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デ
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岬
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仲
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ヂ
イ

ル
タ
イ
哲
學

と
脛
濟
哲
學

第
三
十
二
巻

由ハ
一
二

第
四
號

二
四

デ

ィ

ル

タ

イ

哲

學

ご

維

濟

哲

學

(
一
)

石

川

興

二

今

日
ま

で
経
濟
哲

學

は
多

く
「
學

の
哲
學
」
の
立
場

に
於

て
考

へ
ら

れ
た
の
で
あ

る
が
、
私
は

こ
れ
を

「
生

の
哲

學
」

の
立
場

に
於

て
潔

へ
た

い
と
思

ふ
の

で
あ

る
。
而

し

て
ヲ
ッ
ケ

川
ト
は

「
學

の
哲

學
」
の
中

心
を
な
せ

る
に
労

し
デ

ィ
ル
タ

イ
は
現
代

の
「
生

の
哲
學
」
の
中

心
を
な

せ

る
が
故

に
、
私

は
先

づ
経
済
哲
學

を
デ

ィ
ル
タ
イ
哲

學
と

の
關
係

に
於

て
考

へ
ん
と
す

る
の
で
あ

る
。

こ
の
こ
と

に
よ

っ
て
、
「
生

の
・哲
學
」
の
立
場

に
於

て
初

め

て
経
濟
哲

學

が
確

立

せ
ら

る

べ
き
も

の

で
あ
り

、
ま

た
デ
ィ

ル
タ
イ
が

「
精
油
科
學

の
認
識

論

の
創

造
者
」

と
せ
ら

る
、
所

以

も
明

に
さ

る
る
で
あ
ろ
う

。

経
済
哲

學

の
研
究

に
當

っ
て
は
第

一
に
経
済
哲

學
な

る
概

念
が
明

に
せ
ら
れ

る
こ
と
を
要

す

る
の
で
あ

る
が
、

此

が
爲

に
は
先
づ
哲

學
な

る
概
念

か
明

に
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
然

る
に
此
概
念

は
未

だ
十
分

明

に
さ
れ

て
居
な

い

の
で
あ

っ
て
、
英
主

実
る
原

因
の

一
は

.
経
濟

な

る
概

念

に
於

け

る
と

同
様

に
、
此

を
明

に
す

る
方
法
が
確

立
せ

ざ

る
に
よ

る
の
で
あ

る
。
.然

る
に
デ
ィ

川
タ
イ
は
優

れ
た

る
方
法
を

も

つ
て
生

の
哲
學

の
立
場
よ
り
此

を
明
確

に

し
て
居

る
の
で
あ

る
。
而

し

て
ま
た
求
人

が
哲

學
な

る
も

の
を
何
と
考

へ
て
居

る
か
を
知

る
こ
と

は
、
其

人

の
哲

1)拙 著「精油科學的経濟學 の基礎問題」第 一六頁以下参照



學
を

理
解
す

る
鍵

と
な

る
の
で
あ

る
。
斯

く

て
滋

に
先
づ
デ

ィ

ル
タ
イ

に
於

て
哲

學

の
概
念

を
明

に
し
、
此

に
即

し

て
経

済
哲
學

の
概
念
を

明

に
せ
ん

こ
と

は
、

デ
ィ

ル
タ
イ
哲

學
研
究

の
出

登
貼

と
し
て
も
ま
た
生

の
哲

學

の
立

場

に
於

け

る
経
濟
哲

學
研
究

の
出
登
鮎

と
し

て
も
必
要

な

る
こ
と

で
あ

ろ
う
。

繭

デ

ィ

ル
タ
イ

は
『
哲

學

の
本
質

』
に
於

て
優

れ
た

る
學

的
方
法
を
以

て
哲
學
な

る
概
念
を
朋

に

せ
ん
と

し
た
。
而

し

て
彼

は
此
方

法

は
凡
て
精
帥
諸
科

學

の
主
語
概

念
を

明

に
す

る
爲

め

の
方
法

で
あ

る
と
す

る
の
で
あ

る
が
、
此

方
法
自
髄

の
意

義

の
詳

し
き
考
察

は
、
此

を
経
済

學

の
室

語
概

念
た

る
「
維
濟
」
の
決
定

の
場

合

に
譲

り
.
滋

に
は

哲
學

の
概
念

を
明

に
す

る
に
必
要
な

乃
程
度

に
止
め

る
こ
と
と
す

る
。

即

ち
デ
ィ

ル
タ
イ
の
哲
學

の
概
念

の
決
定
方
法

は

二
段

よ
り
成

っ
て
居

る
。
第

一
は
彼

が

「
哲

學

の
本
質

の
決

め

定

の
爲

め
の
歴
史

的
方

法
」

と
云

へ
る
も

の

で
あ

り

.
第

二
は

「
精
油

界

に
於

け

る
位
置

か
ら
理
解

<
。
韓
・
訂
昌

さ

れ
た

る
哲
學

の
本
質

」
と
云

へ
る
も
の

で
あ

る
。
前
者

に
於

て
彼

は
歴
史
上

に
於
け

る
哲

學

の
事

實

よ
り
哲

學

の
本
質

的
諸
特

徴
を
求
め

、
後
者

に
於

て
は
哲

學
を
個
人

的
並

に
肚
會

的
生

に
於

け

る
機
能
と

し

て
把
握

し
九
。

此

哲
學

の
概

念
構
成

の
方

法

の

意
義

は
此

を
彼

の

哲

學

の
根
本

概
念

で
あ

る

と

こ
ろ
の

目
o
げ
o
P

>
湧
砕
言
『

<
o
韓
魯
窪

(
生
、
表

現
、
理
解
)
の
關
係

よ
り
そ

の
骨
子

を
明

に
す

る
こ
と
が
出
家

る
。
即
ち
哲
學

な

る
事
實

は

精

興
的
所
産

で
あ
り
即
ち
肚
會

的
並

に
個
人
的
生

の
表
現

で
あ

る
。
從

っ
て
此
車

賃

に
於

て
求

め
ら

れ
た

る
哲
學

ゲ
イ

ル
タ
イ
哲
學
と
経
濟
哲
學

第
三
+
二
巷

六

一
三

第
四
號

二
五

1)

2)
3)

``DasWesendeaPhil。sophie ・,

S・339以 下)

G.5.Kd.V.S・345・

Ebenda.S・371

(D三llheyElGc5ammclteSchriften.13d.V.



ゲ
イ

ル
タ
イ
哲
臨
宇
と
経
済
哲
學

第

三
十
二
巻

山ハ
一
四

第

四
曲
枷

一
一
山ハ

の
本
質

的
諸
特

徴
よ
り
、
か

〉
る
本
質
的
諸
特
徴

を
有

す

る
事
實

を
其
表

現
と

す

る
と

こ
ろ

の
哲

學
機
能

を
生

の

中

に
求
め
、
此
哲

學
機
能

に
於

て
諸
特
徴
を
統
括

し
理
解

す

る
の
で
あ

る
。
然

る
後

か
く
て
知

ら
れ
た

る
哲

學
的

諸
機
能

の
普
遍

的
性

質
と

し
て
、

從

っ
て
哲

學

の
最
も
普

遍
的

な

る

機
能

と
し

て

哲

學

の
統

一
的

本
質

的
概

念

住
器

o
写
ず
o
岡三
o
げ
o
≦
、o
留
口
匹
巽

℃
三
δ
切o
唱
窪
o
が
明

に
さ
れ

る
の
で
あ

る
。

拠

て
此

歴
史

的
方
法

は
哲
學
的
事
實

を
前
提

と
す

る
。
然

る
に
哲
學

的
事
實

な

る
こ
と

の
規

定
は
哲

學

の
何

な

る
か
を
前
提

と
す

る
似
此
概
念
構
成

に
於

砂

る
避

く
可
ら
ざ

る
循
環

よ
り
來

る
不
礎
質
性
は

、
人

々
が
何

が
哲
學

な

る
か
を
考

へ
る
時
帥
ち
人

々
が
哲
學

な

る

一
般

的
表
象

≧

一びq
①
ヨ
①
ぎ
お
「ω仲・
ご
毎
㈹

を
作

る
時

に
、
頼

り

と
す

る

と

こ
ろ

の
代
表

的
諸
哲

學
膿
系

よ
り
出

登
し
、
前

述

せ
し
が
如

き
仕
方

に
於

て
次
第

に
確
實

な

る
方
法

に
進
む

こ

と

に
依

っ
て
打
勝

ち
得

る
と
彼

は
考

へ
た
の
で
あ

る
。
か
く

て
先
づ
彼

は
か
く
の
如

き
代
表
的
諸
禮
系

に

つ
い
て

普
遍

的
な

る
事
態

を
確
定

せ
ん
と
し

二

つ
の
共

通

的
な
形
式

的
特
徴
を
確

め
た
。
其

一
は
全

般
性

の
特
性

(∩
冨
ー

ヘ

ヘ

へ

毒
茸

Φ
『
血
2

q
三
く
o
「
。。
巴
詫
蝉
け)

