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若
き
マ
ル
ク
ス
は
観
念
論
者
だ
っ
た
の
か
。
少
な
く
と
も
青
年

ヘ
ー
ゲ
ル
派
の
学
生
だ
っ
た
頃
や
『
ラ
イ
ン
新
聞
』
の
時
期
に
は
、

そ
う
だ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
通
説
は
、
い
わ
ゆ
る
マ
ル
ク
ス
＝

レ
ー
ニ
ン
主
義
だ
け
で
な
く（

１
）、近

年
の
研
究
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
田
畑
稔
は
、
初
期
マ
ル
ク
ス
の
思
想
の
内
在
的
読
解
に
多

く
の
点
で
成
功
し
て
い
る
が
、
学
生
マ
ル
ク
ス
が
自
由
主
義
的
な
観

念
論
者
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
追
認
し
て

い
る
（
田
畑　

二
〇
〇
四
、一
七
八
頁
）。
こ
の
通
説
は
、
す
で
に
マ
ル

ク
ス
の
学
位
論
文
に
「
唯
物
論
を
受
容
す
る
要
素
」
が
あ
っ
た
と
い

う
見
解
と
も
両
立
し
う
る
（
角
田　

二
〇
一
五
、二
七
頁
を
参
照
）。
だ

が
そ
う
で
あ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
が
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
何
を
学
び
、
ど
こ

で
後
者
か
ら
分
か
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
い
ま
な
お
再
考
の
余
地
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

本
稿
で
解
明
を
試
み
る
の
は
、
初
期
マ
ル
ク
ス
の
思
想
形
成
に

お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
『
哲
学
史
講
義
』
の
批
判
的
受
容
が
一
つ
の

鍵
を
な
す
こ
と
で
あ
る
。
学
生
マ
ル
ク
ス
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
史

に
依
拠
し
な
が
ら
進
め
た
古
代
哲
学
の
研
究
は
、
質
料
（ὕλη [hylê], 

M
aterie

）
と
形
相
（μορφή [m

orphê], Form

）
と
の
矛
盾
と
い
う
問

題
へ
と
彼
を
導
い
た
。
こ
の
矛
盾
を
形
式
的
、
抽
象
的
な
も
の
と
し

て
で
は
な
く
、
現
実
に
作
用
す
る
矛
盾
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
し
た

マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自

身
の
方
法
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
独
自
の
方
法
を
、
す
な
わ
ち
、
事

物
の
運
動
を
物
質
の
自
己
形
成

�

�

�

�

�

�

�

と
し
て
、
質
料
が
み
ず
か
ら
に
形
相

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

を
与
え
る
過
程

�

�

�

�

�

�

と
し
て
掴
む
方
法
を
引
き
出
し
た
。こ
の
方
法
こ
そ
、

彼
が
学
位
論
文
に
お
い
て
エ
ピ
ク
ロ
ス
哲
学
に
適
用
し
、
そ
の
後
に

は
独
自
の
唯
物
論
的
方
法
へ
と
、
す
な
わ
ち
、
現
象
的
世
界
そ
れ
自

体
の
内
部
に
そ
の
変
革
の
契
機
を
発
見
す
る
た
め
の
方
法
へ
と
発
展

さ
せ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
若
き
マ
ル
ク
ス

自
己
形
成
す
る
物
質
と
し
て
の
大
衆

―
― 

初
期
マ
ル
ク
ス
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
史
読
解
と
唯
物
論
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の
観
念
論
か
ら
唯
物
論
へ
の
転
回
な
る
も
の
は
、
実
際
に
は
連
続
性

�

�

�

の
な
か
の
変
化

�

�

�

�

�

�

で
し
か
な
い
。
そ
の
こ
と
を
本
稿
で
は
、
彼
の
学
位

論
文
、『
ヘ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
』、
お
よ
び
『
聖
家
族
』
に
お
い
て

示
す
つ
も
り
で
あ
る
。
他
方
で
『
精
神
現
象
学
』
を
マ
ル
ク
ス
が
ど

う
読
ん
だ
か
も
重
要
な
問
題
だ
が
、
し
か
し
紙
幅
が
許
す
範
囲
を
こ

え
た
論
点
拡
散
を
避
け
る
た
め
、
こ
の
問
い
は
、
ま
た
し
た
が
っ
て

『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
は
、
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
。

　

一
、
観
念
論
／
理
想
主
義
を
脱
し
て
「
現
象
す
る
世
界
」
へ

　

一
八
三
五
年
一
〇
月
に
ボ
ン
大
学
に
入
り
、
翌
年
に
ベ
ル
リ
ン
大

学
に
移
っ
た
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
は
、
さ
ら
に
一
年
後
の
一
八
三
七

年
一
一
月
一
〇
日
頃
、
父
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
宛
て
た
手
紙
で
、
そ
れ
ま

で
の
自
分
が
い
か
にidealistisch

で
あ
っ
た
か
を
告
白
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
彼
の
（
成
功
の
見
込
み
の
な
い
）
詩
作
は
、
そ
し
て
当

時
の
本
業
で
あ
っ
た
法
学
に
お
け
る
一
大
計
画
す
ら
も
、
そ
の
「
観

念
論
的
」
ま
た
は
「
理
想
主
義
的
」
傾
向
の
せ
い
で
頓
挫
し
た
と
い

う
の
で
あ
る
（M

EGA
 III/1, 10; M

EW
 Erg.1, 4, 5

）。

　

と
く
に
法
学
研
究
で
の
挫
折
に
か
ん
す
る
マ
ル
ク
ス
の
弁
明
は
注

目
に
値
す
る
。
ベ
ル
リ
ン
で
の
最
初
の
一
年
間
、
彼
は
三
〇
〇
ボ
ー

ゲ
ン
も
費
や
し
て
、
法
哲
学
か
ら
公
法
論
に
ま
で
突
き
進
む
大
作
に

着
手
し
な
が
ら
、
結
局
こ
れ
を
放
棄
し
た
と
い
う
。
こ
の
話
が
細
部

ま
で
事
実
で
あ
っ
た
か
は
慎
重
に
判
断
す
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ

れ
に
続
く
マ
ル
ク
ス
の
弁
解
は
、
思
い
つ
き
の
方
便
に
留
ま
る
も
の

で
は
な
い
。こ
の
挫
折
は
彼
に
よ
れ
ば「
観
念
論
」に
つ
き
も
の
の「
事

実
と
当
為
と
の
対
立
」
と
い
う
図
式
に
自
分
が
囚
わ
れ
て
い
た
せ
い

で
あ
っ
た
。
単
な
る
空
間
的
表
象
に
す
ぎ
な
い
三
角
形
を
使
っ
て
幾

何
学
的
証
明
を
与
え
る
よ
う
に
、
彼
は
任
意
の
対
象
に
主
観
的
な
理

念
を
当
て
は
め
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
れ
で
は
、
現
実
の

事
物
が
「
そ
れ
自
体
に
お
い
て
矛
盾
を
抱
え
た
も
の
と
し
て
転
が
り

出
し
、
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
み
ず
か
ら
の
統
一
を
見
出
す
」
さ
ま
を

把
握
し
え
な
い
（M

EGA
 III/1, 10-11 ; M

EW
 Erg.1, 4-5

）。
そ
う

気
づ
い
た
と
き
、
彼
は
「
わ
が
至
高
の
も
の
が
引
き
裂
か
れ
」
る
の

を
感
じ
た
。
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
「
観
念
論
」
は
「
カ
ン
ト
と
フ
ィ

ヒ
テ
の
そ
れ
と
引
き
比
べ
つ
つ
育
ん
で
き
た
」も
の
だ
と
顧
み
つ
つ
、

い
ま
や
マ
ル
ク
ス
は
「
現
実
的
な
も
の
自
体
の
う
ち
に
理
念
を
探
求

す
る
」
こ
と
を
決
意
し
た
の
で
あ
る
（15-16; 8

）。

　

こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
内
面
的
転
換
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
下
に

な
さ
れ
た
こ
と
も
ま
た
、
や
は
り
彼
自
身
が
弁
明
し
た
と
お
り
で
あ

ろ
う
。
彼
は
同
じ
手
紙
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
「
グ
ロ
テ
ス
ク
で
岩

の
よ
う
な
旋
律
」
が
「
気
に
入
ら
な
い
」
な
ど
と
書
い
た
が
、
そ
の

一
方
で
、
ド
ク
ト
ル
・
ク
ラ
ブ
と
の
交
流
を
つ
う
じ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
を

「
ピ
ン
か
ら
キ
リ
ま
で
」（
こ
れ
は
誇
張
で
あ
ろ
う
が
）
知
っ
た
と
も

報
告
し
て
い
る
（M

EGA
 III/1, 16, 17 ; M

EW
 Erg.1, 9, 10

）（
２
）。
そ

の
う
え
、
一
八
三
九
年
初
頭
か
ら
翌
年
初
頭
に
か
け
て
学
位
論
文
執

筆
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
エ
ピ
ク
ロ
ス
・
ノ
ー
ト
の
第
五
冊
で
は
、

