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共
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察

共

同

鵬

の
人

間

學

的

考

察
第
四
+
六
巻石

}
七
八

第

一
號

一
七

八

川

興

旧■一

閲

現
代
肚
會

の
混
齪

は
、
国
際
的
た

る
と
園
内
的
だ

る
を
問
は
す

そ

の
根
源
を
「
有

っ
も

の
」
と
「
育
た
ざ

る
も

の
」
と

の
対
立

に
磯
す

る
。

こ
の
問
題
を
根
本

的

に
解
決
す

る
こ
と
は
結
局
世
界
共
同
艘

に
於
け

る
国
民
共
同
甜

の
實

現
に
ま

で
至
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な

い

ナ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

へ

こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
聖
。
こ
の
今
日
の
階
級
肚
倉

の
共
同
禮
的
愛
車
思
想
を
確
立
せ
ん
が
爲
め
に
は
、
先
づ
そ
の
入
間

う

學
的

基
礎

を
確

立
し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
の
で
あ

る
.

共

同
盟

的
憂
革
問
題

の
原
理
的
基
礎
は

、
既

に
古
代

ギ
リ

シ
ャ
に
於

て
ア
リ

ス
、
-
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
明

に
さ
れ
た
。
而

も
近
代

の

階
級
肚
會

の
共
同
艦

的
攣
革
思
想

の
全
盟

を
人
聞
學
的

に
基
礎

づ
け
階
級
肚
會
成
立

の
根
源

を
「
有

つ
も

の
」
と
「
有
た
ざ

る
も

の
」
と

の
針
立

に
於

て
明

に
し
、
且

つ
そ

の
共
同
膿
的
憂
革
を
髄
系
的

に
打
立

て
ん
と
せ
し
も

の
は
、
先
づ

ル
ソ
オ
で
あ

る
。
こ

」
に
は
こ

の

ル
ソ
オ
の
共
同
艦

的
饗
革
思
想

を
そ
の
人
間
學
的
考
察
に
基

い
て
明

に
し
、
然

る
後

こ
れ

を
批
判
す

る
こ
と
に
よ
り

て
其

後

の
共

同
盟
的
攣
革
思
想

の
螢

展
方
向
を
考
察

し
た

い
と
思

ふ
。

ニ

ル
ソ
オ
の
共
同
燈

的
壁
革
思
想

の
全

課
題

は
、
次

の
語

に
於

て

一
括

し
て
現
さ
れ

ヂ、
居

る
。
一、人
聞
は
生
れ

た
時
は
自
由
で
あ

る
。

・)拙 稿、r現 代 愛車期 に於 け る日本 國民経済學 の意義』 本誌 昭和+二 年七 月號
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然

る
に
人
聞
は
至

る
と
こ
ろ
で
鐵
鎖

に

つ
な
が
れ

て
る
る
。

…
…
ど
う

し
て
こ
ん
な
憂
化

が
起

つ
た
か
マ

…
…
然

ら
ば
こ
れ

を
正
當

な
も

の
と

な
し
得

る
も

の
は
何

か
ゾ
L

こ

の
二

つ
の
問
題

の
巾
、
前
者
は
主
と
し
て
『
不
孝
等
論
』
に
於

て
、
後
者

は
主
と
し

て

『
民

約
論
』

に
於

て
答

へ
ら
れ

て
居

る
。

総

て
攣
革
思
想

に
於

て
は
、
先

づ
攣
革

さ
る
べ
き
塩
竃
在

が
、
謝
象
的

に
把
握

((げ
」q
①
臣
鼠
51
一こ
H。
湯
口
津
g。潅
夷

)
さ
れ
な
け
れ

ば

な
ら

な

い
。
次

に
こ

の
現
實

在

が
債
値
批
判

づ
.①
「諾
o
罫
【N蓉

σ⊇
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
次

に
そ
れ
を

こ
の
贋
値

評
定
に
基

い
て
、

現
實
在
を

そ
れ

に
向

っ
て
攣
草

す

べ
き
目
的

と
し
て

定

立
さ
れ

る

N
毛
・
。
訂
。
【N
∈
漏

と
こ
ろ
の
理
想
肚
會

が

明

に
さ
れ

な
け
れ

ば
な

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ら

な

い
。
然

る
後

、
そ
れ

に
よ

っ
て
こ

の
理
想
吐
會

を
現
實
在
よ
り
實

現
す

べ
き
と
こ
ろ

の
方
策
が
明

に
さ
れ

な
け
れ

ば
な
・19
な

い

粛

.乱

尋

暮
琶

ル
ソ
オ
の
攣
革
思

想
に
於

て
は
こ
の
全
艦
系
が
見
ら
れ

る
。

即
ち
『
不
準
等

論
』
に
於

て
は
主

と
し

て
現
責

務

の
封

敦

的
把
握

と
現
實
呑

の
便
値
評
定
が
、
『
民
約
論
』
に
於

て
は
主
と
し

て
、

こ
れ

を
實

現
す

べ
き
目
的
た

る
融
會

と
、
そ
れ

貯
お

ゲ
τ

こ

の
社
倉

が
實

現

せ
ら

る
べ
き
と
こ
ろ

の
方
策

と
が
明

に
さ
れ

て
居

る
。

こ

の
理
想
吐
會

が
國
民
共
同
艦

で
あ
り
、
こ
れ
を
實

現
す

べ
き
方
策

が
「
肚
會

契
約
」
で
あ

る
こ
と
は
、
既

に
こ
れ

を
明

に
し
た
3

ル
ソ
オ

の
共
同
膿

的
愛
車
思
想

の
全
禮

は
こ

の
『
民
約
論
』
に

於
け

る
共
同
艦
的
實
践

思
想
を

そ
の
土
壷

と
し

て
の
『
不
平
等
論
』
に
於
け

る
鋤
象
把
握

と

の

一
艦

に
於

て
把
握

し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
の
で
あ

る
が
故

に
、
こ

」
に
は
「
民
約
論
』
と
の
聯
關

に
於

て
「
不
孕
等
論
』
を
明

に
し
よ
う
。

こ
の
『
不
平
等
論
』
の
理
解

の
爲

め
に
は
、
先
づ
こ
れ

を
成

立
せ
し
む

る
に
至
れ

る
生
的

基
礎
を

一
懸
明
に
し

て
置
く

こ
と
を
要
す

る
。

こ
の
當
時
佛
蘭
西

は
佛
蘭

酉
革
命

に
ま
で
後
腰

せ
ざ

る
を
得
な
か

っ
た

と
こ
ろ

の
階

級
的
専
制
な
欣
態

に
あ

っ
た

。
そ

の
首
都

巴

里
に
あ

っ
た

ル
ソ
オ
が
彼

の
「,自

己
革
命
」
と
云

へ
る
も

の
を
通

じ

て
こ
の
著

を
な
す
に
至
れ

る
事
情

は
『
懺

悔
録
』
の
中

に
次

の
如

共
同
盟
の
人
間
學
的
考
察

第
四
十
六
巷

一
七
九

第

「
競

一
七
九

1)DuContratSocial.ChapI.(Cla5sゆe3Ga竃'nierp・236)