で
あ

っ

て

聯

關

付

N
⊆
墨
ヨ
∋
窪

奮

ω
毒

槻

の
努

力

が

こ

れ

に
相

當

す

る

。

其

二

は
並
旦
遍

ヘ

ヘ

へ

要
當

的
智
識

の
要

求

(国
o
a
2
琵
ぴq

巴
而
o
B
。
ぎ
αq
雷
三
『
口

≦
凶。・。・o
蕊
)
で
あ

っ
て
根
慷

付

切
①
噸
O
巳

旨
㎎

に

於

て

最
後

の
鮎

に
至

る
迄

潮

っ
て
行

く
努
力

が

こ
れ

に
相
當

す

る
の
で
あ

る
。
更

に
此
等

の
諸
膿
系

に
は
或
輪
廓

に
於

て
内

容
的
關
聯

が

見
ら

れ
た

の
で
あ

る
。

斯

く
て
明

に
さ

れ
た

る
共
通
的
特

徴

に
於

て
思
惟

は
如
何
な

る
範
囲

に
於

て
他

の
諸

髄
系

も
亦
哲

學
の

領
域

に



属

す

る
か

を

定

む

る
標

準

を
得

た

の

で
あ

る
が

、
此

標

準

に
よ

っ
て
哲

學

の

領
域

に
属

す

る
こ
と

が

明

に
さ

れ
た

る
諸

哲

學

艦

系

は
歴

史

的
聯

關

を

成

せ

る
も

の
な

る
が

故

に
デ

ィ

ル
タ

イ

は

次

に
此

歴

史

的
聯

關

よ
り

更

に
哲

墨
・

の
諸

特

徴

を
吟

味

し
補

は

ん

と

し

た

。
斯

く

て
彼

は

ギ

リ

シ
ャ

に
始

ま

b

二
十

世
紀

に
至

る
衝

撃

の
諸

膿

系

を
歴

史

的
聯

關

に
於

て
考

察

し
た

。

而

し

て

そ

こ

に
全

般

性

へ
の
、
而

し

て
根
標

付

へ
の
同

じ
傾

向

島
。
..
ぎ
ゆ
目
ゆ
コ
ユ
.
コ
、

N母

d
博
固く
①
『ω匿

聾

』

F一「
bd
品

急
鼠

茸

σQ

を
見

た

の

で
あ

る
。

斯

く
哲

學

史

上

の
諸

事

實
.よ

り
哲

學

の
本

質

的

諸

特

徴

を

蹄
納

的

に
誘

き

出

し

た

る
デ

ィ

ル

タ
イ

は
今

や

「
か

…

て
得

ら

れ

た

る
暫

學

の
譜

本

質

特

徴

の
個

人

並

に
肚

會

の
構

造
聯

關

に
於

け

る
位

畳

を
究
.め

、
哲

學

を

個

人

並

に
肚

會

に
於

け

る
生

き

生

き

し
た

機

能

(。
ぎ
。
冨
σ
Ω
三
斜
。

悶
ρ=
一蓋

o
巳

と

し

て
把
握

」
せ
ん

と

し

た

の

で

あ

る
が

、

彼

は

こ
の

こ

と

を

心

的

生

命

の
構

造

聯

關

(。∩
博「二
審
≒
匿
・・9
3
ヨ
①
嶺
富

岳

牙
ω
匂∩
。
巴
ω
三
①
σ
。
話
)
の
賃

銭

性

を

基

礎

と

し

て
籍

し

て
居

る

の

で
あ

る
。

即

ち

心

的
生

命

の
構

造
聯

關

の
基

礎

形

式

は
細

て

の
心

的
生

命

が
環

境

に
よ

っ
て
制

約

さ

れ

て
居

り

而

し

て

此

環

境

へ
合

目

的

的

に
働

き
返

へ
す

と

い
ふ

こ
と

に
よ

っ
て

規
定

さ

れ

て

る

る

の

で
あ

届
。

帥

ち
人

間

的
生

命

は
絶

へ
す

対

象

把

握

O
Φ
鵯

奮
薮
⊇
。ま

冨

ω
〉
=
評

・。給
コ

よ

り
把

握

さ

れ

た

る
も

の

の
慣

値

評

定

≦
-。
.一国
σ
.6
,
馨
N仁
コ
σq

へ

而

し

て
此

償

値

評

定

よ

り
此

に
導

か

れ

て

目

的

定

立

並

規

範

附

與

N
ミ
角
落

①賞
.
目
σq

=
コ
匹

即
。
σq
。
㎡
。
σ
昌
昌
㈹

へ
と

進

み
以

て
實

在

に
働

き

か

け

る
の

で
あ

る
。

か

く
此

三
種

の
態

度

の
仕

方

く
①
}
9
ぎ

.
四
のゴ
、.
頃・・。

に
於

て
成

立

つ
三

種

ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
郷
二濟
哲
學

第
三
十
二
巷

.

六

一
五

第
四
號

二
七
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ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學

と
経
済
哲
學

第
三
÷
二
巻

六

一
六

第
四
號

二
八

の
智
識
即

ち
貴

在

の
智

識

、
僧
位

の
智
識

、
目
的
並

に
規
範

の
智

識

に
基

い
て
生
を
實

現
す

る
の
で
あ

る
。
そ

れ

故

に
人

間
的
生
命
は
自

己
の
生

の
實

現
を

一
層

確
實

に
せ
ん
が
薦

め

に
絶

へ
す
此
等

三
種

の
態

度

の
仕
方
を
目
麗

し

各

々
の
智

識
を
普
遍
安

當
的
智
識

の
方
向

へ
高

め
、
更

に
此
等

三
域

の
内

的
聯
關

を
客
観
的
姿
當
的
智
識

に
於

て
把

へ
や
う
と
努

め

る
。
即

ち
弦

に
個
人

の
生

の
中

に
於

て
、
智

識
を
根
擦
付

け
聯
關

付
け
以

て
生
を
高

め
ん

と

す

る
哲

學
的
機
能
が
見

ら
れ

る
。
斯

く
て

「
哲

學

な

る
も

の
ぱ
人

間

の
構
造

の
中

に
備

は

つ
て
み
る
]

の
で
あ

る
。

斯

く
デ
ィ
ル
タ
イ
は

哲

學

の
機
能

を
究

極

に
於

て
人

間
的
生
命

の
貴

賎
的
構
造

に
基
礎
付
け

て
居

る
の
で
あ
.る

が
、
此

こ
と

は
「
生

の
哲

學
」
に
と

っ
て
重
要

な

る
意

義

を
有

す

る
。
即
ち

か
く

て
哲

學
な

る
も

の
は
同

じ
く
人

間

的
生
命

の
貴
賎

的
構

造

に
基

く
と

こ
ろ
の
経
濟
學
其
他

の
精
油

科
學

を
直

接

に
基
礎
付

け
得

る
と

こ
ろ

の
も

の
と

へ

な
り

、
更

に
そ
れ
自

ら
生
を
支
配

す

る
力
と
な

る
の
で
あ

る
。
此

こ
と
は
以
下
更

に
詳

に
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。

「

諸
個

人

に
於

け

る
此

一
様

な
る
構

造
よ
り
哲

學
的
文
化
膿
系
と

呼
ば
れ

る
目
的
聯

關
が
成
立
す

る
。
次

に
此

も

の

に

つ
い
て
、
肚
會
的
生

に
於

け

る
哲
學

の
機
能

が
明

に
さ
れ
ね
ば
な
ら

ね
。

第

一ア
イ
婆

・
は
墓

的
文
化
緊

の
糞

に
於
て
、
先
づ
其
他
の
文
化
繋

　

、
籍

、
宗
漱
、
哲
學
の
文

鴨

化
膿
系

を
匪
別

し
其
共

通
性

を
以

て
結
局
限
定

さ
れ
た

る
目
的

に
塞
ち

こ
め
ら
れ

る
こ
と

の
な

い
と
云

ふ
こ
と

に

趾

　

　

　