自己形成する物質としての大衆

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
「
世
界
史
的
発
展

を
鼓
舞
す
る
魂
」
と
、
す
な
わ
ち
（
宗
教
的
崇
拝
と
は
区
別
さ
れ
た
）

純
粋
な
学
問
的
精
神
と
マ
ル
ク
ス
は
称
え
て
い
る
（M

EGA
 IV

/1, 
104; M

EW
 Erg.1, 225

）。

　

精
神
を
し
て
歴
史
を
動
か
す
力
と
見
な
す
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的

観
念
論
の
一
特
徴
で
あ
り
、
か
つ
一
種
の
理
想
主
義
で
も
あ
る
。
し

か
し
学
生
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、
こ
の
観
念
論
こ
そ
、
自
分
が
囚

わ
れ
て
い
た
理
想
主
義
を
脱
す
る
た
め
の
突
破
口
で
あ
っ
た
。
み
ず

か
ら
の
企
て
を
、
彼
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
・
ノ
ー
ト
で
次
の
よ
う
に
説
明

す
る
。
天
か
ら
火
を
盗
ん
だ
あ
と
に
大
地
に
居
を
構
え
た
プ
ロ
メ
テ

ウ
ス
の
よ
う
に
、
哲
学
も
ま
た
「
世
界
へ
と
拡
が
り
き
っ
た
（sich 

erw
eitert hat

）」
あ
と
で
、
今
度
は
「
現
象
す
る
世
界
」
へ
と
「
身

を
転
じ
る
（w

endet sich

）」
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
い
ま
こ
そ
ヘ
ー

ゲ
ル
哲
学
の
番
で
あ
る
」。
人
間
精
神
は
す
で
に
自
由
を
知
っ
て
い

る
の
に
、
具
体
的
存
在
あ
る
い
は
「
有
機
的
全
体
」
と
し
て
の
人
間

は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
自
体
が「
一
つ
の
全
体
」を
な
す
に
い
た
っ

た
哲
学
は
、
い
ま
や
、
こ
の
分
裂
を
き
た
し
た
現
実
世
界
と
対
決

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（M

EGA
 IV

/1, 99, 100; M
EW

 Erg.1, 214, 
215

）。
そ
し
て
学
位
論
文
の
註
は
、
こ
こ
で
は
「
自
由
の
党
派
」（
青

年
ヘ
ー
ゲ
ル
派
）
と
「
積
極
哲
学
」（
彼
ら
の
論
敵
シ
ェ
リ
ン
グ
）
と

を
対
比
し
た
う
え
で
、
前
者
の
「
行
為
」
は
「
批
判
」
で
あ
り
「
哲

学
が
外
部
へ
と
身
を
転
じ
る
こ
と
（das Sich-nach-außen-w

enden 
der Philosophie

）」
だ
と
述
べ
て
い
る
（M

EGA
 IV

/1, 69; M
EW

 

Erg.1,330

）。
こ
う
し
て
マ
ル
ク
ス
は
「
現
象
す
る
世
界
」
へ
と
向

か
う
哲
学
こ
そ
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
必
然
的
展
開
だ
と
論
じ
つ
つ
、
こ

れ
を
彼
自
身
の
哲
学
的
課
題
と
し
て
立
て
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
マ
ル
ク
ス
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
接
近
し
た
と

き
、
彼
の
関
心
は
み
ず
か
ら
の
理
想
主
義
的
傾
向
を
克
服
す
る
こ
と

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

に
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
も
ま
た
イ
デ
ア
リ
ス

テ
ィ
ッ
シ
ュ
だ
が
、
ル
カ
ー
チ
（
一
九
五
八
、一
四
頁
）
も
指
摘
す
る

よ
う
に「
客
観
的
観
念
論
」で
あ
る
。
そ
れ
を
学
生
マ
ル
ク
ス
が「
現

実
的
な
も
の
の
う
ち
に
理
念
を
探
求
す
る
」
た
め
の
哲
学
と
し
て
見

出
し
た
こ
と
は
見
当
違
い
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
か
ら
見
る
よ
う

に
、
す
で
に
学
位
論
文
の
準
備
中
に
マ
ル
ク
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
後

追
い
に
は
甘
ん
じ
て
い
ら
れ
な
く
な
る
。

　

二
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
史
を
マ
ル
ク
ス
は
ど
う
読
ん
だ
か

　
　
　
―
― 

学
生
期
の
抜
粋
ノ
ー
ト

　　

と
こ
ろ
で
「
現
象
す
る
世
界
」
と
対
決
す
る
哲
学
と
い
う
展
望
を
、

学
生
マ
ル
ク
ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
諸
著
作
の
ど
こ
か
ら
引
き
出
し
た
の

か
。
彼
自
身
は
そ
れ
を
明
示
的
に
は
書
き
残
し
て
い
な
い
が
、
し
か

し
『
哲
学
史
講
義
』
を
お
も
に
参
照
し
た
だ
ろ
う
と
は
推
測
で
き
る
。

学
位
論
文
（
一
八
四
〇
年
後
半
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
に
執
筆
）
の
序
言

で
、
マ
ル
ク
ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
史
を
、
全
体
と
し
て
は
「
驚
異

と
い
え
る
ほ
ど
偉
大
か
つ
大
胆
な
構
想
」
だ
と
称
賛
し
た
の
だ
っ
た
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（M
EGA

 I/1, 13; M
EW

 Erg.1, 261-262

）。

　

他
に
も
見
逃
せ
な
い
重
要
な
痕
跡
が
あ
る
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
・
ノ
ー

ト
第
五
冊
の
冒
頭
で
、
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
な
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲

学
史
の
筋
書
き
を
提
示
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
の
知

性
／
思
惟
（νοῦς [nous]

）
は
、
ま
ず
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
、
次
に
は

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
引
き
継
が
れ
な
が
ら
発
展
し
、
さ
ら
に
は
プ
ラ
ト

ン
の
も
と
で
「
普
遍
的
で
観
念
的
な
運
動
」
と
な
っ
て
「
イ
デ
ア
の

領
域
に
ま
で
拡
張
す
る
（erw

eitert sich

）」
の
だ
が
、
し
か
し
最

終
的
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
と
も
に
「
現
実
的
で
概
念
的
な
個

別
性
」
に
ま
で
到
達
す
る
（M

EGA
 IV

/1, 99; M
EW

 Erg.1, 214

）。

こ
の
あ
ら
す
じ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
史
の
筋
書
き
に
似
て
い
る
と
同

時
に
、
あ
る
重
要
な
点
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
逸
れ
て
も
い
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
が
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
に
発
見
し
た
の
は
、
現
実
的
活
動

と
し
て
の
ヌ
ー
ス
（
知
性
／
思
惟
）
の
原
理
で
あ
る
。
机
を
作
る
人

間
が
も
つ
机
に
つ
い
て
の
知
は
、
木
材
に
と
っ
て
外
在
的
で
あ
る

が
、
し
か
し
犬
と
は
動
物
で
あ
る
と
い
う
知
は
、
犬
の
自
然
本
性
に

内
在
す
る
。
後
者
の
場
合
、
知
性
と
は
活
動
す
る
も
の
、
す
な
わ

ち
、
現
実
の
個
別
的
存
在
を
「
お
の
ず
と
自
分
自
身
か
ら
（in und 

aus sich selbst

）」
決
定
す
る
普
遍
性
を
意
味
す
る
（H

egel 1971: I. 
369

）。
た
だ
し
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
自
身
は
、
ヌ
ー
ス
の
活
動
を
ま
っ

た
く
不
十
分
に
し
か
把
握
し
な
か
っ
た
。
彼
は
「
知
性
を
存
在
と
し

て
認
め
る
が
、
こ
の
知
性
そ
の
も
の
を
現
実
に
お
い
て
展
開
す
る
こ

と
が
な
い
」（I. 401

）。
し
か
し
な
が
ら
、
思
惟
を
も
っ
て
「
あ
ら

ゆ
る
も
の
を
弁
証
法
的
に
扱
い
、
動
揺
さ
せ
た
」
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち

（I. 424

）、「
自
己
を
意
識
す
る
思
惟
の
権
利
」
を
確
立
し
た
ソ
ク
ラ

テ
ス
、
そ
し
て
自
立
的
な
知
性
を
「
宇
宙
の
本
質
と
し
て
」
把
握
し

た
プ
ラ
ト
ン
と
と
も
に
ヌ
ー
ス
の
原
理
は
発
展
し
て
い
く
（II. 10

）。

最
後
の
仕
上
げ
を
引
き
受
け
る
の
は「
客
観
的
な
も
の
」と「
思
惟（
現

実
態
）」
と
の
一
体
性
を
う
ち
立
て
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
る
（II. 

