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中
江
兆
民
の
唯
物
哲
学
と
ギ
ュ
イ
ヨ
ー 

 

—

十
九
世
紀
末
日
本
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
哲
学
受
容
の
一
側
面 

 

 

志
野 

好
伸 

 

  

一
、
中
江
兆
民
と
ジ
ャ
ン
＝
マ
リ
・
ギ
ュ
イ
ヨ
ー 

—

交
錯
の
背
景 

 

中
江
兆
民
（1847-1901

）
は
ル
ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』
の
訳
者
と
し
て

知
ら
れ
、
そ
の
訳
書
が
中
国
な
ど
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
か
ら

「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」
と
称
さ
れ
る
。
衆
議
院
議
員
に
立
候
補
と
し
て
当
選

す
る
な
ど
、
実
際
の
政
局
に
も
深
く
関
わ
り
、
自
由
民
権
運
動
の
理
論
的

支
柱
と
し
て
活
躍
し
た
。
一
方
で
そ
う
し
た
活
動
の
根
幹
を
な
す
哲
学
に

も
心
血
を
注
い
だ
。
政
治
の
た
め
に
も
哲
学
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
兆
民

の
考
え
は
、
万
朝
報
社
の
理
想
団
団
員
に
向
け
て
発
し
た
『
一
年
有
半
』

の
次
の
よ
う
な
言
葉
に
端
的
に
表
さ
れ
て
い
る
。 

 
団
員
諸
君
、
諸
君
の
志
を
伸
べ
ん
と
要
せ
ば
、
政
治
を
措
て
之
を
哲

学
に
求
め
よ
、
蓋
し
哲
学
を
以
て
政
治
を
打
破
す
る
是
れ
な
り
、
道

徳
を
以
て
、
法
律
を
圧
倒
す
る
是
れ
な
り
。（X

:215
(

1)

） 
 

ま
た
、「
哲
学
無
き
人
民
は
、
何
事
を
為
す
も
深
遠
の
意
無
く
し
て
、
浅

薄
を
免
れ
ず
」（X

:156

）
と
も
述
べ
ら
れ
る
。
兆
民
自
身
の
哲
学
、
い
わ

ゆ
る
「
ナ
カ
エ
ニ
ス
ム
」
は
、
彼
が
死
の
直
前
に
書
き
上
げ
た
『
続
一
年

有
半
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
も
そ
の
意
義
が
高
く
評
価

さ
れ
て
き
た
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
兆
民
の
唯
物
論
的
性
格
を
特
筆
す
る

三
枝
博
音
、
永
田
広
志
、
舩
山
信
一
ら
の
研
究
、
西
田
幾
多
郎
へ
と
連
な

る
系
譜
を
重
視
す
る
上
山
春
平
や
中
村
雄
二
郎
の
研
究
な
ど
が
あ
る(

2)

。

『
一
年
有
半
』
で
加
藤
弘
之
や
井
上
哲
次
郎
ら
を
批
判
し
つ
つ
放
っ
た
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「
我
日
本 

今
に
至
る
迄
哲
学
無
し
」
と
い
う
言
葉
と
合
わ
せ
て
、
兆
民

の
哲
学
の
独
創
性
が
評
価
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。『
続
一
年
有
半
』
は

一
名
「
無
神
無
霊
魂
」
と
言
い
、
西
洋
哲
学
の
本
流
に
否
を
つ
き
つ
け
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
井
上
円
了
が
『
破
唯
物
論
』（1898

）
を

著
し
、「
霊
魂
不
滅
論
」（
一
八
九
九
年
）
を
説
い
て
ま
わ
っ
た
の
と
顕
著

な
対
比
を
な
し
て
お
り
、
兆
民
の
最
後
の
著
作
は
円
了
を
論
敵
と
し
て
書

か
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る(

3)

。 

と
は
い
え
『
続
一
年
有
半
』
は
そ
も
そ
も
余
命
い
く
ば
く
も
な
い
兆
民

が
一
気
呵
成
に
書
き
上
げ
た
書
で
、
彼
自
身
の
哲
学
を
す
べ
て
展
開
し
た

も
の
で
な
い
こ
と
は
、
そ
の
結
論
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
斯
く
し
て
道
徳
論
理
と
順
次
論
道
す
可
き
筈
で
は
有
る
が
、

元
是
れ
組
織
的
に
哲
学
の
一
書
を
編
す
る
の
で
は
無
い
、
組
織
的
に
一
書

を
編
す
る
の
は
、
著
者
今
日
の
境
遇
の
容
る
さ
ざ
る
所
ろ
で
有
る
」

（X
:292

）
と
述
べ
ら
れ
、
他
人
が
「
ナ
カ
エ
ニ
ス
ム
の
組
織
」
し
て
く

れ
る
こ
と
を
願
っ
て
本
書
が
閉
じ
ら
れ
る
。
ナ
カ
エ
ニ
ス
ム
を
継
承
す
べ

き
第
一
人
者
は
、『
一
年
有
半
』『
続
一
年
有
半
』
の
刊
行
を
手
配
し
た
門

人
幸
徳
秋
水
（1871-1911

）
で
あ
っ
た
ろ
う(

4)

。
と
こ
ろ
が
そ
の
秋
水
は

大
逆
事
件
に
よ
っ
て
検
挙
さ
れ
、
一
九
一
一
年
に
そ
の
生
涯
を
閉
じ
る
。

そ
し
て
秋
水
の
衣
鉢
を
継
い
だ
一
人
が
大
杉
栄
（1885-1923

）
で
あ
る
。

中
江
兆
民
、
幸
徳
秋
水
、
大
杉
栄
の
三
者
は
い
ず
れ
も
唯
物
論
や
社
会
主

義
に
傾
斜
し
た
と
い
う
共
通
点
を
も
つ
ほ
か
、
と
も
に
フ
ラ
ン
ス
語
が
堪

能
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
彼
ら
が
共

通
し
て
関
わ
っ
た
思
想
家
と
し
て
、
兆
民
の
同
時
代
人
ジ
ャ
ン
＝
マ
リ
・

ギ
ュ
イ
ヨ
ー
（Jean-M

arie G
uyau, 1854-1888

）
を
と
り
あ
げ
、
不
十
分

な
展
開
に
終
わ
っ
た
ナ
カ
エ
ニ
ス
ム
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。 

ま
ず
大
杉
栄
は
、「
生
の
道
徳
」
と
題
し
た
一
文
（
一
九
一
三
年
）
で
、

ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の
著
作
な
ど
を
簡
単
に
紹
介
し
、
主
著
の
一
つ
『
道
徳
無
義

務
無
賞
罰
論
』（E

squisse d'une m
orale sans obligation ni sanction

、
原
著
、
一

八
八
四
年
）
の
結
論
部
を
訳
出
し
て
い
る(

5)

。
と
は
い
え
、
中
江
兆
民
の

全
集
に
つ
け
ら
れ
た
固
有
名
詞
索
引
に
は
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の
項
目
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
兆
民
自
身
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
に
言
及
し
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
で

も
兆
民
が
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
に
関
す
る
一
定
の
知
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、

仏
学
塾
の
一
八
八
二
年
の
教
科
書
と
し
て
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の
『
英
儒
道
義
論
』

（L
a m

orale anglaise contem
poraine

、
原
著
一
八
七
九
年
）
が
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る(

6)

。幸
徳
秋
水
も
お
そ
ら
く
こ
の
著
作
に

仏
学
塾
で
触
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
兆
民
の
門
弟
が
中
心
と
な
っ
て
刊

行
し
た
翻
訳
雑
誌『
政
理
叢
談
』第
一
八
号（
一
八
八
二
）に
は
、La m

orale 

anglaise contem
poraine

の
一
節
が
「
ス
ペ
ン
セ
ル
政
治
論
略
」
と
し
て
、
鳥

洲
生
の
訳
に
よ
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
井
田
進
也
は
、
兆
民
の
ギ
ュ
イ

ヨ
ー
に
対
す
る
注
目
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
推
論
し
て
い
る
。 

 

ギ
ュ
イ
ヨ
ー
は
は
じ
め
ア
コ
ラ
ー
ス
の
主
宰
し
た
『
政
治
学
（
シ
ア

ン
ス
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
）』
誌
の
書
評
欄
に
と
り
上
げ
ら
れ
、
次
い

で
こ
れ
に
寄
稿
し
て
い
る
人
で
す
が
、
同
誌
に
は
兆
民
の
親
友
今
村

和
郎
、
光
妙
寺
三
郎
も
同
人
に
名
を
連
ね
て
い
ま
す
し
、
な
に
し
ろ

滞
仏
中
の
一
八
七
三
年
、
弱
冠
十
九
歳
で
倫
理
・
政
治
学
ア
カ
デ
ミ
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ー
賞
を
受
賞
し
た
天
才
肌
の
哲
学
者
と
き
て
い
ま
す
か
ら
、
い
や
が

上
に
も
嘱
目
せ
ざ
る
を
え
な
い
相
手
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

と
り
わ
け
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
が
高
等
師
範
学
校
（
エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ー

ル
）
で
師
事
し
た
フ
イ
エ
ー
の
養
子
と
な
っ
た
た
め—

母
親
が
フ

イ
エ
ー
に
再
嫁
し
た
わ
け
で
す—

受
賞
の
際
に
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の

著
作
に
は
フ
イ
エ
ー
の
筆
が
入
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
蔭
口

を
き
か
れ
た
ほ
ど
の
緊
密
な
関
係
は
、
兆
民
が
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
を
通
じ

て
フ
イ
エ
ー
を
知
る
に
至
っ
た
経
路
を
暗
示
し
て
は
い
な
い
で
し

ょ
う
か(

7) 

