
瀞
購論

　

撫叢
.

輪
醐

坐
取

マ
ル
ク
ス
の
比
例
的
關
係

の
鐵
則

租
税
立
法
昨
蹴
階
級

打
算

的
態
度

・

肚
愈
哲
學
卯
繊
主
意

的
二
元
論
的
忠
恕

我

か
困

民
所
得

の
地
方
別
研
究

・

時

弧
㎜

間
接
税

の
整

理
を
論
ず

・

設

苑

功

利
主
義

と
生
産
政
策

・

地
學
劉

肚

曾
學
読
に
就

き

イ、
・

難
皿

}録

僧
侶

と
勢

働
問

題

蕾
岡
山
藩

の
井

田
法

・

・

・

注
學
博
士

河

上

肇

・

注
學
博
士

憩

戸

正

雄

・

法

學

士

恒

藤

恭

・

法

學

士

汐

見

三

郎

・

法
単
価
士

小

川

郷

太

郎

・

経
済
學
士

堀

経

夫

・

注
學
構
士

財

部

静

治

・

法
學
博
士

財

部

静

治

・

維
濟
學
士

黒

正

巖



論

叢

肚
會
哲
學

に
於
け

る
主
意
前

二
一兀
論
的
思
想
(
ご

就

會

哲

學

に

お

二

元

論

的

思

想

け

第
+
四
巻

(鍬
五
號

ろ

主

意

的

(
一
)

恒
.

四
八
)

八
Q
二

藤

恭

,

一

あ
ら

ゆ
る

「
枇
會

的
な

る
も

の
」

の
本
質

の
説
明

に

つ
き
、
そ

の
指

導
原
理

を

『
意

志
」

に
求

め
む

ご
す

る
思

想

を
、
耽
會

哲
學

に

お
け

る
主
意

的
傾
向

ε
呼

ぶ
こ

ε
ご
約
束
す

る
。

而

し
て
人
類

の
吐
會

な
る
概
念

に
如
何
な

る
内

容
を
あ

た

へ
や
う

ε
も
、
.そ
れ
が
安
富
な

る
意

味
を
有

し
得

る
た

め
に
は
、
多
敷

の
人
間

の
存
在

な

る
思
想

.

的
要
素
を
包
容
し
て
み
な
け
れ
ば
な
畠

こ
忘

、

奪

ら
一
自
明
の
事
柄
ε
吉

っ
て
可

い
で
あ
ら
う
。
し
か
も

砒
會
な
る
概
念
が
、
輩
に
多
数
人
の
存
在
そ
の
者
を
意
味
す
る
に
止
ま
ら
な
い
で
、
そ
れ
ε
は
異
な

つ
だ
猫
自

の

意
味
を
有
す

べ
き
で
あ
る
ε
.す
れ
ば
、
斯
か
る
思
想
的
要
素
を
特
有
の
概
念
に
ま
で
綜
合
す
る
ε
こ
ろ
の
形
式
的

統

一
が
求
め
得
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
吐
會
哲
學
上
の
主
意
的
思
想
は
、
こ
の
統

一
を
意
志
の
働
き

に
露
せ
む
ぜ
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
真
庭

に
は
,
個
々
の
人
間
の
意
志
を
超
越
せ
る
意
志
を
暴
示
せ
む
ε
す
る
超

ゴ

」
個
人
主
義
的
傾
向
ε
、
個
々
の
人
間
の
意
志
そ
の
者

に
着
眼
せ
む
ε
す

る
個
人
主
義
的
傾
向

ξ
が
岐
れ
得
る
論
理

的
可
能
性
が
め
た

へ
ら
れ
て
る
乃
。
此

れ
ら
の
傾
向
の
い
つ
れ
か
」
つ
を
固
執
す

る
も
の
を

一
元
論
的
思
想
ご
よ

可



9

ぴ
、
両
者
を
併
せ
て
探
擁
す
る
も
の
を
二
元
論
的
思
想

ε
よ
ぶ
こ
ξ

す
る
。
す
な
は
ち

一
元
論
的
思
想
に
從

へ

ば
、

一
切
の
肚
會
は
超
個
人
的
な
る
意
志
に
基

い
て
存
立
す

る
も
の
こ
さ
れ
る
か
、
然
ら
す
ん
ぱ
、
個
人
的
な
る

意
志
に
基

い
て
存
立
す
る
も
の
ε
さ
れ
る
外
は
な

い
。
之
に
反
し
て
二
元
論
的
思
想

の
見
地

か
ら
す
れ
ば
、
肚
會

に
は
、
超
個
人
的
な
る
意
志

に
基

い
て
存
立
す
る
も
の
ε
、
個
人
的
な
る
意
志
に
基

い
て
存
立
す

る
も
の
ε
の
二

種
類
が
あ
る
も

の
ε
考

へ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
術
ほ
藪

に
謂
は
ゆ
る
超
個
人
的
意
志
は
、
必
ず
し
も
形
而
上
學

的
實
在
性
を
有
す

る
超
個
人
的
圭
艦
の
意
志
π
る
こ
ε
を
要
し
な

い
の
で
あ
り
、
從

っ
て
右
に
述

べ
た
意
味
.に
お

け
る
二
元
論
的
傾
向
は
、

い
つ
も
同
時

に
形
而
上
學
的
乱肌
會
親

ご
し
て
現
れ
る
も
の
で
は
な
い
ε
い
ふ
こ
ε
を
附

言
し
て
畳
き
震
い
。

〆

⊥

さ
ま
ざ
ま
の
肚
會
科
學
の
立
場

か
ら
す
る
観
察
の
結
果
を
綜
合
し
て
見

る
ε
、
謂
は
ゆ
る
近
代
的
肚
會
`
、.

そ

ノ

の
以
前

の
肚

會

ε
は
、
同

一
の
本

質
的

特
徴
を
保
持

す

る

ご
こ
ろ

の
も

の

」
時
間

的
前
後
状
態

を
呈
示
す

る
の
で

あ
る
ε
思
惟
す

る
こ
ざ
を
許

さ
な

い
ほ
こ

、
互
ひ

に
異
な

る
文

化
内
容
を
展

開
し

つ

」
相

対
塒

し
て
み

る
こ
ε
が

知
ら
れ

る
。

「
有
産
階

級
が
支

配
権
を
牧

め
た
庭

で
は
、
該
階

級
は

↓
切

の
封
建

的
、
族
長
制

的
、
牧
歌
的
關
係
を
破
壊

し

た
。
そ

れ
は
、
人
間
を
自

然
的
優
者

に
連
結

し
だ

こ

こ
ろ

の
雑

多
な

る
封
建

的
編
絆

を
無

慈
悲
に
引

き
裂

き
、
赤

論

叢

肚
曾
哲
學
に
於
け
ろ
磁
意
的
二
元
齢
的
思
想
(
一
)

第
+
四
巻

【第
五
號

四
九
)

入
〇
三



論

叢

社
倉
哲
學
に
於
け
る
主
意
的
二
元
論
的
思
想
(
一)

第
十
四
巻

(第
五
號

五
〇
)

入
〇
四

裸

々
た
る
利
金
、
冷
静
な
る
銭
勘
定
の
外
に
は
、
人
間

ε
人
間

`
を
つ
な
ぐ
編
絆
を
残
存
せ
し
め
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
信

仰
的
狂
熱
や
、
騎
士
的
氣
慨
や
、
市
人
的
威
傷
や
の
神
聖
な
る
流
露
を
ば
、
氷
,の
如
く
冷
た
き
利
己
的
打

算
の
倉
に
よ

っ
て
抑
寒
し
た
。

そ
れ
は
人
格
的
奪
嚴
を
交
換
横
値

に
分
解
し
、
無
敷

の
特
許
的
及
び
世
襲
的
自
由

に
代
ふ
る
に
、唯

一
つ
の
厚
顔
無
恥
の
商
業
的
自
由
を
以
て
し
た
。

一
吉
を
以
て
墨
く
せ
ぱ
、
そ
れ
は
宗
激
的
井
び

に
政
治
的
幻
影
を
以
て
蔽
は
れ
陀
掠
奪

の
代
り
に
、
露
骨
な
、
鐵
面
皮
な
、
端
的
な
、
殺
風
景
な
掠
奪
を
齎
し
た

の
で
あ

っ
た
。
有
産
階
級
は
、
從
來
愈
重
さ
れ
、
微
塵
の
念

を
以
て
覗
ら
れ
π

一
切
の
職
業

か
ら
、
其
神
聖
な
る

外
観
を
奪
ひ
去
り
、
馨
師
、
法
律
家
、
牧
師
.
學
者
を
し
て
、
該
階
級

よ
り
支
彿
を
受
く
る
賃
銀
勢
働
者
に
化
せ

し
め
た
。
有
産
階
級
は
、
家
族
關
係
よ
り
そ
の
感
激
的
面
紗
を
剥
ぎ
取
り
、
之
を
純
然
た
る
貨
幣
關
係

に
還
元
し

π
。
有
産
階
級
は
、
復
古
主
義
者
が
大

に
讃
嘆
す

る
中
世
の
野
螢
な
る
力
業
が
、
如
何
に
活
氣
な
き
懶
惰
を
字
面

に
俘

っ
π
か
ご
い
ふ
こ
ご
を
曝
露
し
た
。
そ
れ
は
、
人
間
の
活
動
が
齎

し
得

る
所
の
何
π
る
か
を
初

め
て
讃
明
し

把
。
そ
れ
は
、埃
及
の
尖
塔
、羅
馬
の
水
遺
、
ゴ
ン
ツ
ク
の
殿
堂
を
も
凌
駕
す
る
奇
蹟
を
も
た
ら
し
、
民
族
移
動
に
も
、

十
字
軍

に
も
劣

ら

織
攣

動

を
生

ぜ
し
め
た
」
。
1

か
う

し
π

L
u
閉

園
o
日
8
昌臣
量
器
げ
。
竃
薄鼠
か
簿
.、
の
成

る

個
所

の
立
句

は
、
近
代
的
肚
會
の
特
徴
蓬
、
そ
の
以
前

の
耐
會
の
特
徴
ε
を
、
遺
漏
な
く
指
摘
し
て
封
照
せ
し
め
て
み
る

ε
は
勿
論
言

へ
な
い
け
れ
ご
、
そ
の
劃
照
の

一
荷
を
極
め
て
鋭
く
描
寫
し
た
叙
述

の

一
例
ε
し
て
擧
げ
る
こ
ε
が

能
き
や
う
。斯
か
る
根
本
的
な
る
肚
會
的
攣
革

に
謝
し
て
、
如
何
な

る
立
場
か
ら
如
何
な
る
慣
盤
割
菌
を
下
す
か
を

.



問
は
す
、
近
代
的
答

を
そ
の
翌

則
の
馨

か
、
匪
別
す

る
ε
.、
ろ
の
、
主
警

る
相
異
黙

の
、
れ
く

轟

く
ま

㈱

舗

で
も
明
確

に
意
識

せ
む
ε
試

み
る

こ
ご
は
、
決

し
て

無
用

の
努
力

で
は
な

か
ら
う
。
而

し
て
吾

々
は
斯

か
る

『
明

皿

留

曲

目
・語

Gb

確

な

る

意

識

」

の

展

開

を

、

閃
①
「
臼
ロ
餌
一一
α

日
α
富
コ
{①
・。

の

著

述

-b

Φ
pご
Φ
ぎ
。。
o
汀
国
津

=
匿

O
Φ
頓Φ
=
肌
o
げ
函
津
..