161-162

）。

　

と
こ
ろ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
没
後
の
「
み

ず
か
ら
を
思
惟
す
る
知
性
」
は
、
普
遍
性
を
「
そ
れ
自
体
と
し
て
自

由
に
把
握
す
る
」
こ
と
を
欲
し
て
「
一
面
的
」「
独
断
的
」
に
展
開

さ
れ
て
い
く
（H

egel 1971: II. 246-247

）。
こ
う
し
て
「
自
己
意
識

の
純
粋
な
自
己
関
係
」
に
閉
じ
こ
も
る
独
断
主
義
者
た
る
ス
ト
ア
派

と
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
が
、
そ
の
反
定
立
た
る
懐
疑
論
者
と
と
も
に
登
場

す
る
（II. 250

）。

　

い
ま
見
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
古
代
哲
学
史
の
筋
書
き
は
、
少
な
く
と
も

ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ま
で
の
部
分
は
、
マ
ル
ク

ス
の
抜
粋
ノ
ー
ト
に
お
け
る
叙
述
と
よ
く
似
て
い
る
。
こ
れ
は
も
ち

ろ
ん
マ
ル
ク
ス
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
史
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
の
表

れ
と
見
る
べ
き
だ
。
し
か
し
同
時
に
、
両
者
の
違
い
に
も
注
意
が
必

要
で
あ
る
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
み
な
ら
ず
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
位
置
づ

け
に
か
ん
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
異
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

に
よ
れ
ば
、
活
動
状
態
に
あ
る
知
性
を
原
理
と
す
る
哲
学
は
、
ア
ナ

ク
サ
ゴ
ラ
ス
に
は
じ
ま
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
と
も
に
頂
点
に
達
し

自己形成する物質としての大衆

た
あ
と
、
主
観
的
な
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
哲
学
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。

他
方
の
マ
ル
ク
ス
は
、
知
性
を
「
イ
デ
ア
の
領
域
に
ま
で
拡
張
す
る

（erw
eitert sich

）」
プ
ラ
ト
ン
と
、
そ
れ
を
「
現
実
的
個
別
性
」
に

ま
で
導
い
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
あ
い
だ
に
古
代
哲
学
史
上
の
転

換
点
を
置
く
。
し
か
も
そ
の
直
後
に
、
先
に
見
た
「
世
界
へ
と
拡
が

り
き
っ
た
（sich erw

eitert hat

）」
あ
と
で
「
現
象
す
る
世
界
」
へ

と
「
身
を
転
じ
る
（w

endet sich

）」
哲
学
と
い
う
展
望
が
提
示
さ

れ
て
い
る
（M

EGA
 IV

/1, 99; M
EW

 Erg.1, 214

）。
こ
こ
で
マ
ル

ク
ス
は
明
ら
か
に
、
同
時
代
の
「
世
界
へ
と
拡
が
り
き
っ
た
」
哲
学

を
古
代
の
「
イ
デ
ア
の
領
域
に
ま
で
拡
張
す
る
」
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
、

そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
現
実
的
個
別
性
」
に
向
か
う
哲
学
を

同
時
代
の
「
現
象
す
る
世
界
」
と
対
峙
す
る
哲
学
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対

応
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
研
究

が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
方
法
に
着
想
を
得
て
い
る

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

と
い
う
仮
説
を
強

く
示
唆
す
る（

３
）。

　

学
生
マ
ル
ク
ス
の
も
う
一
つ
の
抜
粋
集
で
あ
る
ベ
ル
リ
ン
・
ノ
ー

ト
が
、
こ
の
仮
説
を
裏
づ
け
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
ベ
ル
リ
ン
・
ノ
ー

ト
に
は
、
ヌ
ー
ス
（
知
性
／
思
惟
）
に
か
ん
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
重
要
文
献
『
魂
に
つ
い
て
（D

e anim
a

）』
の
抜
粋
が
含
ま
れ
る

（M
EGA

 IV
/1, 155-182

）（
４
）。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
知
性
と
は
「
そ
れ

に
よ
っ
て
魂
が
思
考
や
判
断
を
引
き
受
け
る
も
の
」
で
あ
り
、
つ
ま

り
活
動
状
態
に
あ
る
魂
（
精
神
）
を
意
味
す
る
が
、
こ
れ
を
マ
ル
ク

ス
は「
意
識
を
も
つ
存
在（das Bew

ußtseiende

）」と
読
み
換
え
る
。

同
じ
よ
う
に
「
能
動
的
に
知
る
も
の
（der w

irklich w
issend

）
で

あ
る
と
こ
ろ
の
知
性
」
を
、
マ
ル
ク
ス
は
「
意
識
を
も
つ
魂
」
と
言

い
換
え
る
（M

EGA
 IV

/1, 162; D
e anim

a, 429a, 429b
）。
こ
こ
で

彼
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
『
哲
学
史
講
義
』
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
だ
。
同
書
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
魂
論
を
要
約
し
て
い
た
。「
魂
の
知
性
は
、
す
な
わ
ち

意
識
す
る
存
在
（Bew

ußtseiende

）
の
知
性
は
、
思
惟
の
ま
え
に

は
現
実
に
存
在
し
な
い
」（H

egel 1971: II. 212

）。

　

そ
の
一
方
で
マ
ル
ク
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
・
ヘ
ー
ゲ
ル
的

な
魂
論
に
独
自
の
解
釈
を
施
し
て
も
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

『
魂
に
つ
い
て
』
第
三
巻
六
章
で
、
つ
ね
に
真
で
あ
る
思
惟
と
、
真

で
も
偽
で
も
あ
り
う
る
思
惟
と
を
区
別
し
つ
つ
、
後
者
は
二
つ
の
規

定
の
「
総
合
」（
結
合
）
で
あ
る
か
ぎ
り
で
誤
り
う
る
の
だ
と
述
べ

て
い
る
。
こ
の
区
別
を
、
マ
ル
ク
ス
は
抜
粋
ノ
ー
ト
の
書
き
込
み
に

お
い
て
「
本
質
的
な
概
念
規
定
」
と
「
反
省
的
な
概
念
規
定
」
と
の

区
別
に
置
き
換
え
て
い
る
。
後
者
が
誤
り
う
る
の
は「
存
在
と
思
惟
」

や
「
普
遍
と
個
別
」
や
「
外
観
と
本
質
」
な
ど
を
「
相
互
に
排
除
し

あ
う
二
つ
の
外
的
な
規
定
」
と
し
て
結
合
す
る
か
ら
で
あ
り
、
二
つ

の
規
定
の
関
係
が
「
内
的
で
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
真
の
知
性
と
は

「
本
質
的
存
在
」
に
達
す
る
思
惟
で
あ
り
、
た
ん
な
る
「
自
己
意
識
」

か
ら
は
区
別
さ
れ
る
べ
き「
本
質
的
な
自
己
意
識
」で
あ
る（M

EGA
 

IV
/1, 164, 167; D

e anim
a, 430b

）。

　

こ
の
区
別
を
マ
ル
ク
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
史
か
ら
教
わ
っ
た
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わ
け
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ヌ
ー
ス
を
し

て
「
自
己
を
意
識
す
る
知
性
」
と
呼
ん
だ
が
、
そ
れ
は
「
活
動
と
し

て
の
み
存
在
す
る
」
知
性
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
（H

egel 1971: 
II. 213

）。
だ
が
そ
の
こ
と
に
マ
ル
ク
ス
は
満
足
で
き
な
か
っ
た

�

�

�

�

�

�

�

�

だ
ろ

う
。
彼
が
関
心
を
注
い
だ
の
は
、
自
己
意
識
の
能
動
性
と
い
う
規
定

で
は
な
く
、
い
か
に
し
て
能
動
的
知
性
は
「
現
象
す
る
世
界
」
そ
の

も
の
を
掴
み
う
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
解
決
す
る
た

め
に
は
、
意
識
の
活
動
が
、
理
念
と
現
実
的
対
象
と
を
外
的
に
結
び

つ
け
る
「
反
省
的
」
思
惟
に
留
ま
る
場
合
と
、
あ
る
い
は
実
在
を
そ

の
本
質
に
お
い
て
捉
え
る
「
本
質
的
概
念
規
定
」
に
到
達
す
る
場
合

と
を
区
別
す
る
必
要
が
、
マ
ル
ク
ス
に
は
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

三
、
物
質
の
能
動
性
ま
た
は
自
己
形
成
的
運
動

　
　
　
―
― 

学
位
論
文

　

世
界
の
表
面
を
動
き
回
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
本
質
に
、
そ
の
核

心
に
到
達
す
る
と
い
う
意
味
で
、能
動
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
精
神
を
、

ど
の
よ
う
に
導
け
ば
い
い
の
か
。
そ
の
た
め
の
方
法
を
エ
ピ
ク
ロ
ス

と
い
う
題
材
に
お
い
て
実
践
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
マ
ル
ク
ス
の
学

位
論
文
だ
と
言
え
る
。

　

