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一

暗
示

与
件

論
点、

「

社
会
化」

生

「

外
面
性」

隠
喩

込

生

社
会

「

調
和」

論

論
拠、

押

開

、

部
分
的

都
度

文
脈

触

『

宗
教』

「
」

「

調
和」

論

前
提
的

問
題
機
制
全
体

論
点

布
置

Ⅰ

問
題

第

論―

論
文（

上）『

国
際
文
化
学
研
究』

号

（
）「

社
会
哲
学」

的
論
稿

（
）

生

社
会

「

調
和」

論

（
）「

召
命」

概
念

用
法

Ⅱ

『

宗
教』

立
論
機
制

（
）

（
）

普
遍
主
義

個
人
主
義

Ⅲ

第

論

―

論
文（

中）
：

『

国
際
文
化
学
研
究』

号

（
）

相
互
作
用
概
念

（
）「

内
的『

社
会
化』」

（
）

宗
教

社
会

（
）

相
違
論

（
）「

調
和」

論

問
題
機
制

論
題
構
図：

本
稿

〈
〉

生

論

個
性

一
般
関
係

〈
〉「

社
会
化」

生

客
観
化
形
式

特
性
論

と
し
て
の

ア
プ
リ
オ
リ

と

の
の

の
ア
ポ
リ
ア

の

ア
ナ
ロ
ジ

と

ア
プ
リ
オ
リ

と
は
な
に
か

と

モ
テ
ィ

フ

の

と

の
カ
テ
ゴ
リ

に
お
け
る

の

の

と
し
て
の
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（
）「

調
和」

論

問
題
機
制

論
題
構
図

�

の

と

ジ
ン
メ
ル
が

や

に
と
ど
め
て
い
る

そ
し
て

の

へ
の

と
い
う

に

め
た

と

の

の

こ
れ
ら
を

し

く
に
は

こ
こ
ま
で

に
そ
の

の

に
お
い
て

れ
て
き
た
に
す
ぎ
な
い

と

い
か
に

に
お
け
る
こ
の

の

な

と
そ
こ
で
の

の

を
ま
と
め
な
お
し
て
み

Ｇ
・

「

社
会

可
能

」

ジ
ン
メ
ル
に
お
け
る

は
い
か
に
し
て

か

―
―

第

論

思
想
的
意
味（

下

）

３

１

ア
プ
リ
オ
リ

の

の



二

必
要

。

私
達

全
機
制

見
通

、

地
点

達

。

構

図

確
認

、

論
証

暗

位
相

置

示
唆
的、

与
件
的
論
点

他

論
稿

援
用

論
題

引

上

不
可
能

。

問
題
機
制

確
定
、

論
点
補
充
、

同
時

生

社
会

「

調
和」

論

意
味

正
当
化
様
式

最
終
的

確
定

。

思
想
家

統
一

感
受
性

、

統
一

困
難

意
識

感
受
性

、

歴
然

。

社
会

議
論

「

調
和」

言

、

無
理

強
引

正
当
化

容
易

想
像

。

実
際
私
達

、「
」

論
稿

、

第

論

着
目

特
異

作
品

終
章

思

。

私
達

、

正

当
化

客
観
的
妥
当
性

度
合

問

意
図

持

。

私
達

明

、

賛
否

評
価

別

、

読

取

論
拠

確
定

。

議
論

総
合
的

判
断

、『

宗
教』

「
」

前
提

生

社
会

「

調
和」

関
心
、

二

座
標
軸

。

一

、

生

客
観
化
形
式

関
係、

二

個
性

一
般

関
係、

二

軸

。

平
等

不
平
等

軸
、

後
者

軸

派
生
的

含

、

断

必
要

。

後
者

軸
、

前
者

応

生

客
観
化
形
式

両
方

位
相

問

。

二

軸

明
確

、

生

宗
教

関
係

社
会
論

「
」

的

重

。

他

関
係

一
見
類
似

座
標
軸

導
出
可
能

、

生

社
会

関
係

問
題
機
制

全
幅

問

不
十
分

。

、

宗
教

「

宗
教
Ⅰ」

「

宗
教
Ⅱ」

、

社
会

生

相
互
作
用

客
観
化
形
式

「

社
会
化」

重

内
的
論
理

外
的
幅
員

持

。

二

座
標

る

が
あ
る

は
そ
の

を

す
こ
と
が
で
き
る

ま
た
そ
う
せ
ね
ば
な
ら
な
い

に
い
ま

し
て
い
る

こ
の

の

が
な
さ
れ
な
い
か
ぎ
り

の
グ
ラ
デ

シ
ョ
ン
に
お
い
て

の

に

か
れ
て
い
る

を

の

を
も

し
つ
つ

へ
と

き

げ
る
こ
と
は

で
あ
る

の

と

こ
の

は

に
ジ
ン
メ

ル
の

と

の

の

と
そ
の

を

に

す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る

ジ
ン
メ
ル
が

さ
れ
た

で
は
な
く

そ
の

の

さ
こ
そ
を

し
つ
づ
け
た

で
あ
っ
た
こ
と
は

と
し
て
い
る

そ
れ
ゆ
え

を
め
ぐ
る

に
お
い
て

な
ど
を

い
つ
の
る
か
ぎ
り
は

か
な
り

を
し
た

な

た
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

に

で
き
る

は

い
か
に

と
い
う

は

ア

プ
リ
オ
リ

に

す
る
か
ぎ
り
は

な

で
あ
っ
た
こ
と
を

に
お
い
て
の
べ
た
い
と

っ
て
い
る

は
い
ま
は

の

の

い
を

う

を
ま
っ
た
く

っ
て
い
な
い

が

ら
か
に
し
た
い
の
は

や

は

と

し
て

ジ
ン
メ
ル
の
テ
ク
ス
ト
か
ら

み

れ
る

の

で
あ
る

こ
こ
ま
で
の

を

に

す
る
か
ぎ
り

と

い
か
に

に
お
い
て

さ
れ
て
い
る

と

の

は

つ
の

か
ら
な
っ
て
い
る

す
な
わ
ち

つ
は

と
そ
の

の

つ
は

と

の

こ
の

つ
の

で
あ
る

と

の

が

の

に

に

ま
れ
て
い
る
こ
と
は

も
は
や

る

は
な
か
ろ
う

こ
の

の

は

に

じ
て

と
そ
の

の

の

に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ

わ
れ
る

こ
の

つ
の

が

に
そ
ろ
う
の
は

ジ
ン
メ
ル
が

と

の

を

に

ア
ナ
ロ
ジ

に

ね
て
い
る
か
ら
で
あ
る

の

を
モ
デ

ル
と
し
て
も

の

は

で
あ
る
が

と

の

を
そ
の

の

に
お
い
て

う
に
は

で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
の
み
る
と
こ
ろ

に
お
け
る

と

は

に
お
け
る

の
カ
テ
ゴ
リ

と
し
て
の

と
そ
の

で
あ
る

に
ほ
ぼ

な
る

と

を

っ
て
い
る

で
は
こ
の

つ
の

ー

ー

ー

３



三

軸

交
叉

、

最
終
的

生

社
会

「

内
的『

社
会
化』」

論
的

「

調
和」

方
向

問
題

機
制
全
体

構
想

、

事
態

。

素
朴

反

応

予
想

、

再
度

断

方

思

、「
」

、

二

軸

明
示
的

。

、

『

宗
教』

生

客
観
化
形
式、

「

宗
教
Ⅰ」

「

宗
教
Ⅱ」
二
層
論

重

前
提

。「
」

議
論
、

表
層
的

、

第

：
（「

社
会

化」
）

一
般
性、

第
：

（

個
別
的
生

）

個
性、

第

論：
「

社
会
化」

生

「

調
和」

、

構
図

、

二

軸

交
叉

生

四

象
限

逐
次
論

。

四

象
限
、

潜
在
的

立
論

前
提

作
用

。

私
達
、

前
稿

相
互
作
用
概
念

論

個
所

、

第

一
般
性

意
味

、「

社
会
化」

意

味

、

生

意
味

扱

。

『

宗
教』

相
互
作
用
論

、

私
達

引
用

文
言

注
意
深

吟
味

、

二

議
論

同
時

含
意

。

、

以
下

私
達

議
論

目
的
、

同

四

象
限

各
々

解
説

。

問
題

、

生

「

社
会
化」

宗
教
論

「

」

語

結
合

正
当
化
様
式

究
明

。

様
式

着
目

、

「

調
和」

論

論

題

中
心
的
布
置
、

生

水
準

「

社
会
化」

上
昇

形

事
態

整
理

、

次

構
成

推
測

。

問
題

複
雑

、

図
式
的
体
裁

語

。

〈
〉

生

論

個
性

一
般
関
係

問
題
、

生

「

宗
教
心」

「

社
会
性」

概
念
提
示

踏

、

二
種

問

分
岐

。

〈
〉

―

①
個
別
的
生
内

〈
〉

―

②
個
別
的
生
間

を

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

し
か
も

に
は

と

を

に

さ
せ
る

に
お
い

て

の

を

す
る
と
す
れ
ば

は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か

ミ
ス
リ

デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
と
い
う

な

が

さ
れ
る
の
で

こ
こ
で

っ
て
お
い
た

が
よ
い
と

う
が

い
か
に

そ
の
も
の
だ
け
か
ら
は

こ
の

つ
の

は

に
は
で
て
こ
な
い
も
の
で
あ
る

こ
れ
は

そ
こ
に

に
お
け
る

と
そ
の

つ
ま
り

と

の

を

ね
る
こ
と
を

と
し
て
い
る

い
か
に

の

は

に
は

ア
プ
リ
オ
リ

の

ア
プ
リ
オ
リ

の

ア
プ
リ
オ
リ

と

の

と
い
う

か
ら
な
っ
て
お
り

つ
の

の

か
ら

ま
れ
る

つ
の

す
べ
て
が

じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

た
だ
し

こ
の

つ
の

は

に
は

の

と
し
て
つ
ね
に

し
て
い
る

し
た
が
っ
て

は

の

を

じ
た

に
お
い
て
も
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に

た
と
え
ば

ア
プ
リ
オ
リ
の

の

を

の
レ
ヴ
ェ
ル
の

の
み
な
ら
ず

の
カ
テ
ゴ
リ

と
し
て
の
レ
ヴ
ェ
ル
の

に
お
い
て
も

っ
て
い
る

そ
も
そ
も
ジ
ン
メ
ル
の

に
お

け
る

じ
た
い
が

が

し
て
き
た

を

く

し
な
お
し
て
み
れ
ば
わ
か
る
こ
と
だ
が

こ
の

つ
の

レ
ヴ
ェ
ル
で
の

を
つ
ね
に

に

し
て
い
る
も
の
だ
っ
た

い
う
ま
で
も
な
く

の

の

の

は

ジ
ン
メ

ル
と

じ
く

つ
の

の

を

す
る
こ
と
で
は
な
い

あ
く
ま
で

な
の
は

と

の

と
の

ア
ナ

ロ
ジ

に
お
い
て

ら
れ
る

の

の

で
あ
る

こ
の

に

す
る
と
き

ジ
ン
メ
ル
の

の

の

は

の

か
ら

の
そ
れ
に

す
る

で

を

す
る
と
す
れ
ば

の
よ
う
な

に
な
っ

て
い
た
も
の
と

で
き
る

が

な
の
で

で
き
る
だ
け

に
お
い
て

り
た
い

の
カ
テ
ゴ
リ

に
お
け
る

こ
の

は

ジ
ン
メ
ル
の

を
め
ぐ
る

や

の

を

ま
え
る
と

さ
ら
に

の

い
に

す
る

す
な
わ
ち

と

ー

ー

ー

ー
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四

、

双
方

局
面

個
性

一
般

関
係

。

〈
〉

〈
〉

生

客
観
化
形
式

「

社
会
化」

関
係

考
察

基
盤

、

個
性

一
般

関
係

。

生

「

社
会
化」

関
係

問

、

第

論

、

現
実
的、

歴
史
的
関
係

、

理
想
的

関
係

。

現
実
的

理
想
的

形

。

概
念

現
実
的

近
似
性

語

。

問
題

細

、

二

。〈
〉「

社
会
化」

生

客
観
化
形
式

特
性
論

、〈
〉

生

「

社
会
化」

適
合、

正

接
近

要
件
論

。〈
〉

、
「

宗
教
Ⅱ」

「

社
会
化」

相
違
論

前
提

諸
論
題

、

〈
〉

―

①
生

社
会
学
主
義
的

規
定
論

否
定、〈

〉
―

②
生

「

社
会
化」

関
係

、

生

他

客
観
化
形
式

関
係

比

特
性、〈

〉
―

③
社
会
的
一
般
性

性
格
論、

。〈
〉

生

「

社
会
化」

接
続

現
実
的

理

想
的

区
別

配
慮

、

社
会

生

側

同
時

問

。

〈
〉

、〈
〉

―

①
社
会

側

要
件

〈
〉

―

②
生

側

要
件

二
種

論
題

編
成

。〈
〉

、

生

位
相

個
性

一
般
関
係

、

次

問

論
理
的
順
番

「

社
会
化」

位
相

関
係

、

〈
〉

〈
〉

論
題

語

。

「
」

『

宗
教』

二

重

判
明

生

社
会

関
係

問
題

核
心
、

三

論
題

布
置

。

問
題

構
図
、

第

論

論
証

、

表
面
的

部
分
的

露
出

、

一
部

明
示
的

論

正
当
化

磁
場

。

「

社
会
化」

生

「

外
面
性」

問
題

、

極
度

圧
縮

形
容

、

様
々

論
題

与
件

、

文
字
通

の

こ
の

の

に
お
け
る

の

で
あ
る

と

と
そ
の

と
し
て
の

と
の

こ
こ
で
も

の

を
な
す
の
は

の

で
あ
る

こ
の

と

と
の

に
お
い
て

わ
れ
て
い
る
の
は

ア
プ
リ
オ
リ

に
か
か
わ
っ
て
は

た
ん
な
る

で
あ
る
の
み
な
ら
ず

な

で
も
あ
る

そ
の
さ
い
こ
の

と

が
な
ん
ら
か
の

で
つ
な
が
ら
な

く
て
は
な
ら
な
い

さ
も
な
い
と
ア
プ
リ
オ
リ

の

な

が

れ
な
い
か
ら
で
あ
る

こ
の

は

か
く
は

ま
た

も
や

つ
か
ら
な
る

の

の

と
し
て
の

と

と

の

し
く
は

の

で
あ
る

は

ジ
ン
メ
ル
の

と

の

の

と
な
っ
て
い
る

で
あ
る
が

さ
ら
に

の

な

の

と

の

の

と

の

と

の

に

し
て
の

の

か
ら
な
る

の

と

の

は

と

の

に

し
つ
つ

と

の
そ
れ
ぞ
れ
の

か
ら

に

わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い

そ
れ
ゆ
え

は

の

の

と

の

の

の

の

か
ら

さ
れ
る

は

の

に
お
け
る

で
あ
り

と
す
れ
ば

に

わ
れ
る
の
は

と
し
て
は

の

に
お
け
る
そ
の

で
あ
ろ
う
が

そ
れ
に
つ
い
て
は

と

を
め
ぐ
る

の
な
か
で
つ
ね
に

ら
れ
る

い
か
に

と

と
い
う

つ
の
テ
ク
ス
ト
を

ね
る
こ
と
で

す
る

と

の

づ
け

の

は

こ
の
よ

う
な

つ
の

の

か
ら
な
っ
て
い
る

こ
の

の

が

ア
プ
リ
オ
リ

の

と
し
て
の

に
は

に
し
か

し
て
い
な
い

あ
る
い
は

し
か

に
は

じ
ら
れ
て
い
な
い

の

で
あ
る

そ
れ
を
ジ
ン
メ
ル
は

の

へ
の

と
し
て

に

さ
れ
た

に
お
い
て

の

を

と
し
つ
つ
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２
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２