2>拙 稿 『民 約 論 に 於 け る共 同 髄 思 想 』本 誌 昭 和 十 二 年 十 一 月號 参 照 。



共
同
髄

の
人
間
學
的
考
察

第
四
十
六
巻

一
八
○

第

一
號

一
八
○

く

に
述

べ
ら

れ
て
み

る
。
帥
ち

そ
の

一
七
四
九
年

の
頃

に
於

て
.
當
時
樹

ほ
巴

里

の
上
流

階
級

と

の
接
鱗

の
中

に
生
活

し
て
居

π
彼

は
或
.る
日
「
メ

ル
キ

ユ
ウ

ル
・
ド

・
フ
ラ

ン
ス
」
を
持

っ
て
出

ザ、
、
讀

み
な
が
ら
歩

い
て
み

る
中

に
、
偶

と
眼

に
鰯
れ

だ

の
は
、
ヂ
ジ

ヨ

ン
の
ア
カ
デ

ミ
イ
か
ら
出
し

て
み

る
。
次
年
度

の
懸
賞
論

題

で
、「
科
學

及
び
藝

術

の
獲
達

は
道
徳
を
頽
慶

せ
し
め
し
や
、
將

た
純
化

せ
し
め

し
や
」
と
云

ふ
の
で
あ
っ
た
。
「
こ
れ

を
讀
む

と
直

ぐ

に
、
新

し

い
世

界
が
同

の
前

に
展
げ

て
、
私
は
別
な
人
聞
に
な

っ
て
了

つ
た
。
私

の
感
情

は
測
り
難

い
梶

の
速

さ
で
,
私

の
思
想

と
同
じ
高

さ
に
ま

で
昇

っ
た
。
泓

の
あ
ら
ゆ

る
小

さ

い
情
欲
は

、
眞
實

、

自
由

、
道
徳

の
熱
情

に
腰
倒

さ
れ

て
了

つ
た
。
」
翌
く

る

一
七
五
〇
年

、

こ
の
論
文
が
懸
賞

に
當
還
し
た
と
云

ふ
通
知
は

「
私

に
此
論

文
を
書

か
せ
陀
す

べ
て
の
思
想

を
目
醒
ま

し
、
そ

の
思
想

に
新

ら
し

い
力
を
與

へ
、
そ
し

て
終

に
は
、
幼
時

父
や
、
相
国

や
、
プ

リ

ユ
タ

ル
ク
な

ど
に
培
養

さ
れ

た
英

雄
気
質

と
道
徳

と
の
酵

母
を
、
私
は
心

の
中

に
醗
酵

さ

せ
た
。
名
利
と
世

評

と
を
超
越

し
て
、
自

由

で
有
徳

で
あ
り

、
且

つ
自

己
を
恃
む
程
、
偉
大

な
又
美

し

い
何
物
を
も
私

は
見
出

さ
な
か

っ
た
。
」
「
私
は
永
久

に
あ
ら
ゆ

る
幸
運

や
出
世

の
計

書
を
棄

て
て
了

つ
た
。
し

ば
ら
く

の
飴
命
を
猫
立
と
貧

困

と
の
間

に
過

ご
そ
う

と
決
心

し
た
私
は

、
俗
論

の
鐵
鎖

を
断

ち

、
少

し
も
他
人

の
鶉
斑

に
迷

は
さ
れ

な

い
で
、
自
分

の
よ
し
と
認
め
た
あ
ら
ゆ
る
事
を
勇

ま
し
く
行

ふ
た

め
に
、
自
分

の
す

べ
て

の
精
油

の
力
を
用

い
た
。
」
「
斯

う
し
た
自
己
革
命

が
出
来

上
が

っ
た
か
ら
、
私

は
も
う
唯

こ
れ
を
強
固

に
し

、
永
続

さ
せ
る
こ
と

の

み
を
考

へ
た
。
」

彼

は
此
主
義

を
も

っ
と
重
大
な
著
作

の
中
で
展
開

さ
せ

る
機
會
を
得

た
。
そ
れ
は

一
七
五
三
年

に
ア
カ
デ

、-、
イ
か
ら

「
人
間

の
間

に
於
け

る
不
孝
等

の
起

因
如
何

、
.而

し
て
そ
れ

は
自
然
法

に
よ
り
是
認

さ
る

、
や
否
や
?
」

(曽
の
=
①

婁

一、。
「
一覧
6

〔一三

.一コ
論
旨
=
a

饗
「"且

冨

7
。
ヨ
三
窃

2

魯

。
=
の
童

陣
9
。
岳
価。
で
母

訂

一且

ロ
曇
日
Φ
=
。
、

と
云

ふ
題

が
山
元
か
ら
で
あ
る
。

曰
く

「
こ
の
大
問
題

に



感

じ
た

に
つ
け

て
も
、
よ
く

も
ア
カ
デ

ミ
イ
が
斯
う

い
ふ
問
題
を
出

し
た
も

の
と
驚

か
さ
れ
た

。
け
れ

ど
ア
カ
ヂ

ミ
イ
に
此
勇
気

が

あ

る
以
上

、
私

に
も
之
を
論
ず

る
勇
気

が
あ

る
筈

で
あ

る
。

で
、
そ
れ

に
着
手
し
た
。
」
「
綾

り

こ
の
大
問
題
を
考
察
す

る
た
め
に
私

は

一
週
間

ば
か
り

サ

ン

・
ジ

ェ
ル
マ
ン
へ
族
行

に
出
掛
け
た
。
…
…
森

の
中

に
入
り
浸

っ
て
、
其
虚

に
原
始
時
代

の
面
影
を
探

っ
た

ヘ

ヤ

ヘ

へ

り
見
出
し
た
り
し
て
、
そ
の
歴
史
を
得
意
氣
に
辿
っ
た
。
私
ば
人
間
の
は
か
な
い
虚
備
を
微
塵

に
砕

い
た
。
私
は
大
膳
に
人
間

の
本

ヘ

ヘ

ヤ

ヘ

ヘ

へ

性

を
赤
裸

々
に
曝

け
出

し
、
そ

の
本

性
を
不
具

に
し
た
「
時
」
と
「
物
」
と
の
過
程
を
追
求

し
、
又
自
然
人

と
人
聞
人

と
を
対
照
す

る
こ

と
に
依

っ
て
世

に
謂

は
ゆ
る
「
完
全
」
の
中

に
人
聞

の
不
幸

の
眞

因
が
在

る
こ
と
を

、
彼
等

に
示

さ
う
と

し
た
。
私

の
心
は
、
斯

う
云

ふ
崇
高
な
瞑
想

に
高

調
し

て
.
紳

の
間
近

に
昇

っ
て
行

っ
た
。

そ
し
て
そ

の
位
置

か
ら

、
自
分
.の
同
胞

が
彼
等

の
偏
執
が
、
錯
誤

が
,

不
幸

が
、
騨
悪

が
、
亡目
円
な
道

を
追

っ
て
行

く

の
を
見

て
、

私

は
彼
等

に
聞

之
な

い
や
う

な
微

か
な
袖畳
で
斯
う
叫
,ん
だ
。

「
絶

へ
す

自
然

に
不
浦

を
抱

い
て
み

る
愚

人
ど
も

よ
。
汝
等

の

一
切

の
不
幸

は
、
皆
汝
等
自
身

か
ら
來

る
も

の
だ
と
云

ふ
こ
と
を
知
れ
」
か
く

の
如

き
瞑
想

か
ら

、
途

に
『
不
孝
等
論
』
が
生
れ

た
の
で
あ
る
。
」

こ
の
『
不
平
等
論
』
の
研
究
課
題
は
以
上

の
懺
悔
録

に
於
け

る
記
述

に
よ
り

一
懸
知
り
得

る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
本
論

の
初

め
に
於

　

も

へ

も

マ

も

へ

て
明

に
さ
れ

て
居
。

る
先
づ
不
孝
等

の
概
念

が
規

定

さ
れ

て
居

る
。
即
ち
不
平
等

に
は
自
然
的

な
る
も

の
と
人
爲
的

な
る
も

の
と
の

別

が
あ

る
が
、
前
者

は
自
然

に
よ
っ
て
設
定

さ
れ
た

も

の
で
あ

っ
て
年
齢

や
健
康

や
騰

力

の
差

並
び
に
精
神

の
質

の
差

か
ら
成

る
。

後
者

は
或

る
人

々
の
合
意

に
よ

っ
て
設
定

さ
れ
若
し
く
は
少
く

と
も
認
可

さ
れ

る
も

の
で
あ

っ
て
、
或
.る
若
干

の
者

が
他

の
者
等

の

損
害

に
於

て
享
受
す

る
相
異
な

る
特
槽

が
ら
成

る
。
彼
等

よ
り

も
富
裕

で
あ
る
こ
と
が
、
尊
敬

さ
れ

て
み

る
と
か
、
有
力

で
あ
る
と

か
、
或

は
も

っ
と
進

ん
で
彼
等

を
自
分

に
服
従

さ
せ
る
と
云

ふ
が
如
き
で
あ
る
。

こ

㌧
に
問
題

と
さ
れ

て
み

る
と

こ
ろ
の
も

の
は
、

共
同
鐙
の
人
間
學
的
考
察
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四
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共
同
盟
の
人
澗
學
的
考
察

第
四
+
六
巻

「
八
二

第

}
號

一
八
二

こ
、
の
第

二
の
不
平
等

の
起
因

で
あ

る
。
破

は
更

に

「
沈
着

公
平

な
眼
を
以

て
入
間
肚
會
を
考
察
す

る
。
す

る
と
,
最
初
は
れ

そ
が

た

Ψ
強
者

の
暴
力

と
弱
者

の
歴
服

と
の
み
を
示
す
か

の
や
う

で
あ

る
。

…
・:
人
聞

の
制
度

は
初

め

一
見

し
た
と
こ
ろ
で
は
、
脆
弱
な

砂

粒

の
上

に
築

か
れ

て
み

る
や
う
に
見

え
る
。
こ
れ
を
仔

細

に
瓢
検

し

て
初
め
{、
、
建
物

を
包

ん
で
居

る
埃
と
砂
と
を
沸

ひ
除

け

て

ヘ

ヘ

ヘ

ミ

へ

も

へ

も

め

ヘ

ル

ヘ

ヘ

へ

初
め

て
、
人

は
そ
れ

の
建

っ
て
る

る
磐

石

の
礎
を
認
め

、
そ
し
て
そ
れ

の
基
底

の
尊
敬
す

べ
き
こ
と
を
學

ぶ
の
で
あ

る
。
し

か
る
に

人
鮒

と
そ

ゆ
⊥翻
然

乃
能
力

と
そ
し
て
そ

八
議

起
駒
獲
畏

と
乃
眞

面
目
な
研
究
が
な
く

て
、
人
は
決

し
て
こ

の
や
う
な
.陽
湖
を
立

て
る

こ
と
は
出
来
な

い
」

と
蓮

べ
て
居

る
が
、
か
く
不
準
等
な
杜
會

の
根

底

に
於

て
、
露

は
に
さ
れ

る
と
こ
ろ

の
「
磐

石

の
礎
」
「
尊
敬
す

も

ヘ

ヘ

コ

も

へ

べ
き
基
底
」
こ
そ
、
こ
の
不
平
等
な
壮
會
を
攣
革
す

べ
き
も

の
と
し
て
『
民
約
論
『
に
於

て
考
察
せ
ら
れ

る
と
こ
ろ
の
国
民
共
同
罷
が

ヘ

へ

あ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し

へ

そ

の
上

に
確
立

さ
る
べ
き
基
礎

と
な
る

の
で
あ

る
。
而

し
て
こ
れ

を
明
に

せ
ん
が
矯

め
に
は
、
先
づ

「
人
聞
と
そ

の
自
然
能
力

と
そ

し

て
そ

の
継

起
的
費
展

の
眞
面

目
な
研
究
」
が

必
要

と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
か
く

て
そ
れ

は
先

づ
入
間
畢
的
研
究

に
出
褒
す

る
。

三

先

づ
彼

は

『
不
平
等
論
』
の
序

に
於
て
、
吹

の
和
ぐ

に
述

べ
て
居

る
。
「
す

べ

て
入
間

の
知
識

の
中

で
最
も
有
用

で
あ
り
な

が
ら
最

も
進

ん
で
居
な

い
も

の
は
人
間

に
関

す

る
そ
れ

で
あ

る
檬

に
思

は
れ

る
。
…
人
間

そ
の
も

の
を
先

づ
知

ら
な
け
れ

ば
ど
う
し

て
人
間

の
間

の
で
不
平
等

の
起
源
を
識

る
こ
と

が
で
き

よ
う

か
?

、
そ
し
て
時
代

と
事
物

と

の
縫
起

が
人
間

の
原
本
的
構
成

の
中
に
生
ぜ
し

め
た
に
相
違

な
い
す

べ
て
攣
化
を
通
じ

て
人
間

が
自
然

の
作

っ
た
儘

の
相

で
眺
め
ら
れ

る
や
う
に
ど
う

し
て
な

る
だ
ろ
う
か
7
・ま
た

彼

固
有

の
素
質

に
由
來

す

る
も

の
と
諸
種

の
事
情
並

び
に
そ

の
進
歩
歌
態

が
彼

の
原
始
状
態

に
射

し
て
附
加
或

ひ
は
攣
化

さ
せ
た
も

の
.を
彼

が
識
別
す

る
や
う

に
ど
う
し
て
な

る
だ
ら
う

か
?
」

こ
の
爲

め
に
彼

は

「
も
は
や
存
在

せ
す

恐
ら
く

は
存
在
し
た
こ

と
竜
な

互)DePinegalit6.p.38(邦 繹 第 三 十 六 頁)付 貼 筆 者 以 下 同 じ。
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く

多
分
存
在

し
そ
う
も

な

い

一
つ
の
欣
能
?
i

し
か
も
そ
れ

に
つ
い
て
の
正
し

い
考

へ
を
も

っ
こ
と
が
わ
れ
く

の
現
在

の
状
態
を

ラ

も

ヘ

ヘ

ヘ

セ

ヘ

へ

よ
く
判

断
す

る
上
に
必
要

で
あ

る
一

を
十
分
認
識

す

る
こ
と
L

を
必
要

と
し
た
。
帥

ち
原
始
歌
態

の
假
定

で
あ

る
。

こ
の
ル
オ
ソ
に
於
け

る
原
始
状
態

の
假
定

は
、
人
間
學

的
研
究

の

　
つ
の
實

験
方

法

と
し

て
考

へ
る
こ
と
が
出
来

る
。
現

に
、

ル

オ
ソ
は

、
こ
の
人
間
學

的
考
察

に
嘗

て
た
第

一
部

に
於

て
は
輩

に
.
原
始
歌
態

に
於
け

る
人
間
性

の
み
な
ら
す
、
む

し
ろ
廣

く
人
聞の

性

一
般

を
明

に
し
て
み

る
。
か
く

て
第

一
部

の
意

は

一
種

の
孤
別
化
的
理
想
化
的
方
法

冨
)=
。
お
=
分
山
号
ρ
房
一〇
『Φコ
α
¢
寓
臼
プ
o
島
。

に

の

よ
り
て
、
複
雑

な
る
杜
會
的
諸
影
響

よ
り
人
聞

を
抽

出
し
そ

の
本
性

を
明

に
せ
ん

と
し
た
鮎

に
存
す

る
。
而
も
彼
が
祉
會

生
活
前

の

入
間
性

な

る
も

の
は
考

へ
ん
と
せ
し

こ
と
は
不
可
で
あ

る
。
入
間

は
常

に
砒
會

に
於

て
あ

る
が
故
に
、
只
だ

こ
の
人
聞
砒
會

よ
り
抽

鱈

し
そ
D
尺
闇
主
,を
捌

こ
ナ
る

二
と

り
み
が
可
形
な

り
C
あ

る
。
以
、F

か
く

て
咀

で
さ
比
-允

る
人
絹
惟

て
つ

ハ
て
肥

る
こ
と

㌧
ポ

る
。

「
最
初

の
最
も
軍
純
な
入
間
精
神

の
働

唐
こ

に
つ
い
て
沈

思
し
た
結
果
、
彼
は

「
二
つ
の
理
性

に
先

づ
原
理
」
を
認
め
た
。
「
そ
の
う

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ち

一
つ
は
わ
れ
く

を
し
て
そ
の
身

の
安
全
と
自
己
存
在
と
に
開
心
を
も
た
し
め
、
他
は
す
べ
て
の
感
情
的
存
在
殊
に
わ
れ
く

の

も

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヤ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の

同
胞

の
滅
び
ま

た
苦

し
む

の
を
見

る
こ
と
を
自
ら
嫌
悪
す

る
や
う

に
仕
向
け

る
。
」
こ

の
二
つ
の
感
情

が
人
間
性

の
根
本

で
あ

っ
て
、

こ
れ
は
人
類

の
あ
ら
ゆ

る
時
代

を
通
じ

て
自

己
を
獲

撰
し
行
く

と
こ
ろ
の
原
動
力

で
あ
り

、
総

て
の
人
聞
肚
會
が
そ

の
上
に
立

つ
と

こ
ろ

の
基
礎

で
あ
る
。

か
く

ル
ソ
ォ
は
、
人
間
性

の
根
本
を
反
省
並

に
理
性

に
先

立

つ
感
情

に
於
て
見

る
の
で
あ

っ
て
、
こ

の
こ
と

も

ヘ

へ

も

へ

は
先

づ
理
性
主
義
的
人
間
観

叉
は
意
志

主
義
的
人
間
観

に
封
ず

る
ル
オ
ソ

の
人
間
観

の
特
殊

で
あ
る
。
更

に
慈

悲
的
感
情

を
以

て
自

己
保
存

の
感
情

と
共

に

こ
の
根
本
感

情

で
あ

る
と
し
た
こ
と
は
、
共
同
髄

の
人
間
學
的
基
礎

と
し
て
特
に
重
要

で
あ

る
。

ル
オ
ソ
は

こ

の
も

の
に

つ
い
て
次

の
如
く
述

べ
て
居

る
。

共
同
盟
の
人
間
學
的
考
察
.
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共
同
盤
の
人
間
學
的
考
察

