定
」

の
必
然
性
を
根
拠
づ
け
る

こ
と
が
で

き
る

で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に

「
現
在
」

の

「
現
実
」
も
や
が

て
は
否
定

さ
れ
、
他

の
も

の

へ
と
止
揚

さ
れ

て
行

く
で
あ
ろ
う
有
限
な
も

の

で
あ

っ
て
、

そ
の
こ
と
は
決
し

て
忘
れ
ら
れ
る

べ
き

で
は
な

い
。
だ
か
ら
必
然
性
を
体
系
的
必
然
性
と
歴
史
的
必
然
性

に
区
別
し
た
こ
と

は
適
切
な
取
り
扱

い
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、

こ
の
歴
史
的
必
然
性
が
示
し

て
い
る
の
は

「
資
本
主
義
も
や
が

て
は
他

の
も

の
に

取

っ
て
代
わ
ら
れ
る
だ

ろ
う
」
と

い

っ
た
よ
う
な
内
容

の
乏
し

い
命
題

以
上

の
も

の
で
は
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
必
然
性

は
、
必
然
性
と
は

い

っ
て
も
具
体
的
内
容
を
含

ん

で
お
ら
ず
、
実
践
活
動
を
限
定
す
る
も

の
と

は
な
ら
な

い
。
実
践
活
動

に
対
し

て
必
然

性

に
則
し
た
目
的
を
与

え
る
た
め
に
は
、

そ
こ

へ
と
止
揚
さ
れ
る
べ
き

「
他

の
も

の
」

の
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
歴
史
的
必
然
性

は
、
「現
在
」
の

「
現
実
」
を
否
定
す

べ
き

こ
と
は
教

え
て
く
れ
る
が

「
他

の
も

の
」
の
内
容
を
示
し
て
は
く
れ
な

い
。
「
他

の
も
の
」
は
X
で
毒
る
か
も
し
れ
な
い
し
Y

で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
し
Z

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
む
し

ろ

「
そ
れ
以
外

の
仕
方

に
お

い
て
あ
る

こ
と

の
で
き

る
も
の
」

の
領
域
と
な

っ
て
し
ま
う
。

た
だ
、
も
ち
ろ
ん

こ
の
場
合

で
も
、
発
展
途

上
国
と
先
進
国
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
途
上
国

の
場
合
、
先
進
国

の
中

に
自
分
自
身

の
未
来

の
姿
、
す
な
わ
ち
必
然
性

に
則
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し
た

目
的

を

見
出

す

こ
と
が

で
き

る
。

し

た

が

っ
て
歴

史

的
必

然
性

に
則

し

た
否
定

的
実

践

は
、

す

み
や
か

に
体
系

的

必

然
性

に
則

し

た

合

目

的
的

実

践

へ
と

吸
収

さ
れ

る
。
し

か
し
、
先

進
国

の
場
合

に

は
、
「
現
在

」

の

「
現

実
」

の
中

に
自

分
自
身

の
未
来

の
姿

を
見
出

す

こ

と

は

で
き

な

い
。

し
た

が

っ
て
、

歴

史
的

必

然
性

に
則

し

た
否
定

的
実

践

は
、

す

み

や
か

に
許

容

存
在

の
領

域

へ
と
移

行

せ
ざ

る
を

え
な

い
。

し

て
み

る
と
、

以

上

の
よ
う

な
許
氏

の
議
論

は
、

マ
ル
ク

ス

の

「
否
定

の
否

定
」

の
必
然

性

の
根

拠

づ
け

に

一
面

で
は
成
功

し

て
い

る
が
、

他
面

で
は
成
功

し

て

い
な

い
と

い
え

る
。

と

い
う

の
も

、
否

定
的

実

践

に

つ
い

て
は
そ

の
必
然

性

が

い
え

る
と

し

て
も
、

合

目
的

的

実

践

に

つ
い

て

は
そ

の
必

然

性

が

い
え

な

い
か

ら

で
あ

り
、
実

践

と

は
対

象

を

そ

の
あ

る

べ
き

姿

に
変

え

る

こ
と

で
あ

る

は
ず