。 
  

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
イ
エ
（A

lfred Fouillée, 1838-1912

）
は
周
知
の
と

お
り
、
兆
民
が
『
理
学
沿
革
史
』
と
し
て
翻
訳
し
たH
istoire de la philosophie

（『
哲
学
史
』）
の
原
著
者
で
あ
る
。
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の
著
作
に
は
フ
イ
エ
の

論
著
の
引
用
が
数
多
く
見
ら
れ
、
フ
イ
エ
も
ま
た
『
義
務
も
制
裁
も
な
き

道
徳
』 (E

squisse d'une m
orale sans obligation ni sanction)

の
第
二
版
に
序
言

（
一
九
〇
七
年
）
を
寄
せ
、
フ
イ
エ
、
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
、
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ

が
「
そ
れ
と
知
ら
な
い
で
三
人
と
も
同
じ
頃
ニ
イ
ス
や
マ
ン
ト
ン
に
住
ん

で
」
い
て
、
ニ
ー
チ
ェ
が
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の
著
作
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
寄

せ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(

8)

。
ま
た
フ
イ
エ
に
は
、
若
く
し
て
亡

く
な
っ
た
義
子
の
た
め
に
書
い
た
、『
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の
道
徳
、
芸
術
、
宗

教
』(L

a M
orale, l'art et la religion d'après G

uyau, 1889)

と
題
す
る
ギ
ュ
イ
ヨ

ー
哲
学
の
解
説
書
も
あ
る
。
最
近
の
研
究
で
は
、
エ
デ
ィ
・
デ
ュ
フ
ル
モ

ン
が
、「
中
江
に
影
響
を
与
え
た
思
想
家
」
の
う
ち
「
ス
ピ
ノ
ザ
を
継
承

す
る
人
が
何
人
か
」
が
い
る
と
し
、
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
に
言
及
し
て
い
る
。
デ

ュ
フ
ル
モ
ン
は
、ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の『
将
来
の
非
宗
教
』（L

'irréligion de l'avenir, 

1886

）
を
挙
げ
、
そ
れ
が
「
中
江
に
よ
る
宗
教
の
批
判
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
」
と
記
し
て
い
る(

9)

。 
 

本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
、
中
江
兆
民
と
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の

思
想
的
関
連
性
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

二
、
ナ
カ
エ
ニ
ス
ム 

  

兆
民
と
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、『
続
一
年
有

半
』
お
よ
び
『
理
学
鉤
玄
』
を
中
心
に
、
ナ
カ
エ
ニ
ス
ム
の
要
点
を
ま
と

め
よ
う
。 

(

1) 

唯
物
論
の
主
張 

 

『
続
一
年
有
半
』
が
一
名
「
無
神
無
霊
魂
」
と
言
わ
れ
る
と
お
り
、
兆

民
は
神
や
霊
魂
を
本
体
と
し
て
は
否
定
す
る
。「
精
神
と
は
本
体
で
は
な

い
、
本
体
よ
り
発
す
る
作
用
で
有
る
、
働
き
で
有
る
」（X

:236

）、
と
い

う
の
が
彼
の
主
張
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
神
や
霊
魂
が
要
請
さ
れ
る
の
は
、

悪
人
が
栄
え
善
人
が
辛
苦
に
苛
ま
れ
る
現
実
に
対
し
、「
未
来
に
真
個
公

平
の
裁
判
所
」
が
あ
っ
て
そ
こ
で
霊
魂
が
正
し
い
裁
き
を
受
け
る
と
考
え

る
こ
と
が
、「
多
数
人
類
に
取
り
て
都
合
の
好
い
言
ひ
事
」
だ
か
ら
で
あ

る
（X

:234, 235

）。
こ
う
し
た
想
定
は
「
理
学
の
荘
厳
」
を
汚
す
も
の
と

し
て
斥
け
ら
れ
、「
躯
殻
」
す
な
わ
ち
肉
体
こ
そ
が
本
体
で
あ
り
、「
躯
殻

が
死
す
れ
ば
精
魂
は
即
時
に
滅
ぶ
る
」（X

:237

）と
述
べ
ら
れ
る
。不
朽
、



中江兆民の唯物哲学とギュイヨー 

56 
 

不
滅
で
あ
る
の
は
精
神
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
軀
体
の
有
す
る
資
格
」

（X
:241

）
で
あ
る
。 

 

兆
民
の
狙
い
が
不
死
の
霊
魂
を
想
定
す
る
宗
教
、
あ
る
い
は
形
而
上
学

を
批
判
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
宗
教
及
び
宗
教
に

魅
せ
ら
れ
た
る
哲
学
の
囈
語
を
打
破
し
な
け
れ
ば
」
な
ら
な
い
（X

:245

）。

し
か
し
一
方
で
、
宗
教
や
形
而
上
学
を
批
判
す
る
以
上
は
、
そ
れ
ら
が
担

っ
て
き
た
道
徳
の
根
拠
の
説
明
を
、
唯
物
論
的
立
場
か
ら
行
う
こ
と
が
課

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の
『
英
儒
道
義
論
』
を
仏
学
塾
の
講

義
に
用
い
た
り
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
『
道
徳
学
大
原
論
』
を
ビ
ュ

ル
ド
ー
（A

. B
urdeau

）
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
（L

e fondem
ent de la m

orale

）
か

ら
重
訳
し
た
り
し
て
い
る
の
も
、
道
徳
の
問
題
が
兆
民
の
政
治
の
問
題
と

並
ん
で
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

(

2) 

進
化
論
の
参
照 

 

自
説
を
補
強
す
る
た
め
に
、
兆
民
は
ラ
マ
ル
ク
や
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
言
及

し
、「
事
物
進
化
の
一
説
と
、
造
物
の
説
と
は
、
固
よ
り
両
立
す
る
を
得

可
ら
ざ
る
も
の
で
有
る
」（X

:253

）
と
述
べ
、
神
に
よ
る
造
物
説
を
否
定

し
て
い
る
。
兆
民
は
、『
理
学
鉤
玄
』
巻
之
三
第
五
章
「
生
物
体
機
の
浸

化evolution organique

」
で
も
、
や
は
り
ラ
マ
ル
ク
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
名

を
出
し
て
、
進
化
論
の
哲
学
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
こ
で
も
、
物
質
が
精

神
を
作
る
こ
と
を
否
定
す
る
形
而
上
学
者
を
と
り
あ
げ
て
批
判
し
、「
宗

教
家
及
ビ
原
理
家
倡
道
ス
ル
所
ノ
神
ノ
造
物
ノ
説
」
は
信
じ
る
に
足
り
な

い
と
述
べ
て
い
る
（V

II:261

）。
宮
村
治
雄
に
よ
れ
ば
、『
理
学
鉤
玄
』
巻

之
三
は
、多
く
を
ア
ン
ド
レ
・
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル(A

ndré Lefèvre, 1834-1904)

の
『
哲
学
』(L

a philosophie , 1876)

に
負
っ
て
い
る
が(

10)

、
今
取
り
上
げ
た

部
分
は
直
接
の
対
応
箇
所
を
見
い
だ
せ
ず
、
兆
民
が
あ
え
て
強
調
し
た
か

っ
た
部
分
だ
と
言
え
る
。 

(

3) 

実
証
主
義
批
判 
 

宗
教
や
形
而
上
学
を
否
定
す
る
と
い
う
点
で
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン

ト
の
三
段
階
説
が
想
起
さ
れ
る
が
、
実
際
、
兆
民
の
著
訳
書
に
は
コ
ン
ト

へ
の
言
及
が
何
度
か
見
ら
れ
る
。三
段
階
説
そ
の
も
の
は
、『
理
学
鉤
玄
』

で
は
ギ
リ
シ
ア
時
代
か
ら
実
証
主
義
が
あ
っ
た
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
が

（V
II:216

）、
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
、
デ
モ
ク
リ

ト
ス
、
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
の
う
ち
、
後
の
二
人
は
実
質
説
の
論
者
に
数
え
ら

れ
、
ラ
マ
ル
ク
、
コ
ン
ト
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
、
ス
ペ
ン
サ
ー
と
と
も
に
名
前

を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（V

II:276
 (

11)

）。
こ
の
よ
う
に
実
証
主
義
と
唯
物
説

（
実
質
説
）
は
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
な
が
ら
も
、
兆
民
は
最
終
的
に
実

証
主
義
を
自
説
と
区
別
し
て
批
判
す
る
。そ
の
論
点
は
、実
証
主
義
が「
其

現
実
に
拘
泥
す
る
の
余
り
、
皎
然
明
白
な
る
道
理
も
、
苟
も
実
験
に
徴
し

得
な
い
者
は
、皆
抹
殺
し
て
、自
ら
狭
隘
に
し
、自
ら
固
陋
に
陥
い
り
て
、

其
弊
や
大
に
吾
人
の
精
神
の
能
を
誣
い
て
」
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
（X

:260
 

(

12)

）。
兆
民
は
実
体
と
し
て
の
精
神
を
否
定
す
る
も
の
の
、
作
用
と
し
て

の
精
神
は
否
定
し
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
道
徳
の
基
礎
づ
け
の
た
め
に
必

須
で
あ
る
。 

(
4)

「
心
の
自
由
」
批
判 

 
『
東
洋
自
由
新
聞
』
第
一
号
社
説
（
一
八
八
一
年
）
に
お
い
て
、
兆
民

は
リ
ベ
ル
テ
モ
ラ
ー
ル
と
リ
ベ
ル
テ
ポ
リ
チ
ッ
ク
を
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
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を
「
心
思
の
自
由
」「
行
為
の
自
由
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。
そ
の
う
ち

