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ハ
ー
バ

ー

マ
ス

と

マ
ル

ク

ー

ゼ

　
　
　

批
判
理
論
の
規
範
的
基
礎
を
め
ぐ

っ
て
ー

辰

巳

・
伸

知

1

お
よ
そ
あ
る
社
会
理
論
が
、
社
会

に
つ
い
て
の
批
判
的

(貯
三
。・o
げ
)
な
理

論

(↓
げ
oo
二
Φ
)
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り

,(
つ
ま
り
、
既
成
性
に
追
従
す
る
説

明
体
系
で
も
な
く
、
ま
た
独
断
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
単
な
る
道
徳
的
断
罪
に

堕
す
こ
と
も
潔
し
と
し
な
い
と
す
れ
ば
)
、
自
ら
の
規
範
的
な
基
礎
に
つ
い
て

の
反
省
は
避
け
て
は
通
れ
な
い
問
題
だ
ろ
う
。
社
会
的
事
象
を
記
述
し
、
分
析

し
、
因
果
関
係
を
確
定
す
る
こ
と
の
み

に
自
ら
の
理
論
的
営
為
を
限
定
し
よ
う

と
す
る
経
験
的
、
実
証
的
な
社
会
理
論
な
ら
ば
価
値
中
立
性
を
装
う
こ
と
も
可

能
だ
ろ
う
が
、
自
ら
批
判
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
社
会
理
論
な
ら
、
あ
る
い
は
そ

れ
と
な
く
社
会
に
対
す
る
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
を
視
座
に
組
み
入
れ
て
い
る
社

会
理
論
な
ら
、
批
判
が
準
拠
す
る
価
値

へ
の
コ
ミ

ッ
ト
は
不
可
避
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
所
与
の
悪
し
き
社
会
的
現
実
を
告
発
し
、
そ
の
問
題
点
を
分
析
す

る
場
合
に
、
そ
れ
を
行
な
う
社
会
理
論
は

一
体
何
の
名
に
お
い
て
そ
う
す
る
の

か
、
毀
損
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
何
を
擁
護
し
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
批
判
の
権
利
、
批
判
の
拠
点
を
明
確
に
し
、
か

つ
理
論

的
に
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
逆
に
ウ
ェ
ー

バ
ー
的
な
価
値
自
由

(ぐく
Φ『叶h『O
一ザ
Φ凶け)
を
理
論
に
保
証
す
る
要
件
に
も
な
る

だ
ろ
う
し
、.
理
論
の

一
貫
性
を
保

つ
た
め
に
も
必
要
な
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
、

批
判
の
準
拠
点
を
明
示
す
る
こ
と
は
積
極
的
な
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ

の
提
示
と

表
裏
を
な
す
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
理
論
が
敗
北
主
義
に
陥
ら
な
い

た
め
の
要
件
で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
理
論
的
な
仕
事

は
、
特
に
六
〇
年
代
の
末
以
降
、
他
の
誰
よ
り
も
こ
の
作
業
に
自
覚
的
か
つ
主

題
的
に
関
わ
り
あ
う
こ
と
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、、
ハ
ー
バ
…
マ
ス
の
理
論
的
営
為
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
フ
ラ
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ン
ク
フ
ル
ト
学
派
第

一
世
代
が
遺
し
た
遺
産
を
引
き
継
ぎ
、
そ
れ
を
適
切
な
基

盤
の
う
え
で
再
構
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
批
判
理
論
の
ア
ポ
リ
ア
と

彼
が
考
え
る
も
の
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
・初
期
批
判
理
論
が
当
初
も

っ

て
い
た
理
論
的
志
向
を
継
承
す
る
こ
と
が
彼
の

一
貫
し
た
理
論
的
モ
チ
ー
フ
の

　　
　

一
つ
だ

っ
た
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
考
え
て
い
る
批
判
理
論
の
欠
陥
と
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
理

論
の
規
範
的
な
基
礎
が
欠
落
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
(そ
の
他

の
欠

陥
と
し
て
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
明
確
で
信
憑
性
の
あ
る
真
理
概
念
が
欠
如

し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
個
別
専
門
諸
科
学
と
の
生
産
的
な
関
係
が
と
り
結
べ

な
い
と
い
う
こ
と
や
、
民
主
主
義
や
法
治
国
家
の
伝
統
を
過
小
評
価
し
て
い
る

(3
V

と
い
う
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。)

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
三
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
は
、
ま
だ

あ
る
種
の
理
性
概
念
を
保
持
し
て
お
り
、
そ
れ
を
歴
史
哲
学
的
に
展
開
し
て
い

た

(い
わ
ば

「
歴
史
哲
学
的
理
性
概
念
」
を
保
持
し
て
い
た
)
が
、
そ
の
後
ホ

ル
ク
ハ
イ
マ
ー
、
ア
ド
ル
ノ
の

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
や
前
者
の

『
理
性
の
腐
食
』

が
書
か
れ
た
頃
に
な
る
と
、
そ
の
よ
う
な
明
確
な
規
範
性
が
理
論
か
ら
消
え
去

っ
て
し
ま
う
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
の
批
判
理
論
は
、
社
会

ぞ
　

的
現
実
を
分
析
す
る
手
が
か
り
を
失

な

っ
て
し
ま
う
と
言
う
。

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
や
ア
ド
ル
ノ
に
対
七
て
は
そ
の
よ
う
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は

批
判
す
る
が
、
そ
れ
で
は
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
に
上

っ
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
第

一
世
代
の
も
う

一
人
の
代
表
的
人
物

で
あ
る
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
ど
う
い
う
位
置
を

占
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
自
身
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
こ

う
で
あ
る
。

「
確
か
に
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
決
し
て
肯
定
的

(餌hh一『bP蝉什一」丶)
な
思
想
家
で
は

な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
は
、
否
定
性
を
賞
揚
し
た
人
々
の
う
ち
で
は
最
も
肯
定

的
な
思
想
家
で
あ

っ
た
。
彼
に
お
い
て
は
、
否
定
的
な
思
考
は
、
限
定
さ
れ
た

否
定
と
肯
定
的
な
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
の
解
明
と
い
う
弁
証
法
的
な
力
を
保
持

し
て
い
た
。
ア
ド
ル
ノ
と
は
反
対
に
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
語
ら
れ
ぬ
も
の
を
煮

詰
め
て
い
く
こ
と
だ
け
に
自
ら
を
制
限
せ
ず
、
将
来
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
に

〔5
)

直
接
関
わ
っ
た
。」

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と

マ
ル
ク
ー
ゼ
の
最
初
の
出
会
い
は
、

一
九
五
六
年
に
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
で
開
催
さ
れ
た
フ
ロ
イ
ト
国
際
学
会
で
報
告
す
る
た
め
に
、
マ
ル

ク
ー
ゼ
が
戦
後
は
じ
め
て
亡
命
先
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
ド
イ
ツ
へ
帰
国
し
た
時
だ

っ
た
。
当
時
、
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
社
会
研
究
所
で
ア
ド

ル
ノ
の
研
究
助
手
と
し
て
働
い
て
い
た
が
、当
時
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
は
、

自
ら
の
政
治
的
過
去
、
つ
ま
り
マ
ル
ク
ス
主
義
と
結
び
つ
い
た
三
〇
年
代
の
業

績
を
可
能
な
限
り
明
る
み
に
出
さ
な
い
よ
う
に
努
め
て
い
た
。
事
実
、
当
時

「社

,会
研
究
年
報
」
(N
簿
ω
o譯
漆

津
『
ωo陪
9
一臨o
諺
oげ
巷
αq
)
の
バ

ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
は
、

木
箱
に
つ
め
ら
れ
、
釘
を
打
ち

つ
け
ら
れ
、
研
究
所
の
地
下
室
に
隠
さ
れ
て
お

　　
　

り
、
誰
に
も
そ
れ
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
と
い
う
。
そ
ん

な
な
か
で
の
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
帰
国
と
講
演
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と