な

の

に
、

否
定

だ

け

で
は
対
象

は

そ

の
あ

る

べ
き

姿

に
変

え

ら
れ

な

い
で
あ

ろ
う

か
ら

で
あ

る
。

し

か

し
、

実
践

の
必

然

性

と

い

う
点

を

別

と

す

れ

ば
、

へ
ー
ゲ

ル

の
真

理

観

に
基

づ

い
た
実

践

的

唯

物

論

の
立

場

か

ら

マ
ル
ク

ス
の

「
否

定

の
否

定

」
を
解

釈

す

る

こ
と

は
、
本

来

の
本

質

主

義

の
立
場

か
ら
見

て
妥

当

な
処

理

で
あ

り
、
多

く

の
実

り
を

も

た
ら

す

で
あ

ろ
う

と
思

わ
れ

る
。

と

い
う

の
も
、

へ
ー
ゲ

ル
の
真

理
概

念

は
善

悪

の
判
断

を

含

ん

で
お

り
倫

理
的

な
色

彩

が
濃

厚

で
あ

る
が
、

そ
れ
以
前

に

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
目
的

論
的

本

質
主

義

が

そ
も

そ
も

倫

理
的

な
体

系

で
あ

っ
た

か

ら

で
あ

る
。

こ
の

こ
と

は
、
事

物

の
本

質

が

そ

の
事

物

に
と

っ
て
の
目
的

で
あ

り
、

ま

た
善

で
あ

る
と

さ
れ

て
い
る

こ
と

か
ら

も
明

ら

か

で
あ

ろ
う
。

つ
ま
り
、

目
的
論

的

本
質

主
義

は
事
物

　
　

　

た

マ

の
変
化
を
理
解
す
る
方
法

で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
倫

理
的
意
味
合

い
に

つ
い
て
も
言
及

で
き

る
見
地
な

の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
方
法

諭
飾
本
費
主
義

分
昆
地
を
削
擾
ど
か
む
掛
む
、
マ
ル
ク

ス
の
あ

の
命
題

は
、
「
第

一
の
否
定
」
に

つ
い
て
は
学
的
認
識

に
よ

っ
て
そ
の
必
然

性

が
証
明

さ
れ
る
べ
き
性
格

の
も

の
で
あ
る
が
、
「否
定

の
否
定
」
に

つ
い
て
は
倫
理
的
側
面
か
ら
も
そ

の
主
張

の
基
礎

づ
け
が
な
さ
れ

る

べ
き
性
格

の
も

の
で
あ
る
、
と

い
う

こ
と
が

で
き
る

で
あ

ろ
う
。
例

え
ば
、
疎
外

さ
れ
た
現
実

か
ら
の
解
放

に
よ
る
人
間
的
本
質

の
実
現

の
要
請
、
と

い

っ
た
よ
う
な
側
面

か
ら
。

そ
れ
だ
か
ら
、
本
質
主
義

の
見
地
か

ら

マ
ル
ク
ス
理
論

を
検
討
す
る
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
倫

理

学
的
な
側
面

に
立
ち
入

る
こ
と
が
必
要
と
な

る
が

し
か
も
そ
れ
は
ポ
パ
ー
に
よ
る

マ
ル
ク

ス
主
義
批
判

の
重
要

な
部
分

が
ヒ
ス
ト
リ
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シ
ズ

ム
的

道
徳

論

の
批

判

に
あ

る

こ
と

か

ら

な
お

さ
ら

必
要

と

な

る

の

で
あ

る
が

ら

ざ

る
を

え
な

い
。

、

し
か
し

こ
の
点

の
考
察

に

つ
い
て
は
別
稿

に
譲

さ
て
、
本
稿
は
方
法
論
的
本
質
主
義
と

い
う
見
地
か
ら

へ
ー
ゲ

ル
と

マ
ル
ク
ス
の
ヒ

ス
ト
リ
シ
ズ

ム
を
検
討
し
て
き
た
。

こ
こ
ま

で
の

考
察

で
明
ら
か
と
な

っ
た
の
は
、
方
法
論
的
本
質
主
義

は
歴
史
予
詫

に
適
し
た
方
法

で
は
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
方
法
論
的
本
質
主

義
は
そ
の
本
性

に
お

い
て
追
思
考

の
立
場

で
あ

っ
て
、
未
だ
現
存

せ
ざ
る
も

の
の
生
成

の
必
然
性

に

つ
い
て
は
そ
れ
を
示
す

こ
と
が

で
き

な

い
の
で
あ

る
。

注(
1

)