「
心
思
の
自
由
」
に
つ
い
て
、「
天
地
を
極
め
古
今
を
窮
め
て
一
毫
増
損

な
き
者
な
り
」（X

IV
:2

）
と
述
べ
、
そ
の
絶
対
的
な
価
値
を
称
揚
し
て
い

る
。
そ
の
発
現
の
仕
方
は
「
文
物
の
盛
否
と
人
の
賢
愚
」（
同
）
に
よ
っ

て
多
少
違
い
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
誰
も
が
普
遍
的
に
等
し
く
有

す
る
本
性
、
性
質
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
同
年
、『
東
洋
自
由
新
聞
』

に
発
表
さ
れ
た
「
心
思
の
自
由
」
に
お
い
て
も
、「
そ
れ
人
皆
自
由
の
心

あ
り
」
と
、
自
由
の
心
に
絶
対
的
な
価
値
が
置
か
れ
、
宗
教
や
道
徳
、
農

業
、
商
業
、
さ
ら
に
は
政
治
な
ど
、
人
間
の
活
動
全
般
に
自
由
の
心
を
働

か
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
が
展
開
さ
れ
る
（X

IV
:15

）
。 

し
か
し
こ
う
し
た
「
心
の
自
由
」
は
『
理
学
鉤
玄
』
に
拠
れ
ば
、
「
虚

霊
説
（spiritualism

）
」
の
最
も
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、「
実
質
説
」

に
立
て
ば
、
自
由
は
別
様
に
理
解
さ
れ
る
。『
続
一
年
有
半
』
で
は
、「
心

思
の
自
由
」
は
「
意
思
の
自
由
」
と
言
い
換
え
ら
れ
、
「
宗
旨
家
及
び
宗

旨
に
魅
せ
ら
れ
た
る
哲
学
家
は
、
皆
意
思
の
自
由
を
以
て
完
全
の
も
の
と

な
し
て
居
る
」
が
そ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、
「
意
思
の
自
由
と
い
ふ
も
の
は

極
て
薄
弱
な
る
も
の
で
有
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
兆
民
は
唯
物
論
の
立

場
か
ら
、「
意
思
の
自
由
」
は
「
平
生
習
ひ
来
っ
た
も
の
に
決
す
る
の
自

由
が
有
る
と
云
ふ
に
過
ぎ
な
い
」
と
し
て
、
「
境
遇
階
級
」
の
役
割
を
重

視
し
て
い
る
。
「
意
思
の
自
由
を
軽
視
し
行
為
の
自
由
を
重
要
視
し
て
、

平
素
の
修
養
を
大
切
に
す
る
こ
と
」が
肝
要
な
の
で
あ
る（X

:284-287

）。

し
た
が
っ
て
、「
心
の
自
由
」が
全
面
的
に
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い(

13)

。

そ
れ
を
実
質
説
に
従
っ
て
解
釈
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
む
し
ろ
道
徳
の
根
拠

と
し
て
重
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
虚
霊
説
の
言
う
心
の
自
由
と
、

実
質
説
の
言
う
心
の
自
由
と
の
違
い
は
、
ル
ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』
の
自

然
の
自
由(liberté naturelle)

と
、
道
徳
の
自
由(liberté m

orale)

に
相
応
し
、

兆
民
は
一
八
八
二
年
か
ら
八
三
年
に
か
け
て
公
表
し
た
『
民
約
訳
解
』
で

前
者
を
「
天
命
之
自
由
」
、
後
者
を
「
人
義
之
自
由
」
ま
た
は
「
心
之
自

由
」
と
訳
し
て
い
る
（I:97, 98

）
。
自
由
は
自
然
に
そ
な
わ
っ
た
生
得
的

な
も
の
で
は
な
く
、
人
間
自
身
の
作
っ
た
法
に
す
す
ん
で
従
う
こ
と
が

「
人
義
之
自
由
」
「
心
の
自
由
」
で
あ
っ
て
、
『
続
一
年
有
半
』
の
言
葉

を
く
り
か
え
し
用
い
る
な
ら
「
境
遇
階
級
」
に
左
右
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 (

5) 

道
徳
の
確
立 

 

自
由
の
あ
り
方
が
当
人
の
措
か
れ
た
環
境
に
よ
っ
て
異
な
る
な
ら
、
善

悪
の
基
準
、
道
徳
の
基
準
も
国
や
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

兆
民
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
仏
学
塾
に
お
い
て
も
和
漢
籍
の
講
読
を
推
奨

し
、Philosophy

の
訳
語
と
し
て
「
哲
学
」
と
い
う
新
造
語
で
は
な
く
「
理

学
」
と
い
う
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
に
根
ざ
し
た
語
に
固
執
し
た
の
も
、
兆
民

に
「
一
元
論
的
な
真
理
の
実
在
に
対
す
る
強
烈
な
信
念
」(

14)

が
あ
っ
た
か

ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。『
一
年
有
半
』
で
は
、「
民
権
」
や
「
自
由
平
等
」

は
「
欧
米
の
専
有
」
で
は
な
く
、
孟
子
や
柳
宗
元
も
そ
れ
ら
を
看
取
し
て

い
た
と
述
べ
て
い
る
（X

:177

）
。
「
我
日
本
今
に
至
る
迄
哲
学
無
し
」

と
い
う
語
は
、
西
洋
の
哲
学
に
匹
敵
す
る
学
問
体
系
が
な
い
こ
と
を
指
摘

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
西
洋
の
哲
学
で
説
か
れ
て
き
た
内
容
が
東
ア
ジ
ア

に
全
く
見
あ
た
ら
な
い
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

で
は
、
兆
民
は
普
遍
的
に
妥
当
す
る
道
徳
の
規
準
を
何
に
求
め
て
い
た
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の
か
。
『
理
学
鉤
玄
』
に
お
い
て
、
善
悪
は
利
害
と
同
等
視
さ
れ
、
「
利

害
ノ
念
実
ニ
道
徳
ノ
本
根
ヲ
為
ス
」
と
述
べ
ら
れ
る
（V

II:275

）
。
道
徳

を
利
害
で
論
じ
る
こ
と
は
儒
教
の
伝
統
的
な
思
想
に
背
く
こ
と
で
あ
り
、

唯
物
論
者
た
る
兆
民
の
志
向
が
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
兆

民
は
儒
教
そ
れ
自
体
を
否
定
し
は
し
な
い
。
一
八
八
〇
年
に
公
表
し
た

「
論
公
利
私
利
」（X

I:22, 23

）
で
は
、
利
は
義
よ
り
発
し
、
義
の
効
力 (

15)

で
あ
る
と
定
義
し
、
公
利
と
し
て
の
利
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。
兆

民
は
ベ
ン
サ
ム
や
ミ
ル
が
利
が
広
く
行
き
わ
た
る
こ
と
だ
け
を
説
く
の

を
批
判
し
、伯
夷
や
顔
淵
の
例
を
挙
げ
て
反
証
と
し
て
い
る
。す
な
わ
ち
、

伯
夷
や
顔
淵
は
利
を
広
く
人
々
に
及
ぼ
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
独
り
我
が

身
を
善
く
し
た
だ
け
だ
が
、
そ
の
義
に
か
な
っ
た
行
為
は
公
利
を
生
じ
、

後
生
の
人
々
の
模
範
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
孔
子
や
孟
子
が

利
に
対
し
て
否
定
的
な
言
辞
を
残
し
て
い
る
の
も
、
義
に
基
づ
か
な
い
私

利
を
批
判
し
た
も
の
と
し
て
再
解
釈
さ
れ
、
彼
ら
聖
賢
の
こ
と
ば
の
正
し

さ
は
担
保
さ
れ
る
。
米
原
謙
は
、
ベ
ン
サ
ム
や
ミ
ル
な
ど
の
功
利
主
義
者

に
対
す
る
兆
民
の
批
判
の
要
点
は
、
功
利
主
義
者
が
利
を
「
質
的
で
は
な

く
量
的
に
考
え
」る
こ
と
に
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る(

16)

。兆
民
は
ま
た『
民

約
訳
解
』
の
注
釈
で
も
、
「
勉
雑
毋
（
ベ
ン
サ
ム
）
は
単
に
利
を
論
じ
、

婁
騒
（
ル
ソ
ー
）
は
并
せ
て
義
を
論
ず
」
（I:91

）
と
し
て
、
義
と
利
を

合
わ
せ
説
く
ル
ソ
ー
を
評
価
し
て
い
る
。 

道
徳
が
利
害
の
念
に
基
づ
く
と
し
て
も
、
利
の
質
、
す
な
わ
ち
義
に
基

づ
い
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
さ
れ
る
以
上
、
利
の
質
の
判
断
根
拠
が

さ
ら
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
続
一
年
有
半
』
で
は
、
道
徳
の

根
拠
が
「
自
省
の
能
」
あ
る
い
は
「
自
知
の
能
」
に
求
め
ら
れ
る
。 

 

故
に
道
徳
は
、
正
不
正
の
意
象
と
此
自
知
の
能
と
を
基
址
と
し
て
建

立
さ
れ
た
も
の
で
有
る
。
啻
に
主
観
的
の
み
な
ら
ず
、
客
観
的
に
於

て
も
、
即
ち
吾
人
の
独
り
極
め
で
無
く
、
世
人
の
目
に
も
正
不
正
の

別
が
有
て
、
而
し
て
又
此
自
省
の
一
能
が
有
る
為
め
に
、
正
不
正
の

判
断
が
公
論
と
成
る
こ
と
を
得
て
、
茲
に
以
て
道
徳
の
根
底
が
樹
立

す
る
の
で
有
る
。（X

:288

） 
 

「
自
省
の
能
」
あ
る
い
は
「
自
知
の
能
」
は

conscience

の
訳
語
で
あ 

り(

17)