に

お

い

て

燭

目

㎜

皿

,
d

す
鍵

馨

會
ー

ー

ー

ー

画一

の主
　

元
論　
　
む

～脚　

　
に駅灘

編

に
代
表

す

る
者

で
あ

る
。彼

は

タ
さ

①

に

葛
窪
窪
署

≡
o

ご

≦
三
パ
孚
ε
の
根
本
的

二
種

別
が
め

る
こ
ε
を

認

め
、

灘
醜

そ
れ

に
封
慮

し
て
、
肚
會

に

つ
い
て
も

O
・ヨ
鉱
窮
筈

p
P

及

び

O
窃
・房
∩
匿
浄
な

る
二
類
型

が
根
本

的
に
匠
別
せ
ら

る

べ
き

で
あ
り
・、
斯

か
る
基
礎
的
見
地

を
把
持
ず

る

こ
ε
に

よ

っ
て
の
み
、

一
切

の
肚

會
現
象

の
本
質

ε
意
義

蓬

藷
㎞
μ
筆

盤
瓢

を
正
賞
に
理
解
し
得

る
の
で
あ
る
ざ
説
く
。
彼

の
種
々
の
署
書
及
び
論
文
を
通
じ
て
、
斯
か
る
根
本
思
想
が
恒
に
.

さ

ロ
こ

り

　

わ

醗
黙
認

主
張
さ
れ
て
る
る
が
、
そ
れ
を
騰
系
的

に
論
述

し
た
前
記
の
著
書
の
う
ち
に
、
彼
は
古
代
井
ぴ
に
中
古
の
肚
會
か

脱
農

¢
獄

ら
近
代
の
肚
會

へ
の
推
移

の
過
程
を
批
判
的

に
考
察
し
、
こ
の
推
移
は
正
し
く
肚
會

の
基
本
的
類

型

の

一
花

る

ユ

セ

こ

　

副
課

・驚む

　

　

識
撚

Ω
①
ヨ
。
「基
筈
弾

が
衰
頽

し
て
、
他

の

一
類
型

た

る

9

。。亀
8
『
聾

が
榮

え
行
く

こ
ε
を
意
味
す

る
も
の

ε
見

き
わ

め
て
み
る
。
近

代
的

肚
會

ご
そ

の
以
前

の
肚

會

ε
の
文
化

内
容

の
対
照

、
殊

に
経
済

的
文
化
内
容

の
対

照

に

つ
い

蜘講
藻

鍍
欝
摺

て
斯
く
ば

か
り
精

緻
な

る
論
述
を
他

に
求

め
る
こ
ご

は
、
必
ず

し
も
容

易
で
な
く
、

そ
れ
か
ら
受

け

る
理
論
的

印

象

は
、
力
強

く
わ

れ
く

の
思
索

に
影

響
を
及

ぼ
さ
む

ε
す

る
も

の
が
あ

る
。

そ

れ
は
叉

、
斯

く

の
如

く
、

二
種

D

勢

論

叢

肚
會
哲
學
に
於
け
る
主
意
的
二
元
論
的
思
想
〔
こ

第
†
四
巻

(第
五
麟

五

一)

八
〇
五

●



論

叢

肚
會
哲
學
に
於
け

る
主
意
的

二
元
論
的
思
想

(
一
)

第

十
四
巻

(第
五
號

五
二
)

入
〇
六

の
基
本
的
耐
否

類
型
を
規
定
し
な
が
ら
肚
會
現
象
を
考
察
す

る
こ
ε
が
、
肚
會
の
本
質
を
把
捉
す

る
上
に
、
如
何

な

る
素
線

を
供
す

る
か
、

い
か
程

の
敷

果
を
も

た
ら

す

か
ε

い
ふ
黙

に
、
わ

れ
く

の
興
味
を

い
ざ
な
ひ
寄

せ
な

で

あ

ら

う

。

.

こ
の
稿

に
『
肚

會
哲
學

に
お
け

る
主

意
的

二
元
論
的
思

想
」
ε
題

し

だ
も

の
》
、
こ
の
種

の
思
想
一

〔上

に
の

べ

た

や
う
な
意
味

で

の
)一

を
廣
く

一
般
的

に
考
察

し
や
う

オ
す

る
所
存

で
は
な
く
、
唯

テ

ソ

ニ
ー

ス
を
中

一6

ε

し
た

そ
れ
の
考
察
を
試
み

や
う

蓬
す

る
に
過

ぎ
な

い
。
そ
の
方
法

ε
し
て
は
、
肚
會
哲
學

の
方
面

に
お
け

る

ボ
ツ

プ

ス
の
思
想
を
吟
味

し
、

へ
ー
グ

ル
井

び
に

シ

ョ
ウ

ペ
ン

ハ
ウ

エ
ル
の
思
想

を
概
観

し
た
後

、
そ

れ
ら

の
思
想

ε

積

極
的

に
又
は
消
極
的

に
關
聯

せ

る
も

の
ご
し

て
、
プ

ン

　
ー

ス
の
肚

會
理
論

の
要
領

を
考
察

す

る
こ
ε

Σ
す

る
。

ヲ

ソ
.ニ
ー

ス
の
思
想

に
著

し

い
影

響
を

み
た

へ
た
も

の
に
は
、
そ

の
他

コ
ム
ト
、

ス

ペ
ン
サ
ー
、

マ
ル
ク

ス
及

び

ギ

ー
ル
ケ
の
思
想
な

ご
を
翠

ぐ

べ
き
で
あ
ら
う

己
思

ふ
け
れ
ご
、
姑
く

考
察

の
範
園
を

上
記

の
如
く

限
定
し
π

い
。

ま

た
上
記

の
諸
思
想

ご
ナ
ソ

ニ
ー

ス
の
思
想

ε
の
關

係

に

つ
い
て
も
、
事
實
的

因
果
的
關
聯
を

さ
ぐ
ら

う

ε
い
ふ

よ
り

は
、
理
論
的
意
味
的

関
聯
を
明

か
に
し
て
行
く

こ
ε
を
主
眼

ε
し
π

い
ご
思

ふ
。

=

近
代

の
欧
羅
巴

に

お
け

る
肚

會
哲
學
的
思
索

の
先

駆

を
成

し
陀
も

の
は
。
十

六
世
紀

の
末
年

か
ら
牢

八
世
紀

の

初

め
に
至

る
頃

の
自
然
法

學
看

陀
ち

の
肚
會
契

約
説

の
理
論

で
あ

っ
た
。

そ
れ

は
、
敏
灌

の
厘
迫

ビ
封
建

制
度

の

.

9

9



束
縛

ご
の
下
に
永
い
問
鬱
屈
し
て
ゐ
π
個
人
的
精
神
が
、
さ
ま
ざ
ま
の
中
世
的
桎
梏
を
か
な
ぐ
り
棄
て
だ
後
の
自

由

な
境
.地

に
立

っ
て
、
自
己
ε
樹
峙
す

る
肚
會
に
當
面
し
π
ε
き
、
生
ま
れ
來

つ
た
新
し
い
肚
會
蜆
で
あ
っ
た
。

戸
そ
の
際
、
肚
會

ε
国
家
ξ
は
未
だ
概
念
的
に
峻
別
さ
れ
す
、
祉
會
の
問
題
は
や
が
て
政
治
の
問
題
で
め
り
、
肚

會
観
`
国
家
観

ピ
は

一
つ
に
重
な
り
合

っ
て
み
た
。
)

個
々
の
學
者

に
よ
っ
て
あ
た

へ
ら
・れ
た
細
目
的
内
容
の
相
異
を
姑
く
か

へ
b
み
な
い
こ
ε
、
す
れ
ば
、
當
時

の

肚
會
契
約
説
の
成
熟

せ
る
形
態
の
う
ち
に

一
貫
し
た
理
路
を
求

め
る
こ
ε
が
能
き
る
。
i

人
類
は
、
そ
の
原
始

の
時
代

に

お
い
て
、
法
律

な
く
國
家

な
き
自

然
歌
態

に
あ

っ
た
が
、
彼
等
は

、何

等
か

の
動
機

に
促

さ
れ

て
、
相

互

の
問

に
契
約

を
結

ぶ

こ
ε
に
よ
り

、
秩
序

あ

る
肚

會

状
態

を
招
来

し
た

ε

い
ふ
の
が
、
そ
れ

で
あ

る
。

恰
も
知
識

の
世
界

に
お
い
て
、
自
然

科
學

的
研
究

の
勃

興

蓬
共

に
目

ざ
め
て
来
た
挽
割
的
精
神
が

、
経
験
的
主

観

に
至
上

の
権
威
を

み

ε
め
た

ε
同
様

に
、
實
際

の
世
界

に

お
い
て
も
、
道
徳
及

び
正
義

の
根
源

`
し
て
超
自
然

的

な
る
も

の
に
随
従
す

る
態
度
は

一
擲

さ
れ
て
、
個

人
的

自

我
は
終
極

的
絶
掛
者

の
地

位

に
高

め
ら
れ

た
。

そ

し

て
本
來
相
互

の
関
係

に

お
い
て
猫

立
対
等
な

る
個
人

が
、

一
定

の
規
範

に
違

撮

し
て
共

同

に
生
活

せ
む

こ
ε
を
目

的

だ
す

る
契
約
を
締
結

し
た
結
果

、
肚

會

は
獲
生
せ

る
も

の
こ
考

へ
ら

れ
た

の
で
あ

っ
た
。
社
倉

契
約

は
、
契
約

中

の
契
約

ご
も
謂

ふ

べ
き
原
本
的

契
約

た

る
も
の
で

あ
る
け
れ
ご
、
ひ

ご
し
く
契
約

た

る
以
上
は
、
他

の
あ
ら

ゆ

る
契
約

ご
同
様

に
意
志

ご
意
志

`

の
合
致

に
よ

っ
て

成
立
す

る
も

の
ε
思
惟

さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら

撮
。

こ
の
黙

に

論

叢

社
倉
哲
學
に
於
け
る
主
意
的
二
元
論
的
思
想
(
一
)

第
+
四
巻

(第
五
號

五
三
)

八
Q
七

Σ.

■



論

叢

壮
會
哲
學
に
於
け
る
主
意
的
二
元
論
的
思
想
(
「
)

第
十
四
巻

(第
五
號

五
四
)

八
○
八

お
い
て

肚
會
契
約
説
の
思
想
は
、
人
間
の
意
志
を
以
て
、
肚
會
的
な
る
も
の
の
説
明
の
原
理
ε
す
る
傾
向
を
有

つ
も
の
ε
吉
ひ
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
け
れ
ご
、
し
か
も
、
そ
の
意
志
は
個
人
の
精
神

に
先
天
的
に
内
在
す
ろ

一
定

の
理
知
的
性
能
に
よ

っ
て
、
そ
の
内
容
を
規
定
せ
ら
る
㌧
も
の
ε
視
る
の
が
、愈
愈
契
約
説
の
考

へ
方

で
み
つ
て
、

人
間

の
知
力
に
限
り
無
き
信
頼
の
念
を
託
し
陀
ε
こ
ろ
の
、
當
時

の

一
般
哲
學
を
支
配
し
だ
主
知
的
傾
向
は
、
此

庭
に
も
そ
の

一
面
を
露
は
に
呈
示

し
て
み
る
の
で
あ
る
コ

中
世
的
思
想

に
お
い
て
は
、
人
間
の
現
世
に
お
け
る

一
切
の
管
み
は
、
そ
れ
自
身

に
お
い
て
何
等
の
償
値
を
も

有
せ
す
、
や
が
て
來
る
べ
き
永
遠
の
生
活

の
準
備
ε
し
て
役
立
つ
限
り
に
お
い
て
の
み
意
義
あ
り

`
さ
れ
、
甦
會

生
活
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
は
、
超
越
的
な
る
神
の
意
志
又
は
撮
理
に
よ
っ
て
そ
の
蹄
趨
を
規
定
せ
ら