基

く
と

し
て
居

る
。
而

も
更

に
意
志

的
態
度

の
別

よ
り
宗
激
、
哲

學
を
藝

術
よ
b
廣

別
し

て
居

る
。
帥
ち
詩
は
限

α

定
さ

れ
た
る
目
的
決
定

の
み
な
ら
す
意
志
的
態
度
自
膿

を
排
除

す

る
。
此

に
謝

し
て
宗
敏
と
哲
學

と

の
恐

の

べ
き

⇒



眞

面
目
さ

は
我

々
の
心

の
構
造

に
於

け

る
實

在
把
握
よ

り
目
的
定

立

に
至

る
内
面
的
聯
關

を
そ
れ
が
深

み
に
於

て

把
握

し
而

し
て
此
深

み
よ
り
生
命
を
形
成

せ
ん

(号
・。
訂

σ
①
=

σq
霧
邑

笛
卍)
と
す

る
と

こ
ろ

に
存
す

る
。
斯

く
内

的

に
結
ば

れ
て
生

を
形
成

す

る
と

云

ふ
同
じ
志
向

を
有

す

る
が
故

に
爾
者

は
生

存

の
矯

め

に
職

は
ね

ば

な
ら

ぬ
の

で
あ
.る
。
雨
着

に
於

て
心
情

の
深
遠

な

る
意
味

と
概
念

的
思
惟

の
普
遍

委
當
性

と
が
互

に
相
孚

ふ
の
で
あ

る
と
述

べ
て
居

る
。

帥

ち
個
人
的
生

に
於

け

る
哲

學
的
機
能

の
特
色
と

同
じ
く
肚
會

的
生

に
於
け

る
哲

學

の
機
能

の
特
色

は
概

念

の

普

遍
妥
當
性

に
基

い
て
生

を
全
般
的

に
支
配
形
成

す

る
に
あ

る
の
で
あ

る
。
而
し

て
こ
の
こ
と

は
、
以

下
考
察

せ

ら

る

べ
き
肚
會

的
生

に
於

け

る
哲

學

の
二
面

の
機
能

た

る
哲

學
的
人
生
観

に
於

て
も
ま

た
諸
文
化
域

の
哲

學

に
於

て
も
同
様

な
の
で
あ

る
。
而

し
て
哲

學

の
機
能

を

か
く
把
握

す

る
と

こ
ろ

に
生

の
哲

學
者
と

し

て
の
彼

の
立
場
が

よ
く
現
ら

は
れ
て
居

る
の
で
あ

る
。

彼

は
哲

學
的
文
化
膿
系

に
於

け

る
哲

學
的
機
能

と
し
て
先

づ
哲

學
的
世
界
観

を
見

て
み
る
。
而
も

こ

〉
に
注
意

す

べ
き

ア㌔
と

は
今

日

の
経
済

學

に
と

っ
て
世
界

観

の
問
題

が

、

マ
ル
ク

ス
の
唯
物
史
観

に
よ

っ
て
、
特

に
重
要

な

る
意

義

を
有

す

る

に
至
り
、
從

っ
て
ま

た
世
界
観

の
論
を
以

て
彼

の
哲

學

の
重
要

な

る
課
題

と

せ
し
デ

ィ

ル
タ
イ

め

世
界

観
論
が
、
今

日
の
維
濟
哲

學

に
と

っ
て
密

接
な

る
關

係

を
有

す

る

こ
と

で

あ

る
。
「
諸

々
の
命

題

の
間

に

存

す

る
が
如

き
根
撮
付

け

(ヒd
ゆ
㈹
三
巳

巷
σq
)
の
關
係

は

、
實
在
認
識

(≦
マ
パ
汗
算

o
一諾
①
蒔
①
コ
三
訂
芭

に
謝

し

て
明
讃

ゲ
イ

ル
タ
イ
哲
學
と
経
済
哲
學

,

第
三
十
二
巷

六

一
七

第
四
號

二
九



一ア
イ

ル
タ
イ
哲
賄孕
と
経
済

哲
學

第

三
十

二
巻

山ハ
一
八

第
四
號

一二
〇

の
確
固

た

る
基
準

を
要
求
す

る
。
諸
慣
値

の
領
域

(図
①
σq
δ
旨
α
2

芝

①
膏

)
に
於

て
は
正

に
こ
の

こ
と

に
よ
り
客
観

的
慣
値

の
假
定

へ
の

み
な
ら
す
絶
膿

的
慣
値

(・
三

∈
き
・
鼻
'σq
梓霧

≦

①
ε

の
要
求

へ
の
思
惟

の
進
行
が
成
立

つ
。

而

し

て
同
様

に
し

て
我

々
の
意
志

行
爲

の
域

(O
①
ユ
Φ
9

巨
ω輿
2

≦

配
①
房
冨
巳

ξ
色

に
於

て
は
思
惟

は
最
高
善

叉
ば
最

高
規
範

(6
ぎ

ま

。
}韓
窃

O
舞

&
。
『
9
お

。
ぴ
の
韓

。
寄

σQ
e

に
到
達

す

る
時
初
め

て
休

止
す

る
。
生

を
成

.
す
諸
契

機
は
斯

く
概

念

の
普
遍
化
及

び
命
題

の

一
般

化

に
依

っ
て
そ
れ
ぞ

れ
膿
系

を
成

す
。
膿
系

的
思
惟

の
形
式

と

し
て
の
根
撮
付

は
此

艦
系

の
各

に
於

て
概
念
的
構

成
分
子
を
往

々
明

晰

に
盆

々
完
全

に
連
絡

す

る
。
而

し
て
此

等
諸
膿

系
が
到
達

す

る
と

こ
ろ

の
最
高

の
諸
概
念
帥

ち
普
遍
的
存
在
究
極

的
根
源

、
絶
膿

的
償
値

、
最
高
善

は

目

的
的
聯

關

の
概

念

に
於

て
包
括

さ
れ

る
」
。
而

し
て
斯

く
「
世
界

観

が
概
念

的

に
把
握

せ
ら
れ
旗
振

付
け
ら

れ
而

し

わ

.て
普
遍
安
當
性

に
高

め
ら

れ
る
時
我

々
は
そ
れ
を
形

而
上
學

(三
。
ド
℃
ξ
。。ε

と
名
づ
け

る
の
で
あ

る
」
。
帥

ち

デ

ィ

〃
タ
イ
は
哲
學

的
世
界
観
即
ち
形

而

上
學
を
以

て
、
心
的
構
造

の
三

つ
の
態
度

の
仕
方

に
於

て
成

立

つ
三
種

の

経
験
を
哲

學
的
態
度

で
あ

る
と

こ
ろ

の
聯

關
付

(N
器
p
B
ヨ
8
醇

ω§
σq
)
及
び
根
擦
付

(団
ω
σq
a
匿

=
謁

)
に
よ

っ
て

客
観
的

対
象

的
統

一
へ
ま

で
絡
揺
す

る
機
能
と

し

て
考
察

し
て
居

る
。
而

し
て
此
世
界
観
が
人
生

を
支
配

せ
ん
と

す

る
強

き
力

で
あ

る
こ
と

は
前
述

せ
し
如

く

で
あ

る
。

デ
ィ

ル
タ
イ
は
世
界
観

の
型

を
考
察

し
此

を
三
種

に
分

っ
て
る

る
。
即
ち
世
界
観

に
は
三

つ
の
型
が
あ

る
の
で

あ

る
が

、
そ

れ
は
世
界
観

が
心
的
生
命

の
構

造

に
於

け

る
三

つ
の
態
度

の
仕
方

(<
・
臣
巴
2
轟
・。≦
・
奮

)
に
よ

っ
て

1}G.S.Bd.v.s.S.
2)Ebenda.S.40i.
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決
定