３

３

３

３
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／

２

３

３



五

示
唆

。

一

一

論
題
、「

」
『

宗
教』

以
外

論
稿

補
助
的

用

確
認

。

、「

内
的『

社
会
化』」

論

「

召
命」

概
念
、

「

経
験
的
社
会」

「

社
会
化」

適
用

、

意
味

。

〈
〉

生

論

個
性

一
般
関
係

〈
〉

―

①
個
別
的
生
内

個
性

一
般
関
係

年
代
初
頭

、

「

個
性
的
法（

則）」（
）

総
称

人
格
性
内

個
性

一
般

関
係

問

。

論
点

『

宗
教』

「
」

一
見
前
景
化

、

論
稿

何
度

触

人
格

「

唯
一
性」

「

生

全
体
性」

、「

宗
教
心」

諸

概
念、

引
用

「

主
体

自
身

自
由

調
和
的

十
全

生

全
体
存
在」

、「

自
我

法

十
全

自
己
展
開」
表
現

考

、

個
性

法
則（

一
般）

二

観
念

形
容
矛
盾
的

結
合

「

個
性
的
法」

論

議
論

暗
黙

下
地

。

個
別
的
生

、

個
性
的
人
格
性
、

主
観
主
義
的

都
度

恣
意

集
積

帰
着

考

。

人
格
性

、

生

時
間
性

垂
直
的
屹
立

上
方

釣

上
、

立
体
化

内

発
的

全
体
化

一
般
化

契
機

作
動

。

個
々

生
「

唯
一
性」

「

生

全
体
性」

刻
印

帯

、

生

摂
取

個
々

内
容
的
契
機

組

合

唯
一
固
有

、

全
体
化

仕
方
、

個
々

人
格

原
理
的

均
一

。

、

内
発
的

一
般
化

駆
動

契
機

生

構
成
的

内
在

。

契
機

、

「

宗
教
心」

「

当
為」

。

後
者
、

前
稿

触

論

り

し
た
の
で
あ
る

つ

つ
の

を

い
か
に

と

の

を
も

に

い
つ
つ

し
て
い
こ
う

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

と
そ
こ
で
の

が

な
ぜ

で
あ
る

に

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か

そ
の

が
わ
か
る
だ
ろ
う

の
カ
テ
ゴ
リ

に
お
け
る

に
お
け
る

ジ
ン
メ
ル
は

あ
た
り
か
ら

の
ち
に

と
し
て

さ
れ
る

に
お
け
る

と

の

を

い
つ
づ
け
て
い
た

こ
の

は

と

い
か
に

で
は

さ
れ
て

い
な
い
が

そ
れ
ら
の

の
な
か
で

も

れ
ら
れ
て
い
る

の

や

の

と
い
っ
た

そ
し
て
す
で
に

し
て
き
た

と
し
て

で

で

に

に

き
つ
く
さ
れ
た

の

に
し
た
が
う

の

と
い
っ
た

を

え
る
と

こ
の

と

つ
ま
り

の

つ
の

の

か
ら
な
る

こ
そ
が
そ
こ
で
の

の

の

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

ジ
ン
メ
ル
は

の
あ
ら
わ
れ

つ
ま
り

は

な
そ
の

の

の

に

す
る
も
の
で

は
な
い
と

え
て
い
た

に
お
い
て
は

つ
ね
に

の

を

に
お
い
て

へ

り

げ

す
る

な

と

の

が

し
て
い
る

の

が

と

の

の

を

び
る
の
は

そ
こ

で

に

さ
れ
る

の

や
そ
の

み

わ
せ
が

で
あ
る
か
ら
で
は
な
く

こ
の

の

が

の

に
お
い
て

に

で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば

こ
の

な

を

す
る

が

そ
の
も
の
に
そ
の

カ
テ
ゴ
リ

と
し
て

し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る

そ
の

こ
そ
が

ジ
ン
メ
ル
に
と

り

や

の
カ
テ
ゴ
リ

で
あ
っ
た

は

に
お
い
て
す
で
に

れ
て
い
る
よ
う
に
カ
ン
ト

な
ど
に
お

１

／
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六

、

正

初
期

『

道
徳
科
学
序
説』

、

早

論
題

取

上

。

年
代
以
降

思
想

、「

当
為」

論

一
層
重
要

。

「

当
為」

議
論

『

宗
教』

「
」

組

入

、

行

。

「

宗
教
心」

「

当
為」

、

宗
教

倫
理

異

関
係

終
生
解

難
題

一

。

「

宗
教
心」

「
当
為」

、

生

体
制

支

機
能

形
式
的
概
念

。

両
者

、

生

内
在

、

生

内
側

規
範
性

一
般
化

力
学

課

契
機

。

生

主

観
的

、

超
越
的

普
遍

敬
虔
的
眼
差

「

当
為」

「
」

相

、

眼
差

「
」

、

形
式
的

生

機
能

作
用

、

不
断

自
身

一
般
化

存
在

。

二

契
機

発
動

、

私
達

過
去、

現
在、

未
来、

張

付

無
数

素
材
的
内
容
、

都
度
内
側

隆
起

盛

上

統
一
化

。

生

内
容

感
性
的

倫
理
的

二

要
素

二
分
、

後
者

前
者

抑
制

倫
理
性

概
念

核
心

禁
欲
主
義
的
倫
理
観

賛
同

。

両
者
、

人
格
性

統
合

等

価

値

要
素

。

、

倫
理
的
人
格
主
義

放
擲

立
場

取

。

人
格
性

内
容
規
定

意
味

最
大
限

無
拘
束

、

人
格
性

客
観
的―

法（

則）

呼

、

―

統
御、

外

内

「

宗
教
心」

「

当
為」

規
制

発
想

維
持

方
途

模
索

。

、「

主
体

自
身

自
由

調
和
的

十
全

生

全
体
存
在」

『

宗
教』

人
格
性

規
定

意
味

。

い
て
は

と
い
う
よ
り
も

し
く
は

の

か
ら
な
の
だ
が

く
か
ら

と
し
て

り

げ
ら
れ
て
い
た

の
ジ
ン
メ
ル
の

に
お
い
て
は

は

と
な
る

だ
が
ジ
ン
メ
ル
は

を
め
ぐ
る

を

に
も

い
か
に

に
も

み

れ
る
こ
と
は
で
き
た
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

そ
れ
を

っ
て
い
な
い

と

つ
ま
り

と

と
の

な
っ
た
も
の
と
し
て
の

は
ジ
ン
メ
ル
が

け
な
か
っ
た

の

つ
だ
っ
た

と

も

と
も
に
ジ
ン
メ
ル
に
お
い
て
は

の

を

え
る

に
か
か
わ
る

で
あ
る

は

に

し
つ
つ

に

か
ら

と
い
う

の

を

す
る

で
あ
る

つ
ま
り

は
ジ
ン
メ
ル
に
と
り

で
あ
り
な
が
ら

か
つ

な

へ
の

し
と

の

す
べ
し

の

に
お
い
て

た
だ
し
そ
の

し

と

す
べ
し

は

あ
く
ま
で

な

の

と
し
て
の
み

す
る
の
だ
が

に

を

す
る

な
の
で
あ
る

こ
の

つ
の

が

す
る
か
ら
こ
そ

の

そ
し
て
そ
こ
に

り

い
て
い
る

の

は

そ
の

か
ら

し

り

が
る
よ
う
に

さ
れ
る

ジ
ン
メ
ル
は

の

を

と

の

つ
の

に

し

が

を

す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ

と
い
う

の

を
み
よ
う
と
す
る

に

し
な
か
っ
た

は

に
お
い
て

さ
れ
る
べ
き

し
い

を
も
っ
た

で
あ
る

と
は
い
え

ジ
ン
メ
ル
は

を

す
る

も

ら
な
か
っ
た

ジ
ン
メ
ル
は

の

を
あ
る

で

に

に
し
つ
つ

な
お
か
つ

の

こ
れ
を
ジ
ン
メ
ル
は

と

ん
で

い
る
の
だ
が

し
か
も

か
ら
で
は
な
く

か
ら
の

や

に
よ
る

と
い
う

を

す
る

を

し
て
い
た
の
で
あ
る

こ
れ
こ
そ

と
し
て

で

で

に

に

き
つ
く
さ
れ
た

と
い
う

に
お
け
る

の

が

し
て
い
た
こ
と
で
あ
る

１
９
１
０



七

、

生

内
発
的
人
格
性

全
体
化

形
式
的
契
機

、「

宗
教
心」

「

当
為」

「
高
貴
性」（

）
「

責
任」（
）

概
念

意
義

検
討

。「

高
貴
性」

、「

比
較

誇

高

拒
否

」（
）

自

注
意

自
己

人
格
性

差

向

機
能

、「

責
任」

「

生

周
辺
的

統
一
的

中
心、

本
来
的

『

人
格』

」（
）

主
体

立

「

魂

絶
対
的

自
己
責
任
性」（

）
。

諸
概
念

組
織
的
連
関

、

難
問

。

「

個
性
的
法」

統
合
化
的
契
機

機
能

点

共
通

、「

宗
教
心」

宗
教
的、「

高
貴
性」

美
学
的、「

当
為」

「

責
任」

倫
理

的

契
機

出
自

帰
属

相
違

。

先
程

『

宗
教』

「

宗
教
心」

「

当
為」

連
関

欠
如

、

議
論

困
難

未
完
成

一
例

。

、『

宗
教』

引
照

、

個
的
生

「

個
人
的

自
由

尊
厳、

自
己
責
任

力

勇
気」

語

、「

宗
教
心」

概
念

「

自

由」
「

責
任」

概
念

絡

示
唆

。

『

生

直
観』

、

倫
理
学
的

一
括

「

当
為」

「

責
任」

両
概
念

組
織
的

結
合

、

後
者

教

文
化
史
的
意
義
論

接
続

。

一
層

思
索
、

死

中
断

。

、

生

内
在
的

形
式
的
諸
契
機

、

個
別
的
生

個
性
的

、

人
格
内

全
体
性

見

、

主
観
主
義
的
恣
意

散
乱

一
般
的
客
観
性

性
格

随
伴

現
出

。

重
要

、

「
」

『

宗
教』
焦
点

据

、

一
度
確
認

。

二

論
稿

、

人
格
性

個
別
的
生
内

統
一
化
契
機

「

宗
教
心」

前
提

。

ち
な
み
に
ジ
ン
メ
ル
は

を

と
し
て

す
る

と
し
て

や

と
と
も
に

と

の

の

も

し
つ
つ
あ
っ
た

は

ど
ん
な

で
あ
れ
そ
れ
を

り

く

す
る

こ
と
に
よ
っ
て

ら
の

を

の

に
の

み

し

け
る

を
も
ち

は

に
と
っ
て

な
も
の
を

な

す
な
わ
ち

な

に
よ
っ

て
ま
と
め
な
お
す
こ
と

に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
を

と
し
て

て
る

の

な

の
こ
と
で
あ
る

こ
れ
ら

の

づ
け
は

だ
っ
た

こ
れ
ら
は

の

の

と
い
う

で
は
な
る
ほ
ど

で
あ
ろ
う
が

は

は

と

は

と
そ
の

の

と

が

し
て
い
た

の
べ
た

に
お
け
る

と

の

づ
け
の

は

の
こ
の

さ
ゆ
え
の

の

に
す
ぎ
な
か
っ
た

た
だ
し
ジ
ン
メ
ル
は

で
は
す
で
に

し
て
き
た

よ
う
に

に
お
け
る

な

の

の

な
い
し

を

っ
て
お
り

に

と

を

ま
せ
る
こ
と
じ
た
い
は

し
て
い
た

ジ
ン
メ
ル
は

の

に
お
い
て
は

と
も
に

と
し
て

し
う
る

と

の

を

に

し
て
お
り

さ
ら
に

に
つ
い
て
は
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト

の

に

し
よ
う
と
し
て
い
た

だ
が

の

は

ジ
ン
メ
ル
の

に
よ
っ
て

さ
れ
る

い
ず
れ
に
せ
よ

こ
れ
ら
の

に

と
さ
れ
る

に
よ
っ
て

は
あ
く
ま
で

で
あ
り
な
が
ら
も

の

か
ら

れ
ば
そ
う
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う

と

を
こ
え
た

の

を

す
る
も
の
と
し

て

す
る
の
で
あ
る

の
ち
に

と
な
る
の
で

い
ま
の
べ
た
こ
と
を

い
か
に

と

に

を

え
て

も
う

し
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い

こ
の

つ
の

で
は

と
り
わ
け

の

の

と
し
て
は

が

さ
れ
て
い
る
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八

両
作
品

「

宗
教
心」

、

教

理
念
的
意
味

「

宗
教
Ⅰ」

準

。

事
態

少

正
確

語

。「
」

「

宗
教
心」

、

直
接

語

。

「

宗
教
的
人
間」（

）
「

神
的

全
体―

存
在」（

）
「

人
格
的

対
向」（

）
交

「

自
我」（

）

触

。

社
会
論

直
接

「

宗
教
心」

概
念

持

込

、

躊
躇

。

「

生

根
本
形
式」（

）

、

例
示

「

宗
教
的
人
間」

「

自
我」

様
態

語

少

迂
遠

論
述
方
式

。

『

宗
教』

「

宗
教
心」

概
念

人
格
性

基
底

発
想

、「
」

「

生

全
体
性」

概
念

、

両

実
質
的
重
複

考

、

。

、

生

駆
動

、

社
会
的
生

突

動

本
質
的
契
機

。「

宗
教
心」

先
行

稿

、「

魂

救
済」

「

魂

内
面
的

完
成」
求

。「

宗
教
心」

、

完
成

神

呼

、

「

召
命」

応
答

成
就

。『

宗
教』

重

「
」

生

根
底

「

宗
教
心」

概
念

置

―

、

最
後

重
要

意
味

持

。

第

論
全
体

首
尾

一
貫
性

保
証

大
切

前
提

。

、

生

「

社
会
化」

関
係
、「

調
和」

「

召
命」

「

内
的『

社
会
化』」

宗
教
哲
学
的
用
語

語

必
然
性

。

私
達
、

最
終
的

再

宗
教

社
会

相
等

「
」

論、

「

宗
教
心」

始
発
点

戻

。

〈
〉

―

②
個
別
的
生
間

個
性

一
般
関
係

論
点
、

指
摘

「
」

『

宗
教』
言
及

、

議
論

中
途

打

切

こ
の

に
お
け
る

は

す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
キ
リ
ス
ト

の

と
し
て
の

に

ず
る
も
の

と
さ
れ
て
い
る

を
も
う

し

に

っ
て
お
こ
う

い
か
に

で
は

は

に
は

ら
れ
て
い
な
い

か

わ
っ
て

に
お
け
る

な

に

な

を
も
っ
て

わ
る

な
る
も
の
が

れ
ら
れ
て
い
る

に

に

を

ち

む
こ
と
に

い
く
ば
く
か
の

が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

ジ
ン
メ
ル
は

の

そ
の
も
の
と
し

て
で
は
な
く

そ
の

と
し
て

の

の

を

る
と
い
う

し

な

を
と
っ
て
い
る

と

は
い
え

に
お
け
る

の

を

の

に
お
い
た

は

い
か
に

に
お
け
る

の

と

い
う

に
も

テ
ク
ス
ト
の

か
ら

え
て

い
き
つ
づ
け
て
い
る

つ
ま
り
そ
れ
こ
そ
が

を

す
る

し
か

も

を
も

き

か
す

な
の
で
あ
る

は

す
る

で
の
べ
た
よ
う
に

の

と
し
て

の
も
っ
と
も

な

を

め
る
も
の
で
あ
る

に
お
い
て
は

こ
の

は
つ
ね
に

に

び
か
け
ら
れ

る

つ
ま
り

へ
の

と
し
て

さ
れ
る

の
テ
ク
ス
ト
を

ね
る
と
き

い
か
に

に
お
い
て

の

に

の

が

か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

こ
の
テ

ゼ
は

に

な

を

っ
て
く
る

こ
の
こ
と
が

ア
プ
リ
オ
リ

の

の

を

す
る

な

と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

つ
ま
り
そ
れ
は

と

の

が

や

と
い
う

を
め
ぐ
る

で

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

に
か
か
わ
る
の
で
あ
る

は

に
は

び

と

の

の

ア
ナ
ロ
ジ

そ
し
て
こ
の

と
い

う

に

ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う

に
お
け
る

こ
の

は

す
で
に

し
た
よ
う
に

い
か
に

と

に
お
い
て

さ
れ
て
い
る
が

は

で

ち

ら
れ
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九

。
生

生

間

位
相

、

今
度

個
々

生

個
性
的、

間

界
域

一
般
的

措
辞

担
。

生

理
念
的
意
味

個
性

一
般

関
係

。

両
者

関
係
、

晩
年

論
稿

、

明
確

論
題

措

定

。

、「

人
間

精
神

原
現
象」（

）

我

対

「

汝

」（
）

関
係

問
題

定
式
化

。

汝

、「

魂

直
接

理
解

他
者」（

）

。

「

魂

汝

、

一
方

宇

宙

我
々

唯
一

同
類（

）

、

我
々

相
互

理
解

他

比
類

『

一
人

』

感

唯
一

存
在

」（
）

。

生

相
互
作
用

個
別
的
生
間

個
性

一
般
関
係
、『

宗
教』

「

魂

共
同
性

共
属
性」

、

「
」

個
々
人

「

社
会
性」

問
題

。「
」

、

触

、「

共

住

（
）」（

）

概
念

使

。

論
点

問
題

明
確

言
及

。

立

入

論
題

。

「
」

二

概
念

、

経
験
的

社
会
関
係

「

共

」
様
態

指

。

、「
」

第

一
般

明
示
的

「

社
会
化」

一
般

同

、

「

共

」

、

第
一
義
的

経
験
的
意
味

方

用

。

概
念

、

『

社
会
学』

制
度
的

者
関
係

対

者
関

係

親
密
性

人
間
関
係

斜
線
模
様

複
雑

様
相
論

指

示

。

同
時
、

概
念

、『

宗
教』

「

魂

共
同
性

共
属
性」

同
様

、

生

一
般
性

意
味

様
態

哲
学
的
問

含
意

。

”