る
＼
も
の
ε
信

せ
ら
れ
龍
。
そ
れ
に
射
し
て
、
↓肛
會
契
約
説
が
、
耐
食
叉
は
丈
比
を
以

て
個
人
の
創
造
の
所
産
蓬
覗
肉
肚
會
的
事

象
の
償
値

の
規
準
を
趾
會
契
約
の
裡
に
求
め
や
う
こ
し
た
こ
ε
は
、
理
論
的

に
を
、
實
際
的

に
も
極

め
て
重
大
な

る
意
義
あ
り
し
事
柄

ご
言
は
ね
ば
な
ら

楓
が
、
他
面
に
は
、
批
判
的
精
神
の
不
徹
底
`
、
理
知
に
野
す
る
温
光
の

信
頼
ε
が
、
根
本
的
缺
陥
を
そ
の
理
論
の
内
部
に
胚
胎
せ
し
め
た

こ
ざ
も
明
か
で
あ
る
。
即
ち
砒
會
契
約
説
に
お

い
て
は
肚
曾
の
成
立
過
程

は
合
理
的

に
説
明
し
霊
さ
れ
、
泄
會
の
構
造
は
全
く
器
械
的
に
解
羅

さ
れ
て
る
だ
の
で

あ

っ
て
、
そ
の
結
果
、
不
合
理
的
な
る
因
素
が
肚
會
現
象
に
關
し
て
具
有
す

る
意
義
は
不
當

に
没
却
さ
れ
、
僧
値

ざ
實
在
ε
の
肚
會
的
交
渉
に
饗
す

る
深

い
理
解

の
た
め
に
鉄
く
可
か
ら
ざ
る
雁
皮
的
方
法
は
甚
し
く
不
問
に
付

せ

O



ら

れ
だ
。

そ
し
て
肚

會

ε
個

人
ε
、
個
人

ε
個

人
ご

を
連
繋
す

る
有
機
的
關

係
は
十

分
認
識

さ
れ
す

、
国
家

ご
臣

民

ご
、

市
民

ε
市
民

ε
の
政
治
的

法
律

的
關
係

に
抽

象
化

さ
れ
だ
も

の
ご
し
て
の
み

、
理
論
的
考
察

の
対
象

ご
さ

れ
勝
ち

∈
あ

っ
た
。

上
述

の
如

き
特
色

を
も

っ
て
み

る
十

七
、
八
世
紀

の
頃

の
引肛
會
契
約
説

は
、

ヨ
ハ
ネ

ス
・

ア
ル
ト

シ
ウ

ス
#
〃び

に

7
ー

ゴ
ー
・
グ

ロ
チ
ウ

ス
を
経

て
、

』
ー

マ
ス
・

ホ
ッ
プ

ス
に
至

っ
て
そ

の
頂
黙

に
達

し
た
。

三

中
世

に
お
い
て
基

督
漱

の
教
義

に
燈
嫁

し
て
打

ち

立
て
ら

れ
だ
正
統
的
肚

會
槻
は

、
肚

會
的
事
物

を
説
明
す

る

終
極

の
原

理
を
神

の
意

志

に
求

め
た
。

而
し

て
鍛
父

や
碑

學
煮

た
ち

の
見

解
は

二

つ
に
岐

れ
た
。
帥

ち

人
間

の
肚

會

の
代
表
者

ε
考

へ
ら

れ
だ
地

上

の
国

家
は
、

一
方

に
は
、
榊

の
意
志

に
よ

っ
て
創
造

さ
れ
、
紳

の
定

め
だ
目
的

に
直
接

に
貢
献
す

る
も

の
ご
認

め
ら
れ
た
が
、
他

方

に
は
、
悪
魔

の
所

産

で
め
り
、
人
間

の
罪
悪

の
結
果

で
あ

る

ε
醜
ら

れ
陀
。

し

か
も
萬
有
を
包
括
す

る
宇
宙

が
、
神

の
意
志

に
基

い
て
創

造

さ
れ
存
立
す

る
こ
こ
ろ
の
調

和
的

秩
序

た
る
如

く
、
入
間

の
世
界

も
亦
終

極

に
.お
い
て

は
神

の
主

宰

に
服
す

る
有
機
的
全
艦

た

る
も

の
ε
す

る
見
地

か
ら
す

れ
ば

、
假
令

國
家
を
悪
魔
的
事

物

`
覗

だ
ε

し
て
も
、
必
竟

は
神

の
榮
光
を

あ
ら

は
す

た

め
の
手
段

こ
し

て
、
そ

の
存

立

の
究
極

の
理
由

を
、
榊

の
意

志

に
締

せ
し

め
ら
れ

ね
ば

な
ら
な

か

っ
た
。

か
や
う
な
超
越
的
、
宗
漱
的

国
家
観
も

、中
世

の
末

葉

に
至

っ
て
は
、
次
第

に
そ
の
固
有

の
色

彩
を
失

ひ
は

じ

め
、

論

叢

融
會
哲
學
に
於
け
る
主
意
的
二
元
論
的
思
想
(
一
)

第
十
四
巻

(第
五
號

五
五
)

八
〇
九

1)c飢Giel.ke,JohanncsA】thu5iu5,z.AしL乱,1902,S.60ff.

占 、

.



論

叢

肚
會
哲
畢
に
於
け
る
主
意
的
二
元
論
的
思
想
(
一
)

第
十
四
巻

(第
五
號

五
六
)

八

一
〇

希
臘

の
哲
學

思
想
を
取
り

い
れ
た
新

し

い
國

家
槻

が

頭
を
擡
げ

陀
。
國

家
は
人
間

が
相
互
保
全

の
た

め
に
締
結
す

る
契
約

に
よ

っ
て
獲

生
す

る
ε
説
く

エ
ピ
ク

ロ
ス
學

涙

の
思
想

ε
、

ア
リ

ス
ト
プ

レ
ス
に
そ
の
源

を
頚
す

る
ε
こ

ろ
の
、
国
家

の
成
因
を
人
間

の
天
賦
の
肚
交

性

に
見

出
す

思
想

こ
の
こ
者
が

、
そ
の
際
主

た

る
響

導
者

ご
し

て
の

地

位
を
争
う

た
。

の

此
新
し
い
國
家
観
は
、
先
づ
統
治
契
約
説

の
形
態
を
ご
つ
て
現
れ
だ
。
從
來
の
神
畢
的
政
治
思
想
に
お
い
て
は

君
キ

は
神
の
授
橿
に
基

い
て
人
武
を
統
治
す

る
地
位
に
立

つ
も
の
ざ
解
せ
ら
れ
た
が
、
斯
か
る
見
解
を
世
俗
化
す

る
第

一
過
程
ε
し
て
、
統
治
の
椹
能
は
神
の
意
志
か
ら
出

る
ε
い
ふ
考

へ
方
を
保
留
し
つ
》
、
し
か
も
該
権
能
を

直
接
に
授
け
ら
れ
る
主
膣
は
人
庚
で
あ
b
、
人
民
は
更
に
之
を
君
主
に
委
託
す
る
の
で
あ
る
ε
視
る
見
解
が
立
て

ら
れ
た
。
弦

に
お
い
て
、
君
主
ε
鍔
立
し
て
契
約
の
常
事
看
た
る
ぜ
こ
ろ
の
塗
醗

ε
し
て
の
人
民
は
、
如
何
に
し

て
・
そ
の
個
々
の
構
成
員

よ
り
凋
立
な
る
統

雇

を
保
有
す
る
か
ε
い
ふ
こ
ε
が
問
題
暮

れ
る
に
至
つ
や

こ

れ
に
謝
す
る
解
答

ε
し
て
、

一
方

に
は
、
人
類
は
神
の
賦
與
し
た
性
能
に
促
さ
れ
て
必
然
的
に
國
家
を
形
成
す
る

の
で
あ
る
ご
主
張
す
る
畢
説
が
現
れ
、
他
方
に
は
、
国
家
は
人
間

の
自
由
な
る
且
つ
理
性
的
な
る
意
志

の
合
致

に

の

よ
っ
て
成
立
す

る
巴
説
く
肚
會
契
約
説
が
現
れ
た
。

こ
れ
ら
両
様
の
畢
説
の
中
で
、
後
者
が
漸
次
勢
力
を
獲
得
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
統

一
的
全
艦

ざ
し
て
の
人
民

は
個
人
の
自
由
意
志

に
基

い
て
成
立
す

る
ε
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
に
お
け
る
統
治
権
能
の
根
源
が
紳
の

2)cf..

3)cf .

4)c£

Gierke,ibid.S.77ff・

Gierke,ibid.S.84ff,

Gierke,DasdeutscheGenossenschaftsrecht.III,S.628貿.



意
志

に
あ

る
こ
ε
を
前
提

ε
す

る
従

来

の
統
治
興

約

説

ε
の
間

に
扞

格

を
生
す

る
わ
け

で
あ
る
。

こ
の
矛
盾

は
十

分
に
解
決

さ
れ
な

い
盤

で
近
世

に
及

び
、

ア

ル
ト

シ
ウ

ス
及

び
グ

ロ
チ
ウ

メ
に
至

っ
て
除
却

さ
れ
た
。

肚
會

的
、政
治
的

理
論

の
考
察

か
ら
、中

世
以
來

の
宗
激
的

、
神
學
的
方

法
を
排

斥

し
去
ら

む

ご
し
た
黙

に
、
グ

ロ
チ

ウ
ス
の
功
績

の
勘

か
ら

ざ
る
部

易
が
存

す

る

ε
み

こ
め
ら
れ
て

る
る
。
彼

に
あ

つ
で

は

、
肚
會

的
事
物

の
説

明

の
最
高

原
理
は
、
最
早
神

の
意
志

に
存

し
な

い
で
、
自
然
法

に
存

し
、
国
家

は
、
人
類

が
自

然
法

に
煙
接

し
て

相
互

に
契
約
す

る

に
よ
り
獲
生
す

る
も

の
ε
さ
れ

る
。
但

し

グ

ロ
チ
ウ

ス
は
斯

か
る

一
元
論
的
傾
向

を
貫

い
て
み

る
も

の
で
は
な
く
、
.こ
元
論
的
傾
向

ε
の
間

に
動

揺

し
て
み

る
形
跡

を
示

し
て
み

る
。
そ
れ

は
彼

が
、

ア
リ

ス
ト

プ

レ
ス
風

の
超
個
人
主
義
的

思
想

か
ら
も
、
肚
會

契
約

説

の
個
人
主

義
的
思
想

か
ら

も
、
共

に
影
響

を
受

け
た

こ

老

に
因
す

る
の
で
あ

っ
て
、
彼

の
所

論

に
從

へ
ば

、

『
人
間

は
結
合

の
欲
望

、
即
ち

そ
の
知

力

に
よ

っ
て
組
織

さ

.