っ
て
は
「
か

つ
て
の
フ
ラ
ソ
ク
フ
ル
ト
学
派
の
政
治
的
精
神

の
血
肉
化
し
た
姿
と
そ
の
鮮
烈

　　
　

な
表
現
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
瞬
間
」
だ

っ
た
。

し
か
し
、
確
か
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
マ
ル
ク
ー
ゼ

の

「
否
定
的
な
思
考
」

の
い
く
ら
か
や

「肯
定
的
な
オ
ル
タ
:
ナ
テ
ィ
ブ
」
-

批
判
的
社
会
理
論
の

規
範
的
基
礎
1

を
積
極
的
に
示
そ
う
と
す
る
態
度
は
受
け
継

い
だ
が
、
し
か

72



し
マ
ル
ク
ー
ゼ
の

「肯
定
的
な
オ
ル
.タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は

極
め
て
懐
疑
的
だ

っ
た
。
例
え
ば
、
か

つ
て
は
解
放
的
な
力
だ

っ
た
科
学
や
技

術
、
お
よ
び
そ
れ
ら
が
推
進
す
る
生
産
力
は
、
後
期
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て

は
逆
に
解
放
を
妨
げ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
な

っ
て
い
る
と
い
う

マ
ル
ク
ー
ゼ
の

テ
ー
ゼ
は

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
も
同
様
に
引
き
継
い
で
は
い
る
が
、
し
か
し
自
然
と

の
新
た
な
関
係
を
形
つ
ぐ
る
非
抑
圧
的
な
新
し

い
科
学
と
技
術
と

い
う

マ
ル

ク
ー
ゼ
の
肯
定
的
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
は
共
有
し
な
い
。

肯
定
的
な
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
の
提
示
、
つ
ま
り
批
判
の
根
拠
づ
け
、
批
判

的
社
会
理
論
の
規
範
的
基
礎
づ
け
と
い
う
点
で
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
と
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
は
決
定
的
に
袂
を
分
か

つ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
端
的
に
言

っ
て
、
・マ
ル

ク
ー
ゼ
の
規
範
的
根
拠
は
エ
ロ
ス
の
解
放
と
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
美
的
合
理
性

の
出
現
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
そ
れ
は
言
語
に
内
在
す
る
コ

ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
・ン
的
理
性
や
そ
の
全
面
開
花
に
よ
る
支
配
か
ら
自
由
な
相
互

主
観
性
の
樹
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
規
範
的
基
礎
の
設
定
の
相

違
が
も
つ
含
意
を
、
以
下
に
お
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

2

マ
ル
ク
ー
ゼ
と
い
え
ば
、
通
常

「
エ
ロ
ス
の
解
放
」
や

「
本
能
の
反
乱
」
な

ど
と
い

っ
た
言
葉
と
結
び

つ
け
て
と
ら
え
ら
れ
、

一
貫
し
て
そ
の
よ
う
な
思
想

家
だ

っ
た
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
が
ち
だ
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ー
ゼ

像
は
、
五
〇
年
代
以
降
の
も
の
、
特
に
六
〇
年
代
後
半
に

「
学
生
反
乱
」
の
渦

中
で
新
左
翼
の
教
祖
的
な
存
在
、
性
革
命
の
理
論
的
支
柱
と
し
て
祭
り
上
げ
ら

れ
て
い
た
頃
の
も
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ー
ゼ
は

一
九
三
二
年
に

(そ
れ
以
前
は
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
弟
子
だ

っ

た
)
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
社
会
研
究
所
に
参
加
し
、

一
九
三
四
年
か
ら
四

一
年
に

か
け
て
何
本
か
の
論
文
を

「社
会
研
究
年
報
」
に
寄
稿
し
て
い
る
が
、

一
九
三

、

八
年
に
発
表
さ
れ
た
そ
の
う
ち
の

一
本
の

『快
楽
説
批
判
』
(N
霞

国
昏
涛
畠
o
。・

=
o
島
o
巳
ωヨ
ロ
ω)
に
は
、
五
〇
年
代
以
降
の
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
理
論
的
発
想
と
は

か
な
り
異
な

っ
た
、
む
し
ろ
比
較
的
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
マ
ル
ク
ス
主
義
的
発

想
が
現
わ
れ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
そ
の
理
論
的
活
動
の
初
期
か
ら
後
期
に
か
け
て

一
貫
し
て

「幸
福
」
の
名
に
お
い
て
ー

そ
れ
も
個
人
的
で
刹
那
的
な
幸
福
の
感
情
で
は

な
く
て
、
普
遍
的
で
真
の

「幸
福
」
の
名
に
お
い
て
、
「幸
福
の
真
実
、

一
般

　　
　

性

」
と
は
何
か
を
問
う
こ
と
を
通
じ
て
ー

社
会
批
判
を
遂
行
し
て
き
た
思
想

家
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
(
こ
の
点
が
後
に
述
べ
る
よ
う
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と

の
著
し
い
対
照
を
な
す
。)
初
期
の
こ
の

『快
楽
説
批
判
』
と
い
う
論
文
で
は
、

マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
以
来
の
理
性
哲
学
と
快
楽
説
と
の
対
立

に
言
及
し
、
理
性
と
幸
福
と
の
間
、
普
遍
的
な
利
害
と
個
別
的
な
利
害

(個

々

人
の
値
別
的
な
欲
求
)
と
の
間
に
あ
る
対
立
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

対
立
が
不
可
避
で
あ
る
こ
と
の
原
因
を
、

マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
「敵
対
的
な
労
働

関
係
」

つ
ま
り

「疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
見
る
。
そ
の
よ
う
な
労
働
が
支
配
的

な
社
会
的
条
件
の
も
と
で
は
、
個
々
人
の
欲
求
は
不
自
由
の
な
か
で
可
能
に
な

る
欲
求
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
不
自
由
な
欲
求
、
歪
め
ら
れ
た
欲
求
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
対
立
を
解
消
し
、
理
性
と
幸
福
を
宥
和
さ
せ
る
た
め
の
処
方
箋

と
し
て
当
時
の
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
後
の
マ
ル
ク
ー
ゼ
と
は
違

っ
て
制
度
的
枠
組

ハーバーマス とマル クーゼ73



の
変
更
に
訴
え
る
。

「
欲
求
の
充
足
だ
け
で
な
く
、
欲
求
そ
の
も
の
の
う
ち
に
す
で
に
不
自
由
が

浸
透
し
て
い
る
以
上
、
ま
ず
も

っ
て
欲
求
自
体
が
解
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ヘ

へ

も

へ

あ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

へ

ぬ

カ

こ
れ
を
な
し
と
げ
る
の
は
、
教
育
や
人
間
の
道
徳
的
更
新
で
は
な
く
て
経
済
的

政
治
的
過
程
で
あ
る
。
普
遍
的
な
生
産
手
段
の
処
理
、
全
体
の
必
要
に
基
づ
く

生
産
過
程
の
改
編
、
労
働
日
の
短
縮
、
全
体
の
管
理

へ
の
諸
個
人
の
参
加
が
こ

の
過
程
の
内
容
を
な
す
。
現
存
す
る
発
展
の
主
体
的
、
客
体
的
可
能
性
が
あ
ま

(9
)

す
所
な
く
開
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
欲
求
そ
の
も
の
も
変
わ
る
だ
ろ
う
。」
(傍

点
筆
者
)

こ
の
よ
う
な

「経
済
的
、
政
治
的
過
程
」
の
変
革
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
こ
の
時
期
の
マ
ル
ク
ー
ゼ
に
と

っ
て
は
依
然
と
し
て

「
直
接
的
生
産

者
」
1ー
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
る
。

(た
だ
、
い
か
に
も
ぞ
ん
さ
い
に
、
「今

日
、直
接
的
生
産
者
の
も
と
に
あ

っ
て
は
孤
立
は
お
お
む
ね
止
揚
さ
れ
て
い
る
」

と
、
つ
ま
り
労
働
者
階
級
は
連
帯

へ
向
か
う
傾
向
に
あ
る
と
た
だ
言
い
切

っ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
が
。
)

し
か
し
、
そ
の
後

(第

二
次
大
戦
を
境
に
し
て
)
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
変
革
主

体
と
し
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

へ
の
ほ
の
か
な
期
待
は
完
全
な
幻
滅

へ
と
変

ノ

わ
る
こ
と
に
な
る
。
資
本
主
義

の
生
き
た
否
定
だ

っ
た
は
ず

の
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
は
体
制
の
な
か

へ
統
合
さ
れ
、
解
放
を
も
た
ら
す
は
ず
だ
.っ
た
生
産
力

.