、こ
の
能
力
に
よ
っ
て
公
共
的
な
道
徳
規
範
が
広
く
一
般
的
に
確
立

さ
れ
る
。
自
由
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
人
間
の
立
て
た
道
徳
規
範
に
従
う

こ
と
が
利
で
あ
る
と
自
省
す
る
能
力
、
そ
し
て
自
身
の
判
断
に
基
づ
き
自

ら
す
す
ん
で
規
範
に
従
う
自
由
が
人
間
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
自
省
の
能

力
は
「
人
と
し
て
禽
獣
と
区
別
す
る
に
唯
一
の
具
」
で
あ
り
、
こ
の
自
省

な
き
人
物
は
「
最
早
人
間
と
は
言
は
れ
な
い
」
の
で
、
人
間
と
し
て
こ
れ

に
ま
さ
る
懲
罰
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
霊
魂
の
不
滅
を
前
提
と
す
る
未
来

の
裁
判
は
必
要
が
な
い
（X

:290

）
。
以
上
が
ナ
カ
エ
ニ
ス
ム
の
骨
子
で

あ
る
。 

 

『
続
一
年
有
半
』
総
論
で
は
、
「
自
分
の
利
害
と
か
希
望
と
か
に
拘
牽

し
て
、
他
の
動
物
即
ち
禽
獣
虫
魚
を
疎
外
し
軽
蔑
し
て
、
唯
だ
人
と
云
ふ

動
物
の
み
を
割
出
し
に
し
て
考
索
す
る
が
故
に
、
神
の
存
在
と
か
、
精
神

の
不
滅
、
即
ち
身
死
す
る
後
猶
ほ
各
自
の
霊
魂
を
保
つ
を
得
る
と
か
、
此
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動
物
に
都
合
の
能
い
論
説
を
並
べ
立
て
」
る
と
い
う
「
囈
語
」（
た
わ
言
）

が
非
難
さ
れ
て
い
た
（X

:234

）。
で
は
、
議
論
の
帰
結
と
し
て
、
人
間
が

禽
獣
の
も
た
ざ
る
自
省
の
能
力
を
発
揮
し
、
利
害
に
基
づ
い
て
道
徳
規
範

に
服
従
す
べ
き
こ
と
を
説
く
の
は
、
こ
の
「
囈
語
」
と
ど
れ
ほ
ど
径
庭
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
兆
民
自
身
に
明
確
な
説
明
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
利

害
を
人
間
の
み
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
全
世
界
共
通
の
物
質
的
条
件

に
適
合
す
る
も
の
と
考
え
、
人
間
と
動
物
と
の
連
続
性
と
不
連
続
性
を
進

化
で
説
明
す
る
な
ど
す
れ
ば
、つ
じ
つ
ま
は
合
う
だ
ろ
う
。こ
の
よ
う
に
、

未
完
の
ナ
カ
エ
ニ
ス
ム
に
は
な
お
議
論
す
べ
き
点
が
あ
り
、
上
述
し
た
と

お
り
、
兆
民
自
身
も
「
道
徳
論
理
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
委
細
を
尽
く
し
た

い
と
い
う
願
望
を
抱
い
て
い
た
。
節
を
改
め
、
フ
イ
エ
や
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
と

対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
ナ
カ
エ
ニ
ス
ム
の
可
能
性
に

つ
い
て
検
討
し
よ
う
。 

 

三
、
中
江
兆
民
の
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈 

 

兆
民
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
思
想
家
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
ル
ソ
ー

が
い
る
わ
け
だ
が
、兆
民
は
ス
ピ
ノ
ザ
へ
も
親
近
感
を
示
し
て
い
る
。『
続

一
年
有
半
』
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
家
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
と
も

に
神
物
同
体
説
（panthéism

）
の
一
派
に
く
く
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
説

で
い
う
神
は
「
無
為
無
我
で
、
実
は
唯
自
然
の
道
理
と
云
ふ
に
過
ぎ
な
い

の
で
有
る
」(X

:250)

と
述
べ
ら
れ
、唯
物
説
と
の
近
さ
が
指
摘
さ
れ
る(

18)

。

『
理
学
鉤
玄
』
で
は
実
質
説
か
ら
の
ス
ピ
ノ
ザ
評
価
と
し
て
、「
ス
ピ
ノ

ザ
ー
ノ
所
謂
神
ハ
名
ハ
神
ト
曰
フ
ト
雖
ド
モ
実
ハ
衆
物
循
フ
所
ノ
理
ト

曰
フ
爾
、
是
レ
無
神
ノ
説
ニ
赴
ク
ノ
一
歩
ニ
シ
テ
能
ク
宗
教
家
ノ
蒙
蔽
ヲ

擺
脱
」
し
た
も
の
と
い
う
記
述
が
な
さ
れ
る
（V

II:200

）。 

先
述
の
と
お
り
、
デ
ュ
フ
ル
モ
ン
は
、「
中
江
に
影
響
を
与
え
た
思
想

家
」の
う
ち「
ス
ピ
ノ
ザ
を
継
承
す
る
人
が
何
人
か
」が
い
る
と
指
摘
し
、

ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の
名
前
を
挙
げ
て
い
た
。
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の
ス
ピ
ノ
ザ
理
解
は
、

『
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
の
道
徳
お
よ
び
現
代
の
学
説
と
の
関
係
』（L

a M
orale 

d'É
picure et ses rapports avec les doctrines contem

poraines

）
の
第
四
部
第
三
章

「
ス
ピ
ノ
ザ—

エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
派
と
ス
ト
ア
派
の
調
停
」
に
示
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
記
述
は
フ
イ
エ
の
『
哲
学
史
』
と
関
連
す
る
と
こ
ろ
が
多

い
。
と
こ
ろ
で
、
フ
イ
エ
『
哲
学
史
』
の
ス
ピ
ノ
ザ
に
つ
い
て
の
章
は
、

実
は
兆
民
の
翻
訳
で
フ
イ
エ
と
対
立
す
る
か
の
よ
う
な
解
釈
が
示
さ
れ

て
い
る
部
分
で
あ
る
。
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
か
ら
兆
民
へ
の
影
響
を
検
討
す
る
上

で
、
ま
ず
は
フ
イ
エ
の
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
と
兆
民
の
解
釈
の
異
同
に
つ
い
て
、

ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の
解
釈
と
も
あ
わ
せ
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。 

宮
村
治
雄
は
、『
理
学
沿
革
史
』
に
お
い
て
「
リ
ベ
ル
テ
ー
・
モ
ラ
ル
」

と
い
う
テ
ー
マ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
、「
そ
れ
に
関
連
し
た
兆

民
の
創
造
的
訳
業
の
端
的
な
例
」
と
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
に
つ
い
て
の
一
節
を

挙
げ
る
。
す
な
わ
ち
宮
村
に
よ
れ
ば
、
フ
イ
エ
が
、
リ
ベ
ル
テ
ー
・
モ
ラ

ル
の
欠
如
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
的
欠
点
を
認
め
る
の
に
対
し
、
兆
民
は
ス

ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
さ
え
「『
道
徳
ノ
自
由
』
と
い
う
普
遍
的
テ
ー
マ
が
圧

殺
さ
れ
尽
く
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
独
自
の
観
点
か
ら
確
認
し

よ
う
と
し
た
」。
兆
民
が
原
著
に
な
い
内
容
を
補
足
し
た
記
述
に
、
例
え
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ば
以
下
の
箇
所
が
あ
る
。 

  
 

是
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
観
レ
バ
、
凡
ソ
無
差
別
ノ
自
由
ニ
系
リ
テ
ハ
、
吾

人
愈
々
原
因
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
愈
々
妄
リ
ニ
自
ラ
自
由
有
リ
ト

念
フ
コ
ト
、
誠
ニ
ス
ピ
ノ
ザ
ー
ノ
言
ノ
如
シ
、
若
シ
夫
レ
道
徳
ノ
自

由
ニ
至
リ
テ
ハ
正
ニ
之
ニ
反
シ
テ
、
愈
々
明
ニ
自
ラ
原
因
ヲ
知
ル
ト

キ
ハ
愈
々
明
ニ
自
ラ
自
由
有
ル
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
吾
レ
故
ニ
曰
ク
、
ス

ピ
ノ
ザ
ー
ノ
言
ハ
以
テ
無
差
別
ノ
自
由
ヲ
駁
ス
ル
ニ
足
リ
テ
以
テ

道
徳
ノ
自
由
ヲ
駁
ス
ル
ニ
足
ラ
ズ
ト
、（V

:320

） 
  

宮
村
は
こ
の
「
翻
訳
」
に
つ
い
て
、
単
に
大
き
な
付
加
を
試
み
た
と
い

う
だ
け
で
な
く
、「
原
著
者
フ
イ
エ
と
端
的
に
対
立
す
る
兆
民
の
解
釈
」

が
語
ら
れ
た
も
の
と
述
べ
て
い
る(

19)

。「
無
差
別
ノ
自
由
」
や
「
道
徳
ノ

自
由
」
と
い
っ
た
用
語
は
、
確
か
に
フ
イ
エ
の
当
該
箇
所
の
原
文
に
な
い

も
の
で
、
兆
民
の
独
自
の
解
釈
が
補
充
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
と
は
い

え
フ
イ
エ
自
身
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
暗
に
自
由
な
善
行
を
前
提
し
て
い
る
と

指
摘
し
た
箇
所
も
あ
る
。
フ
イ
エ
は
ス
ピ
ノ
ザ
『
エ
チ
カ
』
第
三
部
定
理

四
十
九(

20)

を
引
用
し
、「
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
こ
で
、
真
に
愛
す
べ
き
完
成
と

は
自
由
な
善
行
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
従
来
彼
自
身
の
考
え
る
神
や
世