（
）

表
現
自
体

、

”

て
い
ると

の

の

に
お
い
て
は

は

の

が

そ
の

の

が

と
い
う

を

う

つ
ま
り

の

で
の

と

の

で
あ
る

こ
の

の

は

の
あ
る

に
お
い
て

よ
り

に

と
し
て

さ
れ
て
い
る

す
な
わ
ち
そ
れ
は

の

の

と
し
て
の

に

す
る

と
い
う
カ
テ
ゴ

リ

の

の

と
し
て

さ
れ
る
の
で
あ
る

と
は

あ
る
も
の
と
し
て

に

さ
れ

る

で
あ
る

す
な
わ
ち
ジ
ン
メ
ル
に
よ
る
と

を
も
っ
た
も
の
と
し
て
の

は

に
お
い
て
は

に
お
け
る

の

の

で
あ
り

が

に

し
あ
い

に

の
な
い

の
も
の

と
し
て

じ

る
こ
と
の
で
き
る

の

で
あ
る

の
カ
テ
ゴ
リ

と
し
て
の

に
お
け
る

の

は

で
は

の

と

い
か
に

で
は

の

と
さ
れ
て
い
る

で
あ
る

い
か
に

で
は

さ
ら
に
こ
れ
ま
で

れ
て
こ
な
か
っ
た

が

に

ま
う
も
の

と
い
う

も

わ
れ
て
い
る

し
た
が
っ
て

と
し
て
は

は

に

さ
れ
て
い
る

た
だ

ち

っ
た

と
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る

ち
な
み
に

い
か
に

に
お
け
る
こ
の

つ

の

は

な

に
お
け
る

に

の

を
も

し
て
い
る

と
い
う
よ
り
も

い
か
に

ア
プ
リ
オ
リ

の

な
る
も
の
が

に
は

の

で
あ
る
の
と

じ
く

そ
こ
で
の

に

も

に
は

の

に
お
い
て

い
ら
れ
て
い
る

こ
の

に
よ
っ
て

ジ
ン
メ
ル
は

に
お
け
る

に

す
る

や

を
め
ぐ
る

の

と
で
も
い
う
べ
き

な

を

し

す
の
で
あ
る

だ
が

に

こ
れ
ら
の

は

に
お
け
る

の

と

と

に

の
カ
テ
ゴ
リ

と
し
て
の

の

と

を
め
ぐ

る

い
を
も

し
て
い
た

ち
な
み
に

と
い
う

は

す
ぐ
あ
と
で
の
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一
〇

『

社
会
学』

使

。

現
実

人
間
関
係

「

自
己

相
手」

関
係

、

哲

学
的

「

汝

」

問
題、

「

我

汝」

論

、

原
理
的

異

考

。

「

社
会
性」

「

共

住

」

概
念

経
験
科
学
的

哲
学
的
、

時

混
合

融
合

避

二
重

意
味

含
意

、

「

自
己

相
手」

「

我

汝」

重

、

者
関
係
論

社
会
学
的、

社
会
心
理
学
的
議
論

、

倫
理
学
的

社
会
関
係
論

受

取

傾
向
、

存
命
当
時

存
在

。

今
日

者
関
係
論

的

倫
理
学
思
想

重

、

的

一
種
理
想
的

潤
色

親
密
性
論

重

議
論
、

多
。

議
論
、

解
釈
的
翻
案

気

可
能

。

、

留
意

、

自
身
、

社
会
的
一
般
性

語

際

触

、

者
関
係

経
験
的

社
会
関
係

一
種

考

。

彼
、

生

個
別
的
生

間

位
相

理
念
的

一
般
性
論
、

近
代
人

体
験

身
近

人
間
関
係

様
態

議
論

区
別

。

前
者

一
般
性

考

、

深

難
渋

。

両
者

混
同

、

難
航

重
要

事
実

見
逃

。既
述

「
」

構
成

、

第

一
般
性
論

生

位
相

含
意

想
定

、

相
互
作
用

個
性

一
般

両
契
機

等
格

並
立

暗
示

。

対

「

宗
教
Ⅰ」

、

併
存
性

原
理
的

困
難

面

。

宗
教

社
会

「
」

論

、

個
別
的
生
間

位
相

議
論

地
点

、

相
等
論

相
違
論

局
面

重
要

。

生

「

社
会
性」

、

並
立

容
易

べ
る
よ
う
に

に
お
い
て
も

わ
れ
て
い
る

こ
れ
は

の

に
お
け
る

と

の

で
あ
り

な

の
カ
テ
ゴ
リ

つ
ま
り

と

と
は

に

な
る
も
の
で
あ
る
と

え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

ジ
ン
メ
ル
の

や

に

ま
う
も
の

の

が

と

の

も
ち
ろ
ん

に

や

が

け
が

た
い

の

を

し
て
い
る
と
い
う
こ
と

つ
ま
り

と

が

と

と
と
き
に

ね
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

こ
の
こ
と
か
ら
そ
の

を

と
し
て
で
は
な
く

な

と
し
て

け

る

が

ジ
ン
メ
ル

か
ら
つ
ね
に

し
た

で
も
こ
の

に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

な

を

ね
た

り

ギ
デ
ン
ス

な

に

さ
れ
た

を

ね
た
り
す
る

は

い

そ
の
よ
う
な

は

と
し
て
は
そ
の

に
な
れ
ば
い
く
ら
で
も

で
あ
る

た
だ
し

す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が

ジ
ン
メ
ル

は

す
ぐ
あ
と
に

お
い
て

に
つ
い
て

る

に
ま
た

れ
る
よ
う
に

を
あ
く
ま
で

な

の

と
し
て

え

て
い
た

つ
ま
り

は

の
カ
テ
ゴ
リ

と
し
て
の

の

の

に
お
け
る

な

と

が
つ
ね
に

し
て
い
る

な

の

を
め
ぐ
る

と
を

し
て
い
た
の
で
あ
る

の

を
ど
う

え
る
か
に
つ
い

て
は

ジ
ン
メ
ル
は

く

し
つ
づ
け
た

を

す
る
と

こ
の

と
い
う
そ
れ
じ
た
い

な

を

し
て
し
ま

う
こ
と
に
な
ろ
う

ジ
ン
メ
ル
は

し
た
よ
う
に

い
か
に

の

を
み
る
か
ぎ
り

つ
ま
り

ア
プ
リ
オ
リ
の

を

の
カ
テ
ゴ
リ

の

に
お
け
る
そ
れ
を
も

す
る
と

し
て
み
た
ば
あ
い
に
と
い
う
こ
と
だ
が

に
お
け
る

と

の

の

の

を

し
て
い
た

そ
れ
に

し

で
は

こ
の

は

に

な

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た

と

の

ア
ナ
ロ
ジ

を
め
ぐ
っ
て
は

こ
の

の

を
め
ぐ
る

の

か
ら

の
み
な
ら
ず

の

も
ま
た

と
な
り
は
じ
め
る
の
で
あ
る

で
は
な
ぜ

の

に
あ
っ
て
は

こ
の

が
よ
り

な
の

ー

ー

ー

ー

２

２

２
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一
一

。

問
題

正
面

主
題
化

以
上
当
然

、

「
」

『

宗
教』

、

答

。

引
照

「

汝

」

問
題
設
定

、

十
分

答

。

論
題

明
確

定
式
化
、

彼

考

方

指
針

示

。

、

相
互
作
用

一
般

、「

宗
教
Ⅰ」

絶
対
的

帰
依

超
越

意
味

普
遍

考

。

意
味

普
遍

関
係

存
在
、

否
定

。

積
極
的

肯
定

。

、

少

「
」

『

宗
教』

両
者

、

近
代

「

宗
教

心」

存
立

必
要

可
能

考

。

、「

宗
教
心」

根
底

社
会
論

構
想

。

、

個
別
的
生
内

。

相
互
作
用

個
性

一
般

包
摂

「
対
向」

両
面

、

「

宗
教
Ⅰ」

。

、

超
越
的
普
遍

共
有

介
在

、「

一
人

」

、「

魂

」

理
解

「

同
類」

相
互

間

個
性

一
般

関
係

。

「

汝

」

問
題

言

、

。

”
汝

概
念

、「

汝

私
達

他

自
立
性

主
権
性

有

”