は
逆
に
社
会
の
ス
タ
ビ
ラ
イ
ザ
ー
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
う
認
識
を

マ
ル

ク
ー
ゼ
は
も

つ
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
、

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
言
い
方

を
借
り
れ
ば
、
当
時
の
マ
ル
ク
…
ゼ
は

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
道
具
的
理
性
批
判

の
モ
チ
ー
フ
を
共
有
し
て
お
り
、
ス
ペ

イ
ン
内
乱
と
モ
ス
ク
ワ
裁
判
以
後
の
新
し
い
時
代
を
道
具
的
理
性
の
全
体
化
と

し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
マ
ル
ク
ー
ゼ

は
な
ぜ
、ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
や
ア
ド
ル
ノ
と
は
違

っ
て

既
hマ
ヨ
ρ二
く
な
も
の
に
、

つ
ま
り
初
期
批
判
理
論
の
政
治
的
な
意
図
に
忠
実
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き

た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は

『
エ
ロ
ス
と
文
明
』
の

な
か
に
そ
の
答
え
を
見
出
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
フ
ロ
イ
ト

の
衝
動
理
論
の
な
か
に
、
あ
る
自
然
的
な

「
反
抗
的
主
体
性
」
を
見
出
し
、
「衝

動
の
革
新
的
原
動
力
に
対
し
て
至
福
千
年
説
的
な
信
頼
」
を
も
つ
よ
う
に
な

っ

(10
)

た
、
と
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
は
解
釈
す
る
。
(た
だ
し
、
萌
芽
的
な
発
想
と
し
て
は

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
言
う
通
り
か
も
し
れ
な
い
が
、

一
次
元
的
社
会
を
突
破
す
る

エ
ロ
ス
的
な
原
動
力
の
強
調
が
全
面
に
出
て
く
る
の
は
、
も

っ
と
後
、
主
観
主

義
的
、
あ
る
い
は
こ
う
言

っ
て
よ
け
れ
ば
実
存
主
義
的
な
傾
向
が
濃
厚
に
な

っ

て
く
る
六
〇
年
代
後
半
以
降
で
あ
る
。)

か

つ
て
は

「
社
会
的
組
織
形
態
の
変
革
↓
欲
求
の
解
放
」
だ

っ
た
も
の
が
、

五
〇
年
代
以
降
し
だ
い
に

「
欲
求
の
解
放
↓
社
会
的
組
織
形
態
の
変
革
」
と
い

う
方
向
に
重
点
が
移
動
し
て
い
く
。
か
つ
て
は
個
々
人
の
欲
求
お
よ
び
欲
求
充

足
が
単
に
そ
こ
に
個
々
人
の
幸
福
が
住
ま

っ
て
い
る
幸
福
の
座
で
あ

っ
た
の
に

対
し
、
『
エ
ロ
ス
と
文
明
』
以
後
は
し
だ

い
に
幸
福
の
座
で
あ
る
と
同
時
に
変

革
の
拠
り
所
に
な

っ
.て
い
く
。

周
知
の
よ
う
に
、
『
エ
ロ
ス
と
文
明
』
の
モ
チ
ー
フ
は
、
晩
年
の
フ
ロ
イ
ト

の
文
化
ペ
シ
ミ
ズ
ム
、
つ
ま
り

「文
明
は
衝
動
の
抑
圧
の
上
に
の
み
成
り
立
つ
」

と
い
う
テ
ー
ゼ
を
論
駁
ず
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
文
明
の
成
立
と
発
展
は
個

々
人

の
幸
福
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
可
能
ど
な
る
、
と
い
っ
た
フ
ロ
イ
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ト
の
考
え
を
突
き
破
る
こ
と
、
抑
圧
な
き
文
明
が
可
能
で
あ
り
、
個
々
人
の
幸

福
と
そ
れ
の
両
立
可
能
性
を
論
証
す
る
こ
と
が
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
眼
目
だ

っ
た
。

こ
の
課
題
を
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
抑
圧

(d
ロ
8
a
己
o巨
口
αq
)
と

現
実
原
則

(ヵ
8
洋
彎
ω
〇
二
自
甘
)
と

い
う
基
本
概
念
を
歴
史
的
、
社
会
的
に

と
ら
え
返
す
こ
と
に
よ

っ
て
達
成
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、

人
間
の
生
存
に
と

っ
て
最
低
限
必
要
な
基
本
的
な
抑
圧
か
ら
社
会
的
な
支
配
に

と

っ
て
必
要
と
さ
れ
る
過
剰
抑
圧

(N
q
ω肆
昌
oげ
Φ

d
彗
奠
締
5、oざ

昌
αq
)
を
区

別
し
、
ま
た
ア
ナ
ン
ケ
、
す
な
わ
ち
欠
乏
の
存
在
に
よ

っ
て
余
儀
な
く
さ
れ
る

現
実
原
則
か
ら
特
定
の
、
つ
ま
り
資
本
主
義
的
な
利
潤
追
求
と
競
争
原
理
に
よ

っ
て
確
立
さ
れ
る
業
績
原
則

(い
色
ωε
口
αq
ω崗
ぎ
N首
)
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
目
標
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
的
に
条
件
づ
け
ら
れ

た
過
剰
抑
圧
と
業
績
原
則
を
廃
棄
す
れ
ば
、
抑
圧
な
き
文
明
が
可
能
に
な
る
と

マ
ル
ク
ー
ゼ
は
論
じ
た
。

過
剰
抑
圧
の
除
去
に
よ

っ
て
、
性
本
能
は
よ
り
大
き
な
生
の
統

一
を
創
造
し

よ
う
と
す
る
衝
動
と
し
て
の
エ
ロ
ス
へ
と
拡
大
、
成
長
す
る
。
つ
ま
り
、
疎
外

さ
れ
た
労
働
に
適
合
す
る
よ
う
に
飼

い
慣
ら
さ
れ
た
性
本
能
の
あ
り
方
、
性
器

性
愛
の
優
位
と
肉
体
の
非
性
化
を
打
ち
破
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ

ィ
ー
全
体
が
エ
ロ
ス
化
さ
れ
、
さ
ら
に
は
諸
個
人
の
間
で
の
永
続
的
な
エ
ロ
ス

的
関
係
が
形
づ
く
ら
れ
る
。
性
が
自
己
昇
華
を
起
こ
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
衝
動

.が
本
来
の
目
標
か
ら
そ
ら
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
非
抑
圧
的
な
昇
華
の
な
か
で
新

た
な
文
化
、
新
た
な
労
働
の
形
態
を
形
づ
く
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
生
存

競
争
に
強

い
ら
れ
た
苦
役
と
し
て
の
労
働
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
が
廃
棄
さ
れ
、

労
働
と
遊
び
が

一
致
す
る
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。

マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
リ
ビ
ド
ー
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
解
放

に
伴
な

っ
て
、
本
能
と
理
性
の
関
係
も
変
わ

っ
て
く
る
と
主
張
す
る
。
す
な
わ

ち
、
「性
か
ら

エ
ロ
ス
へ
の
変
形
に
つ
れ
て
、
性
の
諸
本
能
は
そ
の
感
性
的
な

秩
序
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
。

一
方
、
理
性
は
感
性
的
に
な
り
、
性

の
諸
本
能
を
守

り
豊
か
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、
必
然
性
を
理
解
し
組
織
す
る
よ
う
に
な
る
。
」