れ
た
雫

和
な

る
肚

會
状
態

に

お

い
て
他

人

ご
共

に
生
活

せ
む

ご
す

る
欲
望

を
有
す

る
。

・・
.…
…

こ
の
肚

會

に
封
ず

る
性
向

は
、
固
有

の
意
義

に

お
け
る
注

の
源
泉

で
あ
り
、
他

人

の
財

を
奪

取
せ
ざ

羨
義
務

、
自

己

の
占

有
す

る
他

人

の
物
及

び
そ
れ

よ
り
生
す

る
利
得

の
返
還

、
契
約

を
履
行
す

る
義
務

、
自
己

の
過
失

に
因
る
損

害

の
賠
償
及

び

刑
罰

の
慮

報
を
規
定
す

る
法
は

、
そ
れ

か
ら
生

じ
る
。

・-
…

…
人
類

の
間

に
相
互

に
義
務

を
負
櫓
す

べ
き
何
等

か

の
方

法
の
存

在
す

る
こ
ε
が
必
要

で
あ
り

、
且

つ
其
他

の
方

法

が
案

出

し
得
ら

れ
な

い
故
を
以

て
、
自
然

法
は
、

自

己

の
契

約

に
忠
實
な

る

べ
き

こ
ど
を
命

令
す

る
、

こ
の
源
泉

か
ら
公
民
的
権

利

が
生

じ
る
。

何

ε
な
れ

ば
、
團

論

叢

池
會
哲
學
に
於
け
る
主
意
的
二
元
論
的
思
想
(
こ

第
十
四
巻

(第
五
號

五
七
)

八

一
一

9



齢

叢

肚
會
哲
學
に
於
け
ろ
主
意
的
二
元
論
的
思
慾
(
一)

第
†
四
巻

(第
五
號

五
八
)

入
「
二

禮

に
ま

で
結

合

せ
る
人
々
、

叉
は

一
人
も
し
く

は
散

人

の
支

配

の
下
に
服
せ
る
人

々
は
、
團
禮

員

の
多

数

、
又

は

権
力

の
委

託
を
受
け

た
る
者

の
定
む

る
所

に
從

ふ

べ
き
旨
を
、

明
白

に
約

束
し
、
叉

鳳
暗
黙

に
約

束

し
た

る
も

の

コ

う

ご
、
事
物

の
性
質

よ
り
し
て
推

測
し
得

る

か
ら

で
あ

観
。
」
即

ち
「
国
家

ε
は
注

の
維
持
及

び
共

同

の
和
金

の
た

め

に
結

合

せ
る
自
由

な

る
人
間

の
團
禮

で
あ

る
。
」

斯

か
る
所
説

に
徴

し

て
、

グ

ロ
テ
ウ

ス
は
、
国
家

が
個

人
の
共

洞
の
意

志

に
よ

っ
て
成
立
す

る

こ
ど
を
主

張
す

る
ε
共

に
、
他

方

に
は
、
.国
家

の
成

立
以
前

に
、
人
間

の
肚

交
的
性
能

に
基

く
祉

會
状
態

が
存
在

し
、
其
慮

で
は

若

干

の
法
律
制

度
、
殊

に
財

産
制

度
が
、
自

然
法

に
よ

っ
て
認

め
ら
れ

て
み
る

ε
説

く
も

の
た
る

こ
ε
が
知
ら

れ

る
。
グ

ロ
チ
ウ

ス
が

か
や
う

に
二
元
論
駒
形
羅

を
交

へ
て
る
る
に
反
し

て
、

ア

ル
ト

シ
ウ

ス
は
す

べ
て
の
種
類

の

肚

會
を
契
約
説

に
よ
わ
説
明

せ
む

ご
す

る
態
度

を
固

持

し

て
み
る
。
彼

の
見
解

に
よ
れ
ば

、
入
間
は

必
要
及

び
肚

交
性

に
促

さ
れ

て
血

會
生
活

に
ま

で
團
結
す

る

の
で

あ

る
が
、
固
結

そ
の
者

は
暗
黙

の
又
は
明
白

の
契
約

に
よ

っ

て
行
は

れ
る
。

家
族

、、
計
團

、
地

方
自

治
禮

、
國
家

等

の
團
膿

は

、
悉

く
斯

か
る
方

法
に
よ

っ
て
成
立
す

る
も

の

に
他
な
ら

隙
。

こ
の
黙

に

お
い
て

ア
ル
ト

シ
ウ

ス
ε

グ

ロ
チ
ヴ

ス
ε
は
、

そ
の
趣
を
異

に
し

て
み
る
け
れ

ご
、「
入

.

類

は
肚

曾
的
動

物
で

め
る
」

ε

い
ふ
ア
リ

ス
ト
ナ

レ
ス
以
来

の
思

想

を
、
論
程

の
中

に
加

へ
て
る
る
黙

に
お

い
て

は

一
致

し
て
み

る
。

こ
の
前
提

を
抛

擲

し
て
、
肚
會

の
契
約
駒

形
緯
を
徹
底

し
た
も

の
は
、

ボ
ツ
プ

ス
の
肚
曾
親

で
あ

る
。

5)
6)
7)

Gr⊂)ti--s・Dejurebelliacpacislibri1・ 『es・ アrolego・n母na・6・8・1.4

ibid.1,i,14

cf.Gierke,Althusit=s,S.21ff.
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、

■

㌧

四

近

代

の
肚

會
思
想

の
根
抵
に
底
深
く
喰
ひ

入

っ
て

み
る
唯
物
論

的
思
想
は

、
す

な
は
ち

ボ

ツ
プ

ス
の
魅
會

槻

の

根
本
的
前

提

で
あ

っ
た
。

ア
リ

ス
ト
プ

レ
ス
の
哲

學

が
、
中
世

の
後
期

に
お

い
て
、
基
督

漱

の
肺
學
者

陀
ち

に
受

け
容
れ
ら
れ

た
の
に
反

し

て
。

エ
ピ
ク

ロ
ス
の
哲
學

は

、
異
端
的

思
想

の
模
型
的

な

る
も

の
ご
し
て
、
き
び

し
く

指
揮

さ
れ
た

の
で
め

っ
た
が
、

ホ
ソ
プ

ス
は

後
一着
に
倣

っ
て
、
唯

物
論
的

、
原
子
論
的
「肛
會
観
を

き
づ
き
上
げ
た
。

ホ
ッ
プ

ス
の
解
繹

に
よ
れ
ば
、
哲
學

の
対
象

は
物
艦

及

び
そ
の
運
動

で
あ

る
。

一
切
の
賢
在

は
物
膿

的

で
め
り
、

一
切

の
事
象

は
物
膿

の
運

動

に
他
な
ら
ぬ
。
精

神
は

よ
り
精
妙

な

る
構

造
を
有
す

る
肋
膜

で
あ

っ
て
、
さ
ま
ざ
ま

の
精
神

現
象

は
、
斯

か
る
物
燈
を
構
成

せ
る
物
質
的

成

分

の
運

動
た
る

に
過

ぎ
な

い
。

而

ル
て
外
界

の
運
動

が
、

人
麗

の
威
信
及

び
帥

経
を
通
じ

て
脳
髄

及
び
.心
臓

に
傳

は

る
ご
き
は
、
其
慮

で
行

は
れ

て
る
る
運
動

ε
脅

し

て
、

一
定

の
反
動
を
生

甘
し
め

る
。

こ
の
反
動
ぽ

、
そ
れ

を
惹

起
し
た
野
乗

が
人
間

の
生
命

の
獲
展

に
資
す

る
も

の
で

め

る
か
否

か
に
随

っ
て
、
或
は

そ

の
甥
象

に
面

っ
て
接
近

せ
む

ご
す

る
傾
向

を
示

し

.
叉
は

そ
れ

か
ら
離
反

せ
む

の

・こ
す

る
傾
向

を
示
す
。
前

の
場
合

に
は

、
右

の
反
態

的
運
動
は
欲
望

〔U
①。。回器
)
も

し
く
は
嗜
好

(
〉
署
ω捧
9

ε
よ

ば
れ
、
後

の
場
合

に
は
嫌
厭

(》
<
Φ
透
。
巳

ε
呼
ば
れ

る
。
.
一
般

に
人
間

の
欲
望

の
対
象

た
る
も

の
は
善

(O
。
。
ら

で

め
り
、

そ
の
嫌
厭

の
劃
象
た

る
も

の
は
悪

(
固
く
三
)

で
あ

る
。
前

者
は
吾

々
の
愛
す

る
所

で
あ

っ
て
、
五
口
々
に
よ

り
快
樂

ご
威

ぜ
ら

れ
る
が
、
後
者
は
吾

々
の
憎
悪
す

る
所

で
あ

っ
て
、
吾

々

に
よ
り
不
快

ε
威

せ
ら
れ

る
。

欲
望

論

叢

肚
會
哲
學
に
於
げ
る
主
意
的
二
元
論
的
思
想
(
一
)

第
+
四
巻

〔第
五
號

五
九
)

八
=
二

1)C.T6nllies,ThomasHohhes,derMoonanddei・

S.98ff.

2)CF.PaulJane亡,Histoiredelasciencepoliしique,3・

Denke・',2.Aun.,上9[z,

al・,1887,T.II・P・147・

の



.、
論

叢

肚
會
哲
瞬
に
於
け
ろ
主
意
的
二
元
論
的
思
想
(
一
)
.

第
十
四
巻

(第
五
號

六
〇
)

八

一
四

が
勤
象

の
獲

得

の
豫
見

を
伴

ふ

ざ
き
は
希
里

で
あ
b
、
嫌

厭
が
樹
象

か
ら

来

る
害

悪

の
豫
見

を
件

ふ
`
き
は
恐
怖

で
あ

る
。

或

る
事
柄
を

寫
す

に
因
り
叉
は

爲
さ
ざ

る
に

因
り
生
す

る

ご
こ
ろ
の
善

き
結
果

又
は
悪
し

き
結

果
が
、

吾

々
の
思
想

の
中

に
相

次

い
で
現

れ
、
同

一
の
謝

象

に

つ
い
て
欲
望

ε
嫌

厭

ご
、
希
壁

`
恐
怖

ざ
が
交
互

に
吾

々

の
心

の
う
ち

に
起

る
場

合

に
は
、
之
を
考

量

(
∪
の
寄
Φ
茜
ま

目
)
ε

い
ふ
。
考
量

さ
れ
た
所

の
も

の
が
蟹
行

さ

れ
、

叉

は
不
能
な

り

ε
思
惟

さ
れ
π

ε
き
に
は
、
考
量

は
終

結
す

る
。
考
量

に
お

い
て
、
吾

々
は
欲
望

叉
は
嫌

厭

に
慮

じ
て
成

る
事
柄
を

爲
し
叉
は
爲

さ
ざ

る
自
由

を
有
す

る

の
で
め
る
が

、
考
量

が
終
結

し
た
際

に

お
け

る
最

後

の
欲

望
は
帥

ち
意
志

(
≦

三
Φ
)
で

め

る
。

さ
れ
ば
人
間

の
有

意
的

動
作
は

、
必

ず
や
不
快

を
避

け
、
快
樂

に
就

か
む

ε

の

す
る
性
質
を
有
す
る
も
の
ε
言
は
ね
ば
な
ら
の
。

運
動
す

る
物
膿

の
外
に
は
何
物
も
實
在
し
な

い
`
い
ぶ
見
地
か
ら
、
個
々
の
人
澗
の
本
質
を
説
明
し
た
ボ
ツ
プ

ス
は
、
同
じ
方
法
を
以

て
人
間

の
肚
曾
の
本
質
を
も
説
明
し
や
う
ε
し
た
。

法
律
餌
學
又
は
國
家
論
の
方
面
に
お
眈
る
ホ
ッ
プ
ス
の
貢
献
の
最
も
人
な
る
黙
は
、
国
家
の
人
格
者
ご
し
て
の

の

統

一
性
を

鼓
も
鋭

く
認
識

し
た

こ
ε

に
あ

る
ε
吉

は
れ

て
る
る
が
、

し
か
も
彼
は

、
相

互

に
全
然
凋

立
し
て
、

そ

の
間

に
何
等

の
本

質
的

關
聯
を
も
示

さ
諏
ξ
こ
ろ
の
個

人

の
多
数

か
ら
出
獲

し
て
、
国
家

の
縄

掛
的

統

一
性

に
到

達

し
た
。
一

自

然
歌
態

ε
国

家
状

態

ξ
を
極

め
て
峻

刻

に
樹
立

せ
し

め
る

こ
`
、

そ
の

一
着

か
ら

他
者

へ
の
推

移

を
可
能

な
ら
し

め
る
肚
會
契
約

に
純
粋

な

る
構

想
を

あ
た

へ
る
こ

ε
に
よ
b
、
彼

は

こ
の
企

て
に
成
功

し
た
。

3)ThomasHobbes,Leviathan,CI】ap.VI.,

4)Gierke,Althしisius,S,189.