第
四
十
六
巻

】
八
四

第
二
號

一
八
四

「
そ
れ

は
人
間

が
用
み
る
あ
ら

み
る
反
.省

に
先

つ
も

の
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
普

纐
的
な
ま
た
そ
れ
だ
け
人
間

に
と
っ
て
有
用

な

徳

で
あ
り

且

つ
往

々
に
し

て
禽
獣

で
さ

へ
も
が
そ

の
著

し

い
徴
候

を
示
す
と

い
ふ
ほ
ど
自
然
的
な
徳

で
あ

る
61
」
母
親
が

そ
の
子
供

に

射
す

る
愛
情

や
、
そ

の
急

を
救

ふ
爲
め

に
冒
す
危
険

に
つ
い
て
は
云

ふ
ま

で
も
な

い
。
更

に

一
匹

の
猛
獣
が
幼
児

を
そ

の
母

の
乳
房

か
ら

ひ
っ
た
く
り

、
か
弱

い
手

足
を
そ

の
恐
ろ
し
い
薗

で
喰

ひ
ち
ぎ
り
そ

の
子

の
ぴ
く

ぴ
く
動
く
は
ら
わ
た
を
爪

で
引
ぎ
裂

い
て
み

る
の
を
牢
屋

か
ら
眺
め
る
人

の
柏

が
描

か
れ

て
み

る
。
何
等

個
人
的

の
利
害
關
係

を
菟
た
な

い
こ
の
目
撃

で
者

あ

る
が
、
何
等

の
救

助
を
加

へ
得

な

い
喜
情

の
下
で
ど
・っ
し

て
苦
痛

を
畳

え
な

い
で
る
ら
れ

よ
う

!

「
か
く

の
如
き

は
、
あ
ら
ゆ
る
反
省

に
先
き
立
ち

,

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

純
粋
に
自
然

の
動
き
で
あ
る
、
か
く

の
如
き
は
自
然

の
憐
憫

の
力
で
あ
っ
て
、
最
も
悪
化
せ
る
習
慣
と
雛
も

ひ
か
を
砂
峻
か
樹
い
ど

へ

あ

も

モ

セ

へ

の

は
む

つ
か

し
い
」
帥

ち
か
く

の
如
く
憐
憫

の
情
な
る
も

の
は
、
不

可
壊

な

る
人
間

の
根

本
性
格

と
さ
れ

て
居

る

の
で
あ

る
。
ま

た
「
こ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
唯

一
の
特
質
か
ら
…
…
あ
ら
ゆ
る
肚
會
的
な
徳
が
流
れ
出

る
」寛
大
・仁
慈
・人
情
と
い
ふ
の
は
弱
者
・罪
人
或

ひ
は
人
類

一
般
に
適

用
さ
れ
た
憐
憫

で
あ
り
、
親
切
や
友
情
は
、
特
殊
な
対
象
に
固
定
さ
れ
た
恒
常
的
な
憐
憫

の
産
物
で
あ
る
。

「
憐
憫
と
は
苦
し
む
者

の
位
置
に
自
ら
を
お
い
て
見
る
感
情
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
が
故
に
、
相
手
に
封
し
て

「
よ
り
親
し
く
自
分
を
同

一
税
す
れ

ば
す
る
ほ

ど

一
層
強
烈
で
あ
る
。
」

「
そ
れ
ゆ
え
憐
憫
が

一
つ
の
自
然
的
感
情
で
あ
る
こ
と
は
確
實
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
各
個
人
に
於
け
る
も
跡
心
伽
活
動
弘
屯
瓢
レ
、

へ

し

も

カ

ヘ

へ

程
合
禮

の
保
存
に
協
力
す

る
。
他
人
が
苦
し
ん
で
み
る
の
を
見
る
揚
合
わ
れ
一

を
し
て
何
の
反
省
も
な
く
こ
れ
が
救
助
に
赴
か
し

め

る
も

の
は
こ
れ

で
あ

る
。
自
然
状
態

に
於

て
、
法
律

・
習

俗
及
び
徳

に
代

る
と
こ
ろ

の
も

の
は
こ
れ

で
あ
り
、
而

か
も
も
a
風

レ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ラ　

い
聲

に
は
何
人
も
が
反
抗

し
よ
う

と
も
し
な

い
と
云

ふ
利
益

が
あ
る
。
」

1)
2)
3)
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か
く

の
如
く

ル
ォ
ソ
ほ

自
己
存
保

の
感
情

と
と
慈
悲

の
感
情

を
以

て
人
間

の
根

本
的
性
格

と
な
し
た

の
み
な
ら
す

同
時

に
こ
れ

を

以

て
他

の
動
物

に
も
通
す

る
と
こ
ろ

の
根
本
的

な
も

の
と
考

へ
た

の
で
あ

る
。
然

ら
ば
人
間
を
他

の
動
物
よ
り
匠
則
す

る
と
こ
ろ

の

も

の
は
何

で
あ
ら
う
か
、
彼

は
こ
れ

に
つ
ぎ
次

の
如
く
述

べ

て
居

る
。

「
す

べ
て

の
動
物

は
、
感
畳
を
も

つ
て
み

る
の
で
あ

る
か
ら
、
観

念
を
も

つ
て
居

る
、
彼

は
或

程
度

ま
で
そ
の
観
念

を
組

み
合

せ
も

ハ

ヘ

へ

ゐ

ぬ

へ

す

る
。

…

・・そ
れ

故
動

物

の
間

で
特

に
人
間

を

匪
別

す

る
と

こ

ろ

の
も

の
は

悟

性

で

は
な

く

て
寧

ろ
彼

の
自

由

な

る
能

因

と

し

て

の

特

質

で
あ

る
。

自

然

は
す

べ
て

の
動

物

に
命

令

す

る

、

そ
し

て
禽

獣

は

こ
れ

に
從

ふ
。

人
間

も

同
じ
印

象

を
経

験

す

る
、

し

か

も
彼

は

自

分

が
承

諾

す

る
も

抵

抗
す

る
も

自

由

で
あ

る

こ

と
を
認

め

る

。

そ

し

て
彼

の
精

神

の
璽

性

が
顯

は
れ

る

の
は

特

に
こ

の
自

由

の

意

識

に
於

て

で
あ

る
。

な

ぜ
な

ら

ば
物

理

は
惑

罷

の
機

制

や
観

念

の
形
成

を
幾

分

説

明

ず

る
け

れ

ど

も

、
意

欲

或

は
撰

揮

の
カ

の
申

ロ
ロ
バ

コロ凾
内
　
コ
　
コ

ラ
　ロぐ
ウ
コ
ダ
ン

ア

　
め

レ

　
ア
ぬ
リ
エ

ロコへ　

ラ

コ
　

ヨ

　
　ゐ　

ノ

コ
ロ　
コ
ロ
　し
　

ド
　

ゆ
　

に

蓬
.表

こ

礎
プ

¢
κ
爬
じ

¢
呼

に

む

と

は
ナ
理

¢

汐

卿

に

よ

づ
て

は

そ

の
夜

勤

も

談

匪

さ
れ

な

い
縦

耐
盤

眺
.な
行

爲

を

の
み

見
出

か

ら

で

あ

る
。
」
こ

」
に
我

々
は

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
が

そ

の
『
第

一
哲

學
」
に
於

て
人

間

を

他

の
存

在

よ
り

匠

別

せ

し
め

て
思
想

に
等

し

わ

き
も

の
を
見

る
。

而

も
人
聞
は
初
め
動
物
的
な
歌
態

に
あ

る
の
で
あ

っ
て
、
そ

の
根
本
性
た

る
自

己
保
存
並

に
慈
悲

の
感

情
も

は
じ
め
は
動

物
に
於

け

る
と
同
様

に
衝
動
的
本
能
状
態

で
あ
る

の
で
あ

る
。
帥

ち

「,自
然

の
手

に
よ
り
軍

に
本

能
に

の
み
引

き
渡

さ
れ
た
未
開

人
は
、
最

初

は
純
動
物

的
な
機

能
を
螢
む
あ
ら
う
」

か
く

て

「
未
開

入
は
あ
ら
ゆ

る
種
類

の
明
知

を
鉄

き
最
後

の
種
類

の
感
情

(衝
動
)
し
か
経

験

し
な

い
」

人
間

の
根
本
感
情

は
か
く

の
如

き
瓶
態

よ
り
「
自

由
な

る
能
因
」
と
し

て
の
状
態

へ
如
何
に
し

て
高
ま
り
得

る
で
あ
ろ
う

か

、
ま
た

こ
の
根
本
能

力
よ
り
諸
種

の
能
力

が
如
何

に
し
て
饗
麗

し
う

る
か
。
こ
れ
入
間

に
特
有
な

「
完
成

能
力
」

に
よ
る
の
で
あ

共
同
盟
の
人
間
學
的
考
察

,

第
四
+
六
巻

一
八
五

第

一
號
.

一
八
五

1)DePin壱galit6・P・47(非 β言畢第 五 八 頚:}

2) 拙 著 『精 神 科 學 的 経 済 學 の 基 礎 問 題 』第 一一三 三 頁 参 照
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共
同
盤

の
人
間
學
的
考
察

第
四
十
六
巷

一
八
六

第

一
號

一
八
六

も

へ

る
。
帥
ち

「
今

一
っ
、
両
者
を
塵
別
す

る
,
そ
し
て
そ
れ

に
つ
い
て
は
何
等

の
異
議

も
あ
り
得
な

い
別

の
特
質

が
存
在
す

る
伽

自
分

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し

へ

も

ヘ

へ

を
完

成
す

る
能
力

が
そ
れ

で
あ

る
。
す
な
は
ち

、
諸

々
の
事
情

に
助
け
ら
れ

て
す

べ

て
の
他

の
能
力
を
逐
次
資
展

さ
せ
、
そ
し

て
わ

れ
く

の
間
に
種

の
中
に
も
ま
た
個
腿
の
中
に
も
存
す
る
あ
の
能
力
で
あ
る
.
こ
れ
に
反
し
動
物
は
数
ケ
月
の
後
に
は

一
生
涯
そ
の

読

」
で

あ

る
と

こ
ろ

の
.も

の
と
な
り
、

千
年

経

っ
て
も

こ
の
千
年
最
.初
の
年

に

そ
う
で
あ

っ
た
と

ほ
り

墾

ら
な

い
d
」

こ
れ
帥
ち

あ

モ

ハ

あ

瀦
奇
o
帥豊
年
o
「
完

成
能
力
」
と
呼

ん
で
居

る
。

即

ち

「
入
間
悟
性

は
感
情

に
多
く

の
も

の
を
負

い
、
後
者
も
亦
前
者

に
多
く

の
の
も

の
を
負

ふ
て
る
る
、
わ
れ
一

の
理
性

が
完

成

さ
れ

る
の
は
爾
者

の
活
動

に
よ

っ
て
穿
あ

る
。
」
而

し

て
感

情

は
そ

の
進
歩

を
わ
れ
く

の
知
識
か
ら
引

き
出
す

の
で
あ
る
。

か
く

の
如
く

に
、

ル
ォ
ソ
は
、
『
不

平
等
論
』
の
第

一
部

に
於

て
、
先
づ
人
間

の
本
性

を
考
察
し

て
居

る

の
で
あ

る
が
、
こ

の
人
間

の
本
性

よ
り
入
間
歴
史

の

一
切
を
演
課

せ
ん
と
す

る
の
で
あ

る
。

か
く

て
『
不
平
等
論
』
の
終

に
於

て

「
わ
た
く

し
は
、
不
耶
等

の
起

因

と
進
歩

と
、
政
治
的
肚
會

の
制
度

と
弊
害

と
を

、
統

治
模

に
榊
櫻

の
裁
可
を
與

へ
る
と

こ
ろ

の
聖
な

る
教
義

と
は
猫
立
に
、
そ
れ

の

ら
の
物
が
專
ら
理
性
の
光

に
よ
り
、
人
聞

の
本
性
よ
り
演
繹
さ
れ
得
.る
限
り
に
於
て
、
こ
れ
を
寂
返
す
る
や
う
努
め
た
」
と
述

べ
て

み
る
。
故
に
以
上
の
人
間
學
的
考
察
は
、
以
下
述
べ
ん
と
す
る
彼
の
共
同
艦
論

の
全
膿
土
毫
と
な
る
の
で
あ
る
。

彼
は
序
論
に
於

て
人
間
歴
史

の
全
獲
展
を
人
間
の
二
つ
の
根
本
感
情
と
理
性
と
の
關
係
に
よ
り
次
の
如
く
辯
證
法
的

に
規
定

し
て

居

る
。
即
ち
自
然
的
状
態
に
於
て
は
、
自
己
保
存

の
感
情
と
慈
悲
の
感
情
と
の

「
爾
原
理
を
わ
れ
一

の
精
神
が
色

々
に
組
み
合
せ

て
創
り
出
す
合
成
果
か
ら
自
然
法
の
す
べ
て
の
規
則
は
流
れ
出
て
來

る
。
そ
れ
で
後
に
な

っ
て
、
理
性
が
そ
の
継
起
的
な
磯
達

に
よ

り
途

に
自
然
を
滅
却
し
了
る
時
、
理
性
は
こ
れ
ら
の
法
則
を
ま
た
別

の
基
礎

の
上
に
樹
て
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
恩
。
」
こ
れ
が
以
下

1)
2)
3(

Del,in6galit6.1),48.(第 五 九 頁)