」（
）

断
言

。

、

一
般
性

求
心
点

何

共
有

超
越

中
心

、

宗
教
的
普
遍

類
比

当
時
捉

民

族

文
化、

国
家

「

共
同
体」

概
念
的

個
別
的
生
間

「

共

」

一
般
性

規
定

適
用

明
確

考

意
味

。

「

宗
教
Ⅰ」

共
同
体
的

「

魂

共
同
性

共
属
性」

相
互
作
用

異

。

思
想
、

一
般

直
截

神
学
的

考

否

別

、

今
日

想
像

共
同
体
概
念

呪
力

強

文
化
圏

。

「
」

、

愛
情

友
情

例

引

か

が

か
ら

さ
れ
て
い
な
い

の
こ
と
な
の
だ
が

こ
れ
に

い
か
に

と

は

え
て
い
な
か
っ

た

の
ち
の
い
ま

し
た

の
カ
テ
ゴ
リ

を
め
ぐ
る

に
お
い
て
も

ジ
ン
メ
ル
は
べ
つ
に
そ
れ
に

に

え
て

い
る
わ
け
で
は
な
い

た
だ
ジ
ン
メ
ル
は
そ
れ
を

と
し
て

に

し

そ
れ
に
つ
い
て
の

な
り
の

え

の

を

し
て
い
る

す
な
わ
ち
ジ
ン
メ
ル
は

に
お
け
る

は

の
よ
う
に

に

さ
れ
る
べ
き

と
い

う

で
の

で
は
な
い
と

え
て
い
た
の
で
あ
る

こ
の

で
の

と
の

の

を

ジ
ン
メ
ル
は

し
な
い

い

や

に

し
て
い
る

ジ
ン
メ
ル
は

な
く
と
も

い
か
に

と

の

に
お
い
て
は

に
お
け
る

の

は

で
も
あ
れ
ば

で
も
あ
る
と

え
て
い
た

さ
も
な
け
れ
ば

を

に
お
い
て
の

な
ど

そ
も
そ
も

す
る
は
ず
が
な
い

し
か
し
そ
れ
は

あ
く
ま
で

に
お
い
て
の
み
の
こ
と
だ
っ
た

に
お
け
る

の

へ
の

と
そ
れ
へ
の

の

ロ
ジ
ッ
ク
は

た
し
か
に

と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
で
あ
る

し
か
し

そ
れ
は

の

が

し
な
い

の
も
の

あ
る
も
の

と
し
て

し
あ
う

の

に
お
け

る

と

の

な
の
で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
が

の
カ
テ
ゴ
リ

の

と

っ
て
い
る
の
は

こ
の
こ
と
で
あ
る

ジ
ン

メ
ル
は

に
お
け
る

と
い
う

を
め
ぐ
っ
て

は

と
な
ら
ん
で

の
な
に
も
の
に
も
な
い

と

を

し
て
い
る

と

し
て
い
る

と
す
る
と
こ
の
こ
と
は

ジ
ン
メ
ル
が
こ
の

の

と
し
て

ら
か

の

さ
れ
た

を

に
は
お
か
な
か
っ
た
こ
と

そ
し
て
さ
ら
に
は

の

に
お
い
て

え
ら
れ
て
い
た

や

な
ど
の

な
も
の
も

の

に

の

の

に
は

し
え
な
い
と

に

え
て
い
た
こ
と
を

し
て
い
る

つ
ま
り

の

な

の

と

と

に
お
け
る
そ
れ

と
は

な
る
の
で
あ
る

ド
イ
ツ

は

に
そ
れ
を

に

に

え
る
か

か
は

と
し
て

で
は
も
は
や

し
が
た
い
ほ
ど
に

の

が

い

で
あ
っ
た

ジ
ン
メ
ル
は

い
か
に

に
お
い
て

と

の

を

い

ー

ー
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一
二

、

共
同
体
的

生

「

個
人
的

独
自
存
在

完
全

覆

飲

込

」（
）

、

個
別

性
「

極
限
零
値」（

）

近

危
険

断

。「

極
限
零
値」（

）

、

他

社
会
関
係
一
切

権
力
者

一
方
的

暴
力

行
使

覆

事
態

記
述

使

、

共
同
体
概
念

適
用

、

概
念

深

不
信
感

抱

示

。

、

”

外
国
語

”