Dehomine,(deutsch),Kap.XI.



遠

き
過
去
に
お
い
て
人
類
は
天
恵
充
ち
あ
ふ
る
》
状
態
に
生
き
て
み
た
が
、
原
罪
の
科
に
よ
り
苦
患
の
境
涯
に

堕
ち
た
ざ
い
ふ
古
い
傳
読
は
、
中
世

の
激
父
た
ち
の
國
家
蜆
に
利
用
さ
れ
、
現
に
見
る
如
き
國
家
状
態
又
は
就
會

状
態
の
成
立
す

る
以
前

に
、
国
家
及
び
財
産
制
度
な
き
自
然
歌
態
が
存
在
し
て
み
た
も

の
ε
考

へ
ら

れ
セ
。
而
し

て
人
類
は
如
何
な
る
原
因

に
基

い
て

一
の
状
態

か
ら
他
の
状
態
に
移

っ
た
か
ε
い
ふ
問
題
に
封
ず
る
解
答
は

一
様

で
な
か
っ
た
け
れ
ご
、

い
つ
れ
に
せ
よ
、
自
然
猷
態
は
自
由

ε
幸
嘔
ε
に
め
ぐ
ま
れ
た
黄
金
時
代
π
り
し
も
の
ε

信
せ
ら
れ
た
。
自
然
法
學
者
は
こ
の
原
因
を
決
定
的

に
肚
會
契
約

に
求
め
る
に
至
っ
た
が
、
自
然
状
態

の
歴
史
的

事
實
性
に
…封
ず
る
信
念
は
　衰
へ
な
か
っ
た
9

い

,、

し
か
る
に
ホ
ッ
プ
ス
の
泄
會
契
約
説
に
お
い
て
は
、
自
然
状
態
は
も
は
や
漂
砂
た
る
夢
幻
の
世
界
π
る
も
の
で

は
な
く
、
現
實
の
醜
悪
な
る
人
生
ε
相
表
裏

し
て
存
在

せ
る
か
の
如

き
世
界
ε
な

っ
た
。
斯
か
紅
着
想
の
攣
化
を

も
た
ら
し
た
の
は
、
彼
の
哲
學

の
特
有
の
方
法
で
め
っ
た
。
實
在
す
る
こ
こ
ろ
の
物
は
そ
の
本
質
上
個
別
的
で
あ

り
、
吾
々
は
概
念
に
よ
っ
て
之
を
認
識
す

る
こ
ε
を
得
な
い
、
概
念
は
實
在
の
輩
な
る
記
號
に
過
ぎ
す
、
眞
理
は

實
在
の
記
號
た
る
名
辞
ε
名
癖
ε
を
結
合
す
る
命
題
に
つ
い
て
の
み
愛
當
す
る
。
而
し
て
個
々
の
名
僻
そ
の
者
の

内
容

は
、
わ
れ
く

の
意
志

に
よ

っ
て
決

定

さ
れ

る
の

で
あ
る
け
れ
ご
、
そ

れ
が

一
度
構
成

さ
れ
た
以
上
は

、
名

僻

ε
名
爵

ε
の
關

係
は
吾

々
の
意
志
・に
よ

っ
て
自

由

に
左
右
す

る

こ
ε
を
得
な

い
。
か
う
し
た
唯
名

論
的
思
想

が
、

圭
理
論
的
自
然

主
義
射
精
紳

ε
結
合

し
た
。
自

然
科
學

的
方
法

の
特

色
は
、
藪
學
的
概

念
を
鷹

用
し

て
現
象

の
因

論

叢

肚
會
哲
學
に
於
け
る
主
意
的
二
元
論
的
思
想
二

V

第
十
四
巻

(第
五
號

六
「
)

入
一
五

5)cLT6nnies,ThomasHobbes,S .91ff.

.



論

叢

肚
會
哲
學
に
於
け
る
生
意
的
二
元
論
的
思
組
二

)

第
十
四
巻

〔第
五
號

六
二
)

八

「六

果
關
係
を
精
密

に
規
定
す

る
黙

に
存

す

る
の
で
あ
る

が
、

ホ
ツ
ブ

ス
に
よ
れ
ば
、
哲

學

の
任
務

は
、
正

し
き
推
理

に
よ
り
、
想
定

さ
れ
た
原

因

か
ら
そ
れ

の
結
果

を
認

識
し
、
且

つ
承
認

さ
れ
た
結
果

か
ら

そ
れ

の
可
能

的
原
因

を

認
識

す

る
こ
ξ
に
存

す

る
。
而

し
て
推

理
は
論
理
的

計
算

に
他

な
ら

心
も

の
で
あ

り
、
思
惟

の
作
用
は
恰
も

加
減

の
算
法

の
如

く
観

念

の
分
析
及

び
結
合

に
よ

っ
て
行

は
れ

る
。

か
く
て
哲
學

は

一
兎
の
原
因
よ
り
生
す

べ
き
結

果

を
正
確

に
豫
見
す

る
こ
ご
に
よ
り
人
間

の
實
生
活
に
寄
興
す
る
。
1

學
問
は
軍
な
る
事
蜜
の
智
識
ε
は
異
な

っ

て
、
原

因
の
知
識

叉
は
事
實

の
獲
生

に
關
す

る
知
識

で
あ

る
、

さ
れ
ば
固
有

の
意

義

に
お
け
る
學
問

、
即

ち
先
天

的

に
論

讃
し
得

べ
き
知
識

は
、
吾

々
が
そ
れ

の
成

立

を
確
實

に
知

る
ε
こ
ろ

の
対
象
、
即
ち

そ

の
原
因
が
既

に
定

義

の
中

に
包
含

さ
れ
て
る
る

ε
こ
ろ

の
対
象

に

つ
い
て
の
み
可
能

で
あ

る
。

然

る
に
吾

々
は
吾

々
自
身
が
造

っ
た

封
象
即

ち
人
間

の
意
志

に
よ

っ
て
作
製

さ
れ

π
対
象

に

つ
い
て
の
み
、
そ

の
成
立
を
知
悉

し
て

み
る
。
吾

々
自
身

が
劃

し
た
線

の
中

に
そ
れ

の
諸
性
質

の
原
因

を
も

つ
幾

何
學
駒
岡

形
や
、
吾

々
自
身
が

そ
れ

の
原
則
を
作
成

し
陀

法
及
び
不
法

に

つ
い
て
、
學
問
的
知
識

を
獲

得
す

る

こ
ご
の
可
能

な
る
理
由

は
、
右

の
黙

に
存
す

る
の
で
あ

る
。

前

に
説
明

し
た
や
う

に
、

ボ
ツ
.フ
ス
の
見

解

に
從

へ
ば

、
個

人

の
欲
望

の
対
象

だ

る
も

の
は
善

で
あ

り
、
そ
の

嫌
厭

の
対
象

た
る
も

の
は
悪

で
あ
る
。

さ
れ
ば
、
そ
れ

自
身
善

な
る
も
の
火
は

そ
れ
自
身

愚
な

る
も

の
は
存

せ
争

、

或

る
事
物
が
善

な
る

か
、
愚
な

る
か
は
、
人

に
よ
り

、
時

に
よ
り
、
庭

に
よ
り
、
事
情

に
よ
り
墜

動
ず

る
わ
け
で

め
煽
・
然
翻

身

は
慧

を
謝

す

べ
き
何
等
の
肇

を
も
真

な

い
で
あ
ら
う
か
蕊

ふ
に
、
・
・
プ

・
は
、

Hobbes,Dehomine,Kap.X.cf.Lange,Ges〔 ・hicllrederMatelialismu5,6)

g.Aufi,,1914,1,S・236ff・
Hobbes,Dehomine,Kap.Xc£Tδnnies,ThomasHohbes,S・92-93・7)

u,10.Aufl.derGeschichtederPhilos〔ンphie,9.q6.;WiDdelband,Lehrbuch

S.327.

cf:T6nnies,ibid.S.199-200.8)
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そ

の
標
準

は
國
家

に

お
い
て
初

め

て
あ
た

へ
ら

れ
る

ε
脱
党
。
而

し
て
彼

が
か
く

の
如

く
國
家

に
關
し
て
正
確

な

る
智
識

が
存

し
得

る
ε
認

め
た
の
は
、
必
竟
彼

の
謂

は
ゆ

る
國
家

が
、
現
實

の
歴

史
的
國
家
を
意
味

し
な

い
で
、

人
間

の
意

志

に
よ

っ
て
構
成

さ
れ
た
観
念
的
形
象

を

意
味
す

る
も

の
こ
さ
れ
て

み
る
か
ら

で
あ

を
。

か
や

う
な
意
味

に

お
い
て
、

ホ
ツ
プ
ス
は
、

国

家

に
聞
す

る
衝
撃

が
成

立
し

得

る
も
の
こ

思
惟

し
た

の
で
あ

り
、
從

っ
て
彼

の
謂
は

ゆ
る
国
家
歌
態

に
樹
立
す

る
所

の
自
然

状
態
も
亦
、
等

し
く
先
天
的

に
、
観
念
的

に
構
成

ざ

れ
た
勤
象

π
る
も

の
ε
解

さ
れ
な

け
蜘
ば
な
ら

漁
。

そ
れ
故

、
ホ

ッ
プ

ス
の
意
味

に

お
け

る
自
然
歌
態

は
、遠

き
過

去

は
も

ご
よ
り

、
現
在

に
お
い
て
も
歴

史
的

に
存
在

す

る
も

の
ε
は
考

へ
ら
れ

て
る
な

い
わ
け

で
る
る
。

し

か
も

彼

は
、
現
實

の
肚
會

生
活

の
事
相

に
謝

し
て
眼

を

ふ

さ
ぎ
、
全

く
思
ひ

の
ま

エ
に
人
類

の
自
然
歌
態
な

り
國
家

瓶

態

な
b
を
構
想

し
た
わ
け
で
は
な
く

、
む
し
ろ
反
劃

に
、
現
實

に
脛
験

し
得
ら

れ
る
人
間

の
性

質

、
日
常

彼
が
見

聞

せ
る
人
間

の
生
活

に
封
ず

る
鋭

き
洞
察

に
基

い
て

そ

の
構

想
を

企
て
セ

の
で
あ

っ
た
。

そ
の
時
代

の
自
然
主
義

的
傾
向

の
代
表
者

ε
し
て
屡

々
彼

ご
並

梢
さ
れ

る

ベ
ー

コ
ン
が
、
蹄
納

的
研
究

方
法
を

省
ん
だ

の
に
射

し
て
、
彼

カ

は
演
繹
的

研
究

方
法

を
推
奨

せ

る
デ

カ

ル
ト

に
共
鳴

し
だ

こ
覗

ら
れ
て

る
島
が

、
そ
れ
は
純

粋
な

る
演

繹

洪
で
は

な

く
て
、
假

設
的
-
演
繹

的

方
法

(臼
0
7
)β
o
け守
勢

。ロ
ー匹
o儀
詩
賦
く
o
冒
o
臣
o
血
o
)
ご
も
呼

ば
る

べ
き
も

の
で

あ

っ

た
。
物

理
學

や
人
性
論
や

に

カ
け

る
ε
同
様

に
、

ホ
'ソ
プ

ス
は
國
家
論

に
お
い
て
も

、
先

づ
若

干

の
根
本
的
概

念

の
嚴
密
な

る
定
義

を
81
ひ

、
そ
れ

か
ら

し
て
次
第

に
種

々
の
原
則
を
抽
出
す

る
方
法
を

ご

つ
て

み
る
。
而

し
て
そ

論

叢

甦
會
暫
學
に
於
け
る
主
意
的
二
元
論
的
思
想
(
こ
.