カ

ー

ル

.
R

・
ポ

パ

ー

『
歴

史

主

義

の
貧

困

」

久

野

収

・
市

井

一、↓郎

訳

、

中

央

公

論

社

、

一
九

六

一
年

、

四

九
ー
六

〇

ペ

ー
ジ

。

調
母

一
勺
8

や
Φ
お

§

鳴
ぎ

噌
鳴
、受

旦

零

的
、。
註
6
帖・。
ミ
勇

。
¢
§

αq
Φ
・
ピ
。
§

量

言

Z
霧

嶋
。
量

〉
突

国
含

。
戸

謹

⑰
も

。
曹
零

鐸

な

お
、
壽

喜

。
葺

の
訳

語
と

し

て
歴
史

主
義
、
歴

史
法
則
主
義

、
歴
史
信

仰
等

が
あ
る
が
、
本

稿

で
は
、
小

河
原
誠

『
ポ

パ

i

批
判
的

合
理
主
義
』

講
談
社

(
一
九
九
七
年
)

に
な
ら

っ
て
、

ヒ

ス
ト
リ
シ
ズ

ム
と
し

た
。

同
書

↓
四
ニ

ペ
ー
ジ
参
照
。
邦
訳

書
か

ら
引

用
す

る
際

に
も

ヒ

ス
ト
リ

シ
ズ

ム
と
書

き
直

し
た
。

(
2

)

K

・
ポ

パ

ー

艦
果

て
し

な

き

探

求

知

的

自

伝

(下

ご

森

博

訳

、

岩

波

書

店

、

一
九

九

六

年

、

二

四

ペ
ー

ジ

。

国
餌
ユ

℃
o
℃
℃
⑦
び

§

§

魯

織

O
黛
鳴
。q
野

工
蕊
ミ

妹鳴
N貯
6
㌧費
ミ

ム
ミ
o
ミ
o
σq
§

}
¥

2
Φ
≦

国
9

口
o
P

ピ
o
コ
α
o
劉

力
o
¢
二
巴

αq
ρ

一
8

卜。
w
O
」

=
`

(
3

)

カ

ー

ル

.
R

・
ポ

パ

i

『
開

か

れ

た
社

会

と

そ

の
敵

第

二

部

』

小

河

原

誠

・
内

田

詔

夫

訳

、

未

来

社

、

一
九

八

〇

年

、

一

一
ペ

ー
ジ

。

困
餌
ユ

勺
。
も
b
。
「

・
§

鳴
Q
廿
§

⑦
o
ら
斡鳴
憂

§

織
為
G。
肉
謹

§
器
⑭

O
o
置
2

一
駕
ぴ
一一①
Φ
国
α
三

〇
p

力
8

二
Φ
鳥
αq
ρ

目
8

恥
o
戸

お
8

も

』

ω
一
.

(
4

)

前

掲

『
歴

史

益

義

の
貧

困

』

互

、
.
ペ
ー

ジ

。

℃
o
O
℃
Φ
戸

S
ぎ

ぎ

竃

、
骨

ミ

.ミ

亀
o
識
9
恥
ミ

鳩
℃
』

。。
`

(
5

)