動
員

、

理
由

。

呪
縛

逃

方
途

探

相
違

。

、

「
共
同
体」
「

共

」

一
体
何

。

、

消
極
的
規
定

越

積
極
的
規

定

何

。

語

、「

宗
教
心」

個
人
主
義
的
純
化

推
進

「

魔
術

解
放」

逆

引

返

、

事
態

困
難

状
況

。

、『

宗
教』

「
」

、

晩
年

思
索

、

問
題

確
実

意
識

。

解

。『

宗
教』

相
互
作
用
概
念

触

方

、

私
達

故
意

議
論

前
面

、

意
味

迷

模
索

中

控

語

。

二

論
稿

正
面

論
題
化

、

思
索

難
渋

当
然

帰
結

。

「

同
類」

概
念

示

考

方

指
針
、

問

消
極
的

積
極
的

二

規
定

稜
線
上

、

複
雑

切

目

持

鋸
歯
状

境
界
線
上

動

。「

汝

」

論

、

終
章

一
度
立

戻
。「

同
類」

概
念

意
味

詮
索

別
、「

」

論
稿

継
承

非
継
承

方

表
現

使

論
文

問
題

。
「

同
類」

論

指
針
、

重
要

て

な
も
の
は

の

な

を

に

い

み

ん
で
し
ま
う

こ
と
で

そ
の

を

に
ま
で

づ
け
る

が
あ
る
も
の
で
あ
る
と

じ
て
い
る

と
い
う
こ
と
ば
は

で
は
ジ
ン
メ
ル
が

が

に
よ
る

な

の

に
よ
っ
て

わ
れ
て
し

ま
う

を

す
る
た
め
に

っ
て
い
る
も
の
で
あ
り

そ
れ
が

に

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は

ジ
ン
メ
ル
が
い
か

に
こ
の

に

い

を

い
て
い
た
か
を

し
て
い
る
も
の
で
あ
る

こ
こ
で
ジ
ン
メ
ル
が

と
い
う

を
あ
え

て

し
た
の
は

が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う

ジ
ン
メ
ル
は
こ
の
こ
と
ば
の

か
ら

れ
る

を

っ
て
い
た
に

な

い
の
で
あ
る

だ
が
そ
れ
で
は

こ
の

で
は
な
い

に

と
は

な
の
か

つ
ま
り

そ
の

を

え
た

と
は

な
の
か

こ
れ
を
ま
ず
く

っ
て
し
ま
う
と

の

を

し
て
き
た

か
ら
の

を

に

き

す
こ
と
に
も
な
り

ジ
ン
メ
ル
に
と
り

は
き
わ
め
て

な

に
あ
っ
た

こ
れ
を
ジ
ン
メ
ル
は

と

い
か
に

に
お
い
て
の
み
な
ら
ず

の

に
お
い
て
も

と
し
て
は

に

し
つ
づ
け
て
い
た

だ
が
な
ん
と

し
て
も

け
な
か
っ
た

に
お
け
る

に
つ
い
て
の

れ

そ
の
も
の
も

は
こ
こ
ま
で

に
そ
れ
を

の

に
も
っ
て
き
て
い
る
の
だ
が

あ
る

で

い
と

の

で
じ
つ
は

え
め
に

ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

そ

れ
が

つ
の

に
お
い
て

か
ら

さ
れ
て
い
な
い
の
は

の

の

の

だ
っ
た

ジ
ン
メ
ル
が

と
い
う

に
よ
っ
て

し
て
い
る

え

の

は

あ
く
ま
で

い
へ
の

と

の

つ
の

の

を

し
か
も

な

れ

を

っ
た

の

を

い
て
い
る
も
の
で
あ
る

の
カ
テ
ゴ
リ

に
は

に
お
い
て
も
う

ち

る

の

の

と
は
ま
た

に

い
か
に

の

と

の

あ
り

を
め
ぐ
っ
て
こ
の

を

っ
て
い
る

が

と
な
る
か
ら
で
あ
る

こ
の

の

は

な
こ
と
な
の
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一
三

一
度

確
認

必
要

。

、

相
互
作
用

「

宗
教
Ⅰ」

相
等

相
違

「
」

要
点

。

指
針

、

宗
教
論

同

社
会
論

前
提

生

個
性

契
機

一
般

契
機

含
意

、

違

生

「

社
会
性」

「

共

」

、

超
越
的

共
有

介
在

個
別
的
生
同
士
、

相
互

独
自
存
在

「

自
立
性」

「

主
権
性」

認

一
般
性

。

普
遍

欠
如
、

一
般

「

共
同
体」

的

超
越
論
化

意
味

。

積
極
的

愛

法

概
念

導
入

、

彼

議
論
、

何
教
的

別

明
確

宗
教
的

強

含
蓄

。

。

空
白

宗
教
的

深
読

、

可
能

私
自
身

信

。

個
別
的
生
内

基
盤
的
契
機

「

宗
教
心」

明
白

名
指

、

一
般
性
問
題

宗
教

社
会

「
」

論

明
確

論
題
化

問

考

、

宗
教
的
詮
索

完
全

排
除

不
可
能

。

『

宗
教』

「

宗
教
心」

「

宗
教
Ⅰ」

同
義

、

教
的

理
念
像

重

以
上、

連
関

詮
索

回
避

。

少

社
会
論

、

「
」

、「
」

『

宗
教』

議
論

強
力

作
動

。

無
視

、

許

。

次

世
代

空
白

補
填

試

、

「
」

印
象

強

誘
発

考

。

、

一
般
性

問
題
局
面

存
在

存
在

、「
汝」

論
以
外

様
々

確
認

。

空
白

、

真
空

。

「

人
類」（

）

概
念

頻
繁

言
及

。

「

個
人

社
会」

問
題

形
容

厳
密

考

不
正
確

、

で
も
う

パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
し
て

し
て
お
く

が
あ
る

そ
れ
は

と

の

と

の

ア
ナ
ロ
ジ

の

と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る

す
な
わ
ち
そ
の

と
は

と

じ
く

の

に
お
か
れ
る

は

の

と
と
も
に

の

を
も

す
る
が

し
か
し
そ
れ
と

っ
て
そ
の

に
お
け
る

や

に

は

な
も
の

の

を

し
な
い

の

つ
ま
り

の

の

と

を

め
た

で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る

こ
の

の

は

が

な
も
の
と
し
て

し
な
い
こ
と
を

し
て
い
る

も
し
こ

こ
で
ジ
ン
メ
ル
が

に

や

の

を

し
て
い
れ
ば

の

は

か
は

と
し
て

に

ニ
ュ
ア
ン

ス
を

く

し
た
も
の
と
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い

だ
が
ま
さ
に
ジ
ン
メ
ル
は
そ
れ
を
し
て
い
な
い

こ
の

を
そ
れ
で
も
あ
え

て

に

み
す
る
こ
と
は

い
か
よ
う
に
も

で
あ
る
と

は

ず
る

の

と
し
て
ジ
ン
メ

ル
は

を

に

し
て
お
り

し
か
も
そ
こ
で
の

は
そ
も
そ
も

と

の

ア
ナ
ロ
ジ

に
よ
っ

て
は
じ
め
て

に

さ
れ
た

い
で
も
あ
る
こ
と
を

え
る
と

を
こ
こ
で

に

す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く

で
あ
る
か
ら
で
あ
る

と
り
わ
け
ジ
ン
メ
ル
が

で
は

を

と

と
も
と
ら
え

そ
れ
に
キ

リ
ス
ト

な

を

ね
て
い
る

こ
の

の

は

し
え
ま
い

だ
が
に
も
か
か
わ
ら
ず

な
く
と
も

に

か
か
わ
っ
て
は

こ
の

い
な
い

は

い
か
に

の
み
な
ら
ず

に
お
け
る

に
お
い
て
す
ら

に

し
て
い
る

こ
れ
を

す
る
こ
と
は

さ
れ
な
い
だ
ろ
う

リ
ッ
ト
の
よ
う
な

の

に
よ
る
そ
の

を

す
る

み
は

ま
さ
に
こ

の

い
な
い

の

の

さ
こ
そ
が

し
た
も
の
で
あ
る
と
も

え
ら
れ
よ
う

ち
な
み
に
ジ
ン
メ
ル
は

こ
こ
で
の

の

が

し
な
い
の
で
は
な
く

す
る
こ
と
じ
た
い
は

に
も

に

し
て
い
る

こ
の

は

し
た
が
っ
て

か
ら
な
る
そ
れ
で
は
な
い

ジ
ン
メ
ル
は
た
と
え
ば

と
い
う

に

に

し
て
い
る

ジ
ン
メ
ル
の
い
わ
ゆ
る

と

と
い
う

は

に

え
れ
ば
じ
つ
は

で
あ
り

そ
れ
は

ー

ー
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一
四

正
「

個
人

人
類

社
会」

三
項
関
係

問
題

。

、

指
摘

、

年

『

社
会
学

根
本
問
題』

注
意
深

読

、

大
方

同
意

得

。

「
人
類」

彼

「

様
々

社
会

総
和

、

独
特

綜
合」（

）

形
容

肝
心

概
念

以
上
敷
衍

。

種

通
俗
的

概
念

思
想
的
論
題

用

不
用
意

、

指
弾

。

、

理
由

。

思
想

個
人、

人
類、

社
会

三
項
構
図

把
握

、

明

淵
源

。

引
用
箇
所
、

論

文
脈

語

。

彼

同

構
図

動
員

、

今
度

自
身

思
想

語

、「

人
類」

概
念

、

結
果

不

明
瞭

残

。

概
念

、

実
証
主
義

語

社
会

究
極

拡
大
形
態

普
遍
的

集
団
概
念

、

啓
蒙
主
義

人
間
性

意
味

概
念

。

、

生

共
属

、

社
会

別
種

一

般
性

。

概
念
、

中
身

充
実

空
白

、

大
切

解

明

。

説
明

慎

、

否
定

同
義

。

否
定

、

「

宗
教
心」

概
念

「

社
会
性」
接
続
点

欠

概
念

、

強
調

、「

宗
教
心」

「

宗
教
Ⅰ」

発
想

利
点

一

、

生

個
性
的

一
般
的、

両
者

契
機

同
時

用
意

点

。

、

一
般
性

性
格

積
極
的

形

語

。

、

最
低
限

示
唆

。

個
性

個
性

相
互
性

一
般
性

契
機

懐
胎

。

一
般

個
性
間

関
係

全
体
的

統
制

、

、

個
性

一
般

等
格

根
源

性

並
立

。

「

宗
教
心」

基
盤

「

個
性
的
法」

一
般
性

位
相

排
除

し
く
は

な
ら
び
に

と

の

か
ら
な
る

で
あ
る

そ
の
こ
と
は

さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
だ
が

た
と
え
ば

の

の

を

く

め
ば

ま
ず

の

が

ら
れ
よ
う

し
か
し
ジ
ン
メ
ル
は

こ
の

と
い
う

が

の

す
べ
て
の

の
こ
と
で
は
な
く

そ
の
メ
ン
バ

の