同 書 、p.92.(第 一 四 二 頁)

同 書 、p・37・(第 三 五 頁)



見

ら

る

Σ

と

こ
ろ

の
人
間

の
歴

史

的

磯

展

の
三
段

階

で

あ

っ
て
、
第

一
は

自
然

歌

態

の
段

階

で
あ

り

、
第

二

は
市

民

就
魯

の
段

階

で

あ
り

、

第

三
は
国

民

共

同

膿

の
段

階

で
あ

る
。

而

し

て
自

然

法

と

は

一
言

に

て
云

へ
ば
人
聞

の
本

性

に
最
も

適

合

す

る
法

で
あ

る
。

四

光

づ

自

然

状
態

に

つ

い
て
考

へ
ん

に

ル
ソ
オ

は

こ

の
自

然
状

態

の
最

初

を
孤

立

的

人

聞

の
原

始

状
態

と

し

て
考

へ
た
。

こ
の
原

始

状

態

に
於

て
は

「
土

地

は

、

そ

の
自

然

の
豊

饒

に
委

せ
ら

れ

、
未

だ
営

て
斧
鉞

の
入

ら

な

い
大

森

林

に
蔽

は
れ

て
る

て

、

一
歩
毎

に

食

べ
物

倉

と
隠

れ

場

所

と
を

あ

ら

ゆ

る
動

物

に
提

供

す

る

。

人

聞

は

、

こ
れ

ら

の
動

物

の
聞

に
分

散

し

て
み

て
、
彼

等

の
勤

弊

を

観

察

し
摸

し

、

か
く

し

て
禽

駄

の
本

能

の
域
.ま

で
昇

る
。
」
ま

π

「
各

人

は

、
家

も

小

屋

も

い
か

な

る
種

類

の
財

産

も

も

た
す

.
行

き

あ

』・、
)
.ド
転
⊃

炉
」
,
.ニ
ド二
二

園
中L
摩
買
占
同
)

ノ
㌔」
一h
・
・
=
-
＼
日H
十
瓶「
ド
飛
)
』
「
四〔
=
p℃,
隠」
」
ム

毛
ヒヒ
腱
k
'D
F父
～
、
、

.デ
」五
口
'D
「;
'
、
9
ト〔
己h
!O
・工
〆
・
-炭

プ
ー

に

/
↓
1
一
.豚
1
.̀
こ
」ゐ
"

擁
■瀦
i

一

り
!
L
2人
(
.一
.
」
ノ
昆

L
一
7丞
σ
.
「「
ブ
、
一く
習
.

唱
で

「,μ
一.一ゴフ
～
ス
.
一
一
一
.F=,【
～
↓!
`

f

ヒ均
～
噛
!
.町

軍

雫

も
結

合

も

な

く

、
何
等

仲

間

を

必

要

と
も

し

な
け

れ

ば

彼

等

を

害

し

や

う

と

の
何

等

の
欲

求

も

な

く

、

恐

ら
く

は

彼
等

の

一
人

々

々
を
個

人

的

に

認
識

す

る

こ
と
嘗

て

な

い
」
と
考

へ
た

。

か

」

る
原

始

状

態

な

る
も

の
は

、
彼

自

ら

云

へ
る
が
如

く

、
常

時

「
臆

測
」

し

た
假

定

的
状

態

で
あ

る
。

而

も
尚

ほ
彼

は

か

」
る

状
態

が
將
來

の
研
究

進

歩

に

よ
り

人

聞

の
原

始

状
態

と

し

て
實

誰

さ

れ

る

に

至

る
べ
き

こ

と

を
期

待

し

て
居

る
。

然

し

そ

の
後

の
研

究

は

か

」
る
厭

態

存

在

を

否

定

す

る

に
至

っ
た
。

即

ち

十

九

世
紀

に
旺

と

な

り

し
未

開

民
族

の
研

究

は

原
始

民

族

の
生

活

状
態

を

理
解

す

べ
き

鍵

と

な
り

、
人

は

そ

の
最

も

原
始

的
な

歌

態

に
あ

っ
て
も
群

生

射

り

状
態

に
あ

る
こ

と
が
益

々
明

に
さ
れ

た
。
ま

た
自
然

の
動

物

の
共
同
生
活

に
關
ず

る
研
究
も

こ

の
こ
と
を
明

に
す

る
助
と
な

っ
た

の

で
あ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

セ

ヘ

ル
オ
ソ
は

こ

の
原
始
状
態

よ
り
次

の
状
態

へ
の
獲
展

を
産
業

の
成
立
を
媒
介

と
し
て
考

へ
た
。
即
ち
原
始
状
態

に
於

て
や
が

て
色

共
同
髄
の
人
間
學
的
考
察

第
四
十
六
春

一
八
七

第

一
號

一
八
七
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共
同
盟
の
人
間
學
的
考
察

第
四
+
六
巻

一
八
八

第

一
號

一
八
八

々
の
困
難
が
顯
れ

て
來

て
、
こ
れ
を
征
服
す

る
こ
と
を
學

ば
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
帥

ち
人
類

が
損
大
し
て
行
く

に
從

ひ
人
間

の
敷

と
共

に
苦
痛

が
増
加

し
た
。

土
地
や
気

候

や
季
節

の
差
異

が
彼
等

を
し

て
そ

の
生
活
様
式

に
差
違
を
導
入

せ
し
め
た
。
不
作

の
年

々

や
嚴

し

い
参

や
焼
く

や
う
な
夏
が
新

し

い
産
業
を
要
求

し
た
。
海

や
川

の
沿
岸

で
は
綜

と
針

と
を
螢

明
し
、
漁
夫

と
な
り
魚
食
者

と

な

っ
た
。
森

の
中
で

は
弓
と
矢
と
を
こ
し
ら

へ
、
獄
師

と
な

っ
た
。
か
く
種

々
な
る
存
在
を
彼
自
身

に
ま
た
彼
等
相
互
に
反
復
適
用

し
た
結
果

は
.
自
然

人
間

の
精
聯

の
中

に
或
種

の
關
係

の
知
畳

を
生
ぜ
し
め
た
。
彼
等

の
間

に
時

の
経
過
と
共

に
認

め
得

た
と
こ
ろ

の
相
似

黙
が
、
彼

の
ま
だ
認

め
な
か

っ
た
相
似
鮎
を
も
判
断

せ
し
め
左
。
そ

し
研、
、
同
じ
事
態

に
遭

遇
す
れ

ば
.
彼
等

も
同
様

に
行

動

す

る
の
を
見

て
、
他

の
人

々
の
思
惟

及
び
、
感

情

の
仕
方

が
全
然
自
分

の
そ
れ

に

一
致
す

る
も

の
と
結
論

し
た
。

「
彼

の
精
榊
内

に
確
立

さ
れ

た
こ
の
重
要
な
眞

理
が
…
最
初

の
行
爲

の
規
準

を
、
自
分

の
利
益

と
そ
の
安
寧

と

の
た
め
他

の
人

々
と
共

に
こ
れ
を
履

ヘ

エ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

行
ず

る
こ
と
が
好
都
合

で
あ

る
や
う

な
行
爲

の
視

標
を
彼

に
趣
奉

せ
し
め
た
。
共
通

の
利
害
關
係

か
ら
そ

の
同
胞

の
援
助

に
頼
ら
な

け
れ

ば
な
ら
ぬ
場
合

に
は
彼

は
彼
等

同
胞

と
團
結

し
た
、
或

ひ
は
せ
い
ぜ

い
何
人
を
も
拘
束

し
な

い
一

そ
し

て
結
合
を
促

し
た

一
時

の
欲
望

と
同
じ
だ
け
し
か
持
続

し
な

い
1

一
種

の
自
由
協
會

を
成

し

て
集

ま

っ
た
。

か
や
う

に
し

て
人

々
は
知
ら
す
識
ら
ナ

の
聞

に

相
互
扶
助

。轟

轟
①
已
①
三

日
ロ
5
⑦
一
と
そ
れ

を
行

ふ
こ
と

の
利

益
と
い

ふ
粗

末
な
が
ら
も
何
等

か
の
観
念

を

櫻
得
す

る
こ
と
が
出
来

た

の
で
あ

る
。
」
尤
も

そ
れ

は
た
だ
現
前

の
感
畳

的
利
害

が

こ
れ

を
要
請

し
得
た
限
り

に
於

て
の
み
で
あ
る
。

こ
れ
彼
等
に
は
先
見

と

云

ふ
こ
と
は
皆
無

で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ル
ソ
ォ
に
於

て
か
く

の
如
く
人
間

の
磯
展

の
最
初

の
契
機

が
人
口
の
檜
加

に
件

ふ
産
業

の
成
立

に
於

て
見

ら
れ

た
。
か
く

て
人
聞

は
新

な
状
態

に
進

み
入

る
。
帥
ち

「
か
う
し
た
初
期

の
進
歩
が
人
聞
を

「
暦
速

か
な
進
歩

へ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

を
な

し
得

る
歌
態

に
お

い
た
。
精
神

が
開
明
さ
れ

る
に

つ
れ

て
彌

々
産
業

崔
乙
蕩
三
〇
が
完

成
さ
れ

た
。

…
…
人
は
若
干

種

の
堅

い

1)Derinε9alltξ.p.68.(第 九 八 頁)



刀

の
つ
い
た
石
斧

を
見
出
し

た
、
こ
れ
は
木

を
切
り

、
土

を
掘
り

、
そ
し

て
枝
葺

き
小
屋
を
作

る
に
役
立

つ
た
が
、

こ
の
小
屋
を

ひ

と
は
や
が
て
粘
土
や
泥

で
塗

る
こ
と
を
思

ひ
付

い
た
。

こ
れ
が
即

ち
諸

家
族

の
設
立

と
圃
分

と
を
形
成

し
た
。
そ
し

て

一
種

の
私
有

ヤ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

エ

財
産
を
…
…
導
入
し
た
最
初

の
革
命

の
時
代
で
あ
っ
た
。L

コ

つ
の
新
し
い
事
情
が
夫
と
妻
と
・
父
と
子
と
を
共
通
の
住
居

に
結
合
し
、
心
情

の
最
初
の
黄
蓮
と
云
ふ
こ
と
が
そ
の
致
果
で
あ

っ
た
。

一
緒
に
生
活
す
る
習
慣
が
、
入
女
に
識
ら
れ
て
る
る
最
も
優
し
い
感
情

・
夫
婦
愛
と
父
性
愛
を
生
ぜ
し
め
た
。
各
家
族
は
相

へ

へ

も

へ

あ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

マ

ヘ

へ

互

の
愛
着

と
自

由

と
が

そ

れ

の
唯

一
の
紐

帯

で

あ

っ
た

た

め

そ
れ

だ

け

…
暦

よ
く

統

一
さ
れ

た

一
小

砒
會

と
な

っ
た

。

そ

し

て
從

來

π

堅

一
つ
の
生

活

様

式

し
か

も

っ
て
み

な

か

っ
た
、雨

性

の
生

活

様

式

に
最

初

の
差

異

が
出

来

た

の
が

こ

の
時

で
あ

る

。
安

達

は

一
層

自

主

内

と
な

つ

、

Ψr
二

ご
ト

邉

』
卜

共

」
一ヒ

詐

る
セ

～

;
野

貫

こ

・;
)
セ

、

二
t

こ
オ

ノ
弓

丈

弄
し

Fエ
う
ヒ

吾
妻

斗

」ど
饗

ノ
三

丁
つ

葦
{

匡

ζ
泥
.