さ
れ

る
こ
と

に
よ

っ
て
生
す

る
の
で
あ

る
。
帥

ち
世
界
観

が
劉
象
把
握

の
態
度

に
よ

っ
て
決
定
さ
れ

る
時

に

は

こ
の
も

の
に
於

て
は
因
果

の
概
念

が
支

配
す

る
。
此
概
念
が
経
験

を

一
面

的

に
規
定

す

る
な
ら
ば
偵
値
及

目
的

の
概
念

の
入

る
絵
地

は
な

く
な

る
の
で
あ

る
。
而

し

て
此
世
界
解

糧
は
物
的
世
界

よ
り

の
精
肺
的
世
界

の
解
澤

と

云

ふ
形

を
と

る
。

か
く
て
自
然
主
義

、
唯
物
主
義

、
實

謹
主
義

が
成

立

つ
と

し

て
居

る
。

マ
ル
ク

ス
の
唯
物
史

観

の
性
質

は
此

に
近
き

も

の
と

し

て
考

へ
得

ら
れ

る
で
あ
ら
う
。

衣

に
世
界
観

が
戚
情
生
活

の
態
度

に
よ

っ
て
決

定

さ
れ

る
時

に
は
償
値

の
概
念

が
支
配
し
全
實
在

は
内

的
な

る
も

の
の
表
現
と
し

て
現

は
れ
、
「
客

親
的
理
想
主
義

」

が
成
立

つ
、
例

へ
ば

ヘ
ー
ゲ

ル
の
世
界
観

は

こ
れ
で
あ

る
。
最

後

に
意
志
的
態

度

に
よ

っ
て
世
界
観
が
決
定

さ
れ

る
時

起
は
目
的

の
概
念

が
支

配
し

、
「
自
由

の
理
想
主
義

」
が
成

立

つ
。

デ

ィ

ル
タ
イ
は
哲

學
的
世
界
観
即

ち
形
而

上
學

の
課
題
を
以

て
不
可
能

な
b
と
す

る
の
で
あ

る
。
即
ち
哲

學

的

世
界
観
帥

ち
形
而

上
學

は
心
的
構

造

に
於

け

る
三
種

の
態

度

の
仕
方

に
基

く
経
験
が

客
観

的
樹
象

的
統

一

(9
需

。
σ
オ
耳
貯
・
鵬
・
σq
・
霧
叶ぎ
ら
一号
・
国
ぎ
ゴ
鼻
)
に
総
括
さ

れ

る
こ
と
を
要
求
す

る
。
然

し
圭
観

は
此
等
態

度

の
仕
方

の
い

つ

れ
か

に
敢

て
從

っ
て
此
等

の
態
度

の
仕

方
よ
り
生

す

る
浮
在

、
原
因

、
慣
値

、
目
的
な

る
基
本
範
疇

の
中

の
或

一
つ
に
從

っ
て
世
界

に
撤

し
得

る
の
み
で
あ
り
從

っ
て
我

々
が
世
界

に
撤
す

る
關
係

の
或

る

一
面
を
知
り
得

る
に

過

ぎ
な

い
の
で
あ

っ
て
、
此
等
総

て
の
範
疇

の
聯
關

に
よ

っ
て
規

定
さ

れ
る
よ
う
な
全
禮

の
關
係

は
こ
れ
を
客
観

的
安
當
的

に
知
り
得

な

い
の
で
あ

る
。

こ
れ
形
而

上
學

が
不
可
能

な

る
第

一
理
由

で
あ

る
と
す

る
の
で
あ

る
。
夏

ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
経
済
哲
學

,

第

三
十
二
懸

六

一
九

第
四
號

三

一



ヂ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
纒
濟
哲
學

第
三
十
二
巻

六
二
〇

第
四
號

三
二

に
形

而
上
學

は
此
等

の
態
度

の
仕
方

の
各

に
於

て
終
局
原

因

、
無
制
約

的
償
値

、
無
制

約
的
目
的
を
客

観
的
姿
當

的

に
求

め
る
の
で
あ

る
が

、
こ

の
こ
と
が
ま

た
不
可
能

で
あ

る
と
す

る
。
而
も
爾

ほ
彼

は
世
界
観

に
積
極
的

な

る

慣
値

を
認

め
而

し
て
世
界
観

に
關

す

る
哲

學
を
認

め

る
の
で
あ

る
。
即

ち
哲

學

は

一
つ
の
形
而
上
學

的
腱
系

に
よ

つ
て
世
界
を

そ
れ
が
本
質

に
於

て
把
握

し
得

す
、
ま
た
此

認
識
を
客
観

的
安
當
的

に
讃

明
す

る
こ
と

を
得

な

い
。

然

し
な
が
ら
恰
も
眞

面

目
な

る
詩

に
於

て
、
嘗

て
見

ら
れ
な
か

っ
た
人
生

の

一
つ
の
相
が
露
出

さ
れ
、
斯

く
て
詩

の
全

艦

に
於

て
我

々
は
人
生

の
全
膿

的
な
相

に
近
づ

き
得

る
が
如

く

に
、
典
型
的
な
世
界
観

の
各

々
の
中

に
は
世

界

人
生

の

一
つ
の
具
相

が
啓

示
さ
れ

て
居

り
、
此
等

の
世
界
観

の
歴
史

的
過
程

を
方

法
的

に
分

析
す

る
と

こ
ろ
の

世
界
観

論

に
於

て
は
世
界
人
生

の
量

り
知

れ
ぬ
深
さ
が
経
験

さ
れ

る
の
で
あ

る
。
斯

く
て
世
界
観

に
關

す
る
デ
ィ

ル
タ
イ

の
哲
學

は
此
世
界
観

論

(≦
・
羅

諺
畠
窪
=
5
碧
δ
ず
一・・
)
と

し

て
成

立

つ
の
で
あ

る
。
而

し
て
本

年
公
刊
さ

れ

た
全
集
第

八
岩
は

こ
れ

に
相
當

す
る
も
の

で
あ

る
が
故

に
、

デ

ィ
〃
タ
イ

の
世
界
観

論
と
そ

の
経
済
哲

學

に
謝
す

る
關

係

の
詳

細
は
此

に
於

て
初

め
て
明

に
さ
れ
得

る

の
で
あ

る
。

斯

く

の
・如
き
デ
ィ

ル
タ
イ
の
立
場

よ
り
し

て

マ
ル
ク

ス
の
唯
物
史
観
叉

は
経
濟
史
観

な

る
も

の

に
つ
い
て
も
次

の
如

く

に
云

ふ
こ
と
が
出
来

る
で
あ
ら
う

。
帥

ち
経
済
史
観

な

る
も

の
は
そ
れ
自
身
と

し
て
は
哲
學

た

る
こ
と
を

得

な

い
が
、
然

し
そ
れ
は
経

済
生
活

の
経
験

を
中

心
と
す

る
と

こ
ろ
の
人
生
観

で
あ

っ
て
未
だ
十

分

に
知
ら

れ
な

か

っ
た
人
生

の

一̀
具
相
を
経
済
生

活
の
方
面

よ
り
露
出

せ
し
も

の
で
あ

る
。
斯

く
し

て
経
済
的
人

生
観

を
中

心
と

1)G.S.Bd.VIII.,,Weltanschauungslehre.,7



し

て
人
生
観

を
方
法
的

に
研
究
す

る
こ
と
を
以

て
哲

學
の

一
部
と

し
て

の
経
済
哲

學

の
課
題

で
あ

る
と
す

る
こ
と

が
出
来

る
で
あ
ら
う

。

以

上

の
哲
學

的
世
界
観

は
デ
ィ

ル
タ
イ
が
哲
學

的
文
化
域

に
於

て
見

た

る
哲
學

的
機
能

の

一
面

で
あ

る
が
、
彼

は
更

に
他

の

一
面
を
見

て
居

る
。
諸

文
化
域

に
關

す

る
哲
學

が
即
ち
そ

れ
で
あ

る
。
帥
ち
諸
文
化
域

に
於

て
は
莚

に
於

て
出
來

上

っ
た
思
惟

を
縫
績
す

る
と

こ
ろ

の
哲

學
的
機
能
が
出
來

た
。
斯

く

て
各
文
化
域

に
於
け

る
専
門
的

思
惟

は
絶

へ
ざ

る
完
成

に
於

て
哲

學
的
思
惟

に
移

り
行

く
の
で
あ

る
。
而

し
て

そ
れ
は

最
高

の

段

階

に
於

て
は

「
智
識

の

一
般
論
」
叉

は
「
智

識

の
理
論
」
と
な

る
。

即

ち
「
世
界
観

に
於

て
は
諸

々
の
態
度

の
仕
方

(く
①}
m
ぎ

⇔
σq
・。宅
。
「。・ゆ
)