第
†
四
巻

(第
五
號

六
三
)

八
一
七

10)

1エ)

12)
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論

叢

肚
會
哲
學
に
於
げ
る
主
意
的
二
元
論
的
思
想
(
;

第
十
四
巻

(第
五
號

六
四
)

八
一
入

れ
ら

の
基
礎
概

念

の
内

容

は
、
戚
鍋

に
よ

っ
て
あ

た

へ
ら

れ
た
所

の
も

の
を

分
析

し
、
獲
得

葛
れ
た

る
要
素

を
創

畑

造
的

に
合
成
す

る
こ
ご
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
斯
か
る
方
法
が
如
何
な
る
慣
値
を
有
す
る
か
は
別
論

ご
し
て
、
ホ
ッ
プ
ス
の
極
め
て
抽
象
的
に
想
定
せ
る
人
類
の
自
然
擬
態
の

「
面
に
、
濃
厚
な
る
現
實
性
の
あ
ら
は

`

れ
て

る
る
所
以

は
、
會
得

さ
れ
る
で

あ
ら
う
。

五

ホ

ッ
プ

ス
の
想

定
せ
る
人
類

の
自
然
状

態

(爵
。

舜
梓二
「巴

8
邑
一げ剛。巳

は
、
彼

の
人
性
論

に

お
い
て
論
述

さ
れ

.

た
や
う
な
利
己
的
性
情

を
何
等

の
拘
束
も

な
く
腰

挿

し

つ
N
、
人
間

が
群
棲

せ
る
状
態

で
あ

る
。
人
間
は
精
神
及

び
肉
罷

の
能
力

に

お
い
て
ほ

y
李

等

に
つ
く
ら
れ

て
居

る
、
そ

こ
で
人
間

は
目
的

の
獲

得

に
謝

し
平

等

の
希
望

を

も

つ
。
今
も

し
も

二
入

の
人
間

が
同

一
の
物

を
欲

望

し
、
し

か
も
二
人
が
共

に
之
を
享

繁
し
得
ざ

る
場
合

に
は
、

彼
等

は
互

ひ

に
敵

ε
な
り
、

他
を
傷

害
し
又

は
駆

服
せ
む

ご
努

め
る
。

而
し
て
入
間

の
天
性

の
う
ち

に
は
、
闘
争

を
生
す

べ
き
三
個

の
主

因
が
存
す

る
、
競
争

、
猜

疑
及

び
名
轡

16
が

そ
れ

で
あ

る
。

さ
れ
ば
人
間

が
、
共
同

の
椹

力

の
下

に
立

つ
こ
ざ
な

く
生

活
す

る
ε
き
は
、
絶

え
間

な
き

『
萬
人

掛
萬
人

の
戦

争
」

の
撒
態

を
現
出

せ
ざ

る
を

得
な

い
。

け
だ
し
戦
争

`
は
軍

に
格

圖
を
意
味
す

る

の
み
な
ら
や

、
格
闘

に
よ

っ
て
箏

は
む
ε
す

る
意
志

の
存
在

が
十

分
知
ら
れ

て
み
る
歌
態

を
も
意
味
す

る
か
ら

で
あ

る
。
斯

か
る
状
態

に
お

い
て
は

、
産

業
を
は
じ

め
交
通

、

美

術

、
學

問
、
肚
會

な
ど

の
獲
達
す

る
絵
地

は
皆

無

で
あ

っ
て
、
人
間

は
絶
え
ざ

る
恐
怖

ε
横
死

の
危
険

ご
の
う

13)CF.Tunnies,ThomasHobbes,S.91;HbffdiDg,

s・phy,t・ansl・byMeye・,・g・5,LP・265・
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ち

に
生
存

し
、
孤
凋

、
貧

窮
、
野
蟹
且

つ
短
命
な

る
生
涯

を
送

る
。
そ

こ
で
は
、
各

人
は
唯

一
個

の
自

然
権

(窪
・

菊
一σq
ぼ

亀

Z
国
ε
「Φ
)
を
有
す

る
1

自
己

の
生
命

の
維
持

の
た

め
に
自

己

の
力
を
思

ふ
ま

Σ
に
使
用

し
、
自

己

の

判
断
及

び
理
性

に
よ
り
最
頁

の
手
段

蓬
認

め
る
所

の

も

の
を
何

ご
限
ら
す

爲

し
得

る
自
由

が
そ
れ

で
あ

る
。

自
然

は
人
間
を

か
や
う
な
悲
惨

な
状

態

に
置

く
の

で
あ

る
が

、
彼
等

は
を

れ
か
ら
離
脱

す

る
可
能
性

を
あ
た

へ

ら

れ
て
居
な

い
わ
け
で
ぽ
な

い
。

そ
の
可
能
性

は
、

一
部

分
は
威
情

〔句
題
の団o
諺
)

か
ら
成
b
、
二

部
分

は

理

性

(
円
舞
ω
o巳

か
ら
成

る
。
即

ち
死

の
恐
怖
、
安
樂

な

る
生
存

に
必

要
な

る
物

の
欲
望

、
及

び
産
業

に
よ

っ
て
之
を

獲
得
す

る
希
望

は
、
人
間
を

し
て
季

和

に
向

は

し
め

る
感

情
で

め
り
、
他

方

に
は
理
性

は
、
人
間

が
互
ひ

に
協
定

し
得

る
た

め
の
適
宜

な

る
平

和
の
條
項

を
彼

等

に
暗

示
す

る
の
で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
係

項
は
自
然
法

(昏
Φ
日
9
講

亀

Z
驚
異
。
)
芭
呼

ば
れ

る
ξ
こ
ろ
.の
も

の
で
あ

っ
て

、
人
間

の
自

己
保
存

の
性
能

の
無
條

件
的
肯
定

を
意
味

す

る

コ

　
の

ξ
こ
ろ

の
自
然

権
に
制
約
を
加

へ
、
以

て
入
間
を

し

て
自

然
状
態

よ
り
脱

離
す

る
よ
す

が
を

さ
づ
け

る
も

の

で
め

る
。

而

し
て
理
性

に
よ
り

て
獲

見

さ
れ

る

一
般
的
原

則
た

る
此
自
然
法

は
、
入
間

に
向

っ
て
、
自
己

の
生
命

を

そ

こ
な
ひ
叉
は

そ
の
維
持

の
手

段

を
奪
ひ
去

る
所

の
も

の
を
爲
す

こ
ε
を

禁
じ

、
彼

が
依
て
以

て
自
己

の
生
命

を
最

も
頁

一
維
持

し
う

る
も
の

ε
思
惟
す

る
所

の
も

の
を

爲
さ
ざ

る
こ
蓬
を

禁
ず

る
。
自
然
状

態

に
あ

っ
て
は
、ρ

各
人

は
相
互

に
戦
争
状

態

に
置

か
れ

る
の
で

あ
る
か
ら

、
各

人
は
自
己

の
理
性

の
支
配

を
受

け

る
の
み
で
あ
り

、
微

に

射
し
自
己

の
生
命

を
維
持

す

る
泥

め
に
役
立

つ
所

の
も

の
で
、
.彼

が
使
用

し
得
ざ

る
も

の
は
無

い
。
從

っ
て
斯

か

論

叢

牡
曾
哲
學
に
於
け
ろ
主
意
的
二
元
論
的
思
想
(
一
)

第
+
四
巻

(第
五
號

六
五
)

八
一
九

●

1)Hobb・ ・
,Le・i・than,・hap.XIII,XIV;D・cive,Kap.1.

2)Hobbes,Leviathan,chap.XIII,XIV.iDecive,Kap.1.
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論

叢

社
倉
哲
脅

於
げ
ろ
主
意
的
二
元
論
的
思
想
(
一
)

筆

四
巻

第

五
號

六
さ

八
二
〇

る
状
態

に
お
い
て
は
、
各

人
は

あ
ら

ゆ

る
物

に
謝

し

て
橿

利
を
有

し
、
他

人

の
身
禮

に
扮

し
て
す

ら
も
異

な

る
所

は
な

い
。

斯
様
な
あ
ら

ゆ
る
物

に
樹
す

る
各
人

の
自

然
権

が
存

練
す

る
問

は
、
何
人

に
ε

つ
て
も
自

己
の
天
壽

を

全
く
し
得

る
保
護

が
な

い
。

故

に
自
然

法

の
第

一
原

則
は
、

「
各

人
は
、
宇

和
を
獲
得
す

る
希

望
を
有
す

る
限
り

は
、
之

を
追
求
す

べ
き
で
あ

る
、
而
し

て
箏

而
を
獲

得

し
能

は
ざ

る
場

合

に
は
、

一
切

の
戦
争

の
手
段
及

び
方
便

を
利
用
す

る

こ
ざ
を
得
ぢ
」

ε

い
ふ
に
あ
る
。
季

和

を
追

求
す

べ
き

こ
ご
を
人
間

に
命

ず

る
ε
こ
ろ
の
此

第

}
原

則
か
ら
次
の
や
う
な
第
二
原
則
が
う
ま
れ
る
一

「
各
人
は
、
李
和
ご
自
己
の
防
衛

竃
の
た
め
に
必
要
返
り
ε
思

惟
す

る
限
度

に
お

い
て
、
他

人
も
同
様

に
爲
す
な
ら

ば
、
す

べ
て
の
物

に
封
ず

る
権

利
を
抛

棄
す

る
こ
ご
を

決
意

し
、
他

人
が
自
己

に
謝

し

て
有
す

る
こ
ざ
を
容
認

し
得

る
程
度

の
向
歯

を
他
人

に
謝

し
て
有
す

る
こ
ピ
を
以

て
満

足
す

べ
き
で
あ
る
」
。
こ
の
第

二
の
原
則

が
命
ず

る
所

を
各

人
が
墨

っ
て
昼
行

し
う

る
や
う
、
第
三

の
原

則
は

「
各

の

人
は

か
れ
ら

の
締
結

し
た

る
契

約
を
履
行
す

べ
き
で

あ

る
」

ε
命
ず

る
の
で
あ

る
。

エ
ピ
ク

ロ
ス
は
、
何
物

に
よ

っ
て
も

か
き
飢

さ
れ

す

、
灘

か
に
足
ら

へ
る
心

の
状

態
を
以

て
、
眞
實

の
幸

幅

ε

観
陀

が
、
物

髄

の
蓬

動
を

以
て

一
切
の
現
象

の
填
相

ε
な

し
、
生

き
る
ε
鳳
、
そ
れ

か
ら

そ
れ

へ
ε
欲
望

を
持
続

す

る
こ
ε
で
め
る
ε
考

へ
た

ホ
ソ
プ

ス
は
、
次
ぎ

次

ぎ
に
微
漿

せ
ら

る

》
事
物

の
獲

得

に
絶

え
ず
成

功
す

る
こ
ε

ゆ

に
お
い
て
、
人
間
の
幸
幅
は
成
立
す
る
も
の
ε
認

ぬ
た
。
し
か
る
に
利
己
的
個
人
の
藻
存
の
構
想

か
ら
抽
出
さ
れ

陀
種
力
の
露
結
を
具
鰐
化

せ
る
自
然
歌
態
は
、
斯
か
る
人
間
の
幸
輻
を
も
た
ら
す

に
は
最
も
不
適
當
な
歌
熊
〃で
あ

cf.PalllJaner:,ibid・P・ 【52et5uiv・3)Ilobbes,Leviathan,XIV.