周
知
の
と
お
り
、
学
位
論
文
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
明
示
的
な
目

的
は
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
自
然
哲
学
を
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
改
変
に
す

ぎ
な
い
と
貶
め
る
偏
見
か
ら
救
い
出
し
、
そ
の
真
の
原
理
で
あ
る

「
自
己
意
識
の
絶
対
性
と
自
由
」
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
で
あ
っ
た

（M
EGA

 I/1, 23, 57; M
EW

 Erg.1, 268, 304

）。
マ
ル
ク
ス
い
わ
く
、

デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
自
然
学
は
経
験
可
能
な
現
実
を
対
象
と
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
実
在
を
仮
象
の
背
後
に
あ
っ
て

知
覚
し
え
な
い
も
の
と
想
定
す
る
の
で
、
本
質
と
現
象
を
外
的
に
し

か
関
連
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
が
、
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
こ

そ
、デ
モ
ク
リ
ト
ス
は「
経
験
的
観
察
」に
ふ
け
り
、そ
の
た
め
に「
世

界
の
大
半
を
遍
歴
す
る
」
こ
と
さ
え
で
き
た
の
で
あ
る
（27; 272

）。

こ
う
し
て
「
経
験
論
者
」
デ
モ
ク
リ
ト
ス
は
「
感
性
的
自
然
」
を
「
主

観
的
仮
象
」
に
還
元
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
た
い
し
て
「
独
断
主
義

者
」
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
、
む
し
ろ
「
現
象
」
そ
れ
自
体
を
「
実
在
」
と

し
て
扱
う
か
ら
こ
そ
、
本
質
に
到
達
し
う
る
の
だ
と
マ
ル
ク
ス
は
考

え
る
（31; 277

）。

　

エ
ピ
ク
ロ
ス
哲
学
に
お
い
て
本
質
的
次
元
と
現
象
的
世
界
と
の
隔

た
り
を
架
橋
す
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
よ
れ
ば
原
子
で
あ
る
。
エ
ピ
ク

ロ
ス
は
原
子
を
質
料

�

�

と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
形
相

�

�

と
し
て
も
把
握
し

た
。
彼
の
学
説
に
よ
れ
ば
、
原
子
は
物
質
と
し
て
は
直
線
的
に
落
下

す
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
直
線
か
ら
わ
ず
か
に
逸
れ
る
動
き
を
す

る
。
こ
の
偏
り
に
よ
っ
て
こ
そ
原
子
は
、
他
の
原
子
と
衝
突
し
、
世

界
を
作
り
出
す
素
材
と
な
る
の
で
あ
る
。原
子
の
偏
り
は
原
子
の「
形

相
／
形
態
規
定
（Form

bestim
m
ung

）」
で
あ
り
、
そ
し
て
原
子
ど

う
し
の
反
発
は
、
原
子
に
お
け
る
質
料
と
形
相
の
「
総
合
」
に
他
な

ら
な
い
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
デ
モ
ク
リ
ト
ス
は
、
原
子
を
「
盲
目

自己形成する物質としての大衆

的
必
然
性
」
に
動
か
さ
れ
る
だ
け
の
質
料
と
し
か
見
な
さ
な
い
の
で

あ
る
（M

EGA
 I/1, 39; M

EW
 Erg.1, 284

）。
こ
う
し
て
マ
ル
ク
ス

は
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
原
子
を
、単
な
る
受
動
的
素
材
と
し
て
で
は
な
く
、

そ
れ
自
身
に
固
有
の
形
相
を
も
つ
質
料

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

と
し
て
提
示
す
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
本
質
の
世
界
か
ら
現
象
の
世
界
に
移
る
と
、
原
子
に

お
け
る
形
相
と
質
料
の
統
一
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。「
空
間
」
の

な
か
で
は
、
原
子
は
「
組
成
（Zusam

m
ensetzung

）
の
背
後
に
、

空
虚
の
う
ち
に
、
想
像
の
う
ち
に
」
の
み
存
在
す
る
。
そ
れ
は
「
具

体
的
自
然
の
単
な
る
受
動
的
（passive

）
形
相
」
と
し
て
想
定
さ
れ

る
が
、
感
性
に
た
い
し
て
は
一
向
に
現
れ
て
こ
な
い
。
し
か
し
マ
ル

ク
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
の
か
わ
り
に
原
子
は
「
時
間
」
の
な
か
で
「
そ

の
現
実
的
な
形
相
」
を
獲
得
す
る
。
そ
れ
は
「
有
限
な
も
の
の
変
転
」

が
「
現
象
を
本
質
へ
と
還
元
す
る
」
か
ら
で
あ
り
、つ
ま
り
変
化
（
現

象
）
が
原
子
の
実
在
（
本
質
）
を
告
げ
知
ら
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
変
転
は
ま
た
「
現
象
を
本
質
か
ら
分
離
し
、
現
象
を
現
象
と
し
て

定
立
す
る
」。
つ
ま
り
事
物
は
そ
の
変
化
の
な
か
で
、
み
ず
か
ら
を

原
子
の
組
成
と
し
て
で
は
な
く
、
固
有
の
原
理
を
も
つ
具
体
的
自
然

と
し
て
現
象
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
「
空
間
に
時
間
が
、
現
象
の
受
動

的
形
相
に
そ
の
能
動
的
（active

）
形
相
が
対
置
さ
れ
る
」（M

EGA
 

I/1, 49; M
EW

 Erg.1, 296

）。

　

こ
の
議
論
展
開
も
ま
た
、
前
節
で
見
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
魂
に

つ
い
て
』
抜
粋
ノ
ー
ト
に
、
と
く
に
同
書
に
お
け
る
質
料
形
相
論

�

�

�

�

�

に

関
連
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
質
料
形
相
論
は
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
自
然
学
の
基
礎
を
な
す
が
、
し
か
し
ま
た
彼
の
魂
論
も
質
料

と
形
相
を
基
本
要
素
と
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
こ
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル

が
『
哲
学
史
講
義
』
で
強
調
し
て
い
る
（H

egel 1971: II. 199

）。
両

者
か
ら
マ
ル
ク
ス
は
質
料
形
相
論
を
学
ん
だ
。
し
か
し
彼
が
エ
ピ
ク

ロ
ス
の
読
解
に
適
用
す
る
質
料
形
相
論
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
・

ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
そ
れ
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
。後
者
は
、質
料
を
も
っ

ぱ
ら
受
動
的
な
も
の
、
形
相
を
も
っ
ぱ
ら
能
動
的
な
も
の
と
し
て
扱

う
。
実
体
を
作
り
出
す
の
は
能
動
的
形
相
で
あ
っ
て
、
質
料
は
受
動

的
な
素
材
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
が
実
体
で
あ
る
と
は
可
能
的
に
し
か
言

え
な
い
（II. 201

）。
そ
し
て
、
活
動
す
る
知
性
の
対
象
と
な
る
の
も

質
料
で
は
な
く
形
相
で
あ
る
（II. 199

）。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
マ

ル
ク
ス
の
質
料
形
相
論
は
、
質
料
を
も
っ
ぱ
ら
受
動
的
な
素
材
と
し

て
扱
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
、
質
料
と
形
相
の
矛
盾

�

�

�

�

�

�

�

�

を
際

立
た
せ
、
さ
ら
に
は
、
こ
の
矛
盾
の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
い
か
に

質
料
が
自
己
形
成
的

�

�

�

�

�

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
能
動
的

�

�

�

で
あ
る
か
を
示

そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

マ
ル
ク
ス
の
読
解
に
よ
れ
ば
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
原
子
は
質
料
と
し

て
は
直
線
的
に
落
下
し
、
そ
の
形
相
に
固
有
の
運
動
に
お
い
て
は
偏

る
。
そ
し
て
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
哲
学
の
伝
達
者
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
が
述

べ
る
よ
う
に
、
こ
の
偏
る
運
動
が
、
原
子
を
相
互
に
ぶ
つ
か
り
あ
わ

せ「
原
子
の
法
則
の
必
然
的
な
現
実
化
」に
至
ら
し
め
る
。
し
た
が
っ

て
、
原
子
の
偏
り
と
衝
突
が
な
け
れ
ば
「
決
し
て
世
界
は
作
ら
れ
な

か
っ
た
だ
ろ
う
」。
た
だ
し
こ
こ
で
、
マ
ル
ク
ス
が
原
子
の
偏
り
＝
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形
相
だ
け
を
重
視
し
て
い
る
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
否
定
さ
れ
る

べ
き
「
相
対
的
定
在
」
と
し
て
で
あ
れ
、
彼
は
質
料
と
し
て
の
原
子

の
「
直
線
的
落
下
」
を
、
原
子
の
「
本
源
的
運
動
」
と
し
て
認
め
て

い
る
か
ら
で
あ
る（M

EGA
 I/1, 38; M

EW
 Erg.1, 283-4

）。こ
の「
本

源
的
運
動
」
が
、
形
相
と
し
て
の
原
子
に
固
有
の
運
動
す
な
わ
ち
直

線
か
ら
の
偏
り
に
よ
っ
て
「
否
定
」
さ
れ
る
。
ま
た
し
た
が
っ
て
、

原
子
は
衝
突
し
あ
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
現
実
に
作
用
す
る
物
質