界
に
帰
属
さ
せ
て
き
た
決
定
論
的
な
完
成
で
は
な
い
と
認
め
る
こ
と
で
、

暗
に
自
分
自
身
に
対
し
て
反
駁
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ

る(

21)

。
こ
れ
を
兆
民
は
、「
ス
ピ
ノ
ザ
ー
ノ
是
ノ
言
ヤ
大
ニ
其
平
生
ノ
持

論
ニ
似
ズ
シ
テ
乃
チ
意
欲
ノ
自
由
ヨ
リ
発
ス
ル
所
ノ
善
行
ヲ
以
テ
真
ノ

完
備
ノ
行
ト
為
ス
ガ
如
シ
、
果
シ
テ
然
ル
ト
キ
ハ
、
ス
ピ
ノ
ザ
ー
ノ
所
謂

神
ヲ
以
テ
一
個
ノ
避
ク
可
ラ
ザ
ル
ノ
理
ト
為
ス
ガ
如
キ
ハ
大
ニ
是
ノ
言

ト
違
ヘ
リ
ト
謂
フ
可
シ
」
と
訳
し
、
さ
ら
に
「
ス
ピ
ノ
ザ
ー
ノ
是
ノ
言
ヲ

為
セ
シ
ヤ
知
ラ
ズ
識
ラ
ズ
意
欲
ノ
自
由
ノ
尊
ブ
可
キ
ヲ
証
明
シ
タ
ル
ト

謂
フ
可
シ
、
余
故
ニ
曰
ク
、
此
一
語
ハ
尤
モ
吾
人
ノ
注
意
ヲ
須
フ
可
キ
議

論
ナ
リ
ト
」
と
い
う
補
足
を
付
け
加
え
て
お
り
（V

:325

）、
兆
民
が
執
拗

に
『
エ
チ
カ
』
第
三
部
定
理
四
十
九
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
が
見
て
取
れ

る
。
後
段
で
も
兆
民
は
、
フ
イ
エ
の
原
文
に
補
足
を
加
え
な
が
ら
、
あ
ら

た
め
て
こ
の
定
理
の
重
要
性
を
力
説
し
て
い
る（V

:326

）(

22)

。『
哲
学
史
』

に
お
い
て
、
フ
イ
エ
は
一
貫
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
で
自
由
が
ど
の
よ
う

に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
問
題
視
し
て
お
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
説
く
必
然
性
に

従
う
自
由
に
満
足
せ
ず
、
時
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
意
図
に
逆
ら
う
よ
う
な
か
た

ち
で
自
由
を
擁
護
す
る
が
、
兆
民
は
『
理
学
沿
革
史
』
と
し
て
翻
訳
す
る

際
、
そ
れ
に
共
鳴
し
、
そ
の
観
点
を
よ
り
明
確
に
打
ち
出
し
た
の
だ
と
言

え
る
。 

と
こ
ろ
で
、兆
民
が
こ
だ
わ
っ
た『
エ
チ
カ
』第
三
部
定
理
四
十
九
は
、

実
は
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
も
引
用
し
て
お
り
、
フ
イ
エ
が
注
目
し
た
箇
所
と
し
て

特
筆
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
は
自
由
を
ほ
と
ん
ど
問
題
に
し

て
お
ら
ず
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
こ
と
ば
を
引
用
し
た
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

  
 
 

要
す
る
に
、
愛
は
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。（
中
略
） 

 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
愛
で
は
な
い
と
し
て
も
、
見
か
け
上
は
愛
で
あ

る
も
の
、
愛
と
同
じ
よ
う
な
も
の
を
、
人
々
の
あ
い
だ
に
首
尾
よ
く
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確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
社
会
的
な
問
題
で
あ
る
。 

 
 
 

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
一
つ
の
方
法
し
か
な
い
。
あ
る
人
の

利
害
関
心（intérêt

）を
別
の
人
の
そ
れ
と
合
致
さ
せ
る
こ
と
だ(

23)

。 
 

ギ
ュ
イ
ヨ
ー
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
こ
と
ば
か
ら
、
対
象
が
自
由
な
存
在
か
ど

う
か
は
わ
れ
わ
れ
の
想
像
で
し
か
な
く
、
そ
の
想
像
に
基
づ
く
「
愛
は
錯

覚
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
結
論
を
導
き
、
そ
こ
か
ら
愛
で
は
な
く
利
に
基

づ
く
社
会
の
形
成
へ
と
論
を
発
展
さ
せ
る
。
さ
ら
に
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
は
『
エ

チ
カ
』
第
五
部
定
理
二
〇
を
引
用
し
た
上
で
、「
神
へ
の
愛
は
ま
っ
た
く

自
由
な
も
の
で
は
な
く
、
理
性
の
必
然
性
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
そ
れ

は
利
害
関
心
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
利
害
関
心
は
、
理
性
的
な
も
の
で
あ

る
か
ら
、
普
遍
的
で
あ
る
」
と
も
述
べ
、「
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
利
益

に
つ
い
て
の
道
徳
は
、
普
遍
的
な
道
徳
と
合
致
す
る
こ
と
を
目
指
す
」
と

結
論
づ
け
て
い
る
。 

 

『
理
学
鉤
玄
』
巻
之
二
第
五
章
「
神
物
一
体
説
」
で
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
神

に
つ
い
て
の
論
説
が
紹
介
さ
れ
、
次
い
で
第
六
章
で
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
道
徳

論
、
政
治
論
が
俎
上
に
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
フ
イ
エ
の
よ
う
に
ス

ピ
ノ
ザ
の
言
説
か
ら
自
由
の
保
証
を
引
き
出
そ
う
と
は
し
て
い
な
い(

24)

。

善
悪
を
利
害
で
と
ら
え
、「
利
害
の
念
」
を
道
徳
の
根
本
と
し
て
、
利
の

追
求
が
普
遍
性
に
通
じ
る
と
い
っ
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
学
説
の
紹
介
は
、
む
し

ろ
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の
理
解
に
近
い
。 

 

例
え
ば
ス
ピ
ノ
ザ
の
道
徳
論
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ

れ
る
。 

 

ス
ピ
ノ
ザ
ー
ノ
道
徳
ハ
利
益
ヲ
以
テ
本
旨
ト
為
ス
者
ナ
リ
、
善
ト
ハ

何
ゾ
ヤ
、
曰
ク
利
ナ
リ
、
利
ト
ハ
何
ゾ
ヤ
、
曰
ク
凡
ソ
以
テ
欣
悦
ノ

情
ヲ
生
ジ
テ
悲
哀
ノ
情
ヲ
去
ル
可
キ
者
皆
是
レ
ナ
リ
、
欣
悦
ト
ハ
何

ゾ
ヤ
、
曰
ク
願
フ
所
ヲ
獲
ル
コ
ト
是
レ
ノ
ミ
、
悲
哀
ト
ハ
何
ゾ
ヤ
、

曰
ク
願
フ
所
ヲ
獲
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
是
レ
ノ
ミ
、（V

II:200-201

） 
 

宮
村
治
雄
が
指
摘
す
る
と
お
り
、『
理
学
鉤
玄
』
の
ス
ピ
ノ
ザ
に
関
す

る
記
述
は
、
冒
頭
を
フ
イ
エ
の
『
哲
学
史
』
に
依
拠
し
、
肝
要
な
部
分
を

ア
ド
ル
フ
・
フ
ラ
ン
ク
の『
哲
学
辞
典
』（A

dolphe Franck dir., D
ictionnaire 

des sciences philosophiques, 2
e édition, 1875

）
に
負
っ
て
お
り
、
こ
の
箇
所
も

E
m

ile Saisset

の
執
筆
に
よ
る
『
哲
学
辞
典
』
ス
ピ
ノ
ザ
の
項
目
の
一
部

を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る(

25)

。『
哲
学
辞
典
』
の
記
述
に
は
も
ち
ろ
ん
基

づ
く
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
定
義
一
お
よ
び

第
三
部
の
定
理
十
三
注
解
の
記
述
が
そ
れ
に
当
た
ろ
う
。
一
方
で
ま
た
、

兆
民
の
こ
の
文
章
は
、
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
が
『
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
の
道
徳
お
よ
び

現
代
の
学
説
と
の
関
係
』
で
、
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
の
系
譜
を
引
く
者
と
し
て

ス
ピ
ノ
ザ
を
位
置
づ
け
、
そ
の
道
徳
説
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
表
現
に
も
類
似
す
る
。 

 

絶
対
的
な
善
が
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
相
対
的
な
善
と
は
何
な
の
か
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
に
倣
っ
て
次
の
よ
う
に

答
え
る
。「
私
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
確
か
に
有
益
だ
と
思
わ
れ
る
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も
の
を
善
だ
と
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
。」
で
は
、
有
益
で
あ
る
と
は

ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
喜
び
を
生
み
出
す
も
の
で
あ

り
、
喜
び
と
は
欲
望
の
満
足
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
も
や
は
り
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
的
な
定
義
で
あ
る(

26)

。 
 

ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の
文
章
に
は
、
悲
哀
に
関
す
る
記
述
は
な
く
、
エ
ピ
キ
ュ

ロ
ス
ら
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
論
旨
は
『
哲
学
事
典
』
の

記
述
と
、
し
た
が
っ
て
『
理
学
鉤
玄
』
の
記
述
と
完
全
に
合
致
す
る
。
兆

民
が
こ
の
箇
所
を
直
接
参
照
し
た
と
は
言
え
な
い
が
、少
な
く
と
も
兆
民

の
ス
ピ
ノ
ザ
理
解
は
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
ス

ピ
ノ
ザ
主
義
が
『
続
一
年
有
半
』
で
示
さ
れ
た
ナ
カ
エ
ニ
ス
ム
に
大
き

な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
兆
民
が
ス
ピ
ノ
ザ
主
義

を
採
り
入
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
が
ど
れ
ほ
ど
関
わ
っ
て
い