「生
存
競
争
が
、
個
人
の
欲
求
を
自
由
に
発
達
さ
せ
充
足
さ
せ
る
た
め
の
協
力

に
変
わ

っ
て
い
く
程
度
に
応
じ
て
、
抑
圧
的
な
理
性
は
、
幸
福
と
理
性
と
が

一

ぬ

へ

ぬ

ヘ

ヘ

へ

　　
　

致
す
る
よ
う
な

一
つ
の
新
し
い
満
足
の
合
理
性
に
席
を
ゆ
ず
る
。」
(傍
点
原
文
)

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な

「感
性
化
さ
れ
た
理
性
」
や

「満
足
の
合
理

性
」
と
い
っ
た
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
概
念
は
、

一
九
七
七
年

(
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
死
の

二
年
前
)
に
行
な
わ
れ
た
マ
ル
ク
ー
ゼ
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
対
談
の
場
で
も
「
理

性
の
自
然
主
義
的
基
礎
づ
け
」
の
妥
当
性
と
い
う
テ
ー
マ
で
問
題
に
さ
れ
て
い

.る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も

マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
『
エ
ロ
ス
と
文
明
』
に
お
い
て
も
、

あ
る
い
は
そ
れ
以
後
も
こ
の
新
た
な

(と

マ
ル
ク
ー
ゼ
が
考
え
て
い
る
)
理
性

概
念
を
詳
し
く
説
明
す
る
こ
と
も
、
概
念
的
に
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
も
し
て

い
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
技
術
的
、
道
具
的
な
理
性
と
ど
う
違
う
の
か
、
単

に
そ
れ
が
奉
仕
す
る
目
標
が
変
わ

っ
た
だ
け
な
の
か

(だ
と
す
る
な
ら
ば
、
理

性
や
科
学

の
本
来
的
な
中
立
性
を
標
榜
す
る
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
議
論
と

マ
ル

ク
ー
ゼ

の
そ
れ
と
の
見
分
け
が
つ
か
な
く
な

っ
て
し
ま
う
)
、
そ
れ
と
も
質
的

に
新
た
な
理
性
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
な
い
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

と
は
違

っ
て
、

マ
ル
ク
ー
ゼ
は
理
性
概
念
を
し

っ
か
り
と
理
論
的
に
根
拠
づ
け

て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
単

に
ロ
マ
ン
主
義
的
、
直
観
的
に
概
念
を
粉
飾
し
て
い
る
だ
け
と
言
わ
れ
て
も
仕
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　ビ

方
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

六
〇
年
代
の
後
半
に
な
る
と
、
マ
ル

ク
ー
ゼ
は
、
社
会
の
ラ
デ

ィ
カ
ル
な
変

化
、
質
的
な
飛
躍
の
た
め
に
は
、
衝
動
構
造
が
変
化
し
、
破
壊
的
な

エ
ネ
ル
ギ
ー

が

エ
ロ
ス
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
な

「新
し
い
人
間
」

が
登
場
す
る
こ
と
が
前
提
条
件
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。そ
こ
で
、
マ
ル
ク
ー

ゼ
は
、
業
績
原
則
の
専
制
か
ら
解
放
さ
れ
、
新
た
な
感
性
を
身
に
つ
け
た
体
制

の
周
辺
部
に
い
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
、
お
よ
び
彼
ら
に
よ
る

一
次
元
的
過
剰
抑

.圧
社
会
に
対
す
る

「大
い
な
る
拒
否
」

に
期
待
す
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
か
し
、、
よ
く
誤
解
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、

マ
ル
ク
ー
ゼ
は
そ
の
よ
う
な

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
が
革
命
の
主
体
だ
な
ど
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
革
命
的
状
況
を
も
た
ら
す

「触
媒
」
だ
と
考
え
て
い
た
。
何
よ
り
も
政

治
的
ラ
デ

ィ
カ
リ
ズ
ム
に
は
、
自
ら
を
奴
隷
化
す
る
欲
求
ー

搾
取
の
シ
ス
テ

ム
へ
の
奴
隷
化
を
永
遠
化
す
る
よ
う
な
欲
求
1

を
人

々
の
な
か
か
ら
追
放
す

る
よ
う
な

「
ラ
デ

ィ
カ
ル
な
啓
蒙
」

「活
動
的
な
政
治
的
教
育
」
が
必
要
だ
と

　
に
　

マ
ル
ク
ー
ゼ
は
考
え
る
。
『
エ
ロ
ス
と
文
明
』
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
を
用
い

　と

る
な
ら
、
覚
醒
し
た
者
が
覚
醒
し
て
い
な
い
者
に
対
し
て
行
使
す
る

「教
育
独

裁
」

(国
邑

Φ
げ
8

σq
巴
涛
冨
ε
吋)
ー

自
由
で
あ
る
こ
と

へ
の
強
制
-

が
ど

う
し
て
も
避
け
て
は
通
れ
な
い
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
も
ハ
ー
バ
1
マ
ス
と
は

相
違
す
る
点
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ー
ゼ
が
主
張
す
る
エ
.ロ
ス
の
解
放
と
い
う
視
座
か
ら
は
、
「
具
体
的

ユ
ー
ト
ピ
ア
」
が
流
れ
で
る
。
確
か
に
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
は

「特
定
の
制
度
や
諸

関
係
の
青
写
真
を
提
供
す
る

『
具
体
的
な
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
』
は
ア
プ
リ
オ

リ
に
は
規
定
で
き
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
先
の
労
働
と
遊
び
の

一

致
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
も
そ
う
だ
が
、
抑
圧
的
な
環
境
の
創
造
で
は
な
く
美
的

な
環
境
の
創
造

(
ハ
イ
ウ
ェ
イ
や
駐
車
場
で
は
な
く
公
園
や
庭
園
を
つ
く
る
こ

と
)
な
ど
と
マ
ル
ク
ー
ゼ
が
言
う
時
、
彼
は

「具
体
的

ユ
ー
ト
ピ
ア
」
を
語

っ

お
　

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
も
ま
た
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

と
の
大
き
な
相
違
で
あ
る
。
(
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
は
、
意
識
的
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
と

い
う
も
の
を
描
か
な
い
。)
,

3

ハ
ー
バ
ー

マ
ス
は
、

一
九
七
七
年
に
マ
ル
ク
ー
ゼ
と
対
談
し
て
い
る
。
こ
の

対
談
で
は
、
互
い
の
信
頼
感
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、
打
ち
解
け
た
雰
囲
気
の
な
か

で
議
論
が
か
わ
さ
れ
て
は
い
る
が
、
、他
方
、
頑
固

一
徹
の
老
哲
学
者
に
対
し
て

彼
を
敬
愛
す
る
若
き
俊
英
が
執
拗
に
食
い
下
が
る
と
い
う
形
で
二
人
の
理
論
的

お
　

立
場
の
根
本
的
な
相
違
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
も
い
る
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
こ
の
場
で
は

一
貫
し
て
マ
ル
ク
ー
ゼ
の

「
自
然
主
義
的

に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
」
、理
性
概
念
を
拒
否
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
マ
ル
ク
ー

ゼ
と
の
対
立
の
焦
点
に
な

っ
て
い
る
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と

っ
て
は
、
理
性
と

は
言
語
や
理
性
的
な
合
意
、
あ
る
い
は
強
制
な
き
普
遍
的
意
志
形
成
の
う
ち
に

あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
全
面
的
に
隈
な
く
物
象
化
さ
れ
管
理
さ
れ
た

一
次

　ほ
　

元
的
社
会
と
い
っ
た
近
代
社
会
に
つ
い
て
の
と
ら
え
方
に
は
与
し
な
い
。彼
は
、

マ
ル
ク
ー
ゼ

の
よ
う
に

「歴
史
以
前
的
な
内
的
自
然
の
原
動
力
」
に
訴
え
か
け

る
の
で
は
な
く
て
、
自
ら
の
理
論
の
規
範
的
基
礎
を
日
常
的
な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
過
程
か
ら
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
日
常
実
践