ま
っ
た
く

の

で
あ
る
も
の
と

し
て
い
る

の

を
そ
れ

し
て
い
な
い

こ
の

の
あ
ま
り
に
ポ
ピ
ュ
ラ

な

で
も
あ
る

を
こ
れ
ほ
ど
デ
リ
ケ
イ
ト
な

に

い
る
こ
と
の

さ
も

む
ろ
ん

さ
れ
よ
う

こ
れ
に
は

が
あ
る

す
な
わ
ち
こ
れ
は
ジ
ン
メ
ル
が
ニ

チ
ェ
の

を

の

の
も
と
に

し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に

ら
か
に

し
て
い
る

い
ま
の

も

ニ

チ
ェ

の

で

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

は

じ
タ

ミ
ノ
ロ
ジ

の

を

し
て

は

の

を

ろ
う
と
も
し
て
い
る
の
だ
が

の

は

と
し
て
は
き
わ
め
て

な
ま
ま
に

さ
れ
た

こ
の

は

が

る
よ
う
な

の

の

と
も
い
え
る

な

で
も
な
け
れ
ば

の
よ
う
に

を

す
る

で
も
な
い

そ
れ
は

が

す
る

と
は
ま
た

の

の
こ
と
な
の
で
あ
る

と
は
い
え
こ
の

も

ま
た
も
や

の

し
た

と
し
て

い
わ
ば
そ
っ
と

に

き

か

さ
れ
な
い
ま
ま
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る

だ
が

へ
の

み
は

と

で
は
な
い

と
と
っ
て
し
ま
う
と

ジ
ン

メ
ル
の

は
い
か
な
る

に
も

を

い
た

と
な
る
が

し
て
き
た
よ
う
に

を

に
な
ぞ
ら
え
る

の

の

つ
は

の
カ
テ
ゴ
リ

に

と

こ
の

の

を

に

で
き
る

に
あ
っ
た
の
で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
は

そ
の

の

を

な

で
は

れ
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る

と
も
あ
れ

さ
い
わ
い
な
こ
と
に

の
こ
と
は

さ
れ
て
い
る

は

の

と
し
て
た
し
か
に

の

を

す
る

た
だ
し
こ
の

は

の

を

に

す
る
も
の
で
は
あ
り
え
ず

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ

と

は

の

に
お
い
て

す
る
の
で
あ
る

つ
ま
り

に

を
お
く

は

の

を

す
る
も
の
で
は
ま
っ

１
９
１
７

ー

ー

ー
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ー

ー

ー
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一
五

、

逆

肯
定
的

交
叉

、

後
者

何

前
者

対

上
位

全
面
的
信
服

要
求

。

質
的
個
人
主
義

個
々

人
格
性

「

平
等

救
済

期
待
者」

平
等

観
念

個
人
主
義

結
合

、

彼

生

相
互
作
用

人
格
性

潜
勢
態

質
的

異

同

「

主
権
性」

「

同
類」

関
係

想
定
、

一
般
性

局
面

想
念

容
易

結

宗
教
的
普
遍
主
義

把
捉

回
避

。

考

、

生

根
源
的「

社
会
性」

位
相

個
性

一
般

平
等

不
平
等

二

軸

矛
盾

交

。『

宗
教』

、

本
論
文（

上）

紹
介

、

各
々

魂

「

他

誰

比
較

」

特
性

「

魂

上

平

等

注

」

語

。

少

議
論

意
味
、

。

「

外
面
的」

概
念
、

直
接

生

「

社
会
化」

関
係

形
容

、

彼

議

論

頻
出

内

外

使
用

考

、

生

相
互
作
用

位
相

個
性

一
般

関
係

暗
黙

適
用

考

。

「

共

」

個
性

原
理
的

吸
収

点

、

絶
対
的

上
位

、

結
果

互

汝

「

一
人

」

認
知

点

、

個
性

一
般

間

、

仮

空
間
的

頼

、

距
離

存
在

。

、

、

相
互
作
用

一
般

個
性

対

「

外
面
的」

、

「

宗
教
Ⅰ」

一
見
類
似
的

思

関
係

相
違

。

「

対
向」

契
機

可
能
性

十
分

認

、

他
方

、

宗
教
的
普
遍

求
心
力、

「

包
括」

全
人
格

「

純
粋

内
的
意
義」

全
体

帰
依

要
求

圧
倒
的

語

。

た
く
な
く

に
そ
れ
と

に

す
る
も
の
で
あ
る
が

し
か
し
そ
の
さ
い

は

ら

に

し

に
あ
る
も
の
と
し

て

を

す
る
た
ぐ
い
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る

お
そ
ら
く
ジ
ン
メ
ル
が

と
そ
の

の

を

な

の

と
み
な
す
こ
と
で

の

を
こ
の

に

し
え
た
の
は

が

の
カ
テ
ゴ
リ

と
し
て

の

を

の

と
し
て

に
は

な
る
が

じ

を
も
っ
た

の

と
し
て

し

そ
の

の

を
な
ん
ら
か
の
ハ
イ
ア
ラ

キ

の

と

に

び
つ
き
や
す
い

の
イ
メ

ジ
に
お
い
て

す
る
こ
と
を

し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る

そ
う

え
な
い
か
ぎ
り

の

の

に
お
い
て

と

の

つ
の

が

な
く

わ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る

に
お
い
て

ジ
ン
メ
ル
は

で

し
た
よ
う
に

の

の

の

と
も

さ
れ
え
な
い
も
の

と
し
て
の

こ
そ
が

の

に

を

ぐ

と

っ
て
い
た

そ
の

し
わ
か
り
に
く
い

の

は

お
そ
ら
く
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
の

と
い
う

は

に
は

と

の

に
つ
い
て
の

で
あ
る
が

の
あ
ら
ゆ
る

に

す
る

と

の
メ
タ
フ
ァ

の

か
ら

え
て

の
カ
テ
ゴ
リ

と
し
て
の

の

に
お
け
る

と

の

に
も

の
う
ち
に

さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
と

え
ら
れ
る

た
し
か
に

に

が

を

に

し
つ
く

さ
な
い
と
い
う

に
お
い
て

そ
し
て
そ
れ
が

に
よ
り

に
あ
る
わ
け
で
は
な
く

と
し
て

い
に

を

の
も

の

と
し
て

し
あ
う
と
い
う

に
お
い
て

こ
こ
で
の

と

の

に
は

に

メ
タ
フ
ァ

に

る
と
す
れ
ば

あ
る

が

し
て
い
る

と
す
れ
ば

な
る
ほ
ど
た
し
か
に

に
お
け
る

は

に

し

な
の
で
あ

り

そ
れ
こ
そ
が
ま
た

に
お
け
る

と
も

え
る

と
の

で
も
あ
る
の
で
あ
る

そ
こ
で
も
や
は
り

の

と

が

に

め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え

に
お
い
て

の

す
な
わ
ち

は

の

に

の

を

す
る
ほ
ど
に

で
あ
る
と
も

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

ブ

バ

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー
／

／



一
六

、「

対
向」

帰
依

矛
盾

師

厳

異
議

唱

。

、

矛
盾

教

準
拠

「

宗
教
Ⅰ」

教

異

、

「

宗
教
心」

教

依
拠

考

、

。

種

取

間

事
実

、

先

引
用

書
簡

推
察

。

、

一

謎

氷
解

。

『

宗
教』

「
宗
教
Ⅰ」

論

個
性

普
遍

両
立

原
理
的

困
難

語

、

相
互

作
用

同
様

指
摘

、

「
」

立
論

構
成

見

「

社
会

性」

個
性

一
般

等
格

「

同
時
生
起」

与
件

前
提

、

謎

了
解

。

生

客
観
化
形
式

「
社
会
化」

関
係
、〈

〉「

社
会
化」

生

客
観
化
形
式

特
性
論
、〈

〉

生

「

社
会
化」

適
合

要
件
論

。

二

問
題

、「

社
会
化」

生

個
性

一
般

対
等

交
錯

客
観
化
形
式

根
本
的

前
提

。「

社
会
化」

、

、

隙
間

許

普
遍
主
義
的

密
閉
空
間

想
定

。

生

根
源
的
位
相

一
般

現
実

「

社
会
化」

作

出

一
般
、

異

、

後
者

前
者

客
観
化

以
上、

後
者

前
者

属
性

一
端

引

継

。

継
承

属
性

考

、「

社
会
化」

普
遍
主
義
化

不
成
立

。

、

以
下

議
論

理
解

、

重
要

前
提

。

議
論
、

逐
一
断

、

淵
源

。

〈
〉「

社
会
化」

生

客
観
化
形
式

特
性
論

な
ら
ば

と

は
な
ん
ら

し
な
い
と

ジ
ン
メ
ル
に

し
く

を

え
た
だ
ろ
う

す
な
わ
ち

す
る
の
は

あ
く
ま
で
キ
リ
ス
ト

に

す
る

で
あ
っ
て
ユ
ダ
ヤ

の
ば
あ
い
は

な
る
の
で
あ
り

ジ
ン
メ
ル
の

は

ユ
ダ
ヤ

に
こ
そ

し
て

え
る
べ
き
で
あ
っ
た

と

こ
の

の
や
り

り
が
ジ
ン
メ
ル
と
ブ

バ

と
の

で

な
さ
れ
て

い
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
は

に

し
た
ジ
ン
メ
ル
の

か
ら

で
き
る

と
も
あ
れ
こ
う
し
て

つ
の

が

す
る

の

に
お
い
て
は

と

の

が

に

で
あ
る
と

ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

を
め
ぐ
っ
て
は

の

は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

そ
し
て

い
か
に

に
お
い
て
は

の

か
ら

て

に
お
け
る

と

の

の

が

と
し
て

さ
れ
て
い
る
こ
と

こ
の
こ
と
の

が
は
じ
め
て

で

き
る
の
で
あ
る

と
そ
の

と
し
て
の

と
の

は

の

の

と
し
て
の

と

と

の

の

か
ら
な
る

こ
の

つ
の

に
お
い
て

と
は

に
お
け
る

と

の

の

が
う
み
だ
す

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

な

と
な
っ
て
い
る

は

そ