に
基
く
経
瞼

が
客
観
的
対
象

的
統

一
に

総

括
さ
れ

る
の
で
あ

る
。
此

態
度

の
仕
方
自
膿

が
そ
れ

の
内
容
と

の
關
係

に
於

て
意
識

に
高

め
ら
れ
其
筈

の
仕
方

薫
於

て
成

立
す

る
経
験
が
研
究

さ
れ
此
経
験

の
安
當
性
が
吟
味

さ
れ

る
な
ら
ば
滋

に
哲
學

的
自
畳

の
他

の
面

が
現

は
れ

る
。
北

側

か
ら
見
ら

れ

る
な
ら
ば
哲

學
は

、
安
當
的
智
識
を
生
産

す

る
目
的

に
よ

っ
て
規

定
さ

れ
て
居

る
と

こ
ろ
の
総

べ
て
の
思
惟
過

程
の
形
式

、
規

範
及
び
聯
關
を

そ
れ
が
樹
象

と
す

る
と

こ
ろ

の
基
礎

學

(0
2
=
9
<
奮
。

昌
』・。
ず
"
δ

で
あ

る
。

こ
の
基
礎

學
は
論
理
學

と
し

て
は
、

正
し
く
蓬
行

さ
れ

る
思
惟
過
程

に
結

び
付

い
て
居

る
と

こ
ろ

の
明
謹
な

る
も
の
の
諸
候

件
を
研
究

し
然

も
そ

れ

に
於

て
思
惟
過
程

の
現
は
れ

る
何

れ

の
域

に
於

て
も
研
究

す

る
。
基
礎
學

は
認
識

論
と

し

て
は
、
膿
験

の
眞
實
性

の
意
識

よ
り
而

し

て
外
的
戚
篭

の
客
観

的
所
與
性

の
意

識

ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
経
済
哲
學

第
三
+
二
巷

六
一二

第
四
號
、

三
三
`



ヂ
イ
ル
ダ
イ
哲
學

と
繧
遮
旧習
墨
・

第
三
十
二
巻

六
二
二

第
四
號
、

三
四

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

よ
り
我

々
の
認
識

の
此
等

の
前
提

の
構

利
根
擦

へ
遡

る
。
斯

く

の
如

き
智

識

の
理
論

(↓
冨
9

①
ユ
2

≦

奮
窪
・・)と

し

て
そ

れ
ば
學

で
あ

る
。
」
か
く

て
こ
こ
に
「
智
識

の
理
論
」
と
云
は

る
る
と

こ
ろ

の
も

の
は

一
般

的
論
理
學

で
あ
り

ま

た

一
般

的
認
識

論

で
あ

っ
て
哲
學

の
機
能

と
し
て
最
高
最

終

の
段
階
を
爲

す
と

こ
ろ

の
も
の

で
あ

る
。

此
哲

學

の
機
能
を
基
礎
と

し

て
哲

學
が
諸
文
化
域
と

の
關
係

に
入

る
こ
と

に
よ

っ
て
、

こ
こ

に

「
個

々
の
文
化

域

に
關
す

る
理
論
」
と

し
て
の
哲

學

の
機
能
が
存
す

る
の
で
あ

る
。
而

し

て
デ
ィ

〃
タ
イ
は
遊

に
肚
會

に
於

け

る

諸

文
化
域

を
心
的

構
造

の
聯

關

に
卸
し

て
三
分

し
そ

の
各

〃
と

の
關
係

に

於

て

此
哲

學

の

機
能

を

湾
察

し

て
ゐ

.る

。先

づ
實
在
認
識

の
域

に
於

て
哲

畢
は
責

任
認
識
を

目
的
と
す

る
特
殊
諸

科
學
と

の
關
係

に
入

る
。
而

し

て

一
般

論
理
學

の
助
を

か
り
て
此
等

特
殊
諸
科

學

の
態

度

の
仕

方
を
解

明
し
、

一
般
認
識
論

の
助
を

か
り

て
特
殊
諸

科
學

的

認
識

の
諸

前
提

、
目
標
、
限
界
を
研
究

す

る
。
斯

く
て
得
ら

れ
た

る
結

果
は
貿
在

認
識
を
目
的
と
す

る
特

殊
諸

科

學

に
適
用
さ

れ
こ
れ
を
根
櫨
…付

け

(閑
Φ
㎝
急
昌
山
o
=
)
聯
聞
付

け

る

(N
二
。・騨
日
日
o
コ
2
。。・。2
)
の
で
あ

る
。

次

に
償

値
評
定

の
域

に
於

て
哲
學

は
生

活
経
験

と

の
關
係

に
入

る
。
生
活
経
験
と

は
其

に
於

て
我

々
が
生
命
慣

値
及
物

の
慣

値
を
吟
味

す

る
諸
過
程

で
あ

る
。
個

人

に
於

け

る
生
活
経
験

は
祀
會

の
生
活
経
験

へ
ま

で
直

己
を
旙

大
す

る
。
肚

會
が
其
諸

の
働

に
於

て
駕

す
生
活
経
瞼

は
諸

々
の
生
活
償

値

の
益

々
適
切

な

る
諸
規
定
を
得
輿

論

に

よ

っ
て
此
等

諸
慣
値

に
確
實

な
規
制

さ

れ
た

る
位
置
を
與

へ
此

に
よ

っ
て
肚
會
は

一
つ
の
償
値

段
階

髪
①
脱審
寓
〔〒

1)G.S.Bd.V.S.408.



穿
お

を
生
産

し
、
此

儂
値
段
階

は
個

々
人
を
制

約
す

る
。
今

や
此
赴
會

の
基
礎

の
上

に
個
人

の
生
活
経
験

は
現
は

れ
來

る

.
而

し
て
我

々
は
此
等

の
生
活
経

験
を
歴
史

に
よ
b
ま

た
詩

に
よ
り

て
補

ふ
。
斯

く
て
生
活
経
験

は
登
展

し

て
行

く
。

此

人
生

々
活

に
於

け

る
生
活

経
験

な

る
も

の
は
初

め
は
方
法
的

で
な

い
が
、
其

の
仕
方

の
効

果
と
限
界

と
を
畳

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
慣
値
決
定

の
主

観
的
性
質
を
克

服
す

べ
く
努
力

す

る
と

こ
ろ

の
方
法
的
自

畳

ヨ
①夢
。
α
蓉

冨

関
。
終
崔
藷
σq

に
ま
じ
高

め
ら

れ
ね
ば
な

ら
な

い
。
斯

く

て
生
活

経
験

は
哲

學

へ
移
15
行

く
。
此
生
活
纒
瞼

の
純
化

及
び
根
慷

付
け
が
諸
哲

學
艦
系

に
於

け

る
奉
賛
的
な

る
成
案

を
形
成

し
て
居

る
の
で
あ

る
。
斯

く
て
哲
畢

に
於

て

内

在
的
諸

生
活
慣
値

の
艦
系
並

に
対
象

的
作
用
慣
値

の
膿
系

α
霧

q∩
苫
冨
巳

牙
「
巨
口
重
器
富
辞雪

幕

げ
窪
ω莞

膏

=
民

飢
器

皿
①
「
σq
o
σq
①
昌
の審
三
時
げ
窪

タ
.冒
訂
ド5
鵯
≦
Φ
「
[Φ
が
成

立
す

る
。

最
後

に
哲
學

は
貴
賎
界

と

の
關
係

に
於

て
は

、
意

志

の
諸

規
範

、
諸

目
的
、
諸
善

に
關

す

る
自
畳

で
あ

る
。
即

ち
哲

學

は
茄

に
於

て

は
論
理
學
的

に
は
此
等

の
智
識

の
成
立
す

る
意

志
的
態
度
な

る
も
の
の
本
質

を
明

に
し
、
ま

た
認
識

論
的

に
は
此

等

の
智
識

の
可
能

な

る
諸

條
件
を
明

に
し
、
而

し
て
斯

く
て
得

ら
れ
た

る
論
理
的
並

に
認
識

論
的
基

礎

に
基

い
て
諸

規
範
、
諸

目
的
、
諸
善

の
智

識
を
根
擦

付

け
關
聯
付

け

る
の
で
あ

る
。

か
く

て

「
哲

學
は

わ

人
間

の
向
上
と
人
間

の
諸
生
活

秩
序

の
登
展

へ
突

き
進
む
乏

こ
ろ

の
内

的
力
」
と

な

る
。

即

ち
彼

は
菰

に
於

て
も
哲

學
を
以

て
生

に
於

け

る
智

識
を
聯

關

つ
け
根
擦

つ
け
生

を
支
配
す

る
も
の
と

し
て
考

ゲ
イ

ル
タ
イ
哲
墨
「と
縄
一濟
哲
墨
　

㎝弟
三
十

二
巻

六
一
=
二

第

四
號

三
五

1)G.S.Bd.V.410

2)Ebenda.S・41i.



ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
経
濟
哲
學

第
三
十
二
巻

六
二
四

第
四
號

三
六

へ
て
居

る
の

で
あ

る
。

以

上

に
於

て
哲

學

の
諸
機
能
が
個
人

の
生

の
中

に
於

て
又
肚
會

の
生

の
中

に
於

て
明

に
さ

れ
た
の
で
あ

っ
て
、

襲

に
歴
史
的
方
法

に
於

て
蹄

納
的

に

知
ら

れ
た

る
哲
學

の

本
質

的
諸
特

徴
は

真
中

に

統

抽
さ

れ
た
の
で
あ

る
。

而

し
て

此
等

諸
機
能

に

於

け

る

最
も

普
遍

的
な

る

性

質

が
知

ら

る
る
な
ら
ば
、
是
哲

學

の

統

一
的
本
質

紆
ω

。
写

豊

尊

・

箋

・
§

・一。
二

冒=

。
筥

ぎ

で

あ

る

。

先

づ
哲
「學
の
総

て

の
機
能

の
中

に
存
す

る
最

も

一
般

的
な
性
憤

は
所
與
的
な

る
も
の
を
其
最

後

の
基
礎

に
ま

で

湖

っ
て
聯
關

付
け

、
根
慷
付

け
ん
と
す

る
思
惟

の
特
性

で
あ

る
。
斯

く
見
ら

れ
た

る
時
哲

學

は

「
最

も
徹
底

せ
る

最

も
力

強
き

、
最

も
抱
括
的
な
思
惟
」

に
外
な
ら

典
の
で
あ

る
。
此

デ
ィ

ル
タ
イ
の
考

へ
は

こ
れ
を

ヘ
ー
ゲ

ル
に

於

け

る

く
・
§

葺
①
一昌
媒
介
な

る
語

に
要

約
し

て
考

へ
る
て
と

が
出
来

る
で
あ
ら

う
。
即
ち

く
。
「ぎ
葺
①
ぎ

媒
介

す

る
と

は
所
與

的
な

る

≡
三
海
量

σ
鴛

直
接

な
も

の
を
其
基
礎

よ

b
根
糠
付

け
、
同
時

に
聯
關
付

け

る
こ
と

で
あ

る
。

こ
の
意
味

に
於

て

望

巴
穿
野
∩
げ
辨

證
法
的
と
も

云

ふ
こ
と
が
出

來

る
で
あ
ら

う
。
故

に
こ
れ
を
籏
げ

る
な

ら
ば

め

デ

ィ

ル
タ
イ

の
所

謂

ユ
δ

O
「=
口
已
o
㈹
「5
09
¶
α
δ

}オ
讐
〔ぎ
α
ニ
ロ
㈹

口
置
儀

N
⊆
紹
ヨ
5
窪

醇
努

=
み

と

云

ふ

こ
と

で
あ

る
。

即

ち

先

づ
基

礎

を

撒

き

、
此

基
礎

に
基

い
て
根

擦

付

け
聯

關
付

け

る
と
云

ふ
こ

と

で
あ

る
。

而

し

て
此

基

礎

の
最

後

の
支
持

鮎

が

対
象

た

る
買

在

の
本

質

で
あ

る

こ
と

は
後

に
明

に
せ
ら

る

る
が

如

く

で
あ

る
。

・
次

に
諸

機

能

に
於

て
見

ら

れ

し
哲

學

の
鵡
旦
遍
性

は
生

の
支

配

と

云

ふ

こ
と

で
あ

っ
た

。
即

ち

思
惟

な

る
も

の

は

1)G.S.Bd.V.S,414'
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本
家
生

の
貴
賤

的
構
造

の
中

に
働

い
て
居

る
も

の
で
あ
り
、

こ
れ
が
其
實
践

を
確
實

に
せ
ん
が
薦

め
に
自

ら
を
徹

底

し

て
哲

學

に
高

ま

っ
た

の
で
あ

る
。
故

に
そ
れ
は
ま
た

必
然

に
生
を
支

配
す

る
力
と
な

る
の
で
あ

る
。

か
く

て
明

に
さ

れ
し
哲

'學

の
統

一
的

本
質

を
約

言

せ
ば

、
哲
學

は
實
在

の
本
質

を
明

に
し
、
此
を
基
礎

と
し

て

實
在

に
關
す

る
智
識
を
根
接

付
け
聯
關

付

け
、
斯

く
て
實

在

を
支

配
す

る
内
的
な
力

で
あ

る
と
云

ふ
こ
と

が
出
来

る
で
あ

ろ
う

。

此
哲

學

の
統

一
的
本
質

よ

リ
デ
ィ

ル
タ
イ

に
於

け

る
青
墨

史

の
本
質

も
初

め
て
明

に
さ

れ
得

る
。

即

ち
デ
ィ
π

ク
　

ほ

ヘ

コ
ボ

五

一

　

じ

コ

リ

し

コ

な
し

ヒ

コ

リ
コ

し
　

ロ

　

　

多
イ

耐
裡

奪
庄

■

に
艇

け

ワ⇔
粗

々
な

る
哲
學
膿
系

は
、
此
哲

學

の
統

一
的
本
質

が
種

々
な

る
歴
史
的
事
情

の
制
約

の
下

に
現
は
れ
た

る
も
の
な

る
が
故

に
、
此

本
質

よ
り
統

一
的

に
把
握

さ

れ
得

る
と
す

ろ
の
で
あ

る
。

而

し

て
ゲ
イ

ル
タ
イ

に
於

け

る
暫
學

の
腔
系

も
ま

た
此

の
哲
學

の
統

一
的
本
質
よ
り
理
解

し
得

る
の

で
あ

る
。

帥

ち
彼

の
「
諸
文

化
域

の
哲

學
」
は
諸

文
化
域

に
於

け

る

諸
智

識
を

聯

關
付

け

N
⊆
誓

5
ヨ
9
塗

・・ω茸
αq

根
擦

付

け

ヒd
。
ぴq
曇
日二
戸一昌
四
基
礎

付
け

る

O
噌己
一、三
.
四
≡
磧

も

の

で
あ
り
而

し
て
生
を
愛
車

せ
ん
と
す

る
力

で
あ
b
、
而

し
て
彼

の
「
智

識

の
理
論
」
と
云

へ
る
と

こ
ろ

の
も
の
は
更

に
此
諸
文

化
域

の
哲
學

を
基
礎

付
け

る
と

こ
ろ

の
も

の
で
あ

る
。

更

に
彼

が

、
形
而

上
學
自
禮

を
不
可
能

な
り
と
な

し
、
而
も
世
界
観
論

を
も

つ
て
哲
學
な
り

と
す

る
こ
と
も
ま
た

哲
學

の
こ
の
統

一
的
本
質

よ
り
理
解
し
得

る
の
で
あ

る
。
即

ち
形
而
上
學

に
於

て
も
哲
學

は
此
並
昼
過
的
本
質

よ
り

し
て
総

て
の
経

験
を
聯
關
付

け
、
根
慷

付
け
ん
と

し
た
の
で
あ

る
。
然

し
な
が
ら
そ

れ
は
不
可
能
な

る
こ
巴

な
り

ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
経
漕
「哲
學

第
三
十
二
巻

六
二
五

第
四
號

三
七



ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
経
濟
…哲
學

第
三
十
二
巻

六
二
六

第
四
號

三
八

し
が
故

に
形
而
上
學

は
没
落

せ
ざ

る
を
得

な

か

っ
た

の

で
あ

る
。
而

も
「
世
界
観

の
哲
學
」
な

る
も

の
は
哲

學

の
此

本
質

よ
り
諸

の
世
界
観

を
聯
關
付

け
、
根
糠

付
け

る
こ
と

に
よ

っ
て
成
立
す

る
の
で
あ

る
。
斯
く

て
哲
學

の
燈
系

は
.,智

識

の
理
論
」
並

に
「
諸
文
化
域

の
哲

學
」
と
「
人
生

観

の
哲

學
」
と
よ
り
成

る
こ
と

～
な

る
。

二

生

の
哲

學

の
立
場

に
於

け

る
経

濟
哲

畢

の
概
念
と
騰

系
と
は
、
以

上
明

に
さ
れ
た
デ

ィ

ル
タ
イ

の
哲
學

の
概
念

と
艦
系
と

に
印

し
て
跨

へ
得
ら

る
る
の
で
あ

る
。
而

し
て
纒
濟
哲

學

と
デ
ィ

ル
タ
イ

の
世
界
観

の
哲

學
と

の
関
係

は
此
を
既

に

一
慮
考
察

し
た
る
が
故

に
、
弦

に
は
主

と

し
て
経

濟
哲

學
を
諸
文
化
域

の
哲
學

と

の
關
係

に
於

て
考

察

し
て
見

よ
う
。

既

に
明

に
せ
し

が
如

く
話
文
化
域

の
哲

學

の
地
盤

は
諸
文
化
域

に
於

け
る
生

に
あ

る
の
で
あ

る
。
帥
ち
文

化

の

諸
塚

に
於

け

る
尋
問
的

思
惟

は
絶

へ
ざ

る
完
成

に
於

て
哲
學

的
思
惟

に
移

り
行

く
の
で
あ

る
が
、

こ
の
こ
と

は
経

濟

的
文
化

域

に
於

て
も
亦
同
様

で
あ

る
。
即

ち

人

間

の
生
命

の
本
質
的
構
造
な

る
も

の
は
、
既

に
述

べ
し
が
如

く

、
自
然

的
並

に
文

化
的
環
境

に
制
約

せ
ら

れ

叉
此
環

境

へ
働
き

か
け

る
の
で
あ

る
。
帥

ち
我
は
樹
象
把

握
を
な

し
、
此

に
基

き
て
慣

値
評
定
を

な
し
、
更

に
此

に
基

き

て
目
的
定
立
、
規
範
附
與

を
な

し
、
以

て
外
界

に
働

き
か
け
、
以

て

生

の

創
造
性

を

實

現

す

る
の

で
あ

る
。
從

っ
て
繧
濟
的
文
化
域

に
於

て
螢
む

我

の
生

に
於

て
も
謝
象

把
握

の
態
度

に
よ

っ
て
経
濟
生

活

に
關

す

る
實



在

的
智

識
が
生

じ
、
慣

値
評
定

の
態
度

に
よ

っ
て
此

に
關
す

る
償
値

の
智
識

が
生
じ
、
目
的
定

立
及
規
範
附
與

の

態
度

に
よ

っ
て
此

に
關

す

る
目
的

の
智
識
並

に
規
範

の
智
識
が
生
す

る
。
而

し
て
此
個
人

的
生
活
経
験

は
杜
會

的

生

の
創

造

で
あ

る
と

こ
ろ

の
全
般
的
生
活
経
験

に
結

ぶ
。
此
全
般

的
生
活
経
験

に
於

て
は
個
人

的
諸
観
鮎

が
相

殺

せ
ら

れ
、
且

つ
蹄
納
が

其

に
基

け
ら

れ

る
と

こ
ろ

の
場
合

の
敷

が
増
大

さ
れ

る
と

云

ふ
鮎

に
於

て
其
確
實
性

は
個

人

的
生

活
経

験

に
於

け

る
よ
b
も

=
暦
大
と

な

る
。
斯

く

て
経
濟

生
活

は
此

に
基

く
こ
と

に
よ

っ
て
個
人

的
生
活

　
　