前

掲

の

ポ

パ

1

の
一、6

の
量
凹
と

、

カ

ー

ル

.
R

・
ポ

パ

i

『
推

測

と

反

駁

1

ー

科

学

的

知

識

の
発

展

』
藤

本

隆

志

/

石

垣

壽

郎

/

森

博

訳

、

一
九

八

〇

年

、

第

、、一、

一
五

、

一
六

章

(
閑
9
二

即

剛
8

U
Φ
「

噸
O
o
ミ
魯

ミ
越
的
§

織

沁
魯

ミ
嵩
§

『

吋
譜

O
さ
き
ミ

ミ

ω
9
§

、ミ

ら
映
§

ミ

鳴
番

、
句
一節
ゴ

①
巳

鉱
。
昌
・
"
。
¢
二
Φ
α
αq
Φ

・
ピ
o
コ
α
。
謬

鋤
コ
良

Z
Φ
芝

く
o
昆

」

O
。。
P

。。
藁

q
岬
一
①
.)
、

お

よ

び

、

カ

ー

ル

・
R

・
ポ

パ

i

『
客

観

的

知

識

進

化

論

的

ア

プ

ロ

1

チ
』
森

博

訳

、
木

鐸

社

、

　
九

ヒ

四
年

、
第

五

章

(
凋
餌
ユ

即

℃
O
O
O
會

噸
O
ミ
鳴
o
獄
能
鳴
映
§

ミ

§

㌔
出
謡
肉
§

馬ミ

ざ
蓉

電

》
導

、
o
§

鳶

Ω

繕

①
口
鳥
O
コ
℃
器
巳。
。・
"

O
駄
o
a

』

㊤
刈
N

窃
し

か

ら

。
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前

掲

『
開

か

れ

た

社

会

と

そ

の
敵

第

一
、部

』

一
八

ペ

ー
ジ

。

§

鳴
Q
篭
§

⑦
o
ら
暗
竜

§

織

駐

肉
ミ

ミ
賊鳴
的
"
娼
』

ω
ρ

同

上

、

二

二

ぺ
!

ジ

。

H玄
P
も

』

心
幽
.

同

上

。

一
玄
α
.

同

上

。

一玄
9

前

掲

『
推
測

と
反
駁
』

一
六
五

ペ
ー
ジ
。
O
o
ミ
象
ミ
越
肋
§

亀
沁
魯

ミ
職
§

偽
頃
P

一
〇
餅

同

上

、

一
六

七

ペ

ー
ジ

。

一玄
α
幽も

L

O
α
.

前

掲

『
開

か

れ

た
社

会

と

そ

の
敵

第

.
」部

』

一
〇

.

.⊥

○

.一、
ペ

ー
ジ

。

↓
ミ

Q
廿
§

切
象
暗
遷

黛
嵩
織
旨
鋤
肉
謡
鳴
ミ

俺
即

P

ω
ω
①
.

同

上

、

一
Q

一、
ペ

ー

ジ
。

一
玄
α
.

同

上

、

]
○

、二
⊥

〇

四

ペ

ー
ジ

。

一⊆
α
・も

P

ω
巽

1
。。
暉

前

掲

『
歴

史

L

義

の
貧

困

」

五

九

ー
六

〇

ペ

ー

ジ
。

↓
ミ

、
o
竃

壕
簿

9

ミ

無
。
篭
9
肋
ミ
増
P

ω
心
.

同

上

、

五

五

ペ

ー

ジ

。

一9
α
二
〇
■
ω
一・

同

上

、

五

八

ペ

ー
ジ

。

一玄
ゆ
'も

.
ω
ω
・

同

上

。
一
σ
帥α
・

同

上

。

一9
α
・

同

上

、

五

九

ペ

ー

ジ
。

ぎ

一〇
・

前

掲

『
開

か

れ

た
社

会

と

そ

の
敵

第

二

部

』

一
五

ペ

ー
ジ

。

S
ミ

Q
篭
§

の
8

器
竜

自
嵩
織
旨
。。
肉
註
鳴
ミ

鳴
軌
も

.N
ω
①
,

同

上

、

一
六

ペ

ー
ジ

。

一9

α
・も

.
卜。
。。
刈
・

同

上

、

、二
三

ペ

ー
ジ

。

冒

帥α
`
P

誤

刈
・

前

掲

『
歴

史

主

義

の
貧

困

』

六

〇

ペ

ー
ジ

。

↓
ぎ

ぎ

e
箋
竜

ミ

ミ

無
o
註
禽
。。ミ
℃
℃
"
。。
餅

前
掲

『
開

か

れ

た
社

会

と

そ

の
敵

第

一
部

』

一
.七

ペ

ー
ジ

。

↓
書

Q
唱
§

ω
0
9
鳴
墜

§

織
旨
。。
肉
ミ

§
器
勲

P

鉾

前

掲

『
開

か

れ

た

社

会

と

そ

の
敵

第

二

部

』

一
〇

.
一
ペ

ー

ジ

。

一ぼ
O
二
P

ω
ω
①
.