た
か
は
今
後
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
課
題
だ
が
、
そ
の
た
め
の
手
が
か
り

と
し
て
、
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
と
ナ
カ
エ
ニ
ス
ム
と
の
関
連
を
さ
ら
に
い
く
つ

か
指
摘
し
て
お
き
た
い
。 

上
述
の
と
お
り
、
兆
民
が
確
実
に
読
ん
で
い
た
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の
著
作
は
、

一
八
七
九
年
に
刊
行
さ
れ
たL

a m
orale anglaise contem

poraine

で
あ
る
。
こ

の
著
作
は
、
ベ
ン
サ
ム
、
ミ
ル
、
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
ら
の
道
徳

説
を
紹
介
し
、
迷
信
、
奇
跡
、
神
秘
に
基
づ
く
宗
教
に
依
拠
す
る
学
説
を

批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
参
照
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
進

化
論
の
知
見
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
英
国
学
派
の
主
張
に
よ
れ
ば
、

あ
ら
ゆ
る
道
徳
観
念
は
普
遍
的
で
も
不
変
で
も
な
い
と
述
べ
ら
れ
る
。
変

化
は
す
る
も
の
の
普
遍
的
な
の
は
む
し
ろ
利
益
で
あ
る(

27)

。こ
う
し
た
主

張
は
、
兆
民
が
晩
年
、「
天
地
を
極
め
古
今
を
窮
め
て
一
毫
増
損
な
き
」

よ
う
な
「
心
思
の
自
由
」「
意
思
の
自
由
」
を
斥
け
、「
利
害
の
念
」
を
「
道

徳
の
本
根
」
に
位
置
づ
け
た
こ
と
と
合
致
す
る
。 
 

こ
れ
も
上
述
の
と
お
り
、
利
害
の
念
を
正
し
く
も
つ
た
め
に
、
兆
民
は

「
自
省
の
能
」
を
要
請
す
る
が
、
彼
は
「
自
省
の
能
」
の
普
遍
性
を
主
張

す
る
際
、
「
自
省
の
能
を
喪
失
」
し
た
「
狂
病
者
」
を
と
り
あ
げ
、
彼
ら

を
道
徳
の
公
論
形
成
か
ら
除
外
し
て
い
る
（X

:288

）
。
自
省
な
き
人
物

を
「
最
早
人
間
と
は
言
は
れ
な
い
」（X

:290

）
と
述
べ
る
の
も
同
じ
発
想

で
あ
る
。
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
は
『
教
育
と
遺
伝
』（É

ducation et hérédité

、
原
著

1889

）
に
お
い
て
、
美
学
的
・
道
徳
的
理
念
と
し
て
、「
正
常
な
人
間
類

型
」（type hum

ain norm
al

）
を
、
さ
ら
に
は
「
正
常
な
社
会
類
型
」（type 

social norm
al

）
を
考
え
、
百
万
長
者
で
あ
り
な
が
ら
盗
む
こ
と
を
善
い
こ

と
だ
と
考
え
る
よ
う
な
人
は
、「
正
常
な
人
間
類
型
」
か
ら
外
れ
た
「
畸

形
者
」（m

onstre

）だ
と
み
な
し
て
い
る(

28)

。『
義
務
も
制
裁
も
な
き
道
徳
』

に
お
い
て
も
、
殺
人
を
犯
さ
な
い
わ
れ
わ
れ
と
殺
人
を
犯
し
て
し
ま
う
狂

人
（folie

）
と
を
対
比
し
、
本
能
だ
け
で
は
な
く
反
省
（réflection

）
に

立
脚
す
る
こ
と
で
、
狂
人
の
不
道
徳
的
性
向
を
退
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

し
て
い
る(

29)

。 
 

ま
た
、
道
徳
的
行
為
と
し
て
の
自
己
犠
牲
に
つ
い
て
、
兆
民
は
『
理
学

鉤
玄
』
に
お
い
て
、
そ
れ
を
「
利
害
ノ
念
」
の
延
長
で
考
え
、
理
義
の
た

め
に
性
命
を
惜
し
ま
な
い
の
は
、「
理
義
ヲ
以
テ
楽
ト
為
」
す
か
ら
だ
と

述
べ
て
い
る
。
利
己
性
と
利
他
性
の
合
致
と
も
解
釈
で
き
る
こ
う
し
た
自
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己
犠
牲
が
成
立
す
る
の
は
、「
智
竇
益
々
開
ケ
識
見
益
々
進
ム
ニ
及
ビ
」

邦
国
制
度
が
成
立
し
、
そ
れ
ら
に
価
値
を
見
い
だ
す
よ
う
な
判
断
が
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
（V

II:275, 276

）。
こ
こ
に
は
人
間
の

進
化
の
考
え
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
は
、
よ
り
人
間

の
生
命
に
立
脚
し
た
説
明
を
行
っ
て
い
る
。「
人
間
は
自
分
を
偉
大
な
も

の
と
感
じ
、
時
々
自
己
の
意
志
の
崇
高
さ
を
自
覚
し
た
い
と
い
う
欲
求
を

抱
い
て
」お
り
、こ
う
し
た
性
向
は「
生
と
活
動
力
と
の
条
件
そ
の
も
の
」

で
あ
る
。
自
己
の
生
命
を
賭
け
る
こ
と
は
快
楽
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「
犠
牲
は
、
生
命
の
一
般
法
則
に
属
す
る
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
崇
高

に
ま
で
高
め
ら
れ
た
個
人
的
生
そ
の
も
の
」
で
あ
る
。
不
死
へ
の
信
仰
を

も
つ
者
が
命
を
捨
て
る
こ
と
は
あ
る
が
、
信
仰
を
も
た
な
い
者
が
命
を
捨

て
る
の
は
「
生
命
の
発
展
」
の
原
理
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
る(

30)

。 
 

犠
牲
と
し
て
の
死
が
生
命
の
法
則
に
則
っ
た
も
の
だ
と
す
る
と
、
不
死

性
を
新
た
に
考
え
直
す
余
地
が
出
て
く
る
。
霊
魂
の
不
死
を
前
提
す
る
の

と
は
異
な
る
仕
方
で
、
不
死
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
兆
民
は
『
続

一
年
有
半
』
に
お
い
て
、
不
朽
・
不
滅
を
「
軀
体
の
有
す
る
資
格
」
と
し
、

そ
の
理
由
と
し
て
軀
体
（
身
体
）
が
「
若
干
元
素
の
抱
合
よ
り
成
れ
る
も

の
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、「
死
と
は
即
ち
こ
の
元
素
の
解
離
の
第
一
歩

で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
解
離
し
た
元
素
も
空
気
や
土
地
に
混
じ
り

「
必
ず
何
か
の
用
を
為
し
て
、
転
輾
窮
已
無
し
」
で
あ
る
（X

:241

）。
身

体
だ
け
で
な
く
「
無
始
無
終
無
辺
無
極
の
世
界
は
、
畢
竟
有
数
元
素
の
抱

合
に
外
な
ら
ぬ
」（X

:263

）
の
で
あ
り
、
身
体
の
作
用
で
あ
る
精
神
は
「
軀

体
よ
り
発
し
な
が
ら
、之
れ
が
本
体
た
る
軀
体
の
中
に
局
し
な
い
で
」「
直

ち
に
世
界
の
全
幅
を
迄
略
領
す
る
」（X

:269

）。
兆
民
の
議
論
は
単
に
物

質
の
不
死
性
を
説
く
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
基
盤
と
す
る
世
界
の
不
死
性

や
人
間
社
会
の
不
死
性
に
ま
で
展
開
さ
れ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
ギ

ュ
イ
ヨ
ー
は
、『
将
来
の
非
宗
教
』
に
お
い
て
、「
進
化
論
の
哲
学
に
お
い

て
、
生
と
死
は
相
対
的
で
相
関
的
な
観
念
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
生
は
死

で
あ
り
、
死
は
ま
た
個
別
の
形
式
に
対
す
る
生
の
勝
利
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
る
。死
は「
普
遍
的
な
生
の
潜
在
的
な
動
き
」と
も
表
現
さ
れ
る(

31)

。

そ
の
上
で
、
個
人
の
不
死
性
に
つ
い
て
言
え
ば
、
自
然
進
化
の
名
の
下
、

個
人
を
犠
牲
に
す
る
力
と
、
上
部
の
進
化
、
道
徳
的
で
社
会
的
な
進
化
の

名
の
下
、
個
人
の
す
べ
て
を
保
持
す
る
愛
の
力
と
が
あ
り
、
両
者
は
互
い

に
対
立
す
る
関
係
に
あ
る(

32)

。こ
の
対
立
は
個
人
と
い
う
単
位
を
再
考
す

る
こ
と
で
解
消
さ
れ
る
。
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
は
、「
わ
れ
わ
れ
が
魂
と
呼
ぶ
も

の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
向
き
合
っ
て
い
る
外
的
な
統
一
体
の
内
的
存
在
で
あ

り
、身
体
も
同
様
に
そ
の
統
一
体
に
帰
属
し
て
い
る
」と
述
べ
て
い
る(

33)

。 

ギ
ュ
イ
ヨ
ー
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
体
系
に
つ
い
て
「
英
仏
功
利
主
義
者
の

基
本
的
な
理
論
が
含
ま
れ
て
い
る
」(

34)