ロコ

　ロロ　

ユ
リ
ド　
き　ニ
ノ
ロオ　
ト
エ
ロご

ジ

　
コ

経
驕

に
基

く
よ
り
も

よ
り
よ
く
雪

目
匡
を
至
遣

し
零

る
¢

て
歩
.
る
,

而
も
此
生
濫
経
瞼

に
基

い
て
も
術

ほ
経
済

生
活

は
十
分

に
自
己

の
目
的
を
到
達

し
得
な

い
の
で
あ

る
。
荘

に
於

て
思
惟

は
更

に
こ
の
生

活
経
験
を
方

法
的

に
、
普
遍

安
富
的
認
識

に
高

め
ん
と

す

る
。
弦

に
経
濟

學
な

る
も
の
が

成

立

つ
の
で
あ

る
。
斯

く
て
諸
種

の
経
済

學

は
諸
種

の
維
濟
的
生
活
経
験

よ
り
次
第

に
成

立
し
来

る
の
で
あ
る
。

即
ち

、
生
活
経

験

の
中

に
は
、
心
的
生
命

の
構
造
聯

關

に
於

け

る
諸
種

の
態
度

の
仕

方
の
相
違

に
基

い
て
實
在

、

慣

値

、
目
的
、
規
範

の
諸
種

の
智
識

が
成
立

つ
、
從

っ
て
此

よ
り
諸
種

の
経
済
學

が
成

立
す

る
。
即
ち
實

在
認

識

の
普
遍
的
智
識

を
取
扱

ふ
経
濟

理
論

、
實

在
認
識

の
個
性
的
智
識

を
取
扱

ふ
経
濟
史

論
、
経
済
生

活

の
慣
値

、

目

的

、
規
範

の
智

識
を
取
扱

ふ
経
済

政
策

叉
は
経
済
實

践

論
が
そ

れ
で
あ

る
。
更

に
又
生
活
経
験

の
中

に
於

け
る
此

等

経
濟

的
智

識

の
主

語

は
種

々
異

な

っ
て
居

っ
て
、
そ

れ
は
個
人

、
家
庭

、
経
濟

肚
會

一
國
民
経
済

」
國
際
経
濟

等

で
あ

る
。

か
く
て
経

済
學

に
於

て
も
、
そ

の
主
語

の
相
違

に
よ

っ
て
個
人
経
済
學

、
家

庭
纏
濟
學

、
肚
會
経
濟

ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
経
済
哲
學

第
三
+
二
巷

六
二
七

第
四
號

三
洗



デ
イ
ル
タ
イ
耕
困
惑
と
経
縄
問
督
率

ノ、

j¥ 

第
四
時
踊

問。

第
三
十
二
巻

率
、
園
民
鰹
掛
率
、
園
際
鰹
梼
撃
等
の
諸
種
の
経
済
串
が
生
中
る
の
で
あ
る
。
更
に
ま
た
諸
闘
民
、
諸
時
代
、
諸

階
扱
の
生
活
経
験
の
相
違
よ
り
、
諸
種
の
準
振
の
濁
立
分
裂
が
生
子
る
。
例
へ
ば
正
統
串
源
、
枇
舎
畢
振
、
歴
史

皐
振
等
の
A
7
訓
究
費
立
は
郎
ち
こ
れ
で
あ
る

d

か
く
て
今
日
我
々
に
輿
へ
ら
れ
て
居
る
と
こ
ろ
の
鰹
構
皐
な
る
も
の
は
多
種
な
る
艦
梼
撃
で
あ
っ
て
、
而
も
其

等
鰹
持
率
の
認
識
は
十
分
客
観
的
安
営
性
に
高
め
ら
れ
て
底
ら
や
、
業
等
鰹
済
率
の
聯
闘
は
十
分
明
に
さ
れ
て
居

ら
や
、
殊
に
正
統
準
一
版
、
一
肱
命
日
・
主
義
減
、
師
股
史
仮
瞳
一
す
の
諸
経
糠
準
の
野
立
抗
争
は
現
代
経
掛
離
界
に
於
け
る
掴
署

な
あ
脚
色
を
な
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

斯
〈
の
如
き
現
代
経
構
事
界
の
事
情
の
下
に
於
て
は
デ
ィ

Y

タ
イ
の
所
調
哲
率
的
精
神
ロ
2
・
Z--20色町田円一回目

。
己
注

な
る
も
の
が
特
に
額
著
に
働
か
ぎ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
」
ア
ィ

Y
タ
イ
は
回
く
「
研
究
者
が
方
法

的
意
識
を
以
て
彼
の
科
挙
を
そ
れ
が
究
極
の
擢
利
根
壊
へ
ま
で
湖
ら
せ
、
又
は
幾
つ
か
の
科
皐
を
結
び
合
は
せ
根

壊
付
け
る
と
こ
ろ
の
一
般
化
へ
突
き
進
U
と
こ
ろ
に
は
、
至
る
と
こ
ろ
哲
準
的
精
神
が
あ
る
。

j
i
-
-
或
時
代
の
向

部
に
於
て
又
は
、
或
人
の
心
の
中
に
於
で
無
秩
序
に
又
は
敵
調
的
に
抗
争
し
な
が
ら
現
は
れ
来
る
と
こ
ろ
の
も
の

は
何
で
色
思
惟
に
よ
っ
て
宥
和
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
不
明
瞭
な
る
も
の
は
何
で
も
開
明
さ
る
べ
き
で
め
る
。
媒
介

さ
れ
予
に
並
立
し
て
居
る
色
の
は
何
で
も
媒
介
せ
ら
れ
聯
闘
に
置
か
る
べ
き
で
あ
る
。
」
か
く
て
経
済
率
的
思
惟
は

自
ら
樫
梼
哲
事
的
思
惟
に
移
り
行
か
ゴ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

G. S. Bd. V. S. .4-13・



斯
く
て
鰹
梼
哲
皐
の
課
題
は
諸
経
梼
的
智
識
を
聯
闘
付
け
、
根
披
付
け
、
此
が
震
の
基
礎
を
置
く
こ

E
で
あ
る

が
、
総
て
認
識
は
其
認
識
封
象
の
本
質
的
構
造
に
即
し
て
初
め
て
根
醸
付
げ
ら
れ
、
聯
閥
付
け
ら
る
ち
も
の
な
る

が
故
に
、
此
基
礎
付
け
に
於
て
最
も
重
要
な
る
こ
と
は
鰹
樺
的
貰
在
の
本
質
的
構
造
を
明
に
す
る
と
一
古
ふ
こ
と
で

あ
る
。
而
も
経
梼
的
貫
在
の
本
質
的
構
造
を
明
に
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
粧
梼
的
生
活
域
に
於
け
る
諸
の
智
識
を
聯

開
付
け
、
根
醸
付
け
る
須
の
基
礎
と
し
て
必
要
な
る
の
み
な
ら
中
、
ぞ
れ
自
身
に
於
て
色
ま
た
、
経
梼
的
文
化
域

の
哲
皐
と
し
て
の
経
梼
哲
準
の
重
要
な
る
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
粧
櫨
判
的
貰
在
に
於
げ
る
思
惟
の
徹
底
'
と
し
て
哲
皐

的
精
紳
は
其
究
極
に
於
て
粧
擁
的
質
在
の
本
質
構
造
自
贈
を
認
識
す
る
仁
一
企
ら
芯
け
れ
ば
止
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ

る。
斯
〈
て
鰹
梼
的
文
化
域
仁
於
け
る
思
惟
の
徹
底
と
し
て
の
粧
梼
哲
撃
の
課
題
は
、
粧
梼
的
文
化
域
の
本
質
的
構

遣
を
明
に
し
、
且
つ
此
に
基
い
て
鮭
梼
諸
率
を
基
礎
付
け
根
醸
付
け
聯
闘
付
け
、
以
て
粧
梼
的
責
在
を
支
配
す
る

内
的
な
カ
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

乍
然
粧
漉
開
哲
撃
の
斯
く
の
如
き
課
題
の
解
決
は
官
事
精
神
が
自
己
を
粧
梼
的
文
化
誠
の
範
囲
内
に
の
み
局
限
す