同

上

、

一
八

ペ

ー
ジ

。

一豆
α
.も

』

ω
9

同

上

、

一
八

お

よ

び

二

〇

七

ぺ
!

ジ

。

H玄

O
・も

・
器

P

℃
・
醤

鼻
.

マ
ル
ク

ス

『
資
本

論
第
.二
巻

b
』
資
本

論
翻
訳

委
員
会
訳
、
新

日
本
出
版
社

、

一
九
九

七
年
、

一
四
三
六

ペ
ー
ジ
。
さ

蓑

肉
薦

鳴
N肋
謹

寿

典
切
§

風
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零

O
δ
9

<
Φ
憎
置
α自
しロ
①
ユ
一戸

一
り
①
《

ω
燭
Q◎
卜0
9

(
30

)

同

上

『
資

本

論

第

一
巻

a
』

九

二

四

ペ

ー

ジ

。
Lミ
貸
蓑

肉
嵩
鷺

融

き

蕃

糞

切
§

亀
鎗

ω
・
ま

拝

(
31

)

前

掲

『
推

測

と

反

駁

』

一
六

七

ペ

ー
ジ

。

O
o
ミ
8

ミ
蕊
切
§

織

謁
§

ミ
畿
§

動

P

一
〇
伊

(
32
)

同

上

。

一げ
置
曹

(認

㌦

諜

翰

科
学
孤珊
と
.
ル
ク
ス
の
歴
史
理
捲珊
ー

ソ
連
崩
壊
に
よ

.
て
反
証
さ
れ
た
も
の
は
何
か
L
『経
済
貿
易
研
究
』
研
究
所
年
報

(
34
)

ポ

パ
あ

ヒ
ス
ト
リ

シ
ズ

ム
批
判

に
は
も
ち

ろ

ん

こ
れ
以
外

に
も
幾

つ
か

の
論
点

が
あ

る
。
橋
本
努

冒

由

の
論
法

ポ

パ
ー

●
ミ
↓

ス

.

ハ
イ

エ
ク
』

創
文
社

、

一
二
二
⊥

二
三

ペ
ー
ジ
参
照
。

(
35
)

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
と

↑

ゲ

ル
と

マ
ル
ク
ス
の
思
想
史

的
関
係

を
取

り
扱

っ
た
も

の
と
し

て
は
次

の
も

の
が
示
唆
的

で
あ
る
・
内

田
弘

羅

済

学
批

判
要
綱
』

の
研
究
』

新
評
論

、

一
九

八

二
年
。

0。
8

洋

ζ
虫
鉱
ρ
穿

亀
ミ
軌ミ
帯
§

§

ミ
鳴
§

§
αロ
ミ

ミ

漆

、
こ
§

§

U
儒
臭

≦
O
詳
貫

ピ
O
a

O
戸

お
。。
警

§

蓑

黛
遷
織
訟
置
恥
鳳。
匙
驚
、
ミ

隷
偽
妹鳴
恥
嵩
辞

6
鳴
ミ
黛
遷

9

§

§

ω
。
ら
§

§

8
遷

§

織
o
§

§

ミ

』
ミ
鳶
ミ
童

Φ
農

&

ξ

0
8

吋。q
Φ
国
謄
ζ
8

畳

ξ

曽

幻
O
≦
ヨ
o
ロ
卿

ご

け二
Φ
識
Φ
δ

℃
ロ
巨
一ω
ゴ
雪
o。

噸
ぎ
P

ち
㊤
P

(
36
)

『
ア
リ

ス
ト

テ
レ

ス
全
集

3
』

(
『
自

然
学
」
)
出
隆

・
岩

崎
允
胤

訳
、
岩
波

書
店
、

一
九

六
八
年
、

七
七

ペ
ー
ジ
。

(
37
)

『
ア
リ

ス
ト

テ
レ
ス
全
集

6
』

(
『
霊
魂

論
』
)