�

�

�

�

�

�

�

�

�

す

な
わ
ち
現
象
的
世
界
そ
の
も
の
を
作
り
出
す
素
材

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

と
な
る
。
も
っ
と

も
先
に
見
た
と
お
り
、
可
感
的
な
空
間
に
お
け
る
原
子
は
、
さ
し
あ

た
り
は
「
形
相
を
欠
い
た
基
体
」
と
い
う
意
味
に
お
け
る
「
絶
対
的

質
料
」
で
し
か
な
い
（47; 293

）。
し
か
し
時
間
の
な
か
で
、
有
限

な
存
在
の
「
変
転
」
を
つ
う
じ
て
、
ふ
た
た
び
原
子
は
「
そ
の
現
実

的
な
形
相
」
を
獲
得
す
る
（49; 296

）。

　

こ
こ
ま
で
は
、
原
子
の
質
料
と
形
相
は
運
動
の
な
か
で
総
合
さ

れ
る
も
の
の
、
両
者
の
矛
盾
は
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
に
残
っ
て
い

る
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
天
体
論
に
お
い

て
、
原
子
の
質
料
は
つ
い
に
形
相
と
「
和
解
」
す
る
（M

EGA
 I/1, 

56; M
EW

 Erg.1, 303

）。
天
体
の
永
遠
性
を
説
く
者
た
ち
に
た
い
す

る
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
論
難
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
彼
が
「
天
体
と
は
現
実

の
も
の
と
な
っ
た
原
子
で
あ
る
」
と
気
づ
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
天
体
に
お
い
て
は
「
形
式
と
質
料
と
の
、概
念
と
定
在
と
の
、

あ
ら
ゆ
る
二
律
背
反
が〔
…
…
〕解
消
さ
れ
て
」い
る
。
と
い
う
の
も
、

天
体
は
永
遠
か
つ
不
変
で
あ
り
、
直
線
か
ら
曲
が
り
、
反
発
と
牽
引

の
体
系
を
な
し
、
そ
し
て
「
み
ず
か
ら
の
現
象
の
形
式
／
形
相
と
し

て
の
時
間
を
自
分
自
身
か
ら
作
り
出
す
」
か
ら
で
あ
る
（55; 302

）。

こ
う
し
て
質
料
は
「
形
相
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
受
け
入
れ
」
て
、

そ
の
抽
象
性
を
脱
し
た
「
具
体
的
な
個
別
性
」
ま
た
は
「
普
遍
性
」

と
な
る
。
と
こ
ろ
が
具
体
的
個
別
性
と
し
て
の
天
体
を
前
に
し
て
、

エ
ピ
ク
ロ
ス
は
彼
自
身
が
「
抽
象
的
に
個
別
的
な
自
己
意
識
」
に
留

ま
っ
て
い
る
こ
と
を
暴
露
す
る
（56; 303

）。
す
な
わ
ち
、
そ
の
個

別
性
に
お
い
て
普
遍
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
天
体
に
「
自
己
意
識
の
平

静
」
の
か
く
乱
を
見
出
し
、こ
れ
に
反
発
す
る
こ
と
に
よ
り
、か
え
っ

て
彼
の
原
理
が
「
自
己
意
識
の
絶
対
性
と
自
由
」
で
あ
る
こ
と
を
物

語
る
の
で
あ
る
（57; 304

）。

　

こ
う
し
て
マ
ル
ク
ス
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
原
子
に
、
み
ず
か
ら
に
形

�

�

�

�

�

�

相
を
与
え
る
質
料

�

�

�

�

�

�

�

を
、
自
己
形
成
的
な
物
質

�

�

�

�

�

�

�

�

を
見
出
し
た
。「
絶
対

的
」
で
「
自
由
」
な
自
己
意
識
と
い
う
観
念
論
的
な
規
定
は
、
自
己

形
成
的
物
質
の
現
実
態
と
し
て
の
天
体
を
前
に
し
た
エ
ピ
ク
ロ
ス
の

意
識
に
、
マ
ル
ク
ス
が
与
え
た
名
称
で
し
か
な
い
。
マ
ル
ク
ス
自
身

は
、
自
由
な
自
己
意
識
で
あ
ろ
う
と
し
た
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
こ
の

精
神
的
自
由
を
彼
の
抜
粋
ノ
ー
ト
に
記
し
た
方
法
に
お
い
て
、
す
な

わ
ち
、
現
象
的
世
界
そ
の
も
の
を
概
念
と
し
て
掴
み
取
る

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

哲
学
と
し

て
実
践
し
た
。
彼
の
学
位
論
文
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
用
語
が
散
り
ば
め

ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
こ
で
適
用
さ
れ
て
い
る
方
法

�

�

は
マ
ル
ク

ス
独
自
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
質
料
を
本
源
的
な
も

の
と
し
て
認
め
、
質
料
か
ら
抽
象
さ
れ
た
形
相
で
は
な
く
、
そ
の
運

�

�

�

自己形成する物質としての大衆

動
に
お
い
て
質
料
そ
れ
自
体
が
身
に
帯
び
る
形
相

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

を
捉
え
よ
う
と
す

る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
下
で
の
哲
学
研
究

か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
観
念
論

的
枠
組
を
超
え
出
る
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る（

５
）。

　

四
、
大
衆
の
能
動
性
ま
た
は
自
己
代
表
的
活
動

　
　
　
―
―
『
ヘ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
』

　

周
知
の
と
お
り
、
一
八
四
二
年
、
教
授
資
格
の
獲
得
が
絶
望
的
と

な
っ
た
若
き
マ
ル
ク
ス
に
は
、
実
際
に
「
現
象
す
る
世
界
」
と
対
決

す
る
機
会
が
す
ぐ
に
転
が
り
込
ん
だ
。
執
筆
者
お
よ
び
編
集
者
と
し

て
『
ラ
イ
ン
新
聞
』
に
携
わ
っ
た
一
八
四
二
年
四
月
か
ら
翌
年
三
月

ま
で
の
期
間
に
、
彼
は
何
度
か
、
物
質
や
唯
物
論
と
い
っ
た
語
を
用

い
て
い
る
。
た
し
か
に
彼
は
、
下
層
民
衆
の
枯
れ
枝
集
め
を
取
り
締

ま
る
法
案
を
指
し
て
「
こ
の
非
道
な
物
質
主
義
（M

aterialism
us

）」

と
呼
び
、
土
地
所
有
者
の
利
己
心
を
公
共
の
意
志
に
仕
立
て
上
げ
る

も
の
と
し
て
非
難
し
た
（M

EGA
 I/1, 236; M

EW
 1, 147

）。
だ
が
、

当
時
の
マ
ル
ク
ス
が
唯
物
論
／
物
質
主
義
を
も
っ
ぱ
ら
非
難
の
た
め

の
語
と
し
て
用
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
身
分
制
議
会
委
員

会
に
か
ん
す
る
記
事
で
、彼
が「
物
質
的（stoffl

ichen

）闘
争
」を「
理

念
的
闘
争
」
に
、
す
な
わ
ち
「
欲
求
の
、
欲
望
の
、
経
験
の
闘
争
」

を
「
理
論
の
、
知
性
の
、
形
相
の
闘
争
」
に
転
化
す
べ
し
と
唱
え
て

い
た
と
し
て
も
（M

EGA
 I/1, 272; M

EW
 Erg. 1, 405

）、
や
は
り

そ
う
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
『
ラ
イ
ン
新
聞
』
時
代
の
マ
ル
ク
ス
が
「
物
質
的
」
と
い
う
語
を

用
い
て
論
難
し
た
の
は
、
有
産
階
級

�

�

�

�

の
物
質
的
利
益
で
あ
り
、
そ
の

没
精
神
性
で
あ
っ
た
。
彼
が
有
産
階
級
の
「
物
質
主
義
」
に
見
出
し

た
の
は
、
理
論
的
な
知
性
―
―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
・
ヘ
ー
ゲ
ル
的