(閃
o
彗
ヨ
⊆
巳
冨
ユ
〈
o
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≧
蠶

αq
ω崗
餌鉱
の)
か
ら
、
そ
れ
も
近
代
に
お
い
て
、
近
代
化
の
過
程
で
そ
の
特

性
が
顕
現
し
て
き
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ソ
的
日
常
実
践
か
ら
と
り
出
す
。
認

知
的
、
道
具
的
な
理
性
や
機
能
主
義
的
な
理
性
と
は
異
な

っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ソ
的
理
性
を
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は

、
「
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て

の
あ
り
得
べ
き
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
近
代
の
生
活
世
界
に
お
け
る
日
常
的
な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
か
ら
引
き
出
そ
う
と
す
る
。
し
た
が

っ
て
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
の
社
会
理
論
は
、
そ
う
し
て
得
ら
れ
た
規
範
的
な
根
拠

(近
代
の
イ

デ
ー
)
か
ら
、
現
実
の
資
本
主
義
的
近
代
社
会
の
病
理
現
象
を
撃
つ
と
い
う
構

え
に
な

っ
て
い
る
。

近
代
的
な
世
界
理
解
の
あ
り
方
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に

よ
れ
ば
、
世
界
像
の
脱
中
心
化
、
す
な
わ
ち
世
界
に
お
け
る
何
も
の
か
を
把
握

す
る
際
の
準
拠
枠
と
な
る
形
式
的
世
界
概
念
I
I

存
在
す
る
事
実
の
総
体
と
し

て
の
客
観
的
世
界
、
正
統
的
に
規
制
さ
れ
て
い
る
間
人
格
的
関
係
と
し
て
の
社

会
的
世
界
、
お
よ
び
そ
の
つ
ど
の
発
話
者
自
身
に
よ

っ
て
の
み
特
権
的
に
接
近

可
能
な
体
験
の
総
体
と
し
て
の
主
観
的
世
界
1

の
分
化
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
理
解
の
準
拠
枠
の
徹
底
的
な
分
化
に
伴
な

っ
て
、妥
当
性
の
局
面
が
分
化
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
に
固
有
の
妥
当
性
要

求

(○
①
犀
言

σq
白・き
ω冒
琴
げ
)
が
問
題

化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
客
観
的
世
界
の
あ
る
も
の
に
対
し
て
は

命
題
的
真
理

(買
o
言
ω庄
o口
巴
o
鬢
魯

臣
①δ

の
妥
当
性
要
求
が
問
題
化
さ
れ

る
認
知
的
、
道
具
的
な
妥
当
性
の
局
面
が
対
応
し
、
社
会
的
世
界
の
あ
る
も
の

に
対
し
て
は
規
範
的
正
統
性

(昌
寓
ヨ
o
畝
く
o
困
oげ
江
αq
犀
皿
什)
の
妥
当
性
要
求
が

問
題
化
さ
れ
る
道
徳
的
、
実
践
的
局
面
が
、
主
観
的
世
界
の
あ
る
も
の
に
対
し

て
は
真
正
性

(b
β
け『
①口
け凶N凶け帥け)
や
主
観
的
誠
実
さ

(ω口
豆
①匪

く
Φ
白
曽胃
冨
堕

自
σq閃
①ε

が
問
題
と
な
る
審
美
的
、
表
自
的
局
面
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。
妥

当
性
の
局
面
が
こ
の
よ
う
に
分
化
七
文
化
的
伝
統
に
対
す
る
反
省
的
態
度
が

一

般
化
す
る
に
応
じ
て
、
生
活
世
界
に
お
け
る
合
意
形
成
過
程
は
ま
す
ま
す
伝
統

の
自
明
性
に
依
存
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
り
、
ま
す
ま
す
相
互
行
為
参
加
者
自

身
の
解
釈
過
程
や
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
L
シ
ョ
ソ
的
相
互
了
解
に
依
存
す
る
よ
う
に
な

る

(生
活
世
界
の
合
理
化
)。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
理
性
を
認
知
的
、
道
具
的
な
も
の
に
切
り
縮
め
る
こ
と

に
反
対
し
て

「
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
理
性
」
を
提
唱
す
る
の
だ
が
、
こ
の

理
性
は
、
言
語
能
力
と
行
為
能
力
を
有
す
る
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
L
シ
ョ
ソ
参
加
者
が

自
ら
の
発
言
に
そ
の
つ
ど
結
び

つ
け
て
い
る
妥
当
性
要
求
の
提
出
、
批
判
、
認

証

(田
巳
α
の§
αq
)
と
い
う
局
面
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
的
理
性
は
、
発
言
し
た
り
行
為
し
た
り
す
る
主
体
が
、
他
の
主

体
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
自
ら
の
発
言
や
行
為
に
関
す
る
論
拠
を
提
示
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
相
手
を
納
得
さ
せ
合
意
に
達
す
る
手
続
き
の
な
か
に
見
出
せ
る
。

し
た
が

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
理
性
は
も

っ
ぱ
ら
手

続
き
的
な

(震
oN
o9
邑

)
な
も
の
だ
か
ら
v

一
切
の
内
容
的
な
も
の
は
そ
の

つ
ど
の
コ
ソ
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ソ
ト
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
放
逐
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

マ
ル
ク
ー
ゼ
の
エ
ロ
ス
的
な
理
性
と
は
違

っ
て
、
こ
の
理
性
自
身
が
何
が

真
で
あ
り
、
何
が
善
で
あ
り
、
何
が
美
で
あ
る
か
を
語
り
だ
す
こ
と
は
な
い
。

対
談
で
の
マ
ル
ク
ー
ゼ
と
ハ
ー
バ
ー
マ
、ス
は
、
こ
の
点
で
極
め
て
尖
鋭
な
対
立

を
見
せ
る
。

マ
ル
ク
ー
ゼ
が
、
自
身

の
理
性
の

「自
然
主
義
的
基
礎
」
を
擁
護
し
よ
う
と

し
て
、
二
つ
の
そ
れ
以
上
還
元
不
可
能
な
価
値
判
断
だ
と
彼
が
考
え
る
も
の
、

ハーパーマス とマル クーゼ77



す
な
わ
ち
、
(1
)
生
き
て
い
な
い
よ
り
も
生
き
て
い
る
方
が
よ
い
、
(2
)
悪

し
き
生
活
を
送
る
よ
り
も
よ
き
生
活
を
送
る
方
が
よ
い
、
と
い
う
価
値
判
断
を

基
礎
に
し
て
理
性
概
念
が
得
ら
れ
る
と
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
は
端
的
に
次
の
よ
う
に
質
問
す
る
。

「何
が
よ
り
よ
き
生
活
で
あ
る
か
を
誰
が
決
め
る
の
で
す
か
。」

マ
ル
ク
ー
ゼ
は
こ
れ
に
対
し
、

「
ま
さ
に
そ
の
質
問
に
対
し
て
は
私
は
回
答
を
拒
否
し
た
い
な
。
何
が
よ
り

よ
き
生
活

で
あ
る
か
を
ま
だ
知
ら
な

い
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
救
い
難

い

(
18
)

(げ
o
哺
暈
口
σq
巴
o
ω)
。」

と
答
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
に
と

っ
て
は
、
何
が
人
を
幸
福
に

し
、
何
が
環
境
を
よ
り
美
し
く
し
、
何
が
生
活
を
生
き
る
に
値
す
る
も
の
に
す

る
か
を
元
来
人
は
知

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
判
断
の
源
泉
は
衝
動

構
造
の
う
ち
に
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と

っ

て
は
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
が
提
示
す
る
二
つ
の
価
値
判
断
は