れ
ゆ
え
ジ
ン
メ
ル
に

お
い
て
は

い
か
な
る

も

さ
な
い

な

と
は

さ
れ
て
い
な
い

の

に
お
け
る

と

の

が

り

す

は

ジ
ン
メ
ル
に
お
い
て
む
ろ
ん
き
わ
め
て

な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が

し
か
し

は

の

と
し
て
し
か
あ
り
え
な
い

は

の
あ
る

の

を

き

い
で
い
る

そ
の

さ
れ
た

と

ジ
ン
メ
ル
が

え
て
い
る
も
の
こ
そ

の

の

と
い
う
こ
と
で
あ
る

こ
の
こ
と
は

の

を

す
る
さ
い
の

も
っ
と
も

な

と
な
る

す
べ
て
の

は

ら
な
い
が

こ
こ
に
こ
そ

し
て
い
る
と
も
い

え
る
か
ら
で
あ
る

の

の

と
し
て
の

ー

ー

２
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２



一
七

「

社
会
化」

、

生

相
互
作
用

契
機

客
観
化
的

形
式

。

、「

社
会
化」

客
観

化
形
式

特
性

何
。

問

対

様
々

視
角

答

。『

宗
教』

「
」

、

大

問

思
索

渦

存
在

。

問

、

私

次

三

論
題

。

①
生

社
会
学
主
義
的

規
定
論

否
定、

②
生

「

社
会
化」

関
係
、

生

他

客
観
化
形
式

関
係

比

特
性、

③「

社
会
化」

一
般
性、

社
会
的
一
般
性

性
格、

三

。

社
会
的
一
般（

性）

頻
出

私
達

括
弧

使

、

自
身

使
用

用
語

。「
」

概
念

立
論

前
提
的
論
点

明
確

言
及

（
）

。

第

論

明
示
的

主
題
、

社
会
的
一
般
性

動
態、

「

社
会
的
一
般
化」（

）

分
析

。

〈
〉

―

①
生

社
会
学
主
義
的
規
定
論

否
定

初
期

、

個
人

全
面
的

社
会
的

規
定

考

社
会
学
主
義

面
与

。

面

、

仔
細

検
討

、

逸
脱

萌
芽
的
議
論

多

。

私
達

先

最
初

生

思
索
家

、

意
味

。

加
担

年
代

入

、

明
確

撤
回

始

。

問
題

「

社
会
学
主
義」（

）

括
弧

表
示

専
門
性

帯

凝
縮

表
現

年
代
以
降

、

年
代

「
」

『

宗
教』「

第
一
版」

、

「

社
会
学
主
義」

明
示
的

離
脱

重
要

思
想
的
背
景

。

「

社
会
学
主
義」

総
称

事
柄

、「

社
会
的

世
界
観」（

）

「

社
会
主
義」（

）

呼
称

。「

社
会（

概
念
絶
対）

主
義」

方

正
確

は

の
カ
テ
ゴ
リ

と
し
て
の

の

の

な

で
あ
る

で
は

の
こ
の

と
し
て
の

は

か

ジ
ン
メ
ル
は
こ
の

い
に

し

の

か
ら

え
よ
う
と
し
て
い
た

と

い
か
に

は

そ
う
い
う

き
な

い
を
め
ぐ
る

の

の
な
か
に

し
て
い
た

ジ
ン
メ
ル
が
と
り
わ
け

い
つ
づ
け
た
の
は

の
み
る
と
こ
ろ

の

つ
の

で
あ
る

す
な
わ
ち

の

な

の

と

の

の

と

の

と
の

に

し
て
の

の

す
な
わ
ち

の

こ
の

つ
で
あ
る

ち
な
み
に

と
い
う
こ
と
ば
は
こ
こ
ま
で
あ
ま
り
に

す
る
の
で

は
わ
ざ
と

を
は
ず
し
て

っ
て
き
た
の
だ
が

ジ
ン
メ
ル

が

し
て
い
る

で
あ
る

い
か
に

に

お
い
て
も
こ
の

は

の

と
し
て

に

さ
れ
て
い
る

そ
も
そ
も

ア
プ
リ
オ

リ

の

な

は

こ
の

の

す
な
わ
ち

の

な
の
で
あ
る

の

の

ジ
ン
メ
ル
は

に
お
い
て

と
い
う
も
の
を

に

に

さ
れ
て
い
る
と

え
る

に
あ
る

し

て
い
た

あ
る

と
い
う
の
は

に

す
る
と

そ
れ
か
ら

し
た

も
じ
つ
は

い
か
ら
で
あ
る

が

に
ジ
ン
メ
ル
は

か
ら
つ
ね
に

の

で
も
あ
っ
た
と
の
べ
た
の
は

そ
の

に
お
い
て
で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
は
こ
の

を

に

っ
て

に

し

め
る

こ
の

が

と
い
う

で

す
べ
き

を

び
た
タ

ミ
ノ
ロ
ジ

に

さ
れ
て

さ
れ
る
の
は

に
な
っ
て
か
ら
に
な
る
が

の

い
か
に

も

も

こ
の
ジ
ン
メ
ル
の

か
ら
の

な

を

な

と
し
て
い
る

ジ
ン
メ
ル
は

と

さ
れ
る

を

な

と
も

と
も

し
て
い
た

と
い
っ
た

が

で
あ
っ
た
か

ー
ー

ー
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一
八

。

社
会
主
義

社
会
学

想
念

部
分
共
有

。

社
会

、

包
括
的
全
体

性

現
実
的

基
盤
的
契
機

指

概
念

。

「

個
別

越

、

個
別

普
遍

導

出

」（
）

定
義

。

世
紀

社
会
概
念

一
般
的

、

下
層

階
級

解
放

向

社
会
問
題

闘
争
概
念、

国
家

側

妥
協
的、

調
停
的

全

体
概
念

強

、

特
性

全
体
性

擬
似
神
学
的

概
念
化

。

、

「

神

表
象」（

）

新

代
替
物

「

価
値
形
成

価
値
付
与

究
極
審

級」（
）

社
会
概
念

。「

社
会
学
主
義」

用
語

「
」

使
用

。

個
人

「

存
在

諸
要
素

割
合

変

混
和

容
器」（

）

把
握

立
場

示
唆

。「
」

第

論

社
会

生

「

包
括」

「

説

明」（
）

可
能
性

議
論
、

論
題

直
接

。

社
会―

私
達

「

社
会
化」

―

、

生

「

包
括」

概
念

。

同
時

「

社
会
的
包
括

、

完
全

包
括

存
在

関
与

」（
）

。

生

「

社
会
化」

性
格

、『

宗
教』

用
語

「

包
括」

「

対
向」

議
論

受

形

「

社
会
学
主
義」

批
判

展
開

個
所

思

、

思
索

動
向

全
体

知

、

当
時

。

論
稿

「

包
括」

、「

一
面
的」（

）

形
容

付
加

。

踏

、

事
態

少

。

「

社
会
化」

、

生

「

包
括」

総
括
的
概
念

、
「

包
括」

仕
方

全
面
的

一
面
的

。

、

社
会

個
人

「

説
明」

独
特

制
約

与

。

社
会

も
し
れ
な
い

も

も
な
る
ほ
ど
こ
の

を
あ
る

し
て
い
た

そ
の
ば
あ
い
の

と
は

な
い
し
い
ず
れ
は
そ
う
な
る
は
ず
の
な
ん
ら
か
の

な

を

し
て
い
る

だ
っ
た

ジ
ン
メ
ル
は

を

え
る
こ
と

を

か
ら

き

す
こ
と

と

し
て
い
る

の

は

に
は

よ
り

の

の

に

け
た

を
め
ぐ
る

あ
る
い
は

の

か
ら
の
そ
れ
へ
の

な

と
い
う
イ
メ

ジ
が

か
っ
た
が

ジ
ン
メ
ル
は
そ
の

を

の

な

に
も
み
て
い
た

す
な
わ
ち

そ
れ
ま
で
の

の

に
か
わ
っ
て
そ
れ
へ
の

し
い

と
な
る

と

の

と
し
て
の

の
こ
と
で
あ
る

と
い
う

は
ま
だ

い
か
に

で
は

さ
れ

て
い
な
い

か
わ
り
に
そ
こ
で
は

を

す
で
に

し
て
い
る

が
そ
の

を

え
つ
つ

す
る

と

す
る

な
る
も
の
が

さ
れ
て
い
る

い
か
に

ア
プ
リ
オ
リ

に
お
け
る

に
よ
る

の

と

を
め
ぐ
る

は

じ
つ
は
こ
の

に

に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
は
そ
こ
で

こ
こ
で

の
い
う

は

を

す
る

で
あ
る
と
の
べ
て
い
る

し
か
し

に
そ
の

は

ま
さ
に

に
は
そ
れ
に
よ
っ
て

さ
れ
な
い

に

し
て
い
る

と
い

う
の
で
あ
る

こ
れ
は

の

の

を
め
ぐ
っ
て

に
お
け
る

で
い
え
ば

と

の

を

け
る

で

を

し
よ
う
と
し
て
い
る

と
も

わ
れ
る
が

ジ
ン
メ
ル
の

の

を

と
し

て

っ
て
い
な
け
れ
ば

お
そ
ら
く

き
わ
め
て
わ
か
り
に
く
か
っ
た
も
の
で
あ
る

の
ち
の

で
ジ
ン
メ
ル
は
こ
の

と
い
う
こ
と
ば
に

と
い
う

を

す
る

こ
れ
を

ま
え
れ
ば

は

し
わ
か
り
や
す
く

な
る

つ
ま
り

は

を

す
る

で
は
あ
る
が

し
か
し
そ
の

の

は

で
は
な

く

な
の
で
あ
る

こ
の
こ
と
は

に
よ
る

の

に

の

を

え
ざ
る
を
え
な
い

ジ
ン
メ
ル
は
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一
九

学
主
義
的

「

説
明」

想
定

社
会
関
係

「
」

「

相
互
関
係（

）」（

）

形
容

。

、

「

相
互
関
係」

普
通

使

経
験
的
意
味

相
互

作
用

概
念

相
違

立

入

。

相
互
作
用

相
互
関
係

当
時
精
神
諸
科
学

領
域

自
然
諸

科
学、

中
間

生
理、

生
物
学

領
域

使
用

概
念

。

、

用

論
者

自
己

他
者

差
異

様
々

思
惑

働

得

。

実
体
的

全
体
性
概
念

動
揺

必
然
化

全
体
性

関
係
論
的
見
方

出
現

思

、

当
時

言
説

「

相
互」

概
念

流
行

抗
争

事
情
、

今
日

解
明

。

指
摘

、

経
験
的

哲
学
的、

二
種

相
互
作
用
概
念

微
妙

種
差
性

「
」

立

入

姿
勢

保

。

形
式
社
会
学

相
互
作
用
概
念

「

相
互
関
係」

区
別

正
面

対
峙

、

連
動

生

相
互
作
用

経
験
的
概
念

相
互
作
用

二

概
念

関
係
、

不
可

避

主
題
化

必
要

迫

。「

相
互
関
係」

的
観
点

、

個
人

社
会
的

「

説
明」

、「

導

出

」

（
）

求

。

、

導
出

「

生

全
体
性」

捉

。

、

社
会
的
一
般
性

規
定
力

拡
大

「

社
会

浸
透（

）」（
）

、

進

、

「

相
互
関
係」

、「

我
々

人
格
性

完
全

解
消

」（
）

断
言

。

生

限
定

全
体

、「

社
会
化」

生

基