に
い
え
ば
質
料
に
形
相
を
与
え
る
能
動
的
知
性
―
―
に
よ
っ
て
導
か

れ
る
べ
き
受
動
性
、
つ
ま
り
私
的
な
悦
楽
を
追
求
す
る
利
己
主
義
で

あ
っ
た
。
他
方
で
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
人
民

�

�

に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス

は
彼
ら
の
あ
る
べ
き
姿
を
、
国
家
に
代
表
さ
れ
る
だ
け
の
非
自
立
的

で
没
精
神
的
な
（
つ
ま
り
受
動
的
な
）
素
材
で
は
な
く
、
自
己
代
表

�

�

�

�

的�

な
素
材
と
し
て
提
示
し
た
。

概
し
て
い
え
ば
、
代
表
さ
れ
る
も
の
と
は
蒙
る
も
の
（etw

as 
Leidendes

）〔
受
動
的
存
在
〕
で
あ
る
。
物
質
的
な
も
の
（das 

M
aterielle

）
が
、
精
神
を
欠
い
た
、
非
自
立
的
な
、
脅
か
さ

れ
る
も
の
だ
け
が
、
代
表
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
国
家
の

い
か
な
る
要
素
も
、
物
質
的
で
、
精
神
を
欠
き
、
非
自
立
的
で
、

脅
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
代
表
と
は
、
任

意
の
素
材
を
代
表
す
る
こ
と
（die V

ertretung irgend eines 
Stoffes

）
で
は
な
く
、
と
い
う
の
も
人
民
そ
の
も
の
は
素
材
で

は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
の
自
己
代
表
（seine Selb-

stvertretung

）〔
素
材
の
自
己
代
表
と
も
人
民
の
自
己
代
表
と
も

読
め
る
〕
と
し
て
の
み
把
握
さ
れ
う
る
。（M

EGA
 I/1, 285; 
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M
EW

 Erg. 1, 419

）

　

政
治
的
代
表
と
は
、
人
民
を
受
動
的
で
「
精
神
を
欠
い
た
」「
非

自
立
的
な
」
存
在
と
し
て
扱
う
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ

は
国
家
の
あ
る
べ
き
姿
に
反
し
て
お
り
、
む
し
ろ
素
材
と
し
て
の
人

民
が
自
己
を
代
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
述
べ
る
マ
ル
ク
ス

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
風
の
人
倫
的
国
家
に
照
ら
し
て
現
状
を
批
判
し
て
い

る
点
で
は
、
い
ぜ
ん
と
し
て
観
念
論
的
な
い
し
理
想
主
義
的
で
あ

る
。
し
か
し
同
時
に
、
人
民
の
「
自
己
代
表
」
と
い
う
彼
の
問
題
設

定
に
は
、
学
位
論
文
に
お
け
る
企
て
の
継
続
を
、
す
な
わ
ち
「
物
質

／
素
材
」
の
自
己
形
成
的

�

�

�

�

�

運
動
を
掴
も
う
と
す
る
探
究
の
継
続
を
認

め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　

実
際
、こ
の
探
究
を
マ
ル
ク
ス
は
草
稿
『
ヘ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
』

（『
ラ
イ
ン
新
聞
』
廃
刊
後
、
ク
ロ
イ
ツ
ナ
ハ
滞
在
を
挟
む
一
八
四
三
年
三

月
か
ら
九
月
ま
で
の
時
期
に
執
筆
）
で
継
続
し
て
い
る
。
批
判
の
対
象

は
、
彼
が
『
ラ
イ
ン
新
聞
』
時
代
に
依
拠
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
概

念
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
く
わ
え
て
、
学
生
マ
ル
ク
ス
が
カ

ン
ト
的
・
フ
ィ
ヒ
テ
的
理
想
主
義
に
も
と
づ
く
法
学
研
究
の
挫
折
を

へ
て
哲
学
に
向
か
っ
た
と
い
う
話
も
考
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
。
い
ま
や

マ
ル
ク
ス
は
、
か
つ
て
放
棄
し
た
法
と
国
家
の
研
究
に
、
哲
学
研
究

の
成
果
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
得
た
知
見
と
を
携
え
て
再
挑
戦

す
る
の
で
あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
人
倫
的
国
家
は
君
主
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
が
、
し

か
し
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、君
主
政
は
政
体
の
「
一
種
」
に
す
ぎ
ず
、

そ
の
成
員
は
君
主
に
代
表
さ
れ
る
「
抽
象
的
人
格
」
で
し
か
な
い
。

む
し
ろ
「
民
主
政
」
こ
そ
が
「
政
体
の
類
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
国

家
が
「
現
実
の
人
民
」
に
復
帰
し
「
人
間
の
自
由
な
産
物
」
と
な
る

（M
EGA

 I/2, 30; M
EW

 1, 230-231

）。
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
も
ち
だ

す
「
民
主
政
」
は
、
古
代
的
な
共
和
国
で
は
な
く
、
私
的
人
格
の
圏

で
あ
る
近
代
的
な
「
市
民
社
会
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は

立
法
権
が
「
代
表
権
力
」
と
し
て
の
意
味
を
失
う
か
わ
り
に
、
た
と

え
ば
靴
屋
の
仕
事
が
他
人
の
必
要
を
満
た
す
と
い
う
意
味
で
、
各
人

が
「
他
人
の
代
表
者
」
と
な
る
（129; 325

）。
こ
の
民
主
主
義
論
は
、

実
定
的
側
面
だ
け
を
見
れ
ば
、
水
平
的
で
無
政
府
的
な
自
治
社
会
の

理
念
的
支
持
の
域
を
出
な
い
。
そ
の
真
意
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

も
う
一
方
の
批
判
的
側
面
に
も
、
す
な
わ
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
人
民
を

「
政
治
的
国
家
」
の
受
動
的
素
材
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
批

判
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

　

マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
に
お
い
て
は
、
国

家
が
そ
の
原
理
ま
た
は
「
思
想
的
形
式
／
形
相
（Gedankenform

）」

を
な
す
一
方
で
、
国
家
の
実
質
的
内
容
で
あ
る
は
ず
の
「
現
実
の

人
間
」
や
「
現
実
の
社
会
」
は
「
形
相
を
欠
い
た
非
有
機
的
な
物

質
／
素
材
（Stoff

）」
と
し
て
扱
わ
れ
る
（M

EGA
 I/2, 126; M

EW
 

1, 321
）。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
史
に
お
い
て
は
事
物
の
形
相
を
捉
え
る

人
間
精
神
こ
そ
能
動
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
に
、
そ
の
法
哲
学

に
お
い
て
は
「
人
間
」
の
大
部
分
が
、
外
か
ら
形
相
＝
国
家
を
与
え

自己形成する物質としての大衆

ら
れ
る
だ
け
の
受
動
的
素
材
に
貶
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
マ
ル

ク
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
看
過
し
が
た
い
自
己
矛
盾
を
指
摘
せ
ず
に
は

い
ら
れ
な
か
っ
た
。
人
民
を
有
機
的
に
統
合
す
る
と
さ
れ
る
ヘ
ー
ゲ

ル
の
「
政
治
的
国
家
」（
政
府
）
に
、
マ
ル
ク
ス
は
国
家
と
人
民
の

外
的
関
係
し
か
見
出
さ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
彼
は
政
治
的
国
家
そ
れ

自
体
が
、
官
僚
制
に
お
い
て
「
露
骨
な
物
質
主
義
」
と
「
露
骨
な
精

神
主
義
」
に
分
裂
し
て
い
る
と
、
す
な
わ
ち
、
官
僚
制
は
人
民
を
意

の
ま
ま
に
統
制
す
る
「
も
っ
ぱ
ら
能
動
的
な
定
在
」
と
し
て
ふ
る
ま

う
一
方
で
、
そ
の
内
部
で
は
役
人
た
ち
が
利
己
的
な
立
身
出
世
に
没

頭
す
る
と
論
じ
る
（51-52; 249-250

）。
こ
の
よ
う
な
分
裂
を
内
包
す

る
政
治
的
国
家
は
、
人
民
の
能
動
的
意
志
の
表
現
た
り
え
な
い
。
し

た
が
っ
て
マ
ル
ク
ス
の
民
主
主
義
論
は
、
形
相
と
し
て
の
政
治
的
国

家
（
政
府
）
を
、
そ
の
質
料
で
あ
る
人
民
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
外

的
な
も
の
と
し
て
斥
け
る
以
外
に
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ヘ
ー
ゲ
ル

の
法
哲
学
に
た
い
す
る
マ
ル
ク
ス
の
代
案
は
、
人
民
の
集
合
的
な
自

己
代
表
し
か
な
い
の
で
あ
る
―
―
各
人
の
労
働
が
他
人
の
必
要
を
代

表
す
る
と
い
う
関
係
に
お
い
て
一
面
的
に
は
実
現
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
。

　

物
質
の
能
動
性
ま
た
は
自
己
形
成
的
運
動
を
掴
む
べ
し
と
い
う
マ

ル
ク
ス
の
哲
学
的
格
率
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
批
判
を
へ
て
、
国

家
の
「
素
材
」
と
し
て
の
大
衆
の
能
動
性

�

�

�

�

�

�

ま
た
は
自
己
代
表
的
活
動

�

�

�

�

�

�

�

を
把
握
す
べ
し
と
い
う
社
会
理
論
的
な
準
則
へ
と
転
化
し
た
。
こ
の

更
新
さ
れ
た
準
則
は
、
一
八
四
四
年
二
月
刊
行
の
『
独
仏
年
史
』
に

載
っ
た
マ
ル
ク
ス
の
論
稿
「
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序
説
」
に
お
け