「人

々
が
任
意
に
満
た

す
こ
と
が
で
き
る
空
虚
な
定
式
」
に
す
ぎ
ず
、
実
質
的
な
価
値
判
断
に
関
し
て

.
は
今
こ
の
場
で
人
々
が

一
致
す
る
保
証
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
と
考
え
る
。

マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
覚
醒
し
た
者
が
覚
醒
し
て
い
な
い
者
に
対
し
て
行
使
す
る

「
教
育
独
裁
」
へ
と
原
理
的
に
傾
か
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
わ
け
だ
が
、
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
に
言
わ
せ
れ
ば

「
啓
蒙
す
る
者
が

ま
だ
啓
蒙
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

に
優
越
し
て
い
る
と
自
負
す
る
こ
と
は

、理
論
的
に
避
け
難
い
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
同
時
に
擬
制
な
の
で
あ
り
自
己
訂
正
を
必
要
と
す
る
。
啓
蒙
の
プ

ロ
セ

　む

ス
に
は
、
た
だ
参
加
者
が
い
る
の
み
で
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま

り
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
そ
の
政
治
的
志
向
に
お
い
て
と
同
様
、
理
論
的
志
向

に
お
い
て
も
徹
底
し
て
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
だ
と
言
え
る
。
彼
の

「真
理
の
合

意
理
論
」
に
従
え
ば
、
孤
独
な
思
索
者
が
思
索
の
果
て
に
突
如
真
理
を
発
見
し
、

衆
愚
に
託
宣
を
下
す
と
い
う
よ
う
な
真
理
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
は
出
て
こ
な

い
。
「
啓
蒙
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
た
だ
参
加
者
が
い
る
の
み
」
な
の
で
あ
る
。

ま
た
彼
の
理
論
や
哲
学
と
他
の
経
験
諸
科
学
と
の
関
係
に
し
て
も
、
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
は
、
自
ら
の
立
場
を
他
の
経
験
諸
科
学
と
の
協
同
的
分
業
を
め
ざ
す

「可

お
　

謬
主
義
」
(一ッ帥ロ
一げ
一一凶ωb
P賃
の
)
に
立
脚
す
る
も
の
だ
と
言

っ
て
い
る
。
(
マ
ル
ク
ー

ゼ
は
、
ル
カ
ー
チ
以
来
の
実
証
主
義
批
判
に
棹
さ
し
て
経
験
諸
科
学
を
軽
蔑
し

て
い
た
し
、
ま
た
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
経
験
諸
科
学
と
の
関
係
の
欠
如
が

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と

っ
て
は
批
判
理
論
の
欠
陥
の

一
つ
だ

っ
た
。)
.

ハ
ー
バ
ー

マ
ス
の
基
本
的
な
政
治
的
、
理
論
的
立
場
は
、
初
期
の
頃
の
彼
の

政
治
論
文
の
タ
イ
ト
ル
を
借
り
る
な
ら
、
「
論
議
す
る
こ
と

他
に
何
が
あ

(21
)

る

の

か

?

」

(H
)一ω醤
q
叶一〇
『
①
ロ
ー

鬢
9
の

ω
O
昌
ω
け噌
)

と

い
う

こ

と

に

な

る

だ

ろ

う

。

「
よ
り
よ
き
論
拠
」
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
強
制
を
排
し
た
理
性
的
論
議
と
合
意
の

可
能
性
が
、
近
代
的
な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
構
造
の
な
か
に
は
埋
め
こ
ま

れ
て
い
る
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
文
化
的
合
理
化
す
な
わ
ち
文
化
的
価
値
領
域

の
分
化
と
、
社
会
的
合
理
化
す
な
わ
ち
シ
ス
テ
ム
と
生
活
世
界
の
分
断
お
よ
び

生
活
世
界
の
合
理
化
と
い
う
近
代
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
、
言
語
に
内
在
す
る

合
理
性
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
、

つ
ま
り

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
的
理
性
が
顕
現
し

て
き
た
と
考
え
る
。
合
理
化
に
伴
な
う
近
代
の
否
定
的
側
面
、
つ
ま
り
専
門
家

分
化
と
日
常
文
化
の
遊
離
に
由
来
す
る
文
化
的
貧
困
化
や
シ
ス
テ
ム
.に
よ
る

「生
活
世
界
の
植
民
地
化
」
に
対
抗
で
き
る
規
範
的
な
基
盤
を
、
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
は
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
理
性
に
求
め
る
。
ハ
ー
バ
レ
マ
ス
が
抱
く
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願
望
は
、
よ
り
良
き
論
拠
、
理
性
の
強
制
な
き
強
制
に
の
み
基
づ
く
、
支
配
か

ら
自
由
で
自
律
的
な
公
共
性
領
域
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

官
身
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「近
代
の
分
裂
し
た
諸
部
分
の
宥
和
、
近
代
が
文

.
化
的
な
い
し
社
会
的
、
経
済
的
領
域
で
可
能
に
し
て
き
た
分
化
を
放
棄
す
る
こ

と
な
し
に
、
平
和
な
関
係
の
な
か
で
人
が
真
に
自
律
性
と
相
互
依
存
を
獲
得
で

き
る
よ
う
な
共
生
の
形
態
を
見
出
す
と
い
う
理
念
、
後
ろ
向
き
の
実
体
的
な
共

同
体
が
も
つ
い
か
が
わ
し
さ
を
も
た
な
い
集
団
の
な
か
で
人
が
ま

っ
す
ぐ
に
歩

ま
　

め
る
と
い
う
こ
と
」
が
彼
の
願
望
と
な
る
。

し
か
し
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
と
は
違

っ
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は

「具
体
的

ユ
ー
ト

ピ
ア
」
を
描

こ
う
と
は
し
な
い
。
「よ
き
生
活
」
や

「
幸
福
」
を
理
論
的
に
あ

ら
か
じ
め
規
定
し
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
立
場
は
ほ
ど
遠

い
。
近
代
の
脱
中
心
化
さ
れ
た
世
界
理
解
や
生
活
世
界
の
合
理
化
、
あ
る
い
は

手
続
き
的
合
理
性
の
概
念
か
ら
「完
全
に
合
理
的
と
な

っ
た
生
活
形
態
の
理
念
」

(23
)

と
い
う
意
味
で
の

「
よ
き
生
活
」
の
理
念
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
合

理
化
さ
れ
た
生
活
世
界
の

一
般
的
構
造
や
高
度
に
発
展
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ソ
的
基
礎
構
造
を
、
特
定
の
、
具
体
的
な
、
必
ず
複
数
で
現
わ
れ
る

「
成
功

し
た
生
活
形
態
」
(σq
Φピ
ロ
αq
①口
Φ
い
①び
Φ
口
ωho
村日
Φ
ロ
)
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
を

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
再
三
強
調
し
て
い
る
。
(な
お
、
時
折
誤
解
さ
れ
る

こ
と
だ
が
、
「理
想
的
発
話
状
況
」
と

い
う
タ
ー
ム
ー

最
近
の
ハ
ー
バ
ー

マ

ス
は
用
い
な
く
な

っ
て
い
る
が
ー

は
、
経
験
的
な
も
の
で
あ
れ
可
能
的
な
も

の
で
あ
れ
、
特
定
の
具
体
的
な
生
活
形
態
を
指
し
示
す
も
の
で
は
な
い
。
何
よ

り
も
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
こ
の
タ
ー
ム
を
、
討
議
に
お
い
て
討
議
参
加
者
が
討

議
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
は
必
然
的

に
相
互
に
引
ぎ
受
け
ざ
る
を
得
な
い
反

事
実
的
な

(犀
O
昌
什『曽h鋤吋
け一〇〇〇
げ
)
想
定
と
し
て
用
い
て
い
る
。
「
理
想
的
発
話

状
況
の
先
取
り
」
と
い
う
形
で
討
議
の
前
提
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
ハ
!