4)Hobbes,ibid.chap.XI.
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F

る
ε
こ
ろ
か
ら
、
理
性
は
個
人
を
し
て
そ
の
自
然
の
自
由
を
抛
棄
し
て
国
家
状
態
に
入
る
べ
き
途
を
指
し
示
す
。

そ
の
途

は
、
彼
等
が
互
ひ
に
契
約
し
て
彼
等

の
自
然
の
権
利
を
第
三
者
に
纏
渡
す
る
こ
ご
に
存
す
る
。
.
『
彼
等
を

し
て
外
人
の
侵
略
及
び
相
互
の
侵
害

よ
り
見
れ
得
さ
せ
、
以
て
彼
等
み
つ
か
ら
の
産
業
及

ぴ
大
地

の
産
物
に
よ

っ

て
自
己
を
養
ひ
、
満
足
に
生
活
す
る
の
途
を
保
護
し
能

ふ
如
き
共
同
の
椹
力
を
設
定
す

る
唯

一
の
方
法
は
、
彼
等

の

一
切

の
力
を
擧
げ
て
、

一
人
、
又
は
多
数
決

に
よ
b
彼
等
の
す

べ
て
の
意
志
を

一
つ
の
意
志
に
還
元
す
る
ε
こ

ろ
の

一
合
議
燈

に
授
興
す

る
こ
ε
に
あ
る
、
換
言
す

れ
ば
、
か
れ
ら
の
人
格
を
保
持
す

べ
き

一
人
叉
は

一
合
議
禮

を
選
任
す

る
こ
ε
、
且

つ
各
人
は
、
か
く
の
如
く
彼
等

の
人
格
を
保
持
す

る
者
が
、
共
同
の
季
和
及
び
安
全
に
關

す
る
事
物

に
つ
い
て
駕
し
又
は
爲
さ
し
め
だ
る
事
柄
は
、
自
ら
之
を
駕
し
π
る
も
の
己
承
認
し
,
以
て
彼
等
の
意

志
狛
悉
く
彼

の
意
志
に
服
せ
し
め
、
彼

等
の
判
断
を
彼
の
判
断

に
服
せ
し
め
る
こ
ε
に
る

る
。

こ
の
事
た
る
、
輩

、な
る
同
意
叉
は
賛
同
以
上
の
も
の
で
あ

っ
て
、
各
人
ε
各
人
ε
の
規
約

に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
ご
こ
ろ
の
軍

一
な
る

入
格
者

に
ま
で
の
、
萬
人
の
眞
實
な
る
結
合
に
他
な
ら

の
。
そ
の
際
、
各
人
は
各
人
に
向

っ
て
恰
も
次
の
如
く
襲

古
す

る
も

の
ε
考

へ
ら

れ

る
で
め
ら
う
;

「
余
は

、
自

己
を
支

配
す

る
余

の
椎

利
を
、

こ
の
人

、
又
は

こ
.の
合

議

罷

に
委
任

し
且

つ
譲
渡
す

る
、
但

し
汝

が
、、
同
様

に
汝

の
権

利

を
彼

に
譲

渡
し
、
す

べ
て
の
彼

の
行
爲
を
承
認

す

る
ご

い
ふ
條

件

の
下

に
」
。
こ
の
事
が
爲

さ
れ
π

窪

き
は
、
斯
く

一
人
格

に

お
.い
て
結
合

さ
れ
た
多
衆

は
国
家

ε

よ
ば
れ

る
。
」

論

叢

耐
雪
暫
學
に
於
け
ろ
主
意
的
二
元
論
的
思
想
〔
一)

第
十
四
巻

(第
五
號

六
七
)

八
二
一

5)Hobbes,Leviathan,chap. XVII.



「

論

叢

肚
會
哲
學
に
無
げ

ろ
主
意
的
二
元
論
的
思
想
〔
こ

第
十
四
巻

(第
五
號

大
入
)

入
二
二

六

国
家
状
態

の
下
に
お
い
て
初

め
て
、
自
然
法
の
諸
原
則
が
そ
の
敷
力
を
確
保
さ
れ
る
結
果
、
人
間
は
生
活
の
安

定
を
得
、
種
々
の
文
化
的
活
動
を
踏
み
得
る
が
、
そ
れ
は
、
人
聞
が
自
然
撒
態
を
脱
離
す

る
ご
共
に
そ
の
利
己
.心

を
失
ふ
が
淀
め
で
は
な
く
て
、
内
部
に
於
け
る
平
和
を
維
持
し

外
部
よ
り
の
侵
略
を
撃
退
す
る
に
足

る
ε
こ
ろ

の
絶
大
な
る
實
力
を
有
す

る
国
家
意
志
が
常

に
冬
人
の
上

に
臨

ん
で
み
る
か
ら
で
あ
る
。
1

斯

か
る
見
地

か
ら

ホ
ツ
ブ

ス
は
、專
制
主
義
的
敬
治
理
論
を
き
づ
き
上
げ
だ
が
、
そ
の
黙
は
藪
で
は
關
す

る
厨

で
は
な
く
、
唯
彼
が
、

　肛
會
な
る
概
念
を
成
立
せ
し
め
を
統

一
的
形
式
要
素

の
何
た
る
か
を
、
自
畳
的
に
問
題
ざ
し
、
且

つ
的
確
な
る
仕

方
で
そ
れ
を
指
摘
し
て
み
る
黙
を
力
説
し
花
い
ε
思
ふ
。

前
に
も
言
及
し
π
如
く
、
ボ
ツ
ブ
ス
以
前

の
肚
會
契
約
説

に
は
、
肚
會
の
成
立
を
自
然
的
因
素

に
蹄
す
る
思
想

が
混
入
し
て
み
た
が
、
ボ
ツ
プ
ス
は
肚
會
契
約
説
か
ら
こ
の
種
の
思
想
を
嚴
密
に
斥
出
せ
む
ε
す
る
自
己
の
見
解

を
辯
護
す

る
た
め
に
、
人
聞
は
本
來
政
治
的
生
物
で
あ
り
、
肚
會
は
人
爲
を
侠

っ
こ
ε
な
く
自
然
に
成
立
す
る
ε

な
す
陣
來
的
説
明
を
以
て
し
て
は
、
人
間
の
砒
會

の
現
象
が
解
繰
し
得
ら
れ
な

い
こ
ε
を
論
じ
て
み
る
。
一

蜜

蜂
や
蟻
な
ざ
の
や
う
な
成

る
種
の
動
物
は
祀
會
的
な
生
活

を
い
ε
な
む
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
ら
は
、
彼
等

の

個

々
の
判
断
及
び
欲
望
の
外

に
は
何
等
の
指
導
者
を
も
有

π
す
、
且

つ
共
同
の
利
益

ε
認
め
る
事
柄
を
他

の
者

に

傳
蓬
す

る
泥
め
の
言
語
を
も
有
た
な
い
。
然
ら
ば
、
何
故

に
人
類
も
亦
同
様
に
生
活
し
得
な

い
の
で
あ
る
か
P

こ

1)Hobbes,工)ecive,Rap・V]・
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の
疑
問

に
謝

し
て

ホ

ツ
ブ

ス
は
、

人
聞

は
、
そ
れ
ら

の
動
物

ご
は
蓮

っ
て
、
羅

え
す

名
讐

及

び
威

厳

に
向

っ
て
競

争

し
、
從

っ
て
そ
の
間

に
嫉
妬
及

び
憎

悪
を
生
じ
、

遂

に
は
戦
争

を
も
生
じ

る
に
至

る
こ
ε
、

そ
れ
ら

の
動

物

に

お

い
て
は
自
然

の
欲
望

が
相
類
似

し
、
共

同

の
善

ご
私

の
善

ご
が
分
化

し
て
み
な

い
け
れ
ご
、
他

人

ε
自
己

ご
を

比

較
す

る
こ
ε
に
よ

っ
て
幌
ぴ
を
減

じ

る
ε
こ
ろ
の

人
間

は
、
他

人

に
優
越

す

る
こ
ε
を
熱
望
す

る

こ
ε
、
そ
れ

ら

の
動

物
は
、
理
性

を
看

た
諏
た
め

に
、
彼
ら

の
共

同
の
事
務
の
遂
行

に

つ
い
て
過

ち
を
獲
見

し
な

い
に
反

し
、

人
間

の
中

に
は
、
自
己

が
他

人
よ
b
も
賢
明

で
あ

り

、
よ
り
好

く
公
共

を
支

配
し
得

る
ε
思
惟
す

る
者

が
あ

っ
て
、

思

ひ
一
～

の
方
洪

を
以

て
改
革

及

び
革

新

を
企
て
む

`
し

、
因

て
紛
擾

ε
戦
争

ε
を
惹
起
す

る
こ
ξ
、

そ
れ
ら

の
、

動
物
ε
誰
も
、
多
少
は
音
聾
を
用
み
て
、
自
己
の
欲
望
や
威
情
を
他

に
知
ら
し
め
や
う
ざ
す
る
け
れ
ご
、
人
聞

の

如
く
、
自
己
の
眞
意
を
伴

り
て
表
現
し
う
る
言
語
を
も

っ
て
み
な
い
に
反
し
、
人
面
は
斯
か
る
言
語
を
も
つ
た
め

に
相
互
の
李
和
を
や
ぶ
る
こ
ご
等
の
相
違
を
あ
げ
て
、
人
間
が
自
然
的
に
肚
會
生
活
を
い
ご
な
み
得
な

い
理
由

ε

就

し

て
み
る
。

か
や

う

に
、
ボ

ツ
プ

ス
の
観

る
所

で
は
、
人
類

は
自
然

的

に
結

A
目
し
て
肚
會

を
形

成
す

べ
ぎ
何
等

の
統

一
的

要

素

を
も

め
た

へ
ら
れ

て
る
な

い
。

自
然
状
態
は
、
無

数

の
個
人

が
、
絶

え
ず
新

党
に
獲
生

し
且

つ
攣

化

し
て
止

ま

な

い
欲
望

に
駆
ら
れ

っ
Σ
、
し
か
も
其
間

に
理
解
な

く
、
同
情

な
く
、
共
通

の
規
準

な

く
、
恰
も

そ
れ
ぞ
れ
特
有

の
運
動

方
向

を
あ
た

へ
ら

れ
泥
物
質
的

原
子
が
離
合

集
散
す

る
や
う
な
趣

を
呈

し

つ
》
生
活

せ
る
妖
態

τ
あ

る
。

論

撒最

瀧
會
哲
學
ド
帯
け
ろ
主
意
的
二
元
論
的
思
想
(
一)

第
「
四
巻

(第
五
鼎

六
九
)

入
二
三

2)Hobbes,Leviathan,ch乱p.XV工1;DeCive,Kap,V.
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魎

論

叢

瓶
會
哲
學
に
於
げ
ろ
主
意
的
二
元
論
的
思
想
(
こ

第
+
四
巻

(第
五
號

七
〇
)

八
二
四

斯

か
る
極

端
な

る
孤
立

ε
混
沌

ご

の
状
態

に
謝

し
て
統

一
ご
安
定

ε
を
あ
た

へ
得

る
も

の
は
、
ま
陀
最

も
絶

対
的

な

る
統

一
性

を
有

っ
た
因
素

で
な

け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

萬
人

が
そ
の
自
然

の
椹

利
を
穫

り
な
く
提
供
す

る

こ
`
に
よ

b
成

立
す

な
ご
こ
ろ

の
絶
対
的
椛

力
を
根
柢

ε
す

る
唯

一
の
権
威

意
志

に
お

い
て
、

ホ

ッ
プ

ス
は
、
求

め
ら

る

＼

因
素

を
見
出

し
た
。

し
か
も
比

熱

に

つ
い
て
注
意

を
要
す

る
の
は
、
彼

の
謂
は

ゆ
る
国
家
意
志

は
、

ヘ
ー
ゲ

ル
に
お
け

る
客
観
的
精

神

や
、

歴
史
法
聾

者

に
お
け

る
国
民
確

信

や
の
や
う

に
、
個
人
を
超
越

せ
る
形
而
上
學
的
存

在
者

の
意
志
を
指
す

も

の
で
は
な

く
、
飽

く
ま

で
も
経

験
的

に
あ

π

へ
ら

れ
把

ε
こ
ろ
の
一

但
し
自
然
的

に
で
は
な
く
、
全
然
人

爲

的

に
あ
た

へ
ら
れ
π

蓬
こ
ろ
の
意

志
を
意
味
す

る
こ

蓬
で
め

る
。

『
∩
。
ヨ
日
o
〒
壽

巴
些

ざ
呼
ば

る

》
彼

の
偉

大
な

る

レ
ヴ

ア
イ
サ

ソ
又
は
国

家
は
、
人
爲

に
よ

っ
て
創

造

さ
れ
る
。

そ
れ
は
人
爾

の
人

に
す

ぎ
す

、
唯
自
然

の
人
よ
り
.