と
述
べ
、
ま
た
、「
一
切
の
道
徳

的
偏
見
と
闘
う
こ
と
に
つ
と
め
」「
自
己
の
道
徳
性
か
ら
発
す
る
常
に
漠

然
と
し
た
、
い
わ
ば
不
透
明
な
責
務
に
は
も
は
や
従
わ
ず
、
自
己
の
理
性

か
ら
来
る
明
瞭
な
、
い
わ
ば
透
明
な
責
務
に
従
っ
た
」(

35)

こ
と
を
評
価
す

る
。
さ
ら
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
汎
神
論
に
つ
い
て
、「
純
粋
に
主
知
主
義
的
で

合
理
主
義
的
な
汎
神
論
」
と
紹
介
し
て
い
る(

36)

。 
 

以
上
述
べ
て
き
た
一
連
の
兆
民
と
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
と
の
対
比
は
、
い
ま
だ

そ
れ
ぞ
れ
の
類
似
部
分
に
つ
い
て
点
と
点
を
つ
な
ぐ
よ
う
な
段
階
で
、
両
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者
の
思
想
の
全
面
的
な
検
討
を
果
た
せ
て
は
い
な
い
。
ま
た
兆
民
が
ど
れ

ほ
ど
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
を
直
接
参
照
し
た
か
も
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
以
上
の
考

察
か
ら
、
兆
民
と
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の
一
定
程
度
の
類
似
は
示
し
得
た
も
の
と

思
う
。
と
り
わ
け
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
ら
を
介
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
が
、
彼
の

唯
物
論
哲
学
の
形
成
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
こ
と
は
、
ル
ソ
ー
か
ら
の

離
脱
と
併
せ
て
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
唯
物
論
を
基
本
と
す
る
ナ
カ
エ

ニ
ス
ム
の
一
つ
の
課
題
は
、
進
化
論
の
立
場
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
ど
の
よ

う
に
し
て
普
遍
的
な
理
義
の
世
界
を
維
持
す
る
か
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る(

37)

。
そ
こ
で
、
ニ
ー
チ
ェ
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
影
響
を
与
え
た
ギ
ュ
イ

ヨ
ー
と
対
比
す
る
こ
と
で
、
未
完
の
ナ
カ
エ
ニ
ス
ム
が
と
り
え
た
方
向
の

可
能
性
を
示
し
た
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
っ
た
。
日
本
で
は
二

十
世
紀
に
入
っ
て
す
ぐ
ニ
ー
チ
ェ
が
高
山
樗
牛
の
論
文
な
ど
を
き
っ
か

け
に
広
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
次
い
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
多
く
の
読
者

を
得
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
流
行
に
お
い
て
中
江
兆
民
の
遺
産
が

ど
う
受
け
継
が
れ
た
か
も
未
検
討
の
ま
ま
で
あ
る
。
ナ
カ
エ
ニ
ス
ム
と
当

時
の
フ
ラ
ン
ス
思
潮
と
の
再
検
討
が
、
近
代
日
本
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
生

の
哲
学
や
、
社
会
主
義
の
展
開
と
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
と
の
関
係
を
考
察
す
る

こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
ひ
と
ま
ず
本
稿
を
閉
じ
た
い
。 

  

注 
(

1) 

中
江
兆
民
の
文
章
の
引
用
は
、『
中
江
兆
民
全
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九

八
三
｜
一
九
八
六
）
に
拠
り
、
ロ
ー
マ
数
字
で
巻
数
を
、
ア
ラ
ビ
ア
数

字
で
頁
数
を
示
す
。 

(

2) 

三
枝
博
音
『
近
代
日
本
哲
学
史
』（
一
九
三
五
年
初
版
、『
三
枝
博
音
著

作
集
』
第
三
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
）、
永
田
広
志
『
日
本
唯
物

論
史
』（
一
九
三
六
年
初
版
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
六
九
）、
舩
山

信
一
『
明
治
哲
学
史
研
究
』（
一
九
五
九
年
初
版
、『
舩
山
信
一
著
作
集
』

第
六
巻
、
こ
ぶ
し
書
房
、
一
九
九
九
）、
上
山
春
平
『
日
本
の
思
想—

土
着
と
欧
化
の
系
譜
』（
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
七
一
）、
中
村
雄
二

郎
『
西
田
幾
多
郎
Ⅰ
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
）
。 

(

3) 

中
島
隆
博
「
世
紀
の
交
の
霊
魂—

中
江
兆
民
、
井
上
円
了
、
南
方
熊

楠
」（『
エ
コ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
研
究
』
別
冊
七
、
二
〇
一
三
）、
エ
デ
ィ
・

デ
ュ
フ
ル
モ
ン
「
中
江
兆
民
と
仏
教—

井
上
円
了
と
中
江
兆
民
の
論

争
の
再
考
」（『
国
際
井
上
円
了
研
究
』
一
、
二
〇
一
三
）
を
参
照
。 

(

4) 

松
永
昌
三
は
、『
続
一
年
有
半
』
の
口
語
風
文
体
に
は
、
清
書
を
手
伝

っ
た
「
幸
徳
秋
水
の
意
向
が
加
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」、
と
推
測

し
て
い
る
（
松
永
昌
三
『
中
江
兆
民
評
伝
（
下
）』、
東
京
、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
五
、
三
四
六
頁
）。 

(

5) 

同
時
期
に
日
本
で
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
に
着
目
し
て
い
た
人
物
と
し
て
、
一
九

一
四
年
に
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
のL

’art au point du vue sociologique

を
翻
訳
刊
行

（『
社
会
学
上
よ
り
見
た
る
芸
術
』）
し
た
大
西
克
礼
（1888-1959

）
が

い
る
。
少
し
遅
れ
て
九
鬼
周
造
（1888-1941

）
は
、
一
九
二
〇
年
代
末

か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
京
都
大
学
の
現
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
関
す
る

講
義
を
行
い
、
そ
の
中
で
フ
イ
エ
と
と
も
に
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
に
言
及
し
た

（『
九
鬼
周
造
全
集
』
第
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
、
二
七
五
｜
二
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七
九
頁
）。
ま
た
、
波
多
野
完
治
（1905-2001

）
が
一
九
三
六
年
に
大
教

育
家
文
庫
の
一
冊
と
し
て
『
ギ
イ
ヨ
オ
』（『
ギ
イ
ヨ
オ
、
デ
ュ
ー
イ
』、

東
京
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
六
）
を
著
し
て
い
る
。
三
河
隆
之
、「
籠
の

中
の
本
能—

ギ
ュ
イ
ヨ
ー
受
容
に
み
る
近
代
日
本
思
想
の
一
側
面

—

」（『
思
想
史
研
究
』
七
、
二
〇
〇
七
）
を
参
照
。 

(

6) 

宮
村
治
雄
、『
理
学
者
兆
民—

あ
る
開
国
経
験
の
思
想
史
』（
み
す
ず

書
房
、
一
九
八
九
）
補
注
８
「
仏
学
塾
教
科
書
一
覧
」
を
参
照
。 

(

7) 

井
田
進
也
、『
中
江
兆
民
の
フ
ラ
ン
ス
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
、
三

一
九
頁
。 

(

8) 

長
谷
川
進
訳
、『
義
務
も
制
裁
も
な
き
道
徳
』、岩
波
文
庫
、一
九
五
四
、

三
頁
。 

(

9) 

エ
デ
ィ
・
デ
ュ
フ
ル
モ
ン
、「
明
治
時
代
に
お
け
る
パ
ロ
デ
ィ
と
政
治

—

『
三
酔
人
経
綸
問
答
』
と
中
江
兆
民
の
「
喜
悦
の
哲
学
」—

」、

『
ア
ジ
ア
文
化
研
究
』
別
冊
一
八
、
二
〇
一
〇
、
八
二
頁
。
デ
ュ
フ
ル

モ
ン(E

ddy D
ufourm

ont)

は
、« N

akae C
hom

in a-t-il pu être à la fois un 

adepte de R
ousseau et un m

atélialiste athée ? » (E
bisu, 45, 2011) 

に
お

い
て
も
、「
中
江
が
唯
物
論
的
無
神
論
者
で
あ
る
と
同
時
に
ル
ソ
ー
に
惹

か
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
」
が
問
題
で
あ
る
と
し
、『
続
一
年
有
半
』
で

ル
ソ
ー
の
名
前
が
一
言
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
兆
民
の
唯
物
論
的
無
神
論
に
影
響
を
与
え
た
人
物
と
し
て
、

ヴ
ェ
ロ
ン(E

ugène V
éron)

と
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
に
着
目
し
て
い
る
（p. 6, p. 