バ
ー
マ
ス
が
こ
の
言
葉
を
用
い
る
際
の
ね
ら
い
で
あ

っ
て
、
望
ま
七
い
、
あ
り

得
べ
き
生
活
形
態
、
す
な
わ
ち

一
種
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
指
し
示
す
言
葉
と
し
て

は
使

っ
て

い
な
い
。)

ま
・た
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、「福
祉
国
家
の
危
機
と

ユ
r
ト
ピ
ア
的
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
枯
渇
」
と
い
う
論
文
で
、
現
在
の
歴
史
意
識
か
ら
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
回
収
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ポ
ス
ト

・
モ
ダ

ソ

的
な
主
張
に
対
し
て
、
終
末
に
達
し
た
の
は
特
定
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
つ
ま
り

「労

働
社
会
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」

(他
律
的
な
労
働
か
ら
の
解
放
)
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
「
労
働
社
会
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
に
対
し
て

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
社
会
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
を
対
置
す
る
こ
と
に
は
極
め

て
慎
重
で
あ
る
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と

っ
て

「
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
社
会
」

か
ら
規
範
的
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、
無
傷
の
相
互
主
観
性
と

い
う
形
式
的
な
側
面
、
「
よ
り
よ
き
、
よ
り
リ
ス
ク
の
少
な
い
生
活
の
可
能
性

ヘ

へ

ぬ

ら

へ

ゐ

ヘ

ヘ

へ

を
、
自
分
自
身
の
欲
求
と
洞
察
に
従

っ
て
自
発
的
に
実
現
す
る
状
態
に
当
事
者

、

、

(24
)

自
身
を
置
く
」
(傍
点
原
文
)

一
般
的
な
諸
条
件
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は

「よ
き
生
活
」
を
導
き
出
す
た
め
の
必
要
条
件
で
し
か
な
い
、
と

ハ
ー
バ
ー
マ

ス
は
考
え
る
。

マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
本
能
的
基
底
層
や
エ
ロ
ス
の
解
放
を
自
ら
の
理
論
の
規
範

的
基
礎
に
選
ん
だ
。
そ
こ
に
は
、
い
わ
ば
幸
福
の
約
束
が
宿

っ
て
い
る
。
し
か

し
、

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
本
能
的
基
底
層
や
衝
動
構
造
を
そ
れ
自
体
と
し
て
理

論
的
考
察
の
対
象
に
は
し
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
衝
動
構
造
に
内
在
す
る
ど
の

ハ ーバ ーマス とマル クーゼ79



よ
う
な
欲
求
が
充
足
に
値
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
欲
求
充
足
が
幸
福
を
.も
た

ら
す
の
か
、
な
ど
と
い
っ
た
問
い
に
は
関
わ
ら
な
い
。
彼
に
と

っ
て
欲
求
と
は
、

言
語
を
介
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
に
入
り
こ
ん
で
く
る
場
合
に
の
み

問
題
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ー
ゼ
と
は
違

っ
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

に
と

っ
て
は

「衝
動
構
造
に
実
際
に
潜
ん
で
い
る
も
の
は
、
実
質
的
な
内
容
と
、

さ
ら
に
具
体
的
な
状
況
で
附
題
に
な
る
も
(25)
の
」
で
し
か
な
い
。
例
え
ば
、
八
ー

バ
ー
マ
ス
は
、
次
の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
。
、

「
社
会
文
化
的
な
発
展
段
階
に
お

い
て
、
動
物
的
行
動
は
妥
当
性
要
求
の
命

令
の
も
と
で
再
組
織
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
言
語
は
変
換
器
と
し
て
の
機
能
を

果
た
す
。
感
覚
、
欲
求
、
感
情
と
い
う
よ
う
な
心
的
過
程
が
言
語
的
相
互
主
観

性
の
構
造
に
入
り
こ
む
と
き
、
内
的
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
あ
る
い
は
状
態
は
、
志
向

的
内
容
に
変
わ
る
。
す
な
わ
ち
諸

々
の
志
向
は
、
た
だ
反
省
的
な
も
の
と
し
て

の
み
、
す
な
わ
ち
相
互
に
期
待
さ
れ
た
志
向
と
し
て
の
み
、
時
間
を
越
え
て
安

お
　

定
化
さ
せ
ら
れ
得
る
。」

こ
の
よ
う
な
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
考

え
に
対
し
て
は
、
そ
れ
は
内
的
自
然
を
言

語
に
吸
収
し
て
し
ま
う

一
種
の
言
語
観
念
論
だ
と
い
う
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
る
恐

れ
が
あ
る
抛
、
そ
れ
に
対
し
て
は

ハ
ー
バ
レ

マ
ズ
は
、
自
分
は
た
だ
生
物
学
的
、

物
理
学
的
な
有
機
体
的
基
盤
の
三
人
称
的
な
記
述
を
放
棄
し
て
、
当
事
者
た
ち

に
よ

っ
て
相
互
主
観
的
に
共
有
さ
れ
た
生
活
世
界
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ

か
ら
心
的
過
程
に
ア
プ

ロ
ー
チ
し
て
い
る
だ
け
で
あ

っ
て
、
内
的
自
然
を

「
文

(28
V

化
主
義
的
な
霧

へ
と
蒸
発
」さ
せ
て
し
ま
う

つ
も
り
は
な
い
と
弁
明
し
て
い
る
。

し
か
し
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
フ
ロ
イ
ト
の
メ
タ
心
理
学
に
か
わ
る
衝

動
構
造
の

「
三
人
称
的
記
述
」
を
確
保

し
な
い
限
り
、
言
語
外
的
な
対
象
ど
し

て
の
内
的
自
然
そ
の
も
の
は

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と

っ
て
は
未
知
の
ま
ま
に
と
ど

ま
る
こ
と
に
な
る
。
ち
ょ
う
ど
フ
ロ
イ
ト
が
自
我
と
エ
ス
の
関
係
に
つ
い
て
イ

メ
ー
ジ
し
て
い
た
よ
う
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体

の
背
後
や
足
下
に
黒
々
ど
し
た
未
知
の
領
域
が
広
が

っ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
も
た
ざ
る
を
得
な
い
。

マ
.ル
ク
ー
ゼ
の
理
論
に
対
す
る
規
範
的
基
礎
づ
け
の
仕
方
は
、
そ
れ
自
体
が

理
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
単
な
る
批
判
の
根
拠
の
提
示
だ
と
い
う
点

で
は
、
理
論
家
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と

っ
て
は
理
論
家

マ
ル
ク
ー
ゼ
は
単
な
る
反

面
教
師
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
が

ユ
ー
ト
ピ
ア
的
で
あ

り
vし
た
が

っ
て
よ
り
多
く
を
約
束
す
る
の
に
対
し
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
没

ユ
ー

ト
ピ
ア
的
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
あ
ま
り
多
く
を
約
束
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

理
論
家

ハ
ー
バ
ー

マ
ス
の
欠
陥
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
を

含
め
て
、
フ
ラ
ソ
ク
フ
ル
ト
学
派
第

一
世
代
の
大
き
な
遺
産
の
う
ち
の

一
つ
は
、

内

的

自

然
ー

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
以
前

的

な

、
あ

る

い

は

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
　　

シ
ョ
ソ
に
よ

っ
て
と
り
こ
ぼ
さ
れ
る
内
的
自
然
ー

の
問
題
だ

っ
た
は
ず
だ
が
、

今
の
と
こ
ろ

ハ
ー
バ
ー

マ
ス
に
と

っ
て
は
、
こ
の
内
的
自
然
は
、
巨
大
な
暗
部
、

理
論
が
手
を

つ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
領
域
で
あ
り
続
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

注(
1
)
本
稿

は
、

一
九
九

一
年
十
月

五
日
と

六
日

の
両
日
に
福
島
大
学
で
開
催
さ
れ
た

「社
会
思
想
史
学
会

第
十

六
回
大
会
」
で
発
表
し
た
内
容
に
若
干
の
加
筆

訂
正

を
施

し
た
も

の
で
あ

る
。
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(
2
)
よ
り
具
体
的
な
批
判

と
継

承

の
プ

ラ
ン
に

つ
い
て
は
、
『
コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
.