る
と
こ
ろ
の
デ
ィ
y
b
y

イ
の
所
謂
「
特
殊
哲
畢
的
拳
科
」
内
出
町
宮

B
E
R
E
℃

E
g。勺寄
m
F
E
U
-印
N

さ
E
E
と
し

て
の
粧
梼
哲
串
に
於
て
可
能
で
あ
ら
一
う
か
。

デ
ィ

Y
タ
イ
は
特
殊
哲
串
的
畢
科
な
る
も
の
に
つ
い
て
衣
の
如
〈
に
越
ペ
て
居
る
。
法
律
哲
率
、
宗
敢
昔
率
、

ダ
イ
タ
ル
イ
哲
撃
と
経
済
哲
畢

第
一
一
一
十
ニ
巻

六
二
九

第
四
日
翫

四



ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
経
済
哲
學

第
三
十
二
巻

六
三
〇

第
四
號

四
二

華

術
哲

學
と
云

ふ
が
如

き
特
殊
的
哲
學

的
科
學
は
藝

術
叉

は
法
律

の
域
を
構

成
す

る
歴
史
的
肚
會

的
事
態

か
ら
作

レ
出
さ

れ
ね
ば
な
ら

ぬ
の
で
あ

り
、
其
限
り

に
於

て
は
其
仕
事

は
特

殊
諸
科
學

の
仕
事

と

一
致

す

る
の
で
あ

る
。

而

し

て

「
斯

く
の
如
く
特
殊

の
文
化
域

に
分
離
さ
れ
た
特

殊
的
哲

學

的
理
論
は
軍

に
現
在

の
状
態

の
不
完
全
な

る

こ
と

よ
り
起

つ
た
と

こ
ろ

の

一
時

的

の
も
の

o
ぎ

甲
o
く
ぎ

詩
9
0
ω
層
婁
。・
α
①
昌
d
蕊
三
雲
讐

o
耳

①
津
山
臼

㈹
o
㈹
o
嵩
壽

7

挫骨
窪

匂∩
首
鑑

o
コ
目
算
。。層
面縄

o
昌昌
2

と
し

て
の
み
是
認

さ

一5
べ
き
も

の
で
あ

る
」
。

か
く
て
ま
た
此
等

の
も

の

に
於

け

る
と
同
機

に
特
殊

的
哲
學

的
學
科

と

し
て
の
纒
濟

衝
撃
な

る
も
の
は
不
完
全

な

る
過
度

的
な

る
も
の
な

の
で
あ

る
。
此

事

は
経
濟
哲
學

の
研
究
課
題

を
具
膿
的

に
見

る
こ
と

に
よ

っ
て
明

に
さ

れ
る
。

帥

ち
経
済

哲
學

に
於

て
は
維
濟
原

論
、
経
濟

史
、
経

済
實
践

論

の
智

識
が
根
擦

付

け
ら

れ
、
聯
關

付
け
ら

れ
な

け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
此
が
矯

め

に
は
此
等

の
智
識

を
成
立

せ
し
む

る
態
度

の
仕
方

の
論

理
的
構
造
が
明

に
せ
ら

れ
、

此

に
よ

っ
て
成
り
立

て
る
智

識
を
客
観
的
姿
當

な
ら
し
む

べ
き
諸
僥

倖
が
明

に
せ
ら

れ
、
更

に
此

等

の
論
理
的
構

轟

造
及
諸
候
件
の
聯
關
が
明
に
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
.
而
し
て
此
等
の
.、
と
は
総
て
雛

の
裂

で
あ
・
と
.、

漏

ろ
の
経
済

的
文

化
域

の
本
質

的
構
造
を
明

に
し
、

こ
の
本
質

的
構
造

に
基

い
て
初

め
て
爲

し
得
ら

れ

る
の
で
あ

る
。
田

義

主
語
を
異
に
す
る
諸
藩

崇

欝

付
け
ら
れ
・
撲

付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
畠

の
で
あ
る
が
・
7」
れ
が

照

翁
に
は
此
等
學
の
認
識
が
其
各
の
學
の
主
語
た
る
實
在
の
本
質
的
構
造
に
即
し
て
爲
さ
れ
、
更
に
此
等
諸
實
在
の

⇒



聯
關

が
歴

史
的
肚
會

的
實
在

の
本

質
的
構
造

の
中

に
於

て
明

に
せ
ら

れ
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
ま

た
相
劃
立

せ
る

諸

學
派
を
媒
介
す

る
が
爲

に
は
此

等
諸
學
派

の
立
脚

せ
る
方
法

論
的
基

礎
と
、
更

に
こ
の
方
法
論

が
立
脚

せ
る
實

在
本
質

論
と

が
明

に
さ
れ
、
更

に
こ
れ
が
媒
介

さ
れ
な
く

て
は
な
ら

ぬ
の
で
あ

る
。
ま
た
経

濟
的
文
化
域

に
於

け

る
思

惟
の
徹
底

と
し

て
の
哲

學
的

精
神

は
思
惟

自
禮

の
本
質

上

よ
り
し

て
軍

に
経
濟
學
内

に
於

け

る
諸
學

の
聯

關

付

、
根

慷
付

に
止

ま

る
を
得

す
、
更

に
経
濟
學

と
他

の
精
神
諸

科
學
と

の
聯

關
付

け
根
接
付

け
を
求

め

る
の
で
あ

る
。
ま

た
経
旛

的
文

化
域

の
本
質

的
構
造

は
鰹
濟

的
文
化
域
を

…
部

と
す

一3
歴
史

的
杜
會
的
實
在

の
本
質

的
構

造

と

の
聯
関

に
於

て
初

め
.て
よ
く
明

に
さ
れ

る

の
で
あ

る
。

斯

く
の
如
き
経
濟
哲
學

の
課

題
は
軍

に
経
濟

的
文
化
域
を
対
象

と

せ
る
「
特
殊

的
哲
學

的
學

科
」
と
し

て
の
経
濟

哲

學

に
於

て
解
決

せ
ら

る
べ
き
も

の
で
は
な

く

、
諸

文
化
域
を

其
釣
象

と

せ
る
デ
ィ

川
タ
イ
の

「
諸

文
化
域

の
哲

學
」
の
立
場

に
於

て
初

め
て
爲

さ

る
べ
き
も

の
で
あ

る
。
例

へ
ば

、
経
済
原

論
並

に
維
濟
史

の
確
立

は
「
諸
文

化
域

の
哲

學
」

の
第

一
で
あ

る
實

在
認
識

の
文

化
域

に
關

す

る
も

の
に
基

い
て
初

め

て
爲

さ
れ
得

る
の

で
あ
り

、
ま
た

経
済

政
策
叉

は
賃
銭

論

の
確

立
は
其
第

二
で
あ

る
慣

値
的
文

化
域

に
關
す

る
も
の
及
び
其
第

三

で
あ

る
實
践

的
文

化
域

に
關

す

る
も

の

に
基

い
て
初

め

て
確

立
さ

る

べ
き
も
の

て
あ

る
。
同
様

に
他

の
課
題

も
此

「
諸
文

化
域

の
哲

…學
」

の
立
場

に
於

て
初

め
て
十
分

に
解
決

し
得
ら

れ
る
の
で
あ

る
。

か

く
て
特
殊
的
哲
學

的
科
學

と

し
て
の
経
済
哲
學

は
「
諸
文
化

域

の
哲

學
」
の
立
場

に
ま

で
高

ま
ら
ぎ

る
を
得

な

ゲ

イ
ル
タ
イ
哲
學

と
経
濟

折
口學

.

第

三
十

二
巻

六
三

一

第

四
號

四
三



ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
経
済
哲
學

・

第
三
+
二
巻

六
三
一一

第
四
號

四
四

い
の
で
あ

る
が

」
此

立
場

に
於

け

る
経
済
哲

學
な

る
も
の
は

.
歴
史
的
杜
會
的
實
在

の
本
質

的
構
造

の
中

に
於

て

経
済

的
實

在

の
本
質

的
構
造

を
明

に
し
、
此

に
基

き
諸
精
藺

科
學

と
の
關
聯

の
中

に
於

て
諸

経
游
學
的
認
識
を
聯

關
付

け
根
擦
付

け

、
以

て
諸
文

化
的
實
在

と

の
關
聯

の
中

に
於

て
経
濟

的
實
在

を
支
配

す

る
内

的

の
力

と
な
ら
ね

ば
な
ら

粗
の
で
あ

る
。

か
く

て
そ
れ
は
「
経

済
的
文
化
域

を
中

心
と
す

る
と

こ
ろ
の
諸
文

化
域

の
哲

學
」
で
あ

る
と

云

ふ
こ
と
が
出
来

る
で
あ
ろ
う
。

デ
ィ

ル
タ
イ
は
諸
文
化
域

の
哲

學

の
課
題
を
彼

の
最

も
重

要
な

る
哲

學
的
使
命

と

せ
し

..ご
器

9

∈
回田
轟
毎
輪

島
.
月
。
⑦
一・。。。・。愚
、、。
昌
・。。
ご
9
津
。
ロ
.、
『
精

神
科
學

の
基
礎
付
』
に
於

て
解

か
ん
と

し
た

の
で
あ

る
が
故

に
、
此

立
場

に
於

け
る
経
済
哲
學
を
詳
に
す
る
こ
と
は
、
更
に
進
ん
で
些

精
神
科
學
の
基
礎
付
」
を
明
し
此
と
の
關
聯
に
於
て
爲
さ

れ

ね

ば

な
ら

ぬ
の

で
あ

る
。