'
し

一

!
些
.
ζ
!
普

く
フ
、
ζ

副」
.
'
プ
.ヲF
t

ケ

ズ

!
フ

馴
.
(
男

レ
塁

L

E
フ
ダ
'

!
ス

0
ノ
ニ
、γ
重
*

オ
.峯

ー

セ
ノイ

!

の
た
。
」

か
く

て
こ

、
に

「,愛
着

と
自
由

と
が
唯

一
の
紐
帯
」

で
あ
る
最
初

の
枇
會
が
域

立
す

る
。
『
民
約
論
』
に
於

て
は

「
あ
ら
ゆ

る
肚

會

の
中

で
、
最
も
古
く
且

つ
唯

「
の
自
然
な
枇
會
は
家
族

と
云

ふ
吐
會

で
あ

る
」

と
な
し
、

こ
の
家
族

に
於
け

る
こ
の

「
嬰
方

に
共
通ゆ

の
自
由
は
、
人
間
の
本
性
か
ら
生
す

る
も
の
で
あ
る
、
人
間

の
第

一
の
本
分
は
、
自
己
の
生
命

の
保
存
を
念
慮
す
る
こ
と
で
あ
る
。」

と
し
て
.居

る
原
始
歌
態

に
於
て
孤
立
的
に
充
さ
れ
た
自
己
保
存

の
感
情
は
今
や
慈
悲
的
感
情
に
基
く
家
族
的
愛
着

の
土
蔓
の
上
に
於

の

て
充

さ
れ

る
の
で
あ

る
。
更

に

「
家
族

は
、
政
治

的

肚
會

の
最
初

の
雛

型
で
あ

る
」

と
述

べ
て
居

る

が
こ
の
政
治

砒
舎

は
共
同
艦

ヘ

カ

ヘ

へ

も

『

8
コ
ヨ
三
塁
曽
旦
鉢

な
る
が
故

に
こ

の
家
族
は
原
始
共
同
艦

と
云

は
れ
得

る
も

の
で
あ

る
。

ル
ソ
オ
は
更

に
進
ん
で
こ

の
家
族

の
聯
帯

と
し
て

民
族

な
る
も

の
を
考

へ
た
。

即

ち
か
く

て
安
定

な
落
着

き
場
所
を

得

た
人

々

共
同
盟
の
人
間
學
的
考
察

第
四
+
六
巻

}
八
九

第

「
號

一
八
九

1)DePin6gahlξ.p.69.(第 一 〇 〇 頁)

2)同 書 、p・70(第 一 〇 〇 頁)
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共
同
謄
の
人
間
學
的
考
察

第
四
十
六
巻

一
九
〇

第

一
號

一
九
〇

は
、
徐

々
に
相
接
近

し
、「
種

々
の
集
群
を
成
し

て
結

合
し
、
絡

ひ
に
各

地
方

に
於
て
個

々
の
民
族
を
規
則
や
法
律

に
よ

っ
て
で
は
な

ヘ

ヘ

ヘ

ル

ヘ

セ

ヘ

ヘ

ハ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ん

し

し

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

あ

も

ヘ

ヘ

へ

も

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

や

く

.
同

じ

や
う

な

生

活

と

食

物

と

に
よ

り

、

ま

た
共

通

な
氣

候

の
影

響

に
よ

っ
て
、
習

俗

と
性

格

と

を

均

し
く

す

る
夫

々
の
民
族

を

形

成

す

る
。

永

久

的

な

隣

接

は
絡

ぴ
に
諸

家

族

欄

に
或

紐
帯

を
発

生

せ

し

め

な

い
わ

に

て

は
行

か

な

い
。

…

…
諸

々
の
観

念

や
感

情

が
縫

起

し

、
精

神

と
心
情

と

が

御
練

さ
れ

る

に

從

っ
て
、

人
類

は
益

々
馴

化

し

て
行

を

、

結
合

の
範

囲

は
援

太

し

、
紐

帯

は

緊
縮

す

る
。
」
か
く

共
通

の
氣

候

と

生

活

様

式

の
下

に
成

立

つ
と

こ
ろ

の
習

慣

と
性

格

を

一
に
す

る
民
族

な

る
も

の
が
成

立

す

る
。

こ

の
も

の

　り
ヨドし
ににな
　
　ヲズリ
ココロ

ノ
コ
ヒロぽド　
くコ

　

　

ド
　コ　ヨ
ロ
コ
　ゑ
し
ニロ
　

ロ
　
　

ロ
　ゴの　
　
　ロド
　　
　

ゐ

哩

易

箆

ズ
塒

州
17
と
L

て
.選
潅

と
,F
百

を

噛

[
r
・
智
.川
.巾と
す

る
島

材

共

=口.躍

ド
.雲
消

雪

ζ
ら

5
も

っ
と

ノ
⊂
考

＼
う

τ

島
ど

又
.⊃
真

価
。.

,
一

,

、

1

一

・闘f
.舳
.
r
I

,
ー
ノ
ゴ
p=
　
畳

F

日ノ
浮

7
、i

♂̀
,'
.,1
.「レ

く
{

一
二月
〆
`
身

宮

k
え

f
愛

㌧

ル
ソ

オ
は

か
く

て

こ

の
状

態

を

人

間

歴

史

に

於

け

る
最

も
幸

福

な

時

代

で
あ

っ
た

と
考

へ
る

。
即

ち

人
間

能

力

の
磯

達

の

こ

の
段

階

は

原
始

歌
態

の
呑

気

さ

と
市

民

肚

愈

の
性

急

な

活
動

と

の
丁
度

貫

中

に
位

し
、
「
最

も
幸

縞

な

そ

し

て
最

も
持

続

的

な

時
代

で
あ

る

に
相

違

な

い
。

こ
れ

に

つ

い

て
反
省

す

れ

ば
す

る

ほ

ど

、

こ

の
駄

態

が
最

も
革

命

に
罹

り

に
く

く

、

人
間

に

と

っ
て
最

上

の
も

の
で

則

あ

る
」

二〇

・
ソ
オ
は
自
擬

態

の
最
契

・
孤
立
人
の
原
歌
態
は
、
・
れ
・
「
臆
測

た

・
・
考

へ
た
の
で
あ
る
が
こ

の
原
始
審

議

に

幣

つ
い
て
は

呆

開
人
は
殆
ん
ど
ず
べ
て
が
こ
の
段
階

於
ず、
見
出
さ
れ
た
の
で
あ

る
」
と
云
ふ
て
居
る
。
鄙
ち
こ
の
欣
態
は
其
後
に

匹

未
開
人
の
生
活
餐

璽

轟

・
し
・
明
・
・
紮

原
始
共
同
聾

時
代
垢

攣

・
の
で
…

只
だ
原
襲

族
は
ル
・
オ
に
よ

聯

っ
て
考

へ
・
れ
た
よ
り
も
大
な
る
氏
族
的
な
{奴
族

で
　

、
・
の
豪

族
・
嚢

・
し
て
、
部
族
、
援

、
民
馨

の
里
美

　

蜘

自
然
共
同
膿
胸
團
結
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

蜘

五

功



ル
ソ
ォ
が
か
く
も
幸
幅
な
永
続
的
な
状
態
と
し
て
考

へ
た
原
始
砒
會
は
如
何
に
し
て
終
焉
に
至
る
の
で
あ
ら
う
か
?
彼
は
こ
の
原

ヘ

ヘ

へ

も

へ

始
就
會

を
市
民
肚
會

へ
轄

化

せ
し
む

る
に
至

る
と
こ
ろ

の
決
定
的
な

る
も

の
を
、
土
地
の
私
有

に
於

て
見

た
。
即
ち
第

二
部

の
冒
頭

に
於

て

「
土
地
に
團

ひ
を

し
て
「
こ
れ

は
俺

の
だ
」
と
宣
言
す

る
こ
と
に
思

ひ
付

き
、
そ
し

て
そ

の
ま

」
信
ず

る
や
う
な
趣
く
軍
純

な

ヘ

ヘ

ヘ

へ

人

々
を
見
出

し
た
最
初

の
者
が
市

民
肚
禽

5

巴
o
堅
臥
o
M邑
ρ

の
眞

の
建
設
者

で
あ

っ
た
L

と
述

べ
て
居

る
が
、
こ
の
土
地

の
私
有

が
成

立
す

る
に
至

る
過
程
を
次

の
如
く

に
述

べ
て
居

る
。

先

づ
こ

の
自
然

共
同
艘

的
段
階

に
於

て
農

業

が
成
立
す
る

に
至
れ

る
は
恐

ら
く
す

っ
と
後

で
あ

る
.、
何

と
な
れ

ば
狩
猟
や
漁
撈

と

共

に
彼
等

に
食
料
を
供

し
た
樹
木

が
彼
等

の
配
慮
を
要

し
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
或

ぴ
は
小
萎

の
使

用
が
識

ら
れ
す

、
こ
れ

を
栽

皿堵
す

る
道
且
ハが
な
く
、
來
「【
る
べ
身
一必
要

に
謝

す

る
ル北
見

が
鋏

げ
て
を
り
、
ま
た
山口
己

の
猪

働

の
果
審
〃,を
他
人
が
占
有
す

る
の
を
妨

ぐ

る
手
段
が
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
農
業
が
成

立
す

る
に
至
れ

ば
,「
耕
作
者

に
、
そ

の
離

し
た
土
地

の
生
産
物

に
謝
す

る
模
利

を
興

ヘ

マ

へ
、
從

っ
て
地
所
に
封
ず

る
棲
利
を
一

少
く
と
も
牧
穫
時
ま

で
、
か
く

て
年

々
一
興

へ
る
も

の
は
猫
り
勢
働
だ
け

で
あ

る
。

こ
れ

が

ヘ

へ

り

持
続

的
な
所
有
を
造
り
出

し
、
容
易

に
私
有
に
韓

化
す

る
。
」

こ

の
私
有

の
獲

生
は
経

済
的
な
不
軍
等

を
齎

ら
す

こ
と

」
な

る
。
即

ち
最
も
張

い
者

は

よ
り
多
く

の
仕
事
を

し
た
、
最

も
器
用
な

者
は
自
分

の
仕
事

か
ら
よ
り
多
く

の
利
益
を
引

き
出

し
た
、
最
も
悧

巧
な
者

は
勢
働
を
短
縮

す

る
手
段
を
蛮
見

し
た
、
同

じ
様

に
働

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

き
な
が
ら
或
者

は
澤
山
儲

け

る
の
に
他

の
者

は
生
き

る
だ
け

に
も
難
儀
し
た
。
か
く

の
如

く

に
し
て
、
自

然

の
不
孝
等

が
入
爲

の
不

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

平
等

と
共

に
知
ら
す
識

ら
す

の
聞

に
展
開

す

る
、
そ
し
て
事

態

の
差
別

に
よ

っ
て
螢
展
す

る
、
人

々
の
差

別
は

一
層
著

し
く
な
り
、

そ

の
数
果
は
よ
り

永
久
的

と
な

る
、
そ
し

て
同

一
割
合

で
個

々
人

の
運
命

に
影
響

し
始

め
る
。

ブ
而
に
於

て
は
競
争
と
な
り

、
他
面

共
同
幽
の
人
間
學
的
考
察

第
四
十
六
巷

「
九

}

第

「
號

一
九

一
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共
同
彎

入
窒

的
露

語

+
六
巷

一
九
二

第

一
號

一
圭

。
於

て
は
利
害
の
翌

、
そ
三

、
常
・
他
巌

み
す
し
て
自
ら
利
を
警

・
2

の
讐

れ
姦

求
・

こ
れ
筆

切
の
悪
瓢

独

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

最
初
の
数
果
で
あ
り
新
生
の
不
卒
等
と
切
り
離
す
こ
と
の
出
来
な
い
附
随
事
項
で
あ
る
。

而
も
ル
ソ
オ
は
こ
の
新
。
鹸

態
優

れ
た
人
類
に
於
て
は
・
め
・
蒔

璽

雰

雰

謬

慰

奪

と
考
へ
た
・
署

記
憶

と
穰

、
播

き
農

,心
は
旺
と
秀

麗

は
蕩

妄

・
.
今
や
あ
・
ゆ
美

賦
の
能
力
は
實
誓

蔓

,各
会

等
級
壷

命
と

蜜

に
財
産
の
盆

と
勤
餐

瑞

害
の
力
・落

聞
し
て
の
み
な
ら
す
'、
蕪

、
美
謡

力
或

ぴ
筆

碧

爾
し
・
譲

婁

焔ヒ

　

　

　

ち

コ

ま
コ
リ

ニ

みロ

に

聞

し

て

も

亦

、

催

{…ヒ
さ

㌧

る

。

そ

ノ
ご

'
一
τ

享

)

主

旨

t

ハ

:

)

信

実

'
三

■の
.'
.穿

レ
…
圃
`

〕

ト

,
-

'

ー

タ
、

2
.