も

人
な

る
騰
絡

を
有
す

る

の
み

・

…
。

そ
れ

に
お

い
て

、
主
椹

は
人
為

の
精
神

ご
し
て
、
全
身
催

に
生
命

ε
運

動

ε
を
み

た

へ
る
。

・…
…

一一こ
の
人
馬
の
人
の
性

質

を
叙
述

す

る
た

め
に
、
余

は
第

「
に
そ

の
材
料

ε
製
作
者

ご

を
考
察

す

る
が
、
両
者

は

い
つ
れ
も
人
で
あ

る
。
」
.白
・く
冨
庄
§
、.
の
冒

頭
に
置

か
れ
兜
斯
様

の
文
句

は
、
ホ

ッ
プ

ス

の
全
国
家
観

の
主

意
的
}
個

人
主
義

的
傾
向

を
表

明

し

て
遺
憾

な
き
も

の
ご

い
ふ

べ
き
で
あ
ら
う
。

し

か
七
な

が

ら

、
互

ひ
に
猫
立

の
存

在

を
有
す

る
無
数

の
個
人
の

意
志

か
ら

、
如

何

に
し

て
輩

一
な
る
国
家

の
意
志

が
成
立
す

る
ご
考

へ
ら
れ

る
の
で
あ

る

か
P
。

.



■

こ
の
疑
問

に
劃

し

て
、
肚
會

契
約

に
参

加
す

る
多

数

の
個
人

の
意
志

は
、

そ
の
内
容

に

お
い
て
全
然
合
致

し
て

み
る
故

、
そ

こ
か
ら
統

】
的
意
志

が
生

ま
れ

る
ご
い

ふ
解
答

が
、
考

へ
ら

れ
易

い
で

あ
ら

う

け
れ
ご
、

ボ
ツ
プ

ス

は
斯

か

る
見

解

に
興

み
す

る
も

の
で
は
な

い
。
何

ε
な

れ
ば
契
約

は
、

そ
の
本
質
上

、
飽

↑
ま

で
も

互
ひ
に
対
立む

せ
る
濁
自

の
意
志

ご
意
志

こ
の
関
係

で
あ
り

、
從

っ
て
そ
れ
ら

の
意
志

は
永
久
に
合

一
す

る
こ
ε
は
あ
b
能

は
の

か
ら

で
る
る
。
即

ち
、
契

約

に

お
い
て
は
、

こ
れ

に
参

加
す
る
各
人
の
意
志

が
、
そ

の
内

容

に
お

い
て
合

一
す

る

ε
い
ふ
1

契
約

の

一
般
的
性
質

以
上

に
、
何
等

か

の
因
素
が
求

め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら

漁
。

む
し
て
、
其

れ
は

契
約

の
特
殊
的
内

容

の
中

に
獲
見

さ
れ

る
外

は
な

い
で
あ
ら
う
。

.

ボ
ツ
ブ

ス
が
肚

曾
契
約

に
あ
た

へ
た
内

容
を
歓

べ
て
見

る
ご
、
該
契
約

は
、
二
個

の
敷
果

の
鞍

生
を
来
す

べ
き

も

の
ε

さ
れ

て

み
る
。
即

ち

一
方

に
は
、
各

人

は
自

己

の
自
然
権
を
特
定

の

一
人
叉
は

一
合
議
騰

に
譲
渡
す

べ
き

こ
ご
を
相
互

に
約

束
し
、
他
方

に
は
、
各
人
は

そ
の

一
人
又
は

一
合
議
膿

の
な
し
た

る

]
切

の
公
け

の
行

爲
を
、

自

己
の
委
任

に
基
く
も

の

ご
し

て
承
認

す

べ
き
こ
ε

を
相

互

に
約
束
す

る
の
で
あ

る
。
一

第

一
に
、
自

然
権

の

譲
渡

ざ
謂
ふ

の
は
、
そ

の
實
質

は
、
各

人
が
特
定

の

】
入
叉
は

一
合
議

膿

の
た
め
に
自

己

の
自

然
権

を
抛

棄
す

る

こ
ξ
、
.換
言
す

れ
ば
、
以
後
各

人
は

、
右
の
主
髄

の
爲
す
所

に
謝
し
、
へ自
己

の
生
命
の

喪

失

の
危
険

に
迫

つ
π
場

合

を
除

く
外

は

)、
何
等

の
抵
抗

を
爲
さ
ざ

る

べ
き
こ

ε
を

意
味

呵
る
。

そ
の
結
果

、
該
主
腱

は
絶
大

な
る
椹

力
を

把
握
す

る
こ
ご

、
な
b

、
そ
の
意
志
は
す

べ
て
の
各

人
の
意
志

に
優
越

し
て
、
之
を
支

配
す

る
こ
ε
を
得

る
。
次

論

叢

肚
會
哲
學
に
於
げ
る
主
意
的
二
元
論
的
思
想
(
一)

第
+
四
巻
.
(第
五
號

七
一
)

入
二
五

3)Hobbes,1-evia【han,cb叩 ・XiV・;Declve,Kap・11・

●

.

唱



σ

炉

論

叢

就
會
哲
學
に
於
げ
る
主
意
的
二
元
論
的
思
想
(
ご

第
十
四
巻

(第
五
號

七
二
)

八
二
六

に
、
各

人
は
、
右

の

一
人
叉
は

】
A
[議

膿
を

以
て
、

一
切

の
公
共

の
事
務

に
關

し
自
己
を
代
表
す

る
も
の
ε

し
て

〆
承
認

し
、
該
主
膿

ピ
す

べ
て
の
個
人

ご
の
關
係

は
、
實

儒
者

(窪

》
9
S
こ

ε
授
権
者

(〉
昇
ぎ
誘
)
こ
の
閣

僚

ε

な

る
。

藪

に

お
い
て
元
來
は
皇

(
冒
き
ご

で
あ

る
衆

民
が

　
個

の
人
格

(○
器

窄

窃
。
巳

こ
な

る
。
け

だ
し
人
格

を

,

し
て

一
た
ら

し
め
る
も

の
は
、
被
代
表

者

の
統

一
性

(¢
コ
耳

)
で
は
な
く
、
代
表
者

の
統

一
性

だ

か
ら
で
あ

る
。

こ
の
人
格
を
支
持
す

る
者

は
主

確
者

(しo
。話
声
讐

。
)
で
あ
り
、
彼

が
公
共

的
事
項

に

つ
い
て
な
し
た
行

為
は
、
す

べ
て
の
各

人
の
是
認
を
憂
く

べ
き

で
あ

る
か
ら
、
彼

は
萬

人
に
優

越
せ

る
意
志
を
有

つ
こ
ご
峯
な

る
の
で
あ

る
。

肚
會
契

約

に
基

い
て
獲

生
す

る
此

れ
ら

の
二
個

の
敷
果

の
競
合

に
よ

っ
て
、

一
個

の
統

治
灌
力

を
有
す

る

一
個

の
人
格
、
即

ち
國
家

が
創
造

さ
れ
る
ご

い
ふ
の
が

、

ホ
ッ
プ

ス
の
肚
會

契
約

説

の
骨
子

で
あ

る
。
統
治

権
力

ご
人

格

ご
は

一
個

の
圭

糎
者

に
よ

っ
て
保
有

さ
れ
、
後
者

の
優

越

せ
る
意
志

が
、
並
存

せ
る
多
数

の
個

人
の
意
志

を
支

一

配
す

る
所

に
国
家
は
成

立
す

る
だ
思
惟

さ
れ
て
る

る

の
で
あ

る
が
、
国
家
構
成

の
統

一
的

要
素

た

る
此
主
権

者

の

意
志
は

、
決

し
て
個
人
を
超
越

せ
る
神

秘
的
意
志

で

は
な
く

て
、
現
實

に
存

在
す

る

一
個
入

の
意

志
叉

は

　
合
議

艦

に
お

い
て
多
敷
決

に
よ

っ
て
決
定

さ
れ
た
意

志

に
他

な
ら

粛
。
唯

こ
の
現
實

に
あ
た

へ
ら

れ
た
意
志

が
、

一
切

の
個

人
の
意

志

に
優

越
し

て
之

を
駆
迫
す

る
力
を
有

っ
故

に
こ
そ
、
人

工
の
互
人

レ
ヴ

ァ
回

ア
サ
ソ
は
生
存

し
能

ふ
の
で
あ

る
。

.

藪
で
、
ボ
ツ
プ
ス
が
肚
會
契
約

の
理
論
を
展
開
し
来

っ
た
方
法
的
立
場
を
回
顧
す

る
喜

は
一

以
上
の
や
う

■



な
過
程
を
経
て
成
立
す
る
ε
思
惟
さ
れ
て
る
る
所
の
国
家
が
、
果
し
て
現
實
に
、
歴
史
的
に
あ
た

へ
ら
れ
て
る
る

か
否
か
は
看
の
理
論
の
學
問
的
償
値
に
直
接
影
響
す

る
問
題
で
は
な

い
。
唯

こ
の
理
論

に
よ

っ
て
臨
明
さ
れ
だ
形

式
的
統

一
性
を
標
準

ご
し
て
観
念
的
に
構
成
さ
れ
花
圃
家
は
、
能
く
眞
實

の
認
識
即
ち
哲
學
の
対
象
た
り
得
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
も
斯
か
る
理
論
は
、
決
し
て
現
實

の
世
界
ε
没
交
渉
な
る
も
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
反
封
に
、

現
實
の
肚
會
生
活
を
實
際
的

に
支
配
す

る
目
的
に
向

っ
て
、
多
大
の
貢
献
を
致
す
も
の
で
あ
る
ε
い
ふ
の
が
、
方

法
的
に
解
繹
し
た
ホ
ソ
プ
ス
の
置
(意
で
め
ら
う
。

●

上
乗
考
察

し
た
所

に
よ

っ
て
、
肚
會
哲
學

の
方

面

に
お
け

る
ホ

ッ
ブ

ス
の
主
意
的

=
兀
論
的
思

想
の
要
勲
を

ほ

ぼ

分
明

に
し
得

た
ε
想
ふ
。

・7
ソ

　
ー

ス
の
主

意
的

二
元
論
的

思
想
は

、

ボ
ッ
ブ

ス
の
肚

會
観

か
ら
著

し

い
刺

衝

を

あ
だ

へ
ら
れ
、
謂

は

ゴ
、
後
者

を
核
心

湿
し

て
域

長

し
π

も
の
で
あ

る
ε
考

へ
ら

れ

る
が
、
個

々
の
黙

に
つ
い

て
両
者

の
關
聯
を
検
討
す

る
こ
`
は
、
後
節

に
ゆ
つ

る
こ
ε
ε
す

る
。

論

叢

祉
會
哲
學
に
於
け
る
主
意
的
二
元
論
的
思
想
(
一
)

第
十
四
巻

(第
五
號

七
三
)

八
二
七

.