19

）。
周
知
の
と
お
り
、
兆
民
は
ヴ
ェ
ロ
ン
のL

’E
sthétique

を
『
維
氏
美

学
』
と
し
て
翻
訳
し
て
い
る
。 

(

10) 

宮
村
前
掲
書
、
一
四
二
頁
。 

(

11) 

宮
村
治
雄
は
、
こ
の
実
質
説
の
系
譜
が
、「
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
『
哲
学
史
』

第
一
部
で
の「
マ
テ
リ
ア
リ
ス
ム
」の
位
置
付
け
に
し
た
が
っ
た
も
の
」

だ
と
指
摘
し
て
い
る
（
宮
村
前
掲
書
、
一
八
六
頁
、
注(

10)

）。 
(

12) 

宮
村
治
雄
は
、
こ
の
兆
民
の
批
判
が
、
ア
コ
ラ
ー
ス
（É

m
ile A

collas, 

1826-1891

）
の
『
政
治
科
学
の
哲
学
』（Philosophie de la science politique et 

com
m

entaire de la D
éclaration des D

roits de l’H
om

m
e de 1793, 1877

）
に
見
え

る
実
証
主
義
批
判
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
宮
村

前
掲
書
、
八
五
頁
）。
ア
コ
ラ
ー
ス
は
、
兆
民
と
同
時
代
の
日
本
人
留
学

生
を
多
く
指
導
し
た
学
者
で
あ
り
、
兆
民
が
彼
の
著
作
を
読
み
込
み
利

用
し
て
い
た
こ
と
は
、
宮
村
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
研
究
者
が
指
摘

し
て
い
る
。 

(

13) 

『
理
学
鉤
玄
』V

II:270

以
下
も
参
照
。
宮
村
治
雄
は
、『
続
一
年
有
半
』

に
お
い
て
「
意
思
の
自
由
」
が
否
定
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
、
必
ず
し
も
初
期
の
「
心
の
自
由
（
リ
ベ
ル
テ
ー
・
モ
ラ
ル
）」
論
か

ら
の
大
き
な
変
化
と
み
る
必
要
は
な
く
、
兆
民
の
議
論
は
「
リ
ベ
ル
テ

ー
・
モ
ラ
ル
」
に
「
よ
り
深
い
思
想
的
根
拠
を
与
え
よ
う
と
し
た
も
の
」

だ
と
述
べ
て
い
る
（
宮
村
前
掲
書
、
一
三
九
｜
一
四
〇
頁
）。 

(

14) 

宮
村
前
掲
書
、
一
五
頁
。 

(

15) 

原
文
は
「
義
之
効
」。『
周
易
』
文
言
伝
の
「
利
者
、
義
之
和
也
」
を
踏

ま
え
て
い
る
と
思
し
い
。 

(
16) 
米
原
謙
『
日
本
近
代
思
想
と
中
江
兆
民
』
（
新
評
論
、
一
九
八
六
）
、

二
〇
二
頁
。 
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(
17) 

井
田
進
也
校
注
『
一
年
有
半
・
続
一
年
有
半
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
九

五
、
二
九
八
頁
を
参
照
。 

(

18)

ス
ピ
ノ
ザ
の
唯
物
論
に
つ
い
て
は
、
桜
井
直
文
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
マ
テ
リ

ア
リ
ス
ム—

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
「
内
在
因
」
の
思
想
」（『
現
代
思

想 

臨
時
増
刊
号 

総
特
集
ス
ピ
ノ
ザ
』、
第
二
四
巻
一
四
号
、
一
九
九

六
）
を
参
照
。 

(

19) 

以
上
、
宮
村
前
掲
書
、
五
一
｜
五
二
頁
。 

(

20) 

「
わ
れ
わ
れ
が
自
由
で
あ
る
と
想
像
す
る
も
の
へ
の
愛
や
憎
し
み
は
、

と
も
に
原
因
が
ひ
と
し
け
れ
ば
、
必
然
的
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
も
の

へ
の
愛
や
憎
し
み
よ
り
も
大
き
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
工
藤
喜
作
・

斎
藤
博
訳
、
下
村
寅
太
郎
責
任
編
集
『
ス
ピ
ノ
ザ
・
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
』、

中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
）。
こ
れ
を
兆
民
は
、「
同
一
事
件
ト
雖
モ
吾

人
若
シ
他
人
ニ
於
テ
其
施
為
ス
ル
ト
否
ラ
ザ
ル
ト
ノ
自
由
有
リ
シ
コ
ト

ヲ
認
識
ス
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
愛
シ
若
ク
ハ
之
ヲ
憎
ム
コ
ト
其
自
由
無
カ

リ
シ
コ
ト
ヲ
認
識
ス
ル
ノ
時
ヨ
リ
モ
甚
シ
」
と
訳
し
て
い
る
。
ス
ピ
ノ

ザ
の
原
文
お
よ
び
フ
イ
エ
の
採
用
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
訳
で
は
、
愛
や
憎

し
み
の
対
象
が
自
由
な
存
在
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て
い
る
が
、
兆
民
の

訳
で
は
「
其
施
為
ス
ル
ト
否
ラ
ザ
ル
ト
ノ
」
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
で
、

私
が
他
者
を
愛
し
た
り
憎
ん
だ
り
す
る
自
由
の
意
味
で
解
釈
さ
れ
る
。

い
わ
ば
ス
ピ
ノ
ザ
、
フ
イ
エ
が
存
在
の
本
質
と
し
て
の
自
由
を
論
じ
て

い
る
の
に
対
し
、
兆
民
は
存
在
を
認
識
す
る
主
体
の
「
意
欲
ノ
自
由
」

を
そ
こ
に
読
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。 

(

21) A
lfred Fouillée, H

istoire de la philosophie, Paris, Librairie C
h. D

elagrave, 

1875, p. 295. 

(

22) 

「
是
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
考
フ
レ
バ
、
前
ニ
挙
グ
ル
所
ノ
ス
ピ
ノ
ザ
ー
ノ
一

語
ハ
知
ラ
ズ
識
ラ
ズ
我
儕
ヲ
シ
テ
意
欲
ノ
自
由
ヲ
以
テ
真
ノ
完
備
ノ
在

ル
所
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
ト
謂
フ
可
シ
、
真
理
ノ
没
ス
可
ラ
ザ
ル

コ
ト
此
ノ
如
キ
者
有
リ
」(V

 :326)

。
こ
の
部
分
に
対
応
す
る
フ
イ
エ
の

原
文
は
、« Spinoza nous invite donc lui-m

êm
e à considérer la vraie 

perfection com
m

e libre et com
m

e appelant la liberté d’autrui au lieu de 

l’exclure. » (Fouillée, op.cit., p. 295)

で
あ
り
、「
前
ニ
挙
グ
ル
所
ノ······

一
語
」
と
い
う
限
定
を
加
え
て
い
る
点
、「
真
理
ノ
」
以
下
を
補
っ
て
い

る
点
な
ど
が
異
な
る
。 

(

23) Jean-M
arie G

uyau, L
a M

orale d’É
picure et ses rapports avec les doctrines 

contem
poraines, Paris, Librairie G

erm
er B

aillière, 1878, p. 234. 

(

24) 

『
理
学
鉤
玄
』に
、「
嗚
呼
心
ノ
自
由
ハ
天
下
豈
之
有
ラ
ン
哉
」（V

II:197

）、

「
ス
ピ
ノ
ザ
ー
ノ
所
謂
無
明
ノ
邪
慾
ヲ
去
リ
テ
光
明
ノ
良
願
ヲ
達
ス
ル

ハ
自
ラ
彊
メ
自
ラ
戒
メ
テ
以
テ
是
ニ
至
ル
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
ノ
謂
ニ
非
ラ

ズ
、
他
無
シ
、
吾
人
ノ
心
本
ト
選
択
ス
ル
ノ
自
由
有
ル
コ
ト
無
ケ
レ
バ

ナ
リ
」（V

II:202

）
と
あ
る
の
を
参
照
。 

(

25) 

『
哲
学
辞
典
』
の
原
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

D
ans l’hom

m
e, qu’est-ce pour Spinoza que le bien ? c’est  

 
l’utile; et l’utile, c’est ce qui am

ène la joie et la tristesse. M
ais 

qu’est-ce-que la joie et la tristesse ? La joie, c’est le passage de 

l’âm
e à une m

oindre perfection. En d’autres term
es, la joie, c’est 

le désir satisfait; la tristesse, c’est c’est le désir contrarié. 
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(
26) 

原
文
は
以
下
の
と
お
り
。 

Puisqu’il n’y a pas de bien absolu, qu’est-ce que le bien relatif ? 

Spinoza répond com
m

e H
obbes et Épicure : « J’entendrai par 

bien ce que nous savons certainem
ent nous être utile. » L’utile, à 

son tour, c’est ce qui produit de la joie, et la joie est causée par la 

satisfaction du désir : c’est encore la définition épicurienne. 

(Jean-M
arie G

uyau, La M
orale d’Épicure et ses rapports avec les 

doctrines contem
poraines, op.cit, p. 229.) 

(

27) C
f. Jean-M

arie G
uyau, L

a m
orale anglaise contem

poraine, Paris, G
erm

er 

B
aillière et C

ie, 1879, p. 377. 

(

28)  Jean-M
arie G

uyau, É
ducation et hérédité, Paris, G

erm
er B

aillière et C
ie, 

1889, p. 54. 

(

29) Jean-M
arie G

uyau, E
squisse d’une m

orale sans obligation ni sanction, Paris, 

Félix A
lcain, 1903, p. 134. 

長
谷
川
前
掲
訳
、
一
四
六
頁
。 

(

30) Jean-M
arie G

uyau, E
squisse d’une m

orale sans obligation ni sanction, op.cit, 

pp.146-153. 

長
谷
川
前
掲
訳
、pp. 160-167

。 
(

31) 
Jean-M

arie 
G

uyau, 
L

’Irréligion 
de 

l’avenir, 
Paris, 

Félix 
A

lcain, 
pp. 

458-459. 

(

32) Ibid., p. 464. 

(

33) Ibid., p. 466. 

(

34) Jean-M
arie G

uyau, La M
orale d’É

picure et ses rapports avec les doctrines 

contem
poraines, op. cit., p. 227. 

(

35) Jean-M
arie G

uyau, E
squisse d’une m

orale sans obligation ni sanction, op. cit., 

p.137. 

長
谷
川
前
掲
訳
、
一
五
〇
頁
。 

(

36)  Jean-M
arie G

uyau, L
’Irréligion de l’avenir, op. cit., p. 399. 

(

37) 

宮
村
治
雄
は
、「『
理
義
』
と
は
、
兆
民
が
終
生
愛
用
し
て
や
ま
な
か
っ

た
鍵
概
念
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
宮
村
前
掲
書
、
一

七
〇
頁
）。「
理
義
」
と
い
う
語
は
『
孟
子
』
に
淵
源
し
、
兆
民
も
そ
の

文
脈
を
十
分
踏
ま
え
て
い
る
。 

 