,

、
1

'

～

2

五
一「
σ
.聖

官

仁

こ

2

σ
..匠

蓋

を

認

き

循

ヌ
昏
略

[
の

も

の

で

あ

っ

た

か

ら

、

や

が

て

は

こ

れ

を

も

ち

若

ぐ

は

も

つ

風

を

す

る

こ

と

が

必

要

と

な

っ

た

8ー

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ボ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

.
の
叢

量

。
嘗
.
者
と
馨

と
の
分
裂
対
立
が
現
れ

て
來

・
。
留

「
宴

蚕

す
・
記
號
が
講

・
れ

る
ま
で
は
富
は
た
だ

土
地
ル
家

畜
「
人

々
の
所
有
し
得
た
唯

あ

財
ヤ

・
か
・
域
立
し
得
た
。
然

・
霜

欝

産
姦

と
旛

と
に
於
て
契

し
・
さ

う
し
て
地
塁

讐

警

す
べ
て
が
互
霜

饗

・
や
う
・
な
っ
た
時
、
或

も
の
は
他
.の
も
の
を
馨

写

し
て
は
も
は
や
興

す

る
こ
妄

で
出.濠

く
な
っ
た
.
・
。
・
努

乃
至
無
想

の
た
め
旨

分

の
分
・
響

・
と
が
で
・
な
毛

警

漏
れ
馨

達
は
・

周
團
の
も
の
が
叢

る
の
。
彼
等
だ
け
は

高

響

な
か
っ
た
た
め
・
、
ゑ

欲

海
珍

獣

禁

ヒ

慈

恵

外

止
む
を

得
す
。
の
生
活
欝

。
出品
者
の
手
か
長

つ
た
・
奪

つ
㌃

・
た
。
そ
し
・
そ
・
か
・
警

の
幕

に
從
ひ
・
支
配
と
服
從
或

ひ

は
暴
力
農

禦

誕
生
。
始
・
た
.
官
.護

・
た
支
配
す
き

と
の
纂

・
識
・
藺

も
な
-
他
の

一
切
の
快
楽
護

観
し
た
・
そ

。
て
そ
の
叢

隷
薪

。
い
奴
隷
・
從

へ
・
た
め
・
利
用
・
、
を

て
隣
人

・
制
御
・
隷
從
・
芸

こ
と
し
か
考

へ
な
か
っ
た
・
1

憂

人
肉

の
味
を
識
る
や
他
璽

切
の
食
糧
を
拒
否
し
爾
後
・
間
蕎

蓋

含

と
の
み
欲
す
・
あ
の
餓
ゑ
た
る
狼
と
ゴ

度
同
じ

1)D・Pinε9蝋6 ・P・75.〔 一 一 〇 頁)



コ

や
.う

に
。
L
か
く

て

こ
」
に
無
秩
序
歌
能
…が
現
れ

る
。

脚
ち

、「
か
よ
う

に
し

て
最
強
者
乃

至
最
貧
者

が
そ
の
力
乃
至
そ

の
欲
望

を
他
人

の
財

に
謝
す

る

一
種

の
標
利
一
彼
等

に
よ
れ

ば
所

有
権

と
等
債

に
な

る
一

と
し
た

の
で
、
破

ら
れ

た
李

等

に
引

き
続

い
て
最

も
恐
ろ

し
い
無
秩
序

が
到
來

し
た
。

か
や
う
に
し

て
富
者

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

カ

へ

も

ヘ

ヤ

ヘ

セ

へ

も

ヘ

へ

し

へ

も

も

へ

の
纂
{奪
、
貧
者

の
剽
盗

、
萬

人

の
放
徒

な
感
情

が
、
天
賦

の
憐
憫
と
今
爾

ほ
弱

い
正
義

の
聲

と
を
窒
自
心
さ
せ
て
、
人

々
を
吝
嗇
に
、

野
心
蕎

且
つ
邪
悪
に
し
た
。
最
巽

の
棒
利
と
最
初
の
占
有
者
の
棲
利
と
の
間
に

;

の
無
鷺

森

繋

起
り
・
そ
れ
は
闘
争

の

コ

と
殺
害

と
に
よ
っ
て
の
み
終
拍
槽
し
た
。
」
か
く

の
如
く
巻
口
て
原
始
肚
會

が
そ

の
上
に
確
立

さ
れ

、
こ
れ

を
共
同
艦

的
存
在

た
ら
し
め
て

居

た
と

こ
ろ
の
「
憐
一潤

の
情
」
又
は
「,慈

悲
助
成
心
情
」
な

る
も

の
は
、
に
厭
　
迫
さ
れ

.
か
く

て
自

己
保
存

の
威
心情

の
み
が
、
今
や
理
智
的

に
、
利
己
的
に
そ
方
案

,姦

し
・辛

る
の
で
あ
る
。
か
く

て
原
始
吐
會
ば
「
最
も
恐
ろ
し
機

弔
歌
態
7

代

窪

・
而
も

「墜
落

し
そ
し
て
荒

ん
だ
人
類
、は
、
も

は
や
後
戻

り
す

る
こ
と
も

、
不
幸

に
し

て
櫻
得

し
た
も

の
を
棄

て
る
こ
と
も
出
来
す

、
そ
し
て
内
分

の
名
碁

と
な

る
諸

能
力
を
濫
用
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
た

f
恥
を
掻
く

た
め
に
勢
倒

し
、
か
く

て
自

ら
慶
励

伽
前
拠
ゆ
恥

を
掛

い
か
的
」

即

ち

こ
の
厭
態

に
ま

で
進
み
来

れ

る
人
類

は
、
も
は
や
嘗

て

の
幸

幅
な
自
然
歌
態

に
麟

る
こ
と
は
出
來

な

い
。
こ

の
市

民
肚
會
よ
り

市
民
國
家

へ
の
推
移
が
起

る
。

六

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

即
ち
こ
の
無
秩
序
状
態

か
ら
富
者

の
爲
め
の
政
治
的
吐
會
が
成
立
す
る
に
至
る
。

「
富
者
は
自
分
達
だ
げ
が
そ
の

一
切
の
費
用
を

負
癒
し
た
恒
久
的
な
戦
争
が
彼
等
に
と
っ
て
い
か
に
不
利
益
で
あ
る
か
を
す
ぐ
に
感
じ
た
に
相
違
な
い
、
戦
孚

に
於
け
る
生
命

の
危

険
は
共
通

で
あ
っ
た
が
財
産

の
そ
れ
は
特
殊
的
で
あ
っ
た
。
加
之
彼
等
が
そ
の
簒
奪
に
い
か
な
る
色
彩
を
與

へ
よ
う
と
も
そ
れ
等

の

共
同
盟
の
人
間
學
的
考
察

第
四
十
六
巷

】
九
三

第
.一
號

「
九
三

1)DePin6galit6.P.76.(第 一 一・二 頁)
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共
同
盤

の
人
間
學
的
考

察

第
四
+
六
巻

「
九
四

第

一
號

「
九
四

箋

が

再

的
に
し
て
不
當
な
権
利
の
走

し
か
打
掛

て
ら
れ
て
を
ら
す
、
且
つ
そ
れ
は
な

力
に
よ
っ
て
馨

れ
た
も

の
で
あ
る

ち
　

ノ

カ
ら
、
。
れ
に
文
句
を
言

ふ
理
由
を
も
た
な
い
、
と
云

ふ
・
と
を
彼
等
は
+
分
に
管

て
る
た
3
尚薯

は
終

い
に

「嘗

て
人
間
の
精

榊

に
入
り
込
ん
だ
も
の
の
中
で
国取
も
反
省
さ
れ
た
計
彗

を
考
案
し
た
、
そ
れ
は
、
・
れ
ら
を
重

し
た
者
達

の
力
そ
の
も
の
を
こ

ち
ら
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
・
で
あ
る
。
「,團
結
し
よ
う
」
「
究

一

の
力
を

;