ソ
的
行
為

の
理
論
』

の
末
尾
、
第
八
章
第

三
節

「
批
判
的
社
会

理
論
の
課
題
」

に

お

い
て
示
さ
れ

て
い
る
。

(3
)
田

び
Φ
§

ρ
ω
ヒ

δ

Z
窪

Φ
q
昌
ま

Φ
睦

。
匿

写

匿

广
H
り
c。
μ

Φ
α
三
。
諺

§

爵
§

歹

ω
●H
①
刈
臨
・

(4

)

規

範

的

基

礎

の
欠

落

、

な

い
し

は
曖

昧

さ

と

い
う

批

判

は

、
ま

た

、

ハ
ー
バ

ー

マ

ス

の
ポ

ス
ト

・
モ
ダ

ニ
ズ

ム

批

判

、特

に

フ
ー

コ
ー
批

判

の
要

と

な

っ
て

い

る
。

ハ
ー

バ

ー

マ

ス
に

よ

れ

ば

、

フ
ー

コ
ー

の
権

力

批

判

は

、

一
種

の
価

値

自

由

を

装

っ
て
規

範

的

な

根

拠

を

明

示

し

よ

う

と

し

な

い
が

、

に
も

か
か

わ

ら

ず

批

判

で
あ

る

限

り

は

規

範

へ
の

「
恣

意

的

な
党

派

性
」

を

も

た
ざ

る
を

得

癒

く

な

る

よ

う

な

「
隠

れ

規

範

主

義

」

(国
同
む

8
昌
o
「
ヨ
9
二
鼠
ωヨ
目
ω)

で

あ

る

。

国
9
げ
奠
日
鋤
ρ

U
奠

℃
げ
ま

ω
ε

臣
ω
o
冨

∪
凶の
吋
霞

ω
α
㊤

ζ

o
α
Φ
諺

ρ

H
O
◎。
伊

ω
目
冨

匿

巳
弓

(5

)

田

び
Φ
§

四
ω
㌔

巨

。
ωε

『
冩

げ
・旦

募

。冨

中

。域
一や

N
壽

冨

き

匿

αq
ρ

H㊤
。。
♪

ω
昌

時

僧
日
歹

ω
.G。
b。
O
.
小
牧

治

、
村

上
隆

夫

訳

、
『
哲

学

的

.・
政

治

的

プ

ロ

フ

ィ
ー

ル

』

(下

)
、

一
九

八

六
年

、
未

来

社

、

一
〇

六

-
七

頁

(6

)
.田

げ
。
巷

餌
ρ

、、↓
冨

巨

巨

け艶

Φ
N
。
冨

魯

『
洋

凄

ω
。
N
巨

ぐ

ω9

毒

αq
"
国
暑

国
o
蒔

『
9
言
Φ
「

目
o
o
吋

》
α
〈
き

けo
αQ
①

o
臨
拶

目

ω8
二
$

ロ
団

O
買

o
のω
ぞ
①

=
o霞

..》

§

駐

ホ

(H
Φ
c。
O
)

"
や
H
H
O
.

(7
)

口
夢

臼

ヨ
田
ρ

℃
匪

o
ω
o
℃
ず
蓉

『
ら
島

薩

。
ゲ
①
℃
8

臣
一P

の
.ω
鵠

●
邦

訳

、

下

巻

、

一

〇

九
頁

(
8

)

竃
費

o
器

ρ

..N
鬟

閑
馨

涛

α
①
ω

国
巴

o
巳
ω
ヨ
亘
ω
.、℃

鵠
o
旨

①
畧

寓

霞
8

ωo

ω
o
訂

捧

Φ
昌
じd
鋤
巳

ω
矯
H
Φ
『
ρ

ω
目
年

臣

日
歹

ω
b
刈
9

田
窪

清

秀

他

訳

、

『
文

化

と
社

会

』

(
上
)
、

一
九

七

二
年

、
せ

り

か

書

房

、

二

}
五
頁

「
批

判

理

論

が
.、

社
会

の

理
性

的

形

態

を

決

定

す

る

の

に
必

要

な

諸

概

念

を

明

確

に

と

ら

え

よ
う

と

す
れ

ば

、幸

福

の
真

実

、幸

福

の

一
般

性

は

何

か

と

い
う

問

い
に

答

え

ね

ば

な

ら

な

い

。」

(
9
)

①
び
幽
`
oっ
●bo
刈
り
.
邦

訳

、

二

二
九

頁

(10
)

=
曽
び
興
導
餌
ρ

斜
鈩
O
."
ω
.G。
ω
O
.
邦

訳

、
下

巻

、

一
二

一
1

二
頁

(
11
)
冨

§

。。
ρ

屋

Φ
げ
ωぎ

ぎ

村

自
巳

O
。
ω
§

。護

ρ

閏
畧

Φ腎

§

§

ω
Φ

ω
o
耳
洋

魯

bU
曽
巳

伊

H
簿

ρ

ω
導

鞐

o
巳
歹

QD
・H
㊤
O
-μ
●
南
博

訳

、
『
エ

ロ
ス
的

文

明
』
、

一
九
五
八
年
、
紀

伊
国
屋
書
店

、

二
〇

二
⊥

二
頁

.
(12
)
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
文
章
を
参

照
。

「
新
た
な
現
実
原
則
が
現
わ
れ

る
。
そ

も

も

へ

も

も

ぬ

へ

.の

も

と

で

は

、
新

た

な
感

性

と
脱

昇

華

さ

れ

た

科

学

的

知

性

が

美

的

な

エ
ー

ト

ス

の

創

造

に

お

い

て
結

び

つ
く

で
あ

ろ
う

。
」

(傍

点

原

文

)

ζ
鉾

o昜

ρ

ト
ミ
穿

恥亀

§

ミ

書
§
職
§

レ

8

P

bu
$

o
自

津

Φ
ωρ

b
・bo
虧
・

(13

)

竃
費

2

ωρ

毎
遷
穿

恥塁

§

卜
§

ミ
§

蕊
も

.昭

■

(14

)
竃

弩

oロ
ωρ

↓
二
Φ
び
ω偉
ロ
霹
ロ
村
§

Ω
O
①
ω
o
ロ
。。
o
冨

盈

ω
・H
㊤
b。
・ω
`
邦

訳

、

二
〇

四

頁

(15

)
護

贄
8

ωP

郎
毳
雰

恥
遑

§

ミ

富
ミ
味脳§

も

●◎。
Q。
隼

(16

)
国
p
げ
興

ヨ
器

"
錚
P
O
二
QD
・b。
O
α
hh.
邦

訳

、
下
.巻

、

二

六
頁

以

下

バ
ー7

)

ク

ラ

ウ

ス

・
オ

ッ

フ

ェ
は

、

古

典

的

批

判

理

論

は

一
種

の
犠

牲

理

論

(三

?

ユ
巳

鑓

ま

昌

爵
o
o
亳

)

で
あ

り

、

後

期

資

本

主

義

社

会

の
分

析

に

は

適

当

な

も

の

で

は

な

い

と

し

て

い

る
。

Ω

9q
の
O
臣
ρ

O
§

ミ

ミ
ミ

§

恥
黛

ミ
馬
§

さ

蕊

の
ミ
黄

H
㊤
c。
♪

国
暮
o
ピ
器

o
P

娼
b
㎝
α
.

(
18
)

国
9。
げ
霞
巨
僧
ρ

錚
鉾
O
`
ω
・b。
Q。
刈
.
邦

訳

、
下

巻

、

五

八
.ー
九

頁

(
19
)

国
菩

o
『ヨ
曽
ρ

↓
げ
8

ユ
⑦

ρ
巳

℃
「輿

笋

H
㊤
刈
ド

ω
ロ
窪

訂

日
噂

$
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