山
本
光
雄

訳
、
岩
波

書
店
、

一
九
六
八
年

、
三
九

ペ
ー
ジ
。

(
38
)

『
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
全

集

8
』

(
『
動
物
部

分
論
』
)
島
崎

三
郎

訳
、
岩
波

書
店
、

一
九
六
九
年
、

二
七

一
ペ

ー
ジ
。

(
39
)

同
上
。

(
04
)

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
四
原
因
説

と
生
成

理
論

に

つ
い
て
の
要
約

は
、
主

に
、
冒

然
学
』
第

、
巷

、
『
形
而
上

学
』
笙

・
五
・
七

・
九
・

三

巻

か

ら

の
も

の
。

(
14
)

へ
ー
ゲ
ル

『歴
史
哲
学
嚢

(上
)
』
長
谷
川
宏
訳
、
岩
婆

庫
、
冗

九
四
年
、
一、」九

ぺ
↓

。
9

ヨ

、

寒

壽

簿
§

窪

§
譜

寒

ミ

⑪§

ミ

斜
蕃

巴

N

Qo
口
膨
蒔

缶
ヨ

℃

<
⑦
ユ

山
ゆq

閃
毒

口
ζ

¢
箕

ロ
ヨ
」
≦

鋤
ぎ

一
鷲

ρ

ω
・
ω
一
・

(
42

)

同

上

、

三

八

ペ

ー

ジ

。

団
げ
α

・冒
Q。
.
。。
O
.

(
43

)

同

上

、

四

】
ペ

ー

ジ

。

国
9

』
ψ

。。
P

(
44

)

同

上

、

三

九

ペ

ー

ジ

。

国
9

."
ω
.
ω
け

(
45

)

同

上

、

九

九

ペ

ー

ジ

。

南
銭

`

o。
.
刈
9
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(
46
)

同
上
。
国
σ
P

(
47
)

同
上
、

一
八

三

ペ
ー
ジ
。
国
9

`
Q。
.
置
ρ

(
48
)

同
上

『
歴
史
哲
学

講
義

(
F
)
』

三
五

ニ

ペ
ー
ジ
、

国
げ
α
こ
Q。
.
α
鐸

(
49
)

ウ

ォ
ー
ル
タ
ー

・
カ
ウ

フ

マ
ン

「
へ
ー
ゲ

ル
神

話
と

は
な

に
か

ポ

ッ
パ

i
批
判
」
丘
澤
静
也

訳

『
現
代

思
想
』
臨
時

増
刊
第
六

巻
第

一
六
号
、

青

土
社
、

参
照
。

(
50
)

前
掲

『
開

か
れ
た
社
会

と

そ

の
敵

第

二
部
』

五

一
ペ
ー
ジ
。

§

偽
Q
嚇
§

の
8
暗
竜

§

織
、
騎
肉
越

ミ
暗
。。も

・
培
。。
.

(
51
)

ポ

パ
ー
は

「
ヒ

ス
ト
リ

シ
ズ

ム
は
、
革
命

家
あ

る

い
は
さ
ら

に
改
革
者

に
対
し

て
よ
り
も
、
保
守

的
弁

護
者

に
い

っ
そ
う
適
合
す

る
見
解

で
あ

る

と
言

わ
ざ

る
を
え
な

い

で
あ

ろ
う
」
と
記

し
、
「
実
際

、

ヒ
ス
ト
リ

シ
ズ

ム
は
、

ヘ
ー
ゲ

ル
に
よ

っ
て
そ
う
し
た
傾
向

で
利

用
さ

れ
た
」
と
述

べ
て

い

る
が

(
同
上

、

一
九

三

ペ
ー
ジ
。
ぎ
一α
.も
'
溝

ご

、
本

稿

の
以
下

の
部

分

は
、
本
質
主
義

的

ヒ

ス
ト
リ

シ
ズ

ム
の
こ
う
し

た
性
格

を

よ
り
立

ち
入

っ
て

検
討

し

よ
う
と
す

る
も

の
で
あ

る
。

　 　
5958
))

　 　 ノへ 　 　 　
575fi55545352
))))))

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス

『
形

而

上

学

(下

)
』
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