の
・脚
慰

か
に
統
督

よ
う
・」
と
彼
が
彼
管

言
っ
た
。
輩
純
で
煽
て
に
乗
り
易
い
人

嘉

唆
奪

憲

に
讐

ん
讒

言

の
や
鬼

も

の
す
ら
要
ら
な
い
讐

あ
っ
た
・

か
〆
、
の
如
水
示

政
治
的
繋

、並
に
葎

の
起
原
で
あ

£

。
そ
の
蒙

は
書

の
不
奪

の
恒
久
化
で
あ
る
・
帥
三

「そ
れ
窮

考

据

婁

そ
し
て
官田
者
に
新
な
力
孟

へ
、
天
賦

の
自
由
を
す

っ
か
り
肇

し
て
し
ま

、
私
有
及
栗

奪

の
法

を
変

に
確

定
。
、
狡
猾
套

奮

墜

、
取
着

す
こ
と
の
で
き
羅

利
・
芒

、
そ
し
て
、
牽

の
野
心
家
・
利
す
・
た
・
・
爾
墓

傘

乞

勢
働

に
、
隷
属

に
、
且

つ
貧

困

に
服
從

せ
し
め
た

の
で
あ

窃
。」

ξ

に
ル
。
オ
は
更
に
護

治
馨

成
立
と
そ
の
相
互
間
の
關
係
に
つ
い
て
述

べ
て
居
・
。
即
ち
か

く
三

つ
の
政
謹

票

成

立
す
る
こ
と
は
、
。
の
結
ム.
し
た
力
翁

抗
す
・
た
め
に
他
の
蓉

を
促
す
箪

妄

り
、
か
-

て
繁

答

は
・
急
蓬

嘉

若

し
《
は
興

し
つ
玉
、
や
が
て
地
球
の
全
書

叢

ふ
た
。
・
れ
譲

治
購

の
關
係
は
政
漣

震

立
前

の
血
州秩
序
と
同
様
の
歌

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

藷

あ
る
。
昊

賦
の
構

は
、
人
と
人
と
の
關
係
に
於
て
も
っ
て
居
た
殆
ん
三

切
傷
か
詮

璽

霧

と
の
關
係
に
於
て
興

し
て
し
ま
ひ
、
今
で
は
箇

民
雰

つ
想
像
上
の
境
界
を
乗
・
整

・
や
差

、
ま
た
彼
等
を
創
造
し
た
最
高
の
窪

の
例
振

つ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

茎

人
智

そ
の
慈
悲
心
髭

擁
す
る
や
う
・
葦

の
算

生

隊

憩

諏

の
中
…

か
・
は
寛

出
さ
れ
な
い
・L帥
ち
原

譜

會
の
欺
態
に
於
て
は
、
小
答

と
し
て
の
家
督

禦

慈
悲
心
暴

け
・
共
羅

で
あ
っ
た
の
み
な
ら
す
家

籍

互
禦

ホ
仇
1)DeI'in6gaitOP.773(第 一 一 三 頁 ♪

2)同 書 、P・79・(第 一 一 六 頁 ♪



た
慈
悲
的
關

係

に
於

て
結

ば
れ

て
居

た

の
で
あ

る
が
、
今
や
國
家
閣

に
於

て
は
全
く
失

ば
れ

る
。
そ
こ
か
ら
諸

政
治
器
冊

に
自
然

を

戦
慄

せ
し

め
理
性
を
衝
撃
す

る
国
民
戦
争

・
戦
闘

・
殺
戮

・
復
讐

が
、
出

て
來

る

の
で
あ

る
。

人
類
が

か

」
る
状
態

よ
り
脱
す

る
と

層
云

ふ
こ
と
は

こ

、
に

ル
ソ
オ

の
云
ふ
と

こ
ろ

の

[,
人
類

を
抱
擁
す

る
や
う
な
偉
大
な

一
覗
同
仁

的
精

神
」

が
国
家
間

に
實

現

し
て
人

類

共
同
㎜胆
な
る
も
の
が
成

立
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能

で
あ

る
こ
と
は
後

に
述

べ
る
如
く

で
あ

る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

か
く

て
富
者

に
よ
っ
て
富
者

の
た
め

に
生
れ
出

で
た
政
府

は
、
決
し

て
恒
常

正
則

な
形
態
を
備

へ
て
る
な
か

っ
た
。
哲
學
と
経

駒

ヘ

ヘ

ヘ

へ

と

の
缺

乏
が
眼
前

の
不
便
だ
け

し
か
認
め
し

め
な
か

っ
た
。
彼
が

、
鉄
砧

を
獲
見
し
療

法
を
示
唆
し

つ
㌦
も

、
し
が
も
組
織
そ

の
も

の

、
悪

は

こ
れ
を
改
善
す

る
こ
と
が
嘗

て
で
奪
な
か

っ
た
。
後

で
よ

い
建

て
物
を
た

て
ッ43
た
め
に
は
先
づ
地
面
を
掃

ひ
清
め

て

【
切

の
古

い
建
築
材
料
を
蓬

け
な
け
れ

ば
な
ら

な
か

っ
た

の
で
あ

る
の
に
、
ひ
と
は
間
断
な
く
繕

ひ
ば
か
り

を
し

て
来

た

の
で
あ

る
,

か

く

て
不
便

と
無
秩
序

と
が
ど
こ
ま

で
も
殖

え
て
行

っ
た

の
で
、
終

い
に
人
は
危
険

な
公
槽
力

の
保
管
を
私
人

に
委
託

し
よ
う

と
考

へ
、

そ
し

て
人
民

の
議
決

を
逓
守

せ
し
め

る
仕
事

を
司
法
官

に
委
任
す

る
や
う

に
な

っ
た
。

一
切

の
長
官
職

は
最
初
選
畢

制
で
あ

っ
た
。

而
も
選

畢
に
は
策
謀

が
導

き
入
れ
ら
れ

、
徒
黛

が
出
来

、
窯
派

の
軋
轢

は
激
し
く
な
り

、
内
齪

が
勃
讒

し
た
、
そ
し

て
將

に
前
期

の

無
政
府
状
態

一、
善
彗
。
三
①
に
再

び
落
ち
込
ま

ふ
と
し

て
る
た
。
首
長
連

の
野

心
は
、
自
分

達

の
職

務
を
世
襲
化
す

る
た
め
、
か
う

し

た
事
態

を
利
用

し
た
。
「
か
や
う
に
し
て
、
世
襲

と
な

っ
た
首
長
連

は
、
そ

の
長
官
職

を
ば

一
の
家
財
と
見
倣

し
、
己
れ
自
身
を
国

家

の
所
有
主

と
見
倣
す

や
う

に
な
り
、
そ

の
市

民
を
ば
そ

の
奴
隷

と
呼

び
、
彼
等

を

、
宛
か
も
家
畜

の
や
う
に
、
そ

の
所
有
物

の
中

へ

敬

へ
る
習
慣
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
」

「
こ
れ

が
す
な
は
ち
不
平
等

の
最
終

項
、
そ
し

て
圓

を
閉
ぢ

る
極
瓢
、
わ
れ
一

の
焚

足
し
た
超
然
に
鯛
れ

る
終
鐵

で
あ

る
。

こ
エ

共
同
盤
の
人
間
學
的
考
察

第
四
十
六
巻

一
九
五

第

}
號

一
九
五

1)De1,inξgalltξ.p.87.(第 一 三 一 頁)



共
同
齢
の
人
間
學
的
考
察

第
四
十
六
春

「
九
六

第

「
號

一
九
六

に
再
び
個

々
人
が
す

べ
て
李
等

と
な

る
、

と
い
ふ
の
は
、
今

や
彼
等

は
無

で
あ
り
.、
そ
し
て
臣
民
は
も
は
や
主
人

の
意
志

の
ほ
か
何

等

の
法
律

を
も
た
す

、
主
人
は
四
分

の
熱
情

の
ほ
か
何
等

の
規
則
を
も
た
す
、
善

の
砒
會

や
正
義

の
原
理

が
復
た
消
滅

し

て
み

る
の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

で
あ

る
か
ら
。
す
な

は
ち

こ

玉
で

一
切
が
た

Ψ
最
強
者

の
法
に
、
ま

た
從

っ
て

一
つ
の
新

し
い
自
然
欺
態

に
帰
着
す

る
、
こ

の
歌
態

が
わ
れ
-一

、
の
蛮
足
鮎
ぷ
」
し
た
と
こ
ろ

の
そ
れ

と
異
な

る

の
は
、
後
者
が
純
粋

に
自
然
款
態

で
あ

っ
た

の
に
針
し
前
者

が
過
渡

の
腐

敗

の
結
果

で
あ
る
工
芸

ふ
.・
エ
」
で
あ

る
。

し
か
し

・
の
鯉

態

の
闇

に
は
殆

ん
ど
差
別
な
く

、
政
府

の
喫
、約

は
虫
荊

主
養

よ
つ

て

解
清

し

て
し
ま

っ
て
み
る
、
そ
れ

て
専
制
君
主
は
彼
が
最
強
者

で
あ
る
聞
だ
け

し
か
主
人
で
な
回
。
L

。
齢

ち
富
者

の
爲
め
に
立
て
ら
れ
た
繁

的
砒
會

の
葉
.
餐

で
あ
っ
て
、
そ
・
に
は
人
聞

の
慈
悲
的
感
情
は
歴
馨

れ
・

自

己
保
存

の
感

情

の
み
が
利

己
的
に
騨

に
さ
れ

て
居

る

の
で
あ

る
。
『
民
約
論
」
に
於
て
は
第

三
章
『
弧
者

の
槽
利
』
並

に
第
四
章
『
奴
隷
』
.

に
於

て
述

べ
ら
れ

て
居

る
と
こ
ろ

の
も

の
で
あ
る
。

七

以
上
述

べ
來

つ
た

と
こ
ろ
は
原
始
状
態

よ
り

こ

の
専

制
欣
態

へ
の
磯
展

で
あ

っ
て
、
こ
れ
が
、
主

と
し
て
『
不
平
等
論
』
の
内
容
を

お
す
と

こ
ろ

の
も

の
で
あ
る
が
、
こ

の
専
制
歌
態

よ
り

正
し
き
政
治
的
肚
會

へ
の
展
開
は
、
主
と
し

て
『
民
政
論
」
の
内
容

を
成

す
と

こ
ろ

の
も

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
こ

玉
に
は
只

一
言

す

る
に
止
め

風
ゲ
即

ち
こ

の
専
制

の
下
に
あ

っ
て
は

「
人
類

は
そ
.

の
生
活
歌
態

を
攣

へ
な
け
れ

ば
滅
亡

し
て
し
ま

ふ
こ
と

x
な
る
。
」
而
も

「
人
聞

は
新

し

い
力

を
生
み
出
す
こ

と
は
で
き

る
も

の
で
は

な
く
、
た

Ψ
既

に
有

す

る
力
を
結
合

し
こ
れ

た
統

制
す

る
こ
と
し
か
出
来
な

い
の
だ
か
ら

、
自
己
を
保
存

す

る
た
め

に
は
、
力

を
合

一
し
て
総
和
差

し
、
・
れ
に
よ
っ
て
携

に
打
ち
勝
つ
吉

他
に
道
縫

い
。」
・
書

ち
「肚
會
契
約
」
の
あ
る
も
?

意
義
で
あ

⇒Dehnξgaht6,p.go・(第 一 三 八 頁)
2)拙 稿 『昆 約 論 に 於 け る共 同 盤 思 想 』本 誌 昭 和 十 二 年 十 一 月競 歩1招



る
ひ

ご

」
に
「
團

員

に

よ

っ
て
組

成

さ
れ

た
道

徳

的

に

し

て
且

つ
集

合

的

な

一
器

三
】
8

「τ
。。
日
o
呪缶

皇

8

二
。
。
二
「
が
生
れ

る
。
此
固
…

ヘ

へ

膿

は
、

こ
の
行
爲

か
ら
そ

の
統

一
と
そ
の
共
同
物

と
そ

の
生
命

と
そ

の
意
志

と
を
受

る
。
」

こ
れ
が
眞

の
意
味

で
國
家

建
鴛

で
あ

ヘ

ヘ

へ

り

、

ま

た

共

同
禮

罫

∩
o
ヨ
巳
・
胃替

玉
邸

と

呼

ば
れ

て
居

る
と

こ

ろ

の
も

の
で

あ

る
。

こ

㌧

に
至

っ
て

は

じ

め

て
人

間

性

の
完

全

な

る
實

現

が
遙

し

得

る

の

で
あ

っ

て
、

こ
れ

が

眞

の
人
聞

生

活

で
あ

る
。
即

ち

「
此

の

自
然

状
態

か

ら
凪

會

欺

熊

へ
の
推

移

は

、

極

め

て
著

し

い
憂

化

を

人
聞

に
興

へ
る

、

從

來

の
人

聞

の
行

爲

を
支

配

し

て
み

た

本

能

;

・。。[ヲ
皇

を

正
養

言

言
。。牙

①

に
代

へ
、
.人

聞

の
行
爲

に

こ
れ

ま

で
な

か

っ
た
道

徳

性

.菱

ヨ
9
p
=
鼠

を
輿

へ
る
。

こ

の
時

に
至

っ

て
は

じ

め

て
.

内

臓

的

衝

動

一"ヨ
〕℃
三
塁
)=

℃
}勇
。。劉
一口
o

が

退

い
て
　義
務

の
聲

口

ぐ
二
芽

二
〇
二
〇
く
(遂
.
が

こ
れ

に
代

り

、

正
義

が
欲
望

へ

あ

も

も

ヘ

へ

も

も

も

ヘ

へ

も

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

あ

あ

へ

し

の
代
ゆ

を

つ
と
め
る
や
う
に
な

る
。

そ
の
時
ま
で
自
分

の
こ
と
だ
け

し
か
注
意

し
な
か

っ
た
八
開

は
、
他

の
原
則

に
塞

い
て
行
動

し

ヘ

へ

も

ら

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

な
け
れ

ば
な
ら
な
く

な

っ
た
こ
と
に
氣

つ
な
、
自

己

の
欲
求

に
瑠
從
す

る
前
に
、
自

己

の
理
性

に
相
談
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な

っ

た
こ
と

に
氣

つ
く

。
…
…
彼

の
技
能
は
習
練

さ
れ

て
獲
達

し
、
彼

の
思
想
は
廣
く

な
り

、
彼

の
意
見
は
高
倫
…に
な
り
彼

の
精
神
杢
臓

が
高
め
ら
れ

る
か
ら

、
此
新

し
い
傑
作

の
濫
用
が
、
屡

々
以
前

の
自
然
的
状
態

以
下

に
彼

を
堕
落

さ
せ
る
こ
と
さ

へ
な
け
れ

ば
、
彼

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヤ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ミ

は
、
永
久
に
彼
を
自
然
欣
態
か
ら
離
脱
さ
せ
、
無
智
蒙
昧
な
野
獣
を
理
知
的
生
物
即
ち
人
間
と
し
た
北
幸
幅
な
瞬
間
を
絶