る
「
大
衆
を
掴
む
理
論
は
た
ち
ま
ち
物
質
的
な
力
と
な
る
」
と
い
う

命
題
に
表
現
さ
れ
て
い
る
（M

EGA
 I/2, 177; M

EW
 1, 385

）。
こ

の
命
題
は
、
大
衆
の
自
己
代
表
的
活
動
を
「
掴
む
」
理
論
を
意
味
す

る
と
読
む
べ
き
だ
ろ
う
。

　

五
、
社
会
主
義
と
共
産
主
義
と
に
流
れ
込
む
唯
物
論

　
　
　
―
―
『
聖
家
族
』
お
よ
び
本
稿
の
結
論

　

若
き
マ
ル
ク
ス
が
唯
物
論
を
曖
昧
さ
な
し
に
公
然
と
標
榜
す
る
に

い
た
る
の
は
、
ブ
ル
ー
ノ
・
バ
ウ
ア
ー
の
批
判
に
お
い
て
で
あ
る
。

バ
ウ
ア
ー
は
大
衆
に
つ
い
て
、
彼
自
身
が
編
集
す
る
雑
誌
に
載
せ
た

論
稿
の
一
つ
（
一
八
四
四
年
七
月
刊
行
）
で
、
マ
ル
ク
ス
と
は
正
反

対
の
見
解
を
提
示
し
た
。
い
わ
く
、
革
命
期
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
思
想

は
「
現
実
の
大
衆
を
素
材
に
し
て

�

�

�

�

�

体
系
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
た
た
め
、
幻
想
を
も
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
し
、
一
八
四
二

年
の
「
ド
イ
ツ
の
啓
蒙
家
た
ち
」
も
ま
た
同
じ
誤
り
に
陥
っ
た
（
バ

ウ
ア
ー　

一
九
七
四
、三
一
〇
頁
、
傍
点
引
用
者
）。
こ
こ
で
い
う
「
ド

イ
ツ
の
啓
蒙
家
た
ち
」
に
は
、
も
ち
ろ
ん
マ
ル
ク
ス
も
含
ま
れ
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、
バ
ウ
ア
ー
と
彼
の
雑
誌
の
寄
稿
者

た
ち
に
論
争
を
仕
掛
け
る
べ
く
、一
八
四
四
年
中
に
『
聖
家
族
』
を
、

意
気
投
合
し
た
ば
か
り
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
の
共
著
と
し
て
（
た
だ
し

大
部
分
は
彼
独
り
で
）
書
き
、
翌
年
二
月
に
公
刊
し
た
。
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ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
批
判
を
通
過
し
た
マ
ル
ク
ス
の
立
場
か
ら

見
れ
ば
、
大
衆
を
理
論
の
「
生
来
の
敵
」
と
見
な
す
バ
ウ
ア
ー

（
一
九
七
四
、三
一
〇
頁
）
は
、
本
質
的
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
同
じ
立
場

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
大
衆
は
、
客
観
的
理
念

と
し
て
の
国
家
（
形
相
）
を
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
だ
け
の
、
受
動
的

で
没
精
神
的
な
素
材
（
質
料
）
で
し
か
な
か
っ
た
。
バ
ウ
ア
ー
も
ま

た
大
衆
を
受
動
的
素
材
と
し
て
扱
う
点
で
は
同
じ
だ
が
、
た
だ
し
そ

の
度
し
が
た
い
利
己
性
ゆ
え
に
、
ま
ず
大
衆
は
徹
底
的
「
批
判
」
に

さ
ら
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
て
い
る
。
だ
が
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、

い
ず
れ
の
見
解
も
理
念
と
実
在
（
大
衆
）
と
を
外
的
に
関
係
づ
け
る

も
の
に
す
ぎ
ず
、現
象
的
世
界
そ
れ
自
体
の
原
理
を
掴
ん
で
い
な
い
。

も
し
バ
ウ
ア
ー
の
い
う
よ
う
に
「
大
衆
に
と
っ
て
革
命
が
『
欠
け
て
』

い
る
」
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
大
衆
の
「
真
の
生
活
原
理
」
が
「
革
命

の
生
命
原
理
と
は
一
致
し
な
い
」
か
ら
で
あ
り
、
大
衆
に
と
っ
て
の

「
解
放
の
実
在
的
条
件
」
と
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
自
己
お
よ
び
社

会
を
解
放
し
う
る
条
件
」
と
が
「
本
質
的
に
異
な
る
」
か
ら
で
あ
る

（M
EW

 2, 85

）。
社
会
変
革
に
寄
与
す
る
実
践
的
理
論
で
あ
ろ
う
と

す
る
理
論
は
、
大
衆
の
「
生
活
原
理
」
お
よ
び
「
解
放
の
実
在
的
条

件
」
の
把
握
に
基
礎
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

バ
ウ
ア
ー
が
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
限
界
内
に
あ
る
こ
と
を
、
彼
の
哲

学
的
教
養
に
つ
い
て
も
マ
ル
ク
ス
は
暴
き
立
て
て
い
る
。
バ
ウ
ア
ー

は
前
出
の
論
稿
（
一
九
七
四
、三
〇
九

－

三
一
〇
頁
）
で
、
一
八
世
紀

の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
「
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
」
が
「
唯
物
論
」
と
「
有

神
論
」
と
に
分
裂
し
、
革
命
後
に
「
ロ
マ
ン
主
義
の
な
か
で
没
落
」

し
た
と
論
じ
た
。
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ

ル
の
哲
学
史
（
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
説
の
冒
頭
）
の
翻
案
で
あ
る
（M

EW
 

2, 139; cf. H
egel 1971: III. 287-293

）。

　

マ
ル
ク
ス
自
身
の
唯
物
論
史
（M

EW
 2, 131-141

）
で
は
、
一
八

世
紀
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
が
「
デ
カ
ル
ト
的
」
潮
流
と
「
ロ
ッ
ク
的
」

な
「
感
覚
論
」
の
潮
流
と
に
分
岐
し
、
後
者
が
「
社
会
主
義
と
共
産

主
義
と
に
直
接
に
〔
…
…
〕
流
れ
込
む
」
と
さ
れ
る
（M

EW
 2, 132, 

136, 138

）。
ロ
ッ
ク
的
経
験
論
を
マ
ル
ク
ス
が
援
用
し
た
こ
と
は
後

に
も
先
に
も
な
い
が
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
批
判
と

い
う
彼
の
目
的
か
ら
説
明
が
つ
く
。
そ
の
哲
学
史
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ

ル
は
、
感
覚
論
的
、
経
験
論
的
な
学
説
を
観
念
論
に
劣
後
す
る
も
の

と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
を
経
験

論
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
と
戒
め
た
さ
い
、
後
者
の
学
説
を
「
最

悪
の
ロ
ッ
ク
主
義
」
と
侮
蔑
的
に
呼
ん
で
い
た
（H

egel 1971: II. 
212

）。
こ
の
点
も
『
聖
家
族
』
の
執
筆
中
、
マ
ル
ク
ス
は
念
頭
に
置

い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
史
が
バ
ウ
ア
ー
の

典
拠
だ
と
容
易
に
見
抜
け
る
程
度
に
は
、
こ
れ
を
熟
読
し
て
い
た
の

だ
か
ら
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
史
の
筋
書
き
に

は
、
バ
ウ
ア
ー
の
所
説
の
み
な
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
的
な
観
念
論

や
反
経
験
主
義
に
た
い
す
る
論
争
的
意
図
が
読
み
取
ら
れ
る
べ
き
だ

ろ
う（

６
）。

　

実
は
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
史
も
ま
た
他
の
典
拠
の
翻
案
、
す
な
わ

自己形成する物質としての大衆

ち
当
時
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
で
あ
っ
た
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
哲
学
史

の
改
作
（
多
く
の
部
分
で
剽
窃
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・

ブ
ロ
ッ
ク
の
一
九
七
七
年
の
論
稿
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

（Bloch 1997: 384-441, 

ブ
ロ
ッ
ク　

二
〇
二
二
）。
だ
が
唯
物
論
の
実

践
的
意
義
に
か
ん
し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
の
見
解
は
典
拠
と
は
正
反
対

で
あ
る
。
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
は
唯
物
論
を
、
そ
の
も
と
で
「
人
間
そ
の

も
の
が
自
然
を
前
に
姿
を
消
し
」
て
し
ま
う
「
宿
命
論
」
と
し
て
非

難
し
た
（Renouvier 1842: 341

）。
人
間
が
環
境
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
る
と
い
う
教
え
を
人
間
性
の
否
定
と
し
て
忌
み
嫌
う
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ

エ
の
立
場
は
、
大
衆
を
（
客
観
的
諸
関
係
の
産
物
で
は
な
く
）
理
念
の

受
動
的
素
材
と
し
て
扱
う
ヘ
ー
ゲ
ル
や
バ
ウ
ア
ー
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど

離
れ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
マ
ル
ク
ス
は
、
唯
物
論
を

実
践
的
理
論
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
人
間
を
人
間
的
た
ら
し
め
る
こ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

と
に
寄
与
す
る
理
論

�

�

�

�

�

�

�

�

と
し
て
も
提
示
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
「
人
間
の

本
来
的
善
性
」「
外
的
環
境
の
人
間
へ
の
影
響
」「
経
験
、
慣
習
、
教

育
の
全
能
性
」
と
い
っ
た
唯
物
論
的
学
説
か
ら
は
、
人
間
は
環
境
の

意
識
的
変
革
を
つ
う
じ
て
人
間
的
に
な
る
と
い
う
含
意
が
お
の
ず
と

導
き
出
さ
れ
る
。「
人
間
が
環
境
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
な
ら
ば
、

そ
の
環
境
を
人
間
的
な
も
の
に
作
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
」（M

EW
 

2, 138

）。
人
間
を
環
境
の
産
物
と
し
て
規
定
す
る
唯
物
論
は
、
そ
れ

に
よ
っ
て
人
間
を
没
精
神
的
な
事
物
へ
と
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
自
己
と
そ
の
環
境
と
を
意
識
的
に
形
成
す
る
存
在

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

た
ら
し
め

る
学
説
な
の
で
あ
る
。『
聖
家
族
』
の
マ
ル
ク
ス
は
、
そ
う
い
う
も

の
と
し
て
「
社
会
主
義
と
共
産
主
義
と
に
流
れ
込
む
」
唯
物
論
を
擁

護
し
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
理
論
的
立
場
は
観
念
論
か
ら
唯
物
論

へ
と
転
換
し
た
。
し
か
し
同
時
に
、
彼
が
学
生
時
代
か
ら
一
貫
し

て
、
現
象
そ
れ
自
体
の
原
理
を
把
握
し
、
そ
こ
に
変
革
の
契
機
を
発

見
す
る
た
め
の
方
法
を
追
求
し
て
き
た
こ
と
も
ま
た
、
本
稿
が
明
ら

か
に
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
学
生
マ
ル
ク
ス
は
物
質
の
自
己
形
成
的

運
動
に
焦
点
を
当
て
た
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
国
家
の
理
念

と
現
実
と
の
矛
盾
に
直
面
す
る
と
、
彼
の
主
題
は
大
衆
の
自
己
代
表

的
活
動
に
シ
フ
ト
し
た
。
そ
し
て
『
聖
家
族
』
に
お
い
て
、
彼
は
つ

い
に
実
践
的
理
論
と
し
て
の
唯
物
論
を
み
ず
か
ら
の
立
場
と
し
て
選

択
す
る
。
こ
の
こ
と
は
観
念
論
か
ら
の
唯
物
論
へ
の
「
転
回
」
と

い
え
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
は
連
続
性
の
な
か
の
変
化
で
あ

る
。
マ
ル
ク
ス
の
方
法
は
、
現
象
的
世
界
に
お
い
て
現
実
に
作
用
す

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

る
原
理

�

�

�

を
把
握
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
か
つ
、
そ
う
い
う
原
理
を
物�

質
的
存
在

�

�

�

�

―
―
理
念
に
た
い
す
る
素
材

�

�

、
形
相
に
た
い
す
る
質
料

�

�

―

―
か
ら
生
じ
る
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
点
で
、
つ
ね
に
一
貫

し
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
す
で
に
学
生
時
代
に
「
素

材
の
思
想
家
」
に
な
っ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
佐
々
木
隆
治

（
二
〇
二
一
、四
九
七
頁
）
は
、こ
の
「
素
材
」
と
い
う
語
を
「
理
念
的
、

哲
学
的
な
意
味
に
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
戒
め
て
い
る
。
本
稿

は
こ
の
点
に
異
論
を
呈
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
マ
ル
ク
ス
の
「
素

材
の
思
想
」
が
彼
の
哲
学
的
業
績
に
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
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示
し
え
た
と
思
わ
れ
る
。
他
方
で
、
唯
物
論
へ
の
「
転
回
」
以
降
の

マ
ル
ク
ス
は
、
経
済
学
の
本
格
的
研
究
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
、
社

会
の「
素
材
」（
質
料
）を
な
す
経
済
的
な
諸
関
係
が
ど
の
よ
う
な「
形

態
」（
形
相
）
を
帯
び
る
か
と
い
う
問
題
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
る

だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、学
位
論
文
か
ら『
資

本
論
』
ま
で
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
方
法
上
の
一
貫
性
に
、
新
た
な

角
度
か
ら
光
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

注１ 

た
と
え
ばM

EW

第
一
補
巻
（
第
四
〇
巻
）
の
編
集
者
序
文
を
参
照

（M
EW

 Erg. 1, xi-xii

）。

２ 

と
く
に
ブ
ル
ー
ノ
・
バ
ウ
ア
ー
か
ら
学
生
マ
ル
ク
ス
は
影
響
を
受
け
た

と
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
『
哲
学
史
講
義
』
の
読
解

に
つ
い
て
も
そ
う
言
え
る
か
ど
う
か
は
検
討
を
要
す
る
が
、
そ
れ
は
稿

を
改
め
て
扱
わ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

３ 

エ
ピ
ク
ロ
ス
の
み
な
ら
ず
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
か
ん
し
て
も
学
生
マ
ル

ク
ス
の
見
解
が
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
分
か
れ
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
以

下
に
挙
げ
る
日
本
語
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
学
位
論
文
の
研
究
に
お
い
て
は

指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。
岩
淵
慶
一
（
一
九
八
六
、
第
Ⅱ
部
）、
田
畑
稔

（
二
〇
〇
四
、一
七
八

－

一
九
四
頁
）、角
田
修
一
（
二
〇
一
五
、第
一
章
）、

加
戸
友
佳
子
（
二
〇
一
六
）
を
参
照
。

４ 

ベ
ル
リ
ン
・
ノ
ー
ト
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
魂
に
つ
い
て
』
の

抜
粋
は
、
そ
の
冒
頭
に
「
一
八
四
〇
年
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
学
位
論

文
の
執
筆
前
ま
た
は
執
筆
中
に
作
成
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
同
書
を
マ

ル
ク
ス
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
や
ラ
テ
ン
語
ま
じ
り
の
ド
イ
ツ
語
に
訳
し
な

が
ら
抜
粋
し
た
。
そ
れ
を
考
慮
し
て
、
本
稿
で
は
『
魂
に
つ
い
て
』
の

文
章
を
マ
ル
ク
ス
の
抜
粋
ノ
ー
ト
か
ら
訳
出
、
引
用
し
た
が
、
た
だ
し

中
畑
正
志
に
よ
る
訳
文
も
参
照
し
た
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス　

二
〇
一
四

に
所
収
）。
Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
編
集
者
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
が
ど
の
版
を
参
照

し
た
か
は
不
明
だ
が
、
し
か
し
彼
が
訳
出
、
引
用
し
た
文
は
一
六
・
一
七

世
紀
の
刊
本
に
典
型
的
な
特
徴
を
含
ん
で
お
り
、
た
と
え
ば
カ
サ
ウ
ボ

ヌ
ス
編
集
の
ラ
テ
ン
語
訳
つ
き
ギ
リ
シ
ア
語
版
（A

ristoteles 1605

）

に
お
お
む
ね
対
応
す
る
（M

EGA
 IV

/1, 733

）。

５ 

角
田
修
一
も
ま
た
、
学
生
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
質
料
の
概
念
に
ヘ
ー

ゲ
ル
的
観
念
論
を
超
え
出
る
契
機
を
見
出
し
て
い
る
。
た
だ
し
彼
が
強

調
す
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
が
「
自
己
意
識
の
観
念
性
」
を
し
て
「
質
料

性
の
制
約
を
免
れ
な
い
」
も
の
と
把
握
し
た
点
の
み
で
あ
る
（
角
田　

二
〇
一
五
、二
七
頁
）。

６ 

マ
ル
ク
ス
が
「
感
覚
論
的
」
唯
物
論
を
共
産
主
義
に
結
び
つ
け
た
別
の

あ
り
う
る
理
由
と
し
て
、
彼
は
感
覚
論
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
感
性
的

唯
物
論
を
見
出
し
た
の
だ
ろ
う
と
ブ
ロ
ッ
ク
は
推
測
し
て
い
る
（Bloch 

1997: 432, 434-435, 

ブ
ロ
ッ
ク　

二
〇
二
二
、六
九

－

七
〇
、七
二

－

七
三
頁
）。
も
っ
と
も
な
推
測
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
理
由
は
、
本
稿

が
挙
げ
た
理
由
、
す
な
わ
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
を
批
判
す
る
意
図
と
も
両

立
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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編
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講
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