へ
す
脱
稿

ト

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

せ
ね

ば
な

る
ま

い
。
…
…
祉
會
的
欣
熊

の
た
ま
も

の
と
し

て
、
道
徳
的
宮
由

を
附

加
す
る

こ
と
も
出
來

る
。

こ
の
道
徳
的
白
山

こ
そ
,

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

カ

ラユ

人
間
を
眞

に
自
己

の
主
人
た
ら
し
む

る
唯

一
の
も

の
で
あ

る
。
」

こ
の
こ
と
は

「
自
ら
完
全

に
し
て
猫
立

せ
る
全
髄

で
あ

る
個

人
を
、
こ
の
個
人

に
或

意
味

に
於

て
そ
の
生
命

と
存
在

と
を
與

へ
る

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

と
こ
ろ

の
よ
り
人
な

る
全
艦

の

一
部

に
攣

へ
、
…
…
我

々
が
自
然

か
ら
受
け

と

っ
た
ま

」
の
個

々
猫
亡

し
た
肉
艦

的
な

る
存
在

に
代

共
同
盟
り
人
間
學
的
考
察

第
四
十
六
巻

一
九
七

第

一
號

一
九
七
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共
同
盤

の
人
間
學

的
考
察

第
四
+
六
巻

一
九
八

第

一
號

一
九
八

ヘ

ヘ

へ

も

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ふ
る
に
全
艦

の
部
分

と
し

て
の
精
神
的

な
る
存
在

を
以

て
す

る
こ
と
L

で
あ
る
。
ま

た
そ
れ
は

「
人
間

か
ら
そ

の
本
來

の
力
を
奪

っ

て
、
人
間
が
こ
れ
ま

で
も

っ
て
み
な
か

っ
た
と
こ
ろ

の
力

、
他

人

の
助
力

を
か
り
な
け
れ

ば
使
用
す

る
こ
と
の
で
き
な

い
力

を
人
間

に
與

へ
る
」

こ
と
で
あ
る
。
「
こ

の
自
然

の
ま

ム
の
力

が
死
滅
す
れ

ば
す

る
程
、
新

た
に
得
た
力
は
大

き
く
な
り

、
永
続
的

と

な
り

、

そ

の
制
度

は
総

々
珈草
岡

と
な
け
完

全
と
な

る
の
で
あ
る
」
帥
ち

こ

玉
に
人
間

の
本
性

は
動
物
的
本
能

的
衝
動
的
な
状
態

よ
り
自
畳

的

聯
咽

邸
な
淋
態

に
藷

め
ら
れ

た

の
で
あ

っ
て
、
原
始
共
同
腱

の
基
礎

と
モ

の
慈
悲
的
衝
動
は
今

や
慈
悲
的
精
耐

と
な

っ
て
国
民
共
同

膿
を
基
礎
付

け
.、

こ
の
国

民
共
同
艘

に
於

て
自
己
保
存

の
本

能
は
「
人
間

を
眞

に
自

己

の
主
人
た
ら
し
む

る
」
と
こ
ち

の
道

徳
的
自
由

と
し

て
實

現
せ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
部
ち

こ

Σ
に
眞

の
耶
等

と
自
由
が
あ

る
の
で
あ

る
。

八

甑

に
述

べ
し
如
く

、
彼

は
『
不
平
等
論
』
の
結
論

に
於

て

「,わ

た
く
し
は
、
不
平
等

の
起

因
と
進
歩

と
、
政
治
的
砒
會

の
制
定

と
弊

害

と
を
、
統

治
構

に
紳
櫨

の
裁
可
を
與

へ
る
と
こ
ろ
の
聖
な

る
教
義

と
は
猫
立

に
、
そ
れ
等

の
も

の
が
專
ら
理
性

の
光

に
よ
り
人
間

の
本

性
か
ら
演
繹

さ
れ
得

る
限
り

に
於

τ
こ
れ
を
叙
述

す

る
や
う
に
努

め
て
来
た
」

と
述

べ
て
居

る
が
酒
我

々
は
、
以
上

に
於

て
彼

が
、
國
民
共
同
髄

に
ま

で
至

る
人
類

の
褒
展
を

、
そ
の
人
間
観

よ
り

、
如
何

に
展
開

し
た
か
を
見
た

の
で
あ

る
。

こ

の
こ
と
は
先
づ

人
間

の
肚
會
並

に
歴

史

の
.
形
而
上
墨
的
基
礎
づ
け
を
否
定

し
、

こ
れ

を
人
間
自
罷

の
原
理

に
基

礎
付
け

ん
と
す

る
も

の
で
あ

る
。

而

し

て
こ

の
ル
ソ
オ

の
論

に
於

て
我

々
は
、
共
同
膿
思
想

の
人
間
親
、
枇
會
槻

、
歴
史
観
並

に
實
践

論
を
見

る

の
で
あ

る
。

へ

も

先
づ
人
間
槻
に
つ
い
て
は
、
人
聞
性
の
根
本
を
感
情
に
於
て
見
て
、
こ
の
根
本
感
情
を
自
己
保
存
の
感
情
と
共
に
慈
悲
的
感
情
で

あ
る
と
し
た
こ
と
は
、
共
同
膿
の
人
間
學

と
し
て
重
要

で
あ
る
口



そ
の
肚
會
槻
に
於
て
は
、
こ
の
入
間
親
が
、
諸
種
の
肚
會
を
基
礎
付
け
て
居

る
。
先
づ
原
始
肚
會
は
慈
悲
的
本
能
に
よ
っ
て
基
礎

づ
け
ら
れ
て
居
る
と
こ
ろ
の
自
然
共
同
膣

で
あ
り
、
市
民
肚
會
は
自
己
保
存
欲
に
基
礎
付
け
ら
れ
、
国
民
共
同
艦
は
自
畳
的
理
性
的

な
慈
悲
的
感
情
に
基
礎
づ
け
ら
れ
そ
こ
に
内
腿
的
自
己
保
存

の
本
能
が
眞

の
自
己
の
道
徳
的
自
由
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
。

そ
の
歴
史
観
に
於
て
は
、
ゼ
の
始
め
に
孤
立
的
な
人
間

の
歌
態
が
考

へ
ら
れ
て
居
る
が
、
人
聞
砒
會
そ
の
も
の
は
原
始
共
同
櫃
よ

り
市
民
社
倉
を
通
じ

て
國
民
共
同
膿

に
至
る
獲
展
で
あ
る
。即
ち
人
間
性
は
新
な
事
情
に
慮
じ
て
薪
な
獲
展
を
な
し
、以
て
新
な
制
度

を
立
て
る
に
至
り
、
こ
の
新
な
制
度

の
下
に
於
て
新
な
獲
展
を
果
け

る
も
の
と
し
て
考

へ
ら
れ
て
居

る
。
即
ち
そ
こ
に
は
人
間
性
と

制
度
と
が
相
關
的
に
獲
展
し
行
く
も
の
と
し
ず、
把
握
さ
れ

て
居

る
。
而
も
こ
Σ
に
注
意
せ
ら
る
べ
き
は
こ
の
移
推
の
契
機
と
し
て
更

に
終
漁
的
再
構
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
居

る
こ
と
で
あ
る
ゆ
即
ち
原
始
的
孤
立
歌
態
よ
り
原
始
肚
會

へ
は
産
業

の
厩
立
が
、
原
始
耐
會
よ

り
市
民
肚
會

へ
は
農
業

の
成
立
に
件
ふ
土
地
の
私
有
が
、
そ
の
媒
介
と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ

て
居
る
。
只
だ
市
民
杜
會
よ
り
国
民
共
同

膿

へ
の
脅
展
に
つ
い
て
は
、
社
倉
契
約
に
於

て
人
間
心
の
契
機
は
述
べ
ら
れ

て
居

る
が
、
経
済
的
契
機
が
明
に
さ
れ
て
居
な
い
。

こ

の
こ
と
は
後
に
.マ
ル
ク
ス
に
よ
り
て
特
に
力
を
用
ひ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

ル
ソ
ォ
の
實
践
論
は
、
以
上
の
人
間
観
と
肚
會
槻
と
歴
史
観
と
の
上
に
打
立
て
ら
れ
て
居

る
。
彼
は
先
づ
縫
革
さ
る
べ
き
現
實
耽

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

會
を
明
確

に
階
級
肚
會
と
し
て
把
握
し
た
。
而
し
て
こ
れ
が
攣
革
に
於
て
そ
れ
を
實
現
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
の
形
相
因
は
國
民
共
同

ヘ

ヘ

ヒ

ヘ

ミ

へ

膿

で
あ
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
こ
の
攣
革

を

と
げ

ん
と
す

る
動
力
因
は
枇
會
契
約

で
あ
り

、
そ
れ
が
爲

め
に
こ

の
塗
革
を
な
さ
ん
と
す

ヘ

ヘ

へ

る
究
極
因
は
、
人
間

の
本
性

に
基

く
人
間
生
活

の
完
成

で
あ
る
。
帥

ち
彼

が
人
聞
學

に
於

て
明
に
せ
る
人
聞

の
本

性
は
、
こ
」
に
完

全

な
る
實
現

に
達
す

る
の
で
あ

る
。

か
く

て
彼

の
人
間
量
的
考
察

は
そ

の
杜
會
観

、
歴
史
観

、
實
践
論

の

一
切
を
貫

い
て
居
り

。
そ

共
同
盟
の
人
間
學
的
考
察

第
四
+
六
雀

「
九
九

第

「
號

一
九
九



共
同
鰹
の
人
間
撃
的
考
察

の
共
同
憶
的
思
想
仝
鰐
を
成
立
た
し
め
て
居
る
｡

第
四
十
六
番

二
〇
〇

夢

丁
就

二
C
)○

以
止
が
ル
オ
ソ

に於
て
成
立
し
夜
と
こ
ろ
の
共
同
鰹
的
牽
革
賠
系
で
あ
る
が
､
こ
れ
と
の
幽
係
に
於
て
'
共
同
鰹
的
野
草
思
想
の

費
展
を
見
る
な
ら
ば
､
華
つ
人
間
撃
に
於
て
は
感
情
を
中
心
と
し
根
底
と
す
る
人
間
親
が
'
デ
ィ
ル
タ
イ
の
人
間
畢
等
に
於
て
費
展

せ
し
め
ら
れ
､
感
情
を
中
心
と
L
根
底
JJ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
寮
鏡
的
構
造
が
明
に
TU
れ
た
の
で
あ
専

攻
に
.iJf
禽
観
に
つ
い
て
は
.原
紙
轄
同
順
の
研
究
が
進
む
こ
Jt,,に
よ
っ
.iJ
原
始
赦
軒
と
し
て
の
代
務
山
嶺
の
構
造
が
明
に
せ
ら
れ
~

経
っ
て
人
間
の
帆
I

r比
的
仰
始
状
態
な
る
も
の
が
否
定
せ
ら
れ
.
弟
に
ル
オ
ソ
に
於
て
原
紙
耐
億
と
さ
れ
L
豪
族
な
る
も
の
が
JJ
の
大

家
族
よ
り
分
化
せ
し
も
の
な
る
こ
と
が
明
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
o
ま
た
園
拭
共
同
鰐
の
諸
類
鞘
と
そ
の
内
部
の
共
同
鰹
的
構
造
が

引ノ

明
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O

そ
の
歴
史
硯
に
於
て
は
､
人
間
敵
合
の
出
番
鮎
が
氏
族
的
共
同
鰭
に
於
て
見
ら
れ
.
IJ
の
も
の
よ
り
の
市
民
舵
倉
の
成
立
過
程
が

明
せ
ら
れ
る
に
諾
っ
た
O
更
に
歴
史
的
尊
慮
の
構
造
に
つ
い
て
は
'
ル
ソ
オ
に
於
て
見
ら
る
1
と
こ
ろ
の
心
的
方
面
と
物
的
方
面
と

が
'
唯
心
史
観
並
に
唯
物
史
観
と
し
て
分
化
蚤
足
し
た
｡
而
し
て
こ
の
術
者
を
再
び
溌

1
す
る
rJ
と
が
今
日
の
重
要
問
題
と
な
っ
て

ゐ
奇貨

践
諭
に
於
て
も
'
そ
の
各
々
が
史
に
明
確
に
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
こ
と
に
動
力
回
に
つ
い
て
は
､
規
草
薮
の
分
析

の
中
に
更
に
有
力
な
る
動
力
因
の
規
定
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
.
賓
に
進
ん
で
人
類
共
同
鰹
の
軍
規
が
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

の

で
あ
る
｡

I)2) 抑稿『新国民主義 と閲民紫何勝』本誌昭利十二年一 月距参舵
3) 抑稿『囲民生命史靭』本誌昭和十二年三月助参殿
4) 拙稿『闘民生命史敵の済問題』本誌昭利十二勾咽 月銃蓼新!｢