盤

生

客
観

化
形
式

包
括
的

、

同
時

特
殊
的、

一
面
的

、

生

襞

内
奥

「

社
会
学
主
義」

的

規
定

原
理
的

。

逆

両
者

齟
齬

、「

社
会
化」

動

変
容

。

畢
竟

生

社
会

同
拡
同
延

意
味

な

に
お
い
て

さ
れ
て
い
る

を

い
か
に

で
は

と

し
て
い
る

た
だ
し
ジ
ン
メ
ル
は

こ
の

と
そ
れ
ま
で

は

っ
て
き
た

で
の

の

と
の

に
つ
い
て
は

ち

っ
て
い
な
い

も

も

の

の
み
な
ら
ず

そ
し
て
そ
の

の

の

に
お
い
て
も
す
で
に

さ
れ
て
い
た

で
あ
る

そ
れ
ゆ
え

こ
れ
を

い

る

に
は

を

と
い
か
に

づ
け
る
か

の

が

か
ざ
る
を

な
か
っ
た

な

の

に
と

も
な
っ
て

し
た

の

の

に
か
か
わ
っ
て
い
た
と

わ
れ
る

の

に
お
け
る

と
い

う

の

と

の

は

な
お
ほ
と
ん
ど

さ
れ
て
い
な
い

す
で
に

し
た
よ
う
に

ジ
ン
メ
ル
は

と

こ
の

の

の

な

に

い
か
に

で
は

ち

ら
な
い

を

ち
つ
づ
け
て
い
た

ジ
ン
メ

ル
が

に
お
け
る

と
こ
こ
で
い
う

の

に

か
ら

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば

そ
れ
に

し
て

の
カ
テ
ゴ
リ

と
し
て
の

と

と
し
て
の

と
い
う

つ
の

の

も

に

す
る

に

ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う

は

を

に

し

き

す

こ
と
を

め
る

し
か
し
ジ
ン
メ
ル
に
よ
れ
ば

に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の

は

の

を

え
つ
く
す

も
の
で
は
な
い

ジ
ン
メ
ル
は

の

の

を

の

と
よ
ん
で
い

る
が

そ
れ
が
た
と
え
ど
ん
な
に

ん
だ
と
し
て
も

し
か
し
そ
の

は

の

を

に
は

し
は
し

な
い

と

す
る

は

し
え
な
い

で
あ
り

は
そ
の

を

と
し
て

ま
れ
た

と
し
て
き
わ
め
て

で
あ
る
が

し
か
し

に

で
あ
り

し
た
が
っ
て
そ
れ
が

を
そ
の
あ
ら
ゆ
る

の

に
い
た
る
ま
で

に

し
つ
く
す
こ
と
は

に
あ
り
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る

に
こ
の

の

の
ゆ
え
に

も

き

し
つ
づ
け
る

す
る
に

と

は

の
も
の
で
は
な
い
と
い
う

に
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二
〇

。「
」

第

論

、

両
者

齟
齬

。

、

生

対

「

社
会
化」

「

外
面
的」

、

一

重
要

含
意

。

、「

社
会
化」

包
括
的

形
式

、

生

一
面
的

「

包
括」

、

生

対

比
喩
的

「

外
面
的」

。

〈
〉

―

②
生

「

社
会
化」

関
係
、

生

他

客
観
化
形
式

関
係

比

特
性

生

客
観
化
形
式

関
係
論
、

関
係

画
一
的

同
種

考

彼

文
化

悲
劇
論

周
知

、

逆

定
型
的

隠
蔽

論
題

、

年
代
以
降

思
想

貫
通

論
題

一

。

、

生

客
観
化
形
式

生

「

他
在（

）」（
）

、

生

生
起

、

生

異
質

。

、

客
観
化
形
式
、

原
理
的

生

現
実
性

内
容
性

全
面
的

「

包
括」

考

。〈
〉

―

①

「

社
会
化」

、

一
事
例

、

他

形
式

同
様

。

思
索
、

各
論
題

相
互

事
例

根
拠

組

立

。「

人
間

精
神

存
在

素
材

支
配

目
的

形
成

諸
形
式

、

内
容

自
身
本
来
持

構
造

無
関
係

形
式

釣

合

形

適
合

、

決

一
般
的

中
立
的

。」（
）

命
題

社
会
学

主
義

不
可
能

、

結
局

何
主
義

、

「

誇
大
妄
想」（

）

封

込

。

形
式

通

生

表
出
力

形
式

、

限
界

制
約

付
随

。

様
々

形
式
、

、

一
方

宗
教

社
会

相
等

「
」

お
い
て
ず
れ
る
の
で
あ
る

い
か
に

ア
プ
リ
オ
リ

が
の
べ
よ
う
と
し
て
い
た
の
は

こ
の

の

の
こ
と
で
あ
る

こ
れ
は

に

し

が

で
あ
る
と
い
う
こ
と
の

つ
の

な

で
あ
る

す
な
わ
ち

は
た
と
え
そ
れ
が
ど
ん
な
に

な

で
あ
る
と
し
て
も

を

に
し
か

し
き
れ
な
い
が
ゆ
え
に

に

し

に
い
え
ば

な
の
で
あ
る

と

の

の

と

の

と
の

に

し
て
の

ジ
ン
メ
ル
に
お
け
る

と
そ
の

の

は

こ
の

を

に

と
し
て

え
る
か
の
よ
う
な

の
い
わ
ゆ

る

の

が
あ
ま
り
に

と
な
り
す
ぎ

に
こ
の

フ
レ

ズ
の
た
め
に

さ
れ
が
ち
の

で
あ
る
が

の
ジ
ン
メ
ル

を

す
る

の

つ
で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
に
と
り

の

は
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ

へ
の

で
あ
り

か
ら

す
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

に

な
も
の
で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
は

は

に

の

と

を

に

す
る
も
の
で
は
な
い
と

え
て
い
た

で
の
べ
た

の
そ
れ

は

じ
つ
は
そ
の

に
す
ぎ
ず

の

に
お
い
て
も

な
の
で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
の

は

が

の

と

な
り

と
な
る
よ
う

み

て
ら
れ
て
い
る

の

が

の

を

し
て
そ
の

の
た
め
に

す
る

と
い
う
も
の
は

あ
の
す
べ
て
の

が
そ
れ

っ
て
い
る

に

に
そ
の

に

り

う

で

す
る
ほ
ど

に
は

い
ず
れ
も

し
て

で
も

で
も
な
い
の
で
あ
る

こ
の

は
ジ
ン
メ
ル
に

を

に
す
る
と
と
も
に

は

で
あ
ろ
う
と
も

そ
れ
を

と
し
て

じ

め

る
も
の
で
あ
る

を

し
て
の

の

に
は
そ
の

が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ

と

が

し
て
い
る
と
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る

そ
の
さ
い

の

は

ジ
ン
メ
ル
に
お
い
て
は

に
お
い
て

と

の

の

ア
ナ
ロ
ジ

２

２
１
９
０
０

２
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二
一

論

類
似
的

想
定

、

他
方

全
面
的

決

同
一
的

考

。

、「

他
在」

様
、

形
式

種
類

大

異

。

「
社
会
化」

生

客
観
化
形
式

「

生
形
式」

一

。

、

厳
密

特
定

、

時

社
会

「

生（

客
観
化

）

形
式」

一
種

形
容

。

表
現

、

生

社
会

関
係
問
題

含
意

。

、

「

生
形
式」

特
異

。「

人
間

生
形
式

社
会

作

上

」（
）

、

驚
嘆

困
惑

思

問
題

語
。

社
会
概
念

現
実

把
捉

徐
々

自
明
化

中
、

嫌
悪

称
揚

端
的

驚

対
象

語

思
想
家
、

当
時

稀
有

。

「

生
形
式」

特
殊
性

語

、

様
々

論
稿

繰

返

語

芸
術
形
式

生

関
係
、

最
適

対
比
枠

。
芸
術

諸
作
品
、

生

客
観
化
形
式

一
種

、

生

「

他
在」

。

、

生

客
観
化
形
式

関
係

「

親
和
性（

）」（
）

規
定

。

芸
術

生

象
徴
的
、

生

親
和
的

「

他
在」

。

「

親
和
性」

度
合

、

多

様

形
態

考

。

芸
術

客
観
化
形
式
、

生

異
質

、

「

他

在」

形
象

難
解

、

難
解

異
様

理
解

、

生

最

「

親
和
的」

象
徴
関
係

有

。

芸
術

形
式

生

対

遠

、

同
時

近

緊
張

相
互
反
転
性

。「

芸
術

一
切

生
命
原
理、

芸
術

我
々

事
象

距
離

中

、

我
々

事
象

近

。」（
）

「

他
在」

形
式

の
よ
う
に

で
も
あ
り
う
る
と

さ
れ
て
い
た
が

で
そ
れ
ら
は

に
は

し
て

で
は
あ
り
え
な
い
と
も

え
ら
れ
て
い
た

つ
ま
り

の
あ
り

は

の

に
よ
っ
て

き
く

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

は

の

と
し
て

の

つ
で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
は

い
つ
か
ら
と
は

に

し
が
た
い
の

だ
が

あ
る

か
ら

を

の

し
た

の

と

し
は
じ
め
る

こ
の

そ
の
も
の
が

す
で
に

と

の

を

し
て
い
る

し
か
し

こ
の

は

で
あ
っ
た

と
い
う
も
の
が
そ
の

と
し

て

と
い
う
も
の
を

り

げ
て
し
ま
っ
た
こ
と

こ
の
こ
と
を
ジ
ン
メ
ル
は

と

の

い
を
こ
め

て
ま
さ
し
く

と
し
て

る

を
も
っ
て

を

す
る
こ
と
が

に

し
て
い
く

で

こ
れ
を

す
る

の
で
も
な
け
れ
ば

す
る
で
も
な
く

に

き
の

と
し
て

っ
た

は

じ
つ
に

で
あ
る

こ
の

の

を

る
に
は

ジ
ン
メ
ル
が

の

に
お
い
て

り

し

っ
て
い
る

と

の

が

の

と

な
ろ
う

に
お
け
る

も

も
ち
ろ
ん

の

の

で
あ
り

そ
れ
ゆ
え
ま
た
そ
れ
は

に
と
っ
て
の

で
あ

る

ジ
ン
メ
ル
は

と
そ
の

の

を

の
そ
れ
と

す
る

は

の

な

そ
し
て

に

で
も
あ
る

で
あ
る

そ
の
さ
い
こ
の

の

い
に
は

ジ
ン
メ
ル
は

な

が
あ
る
と

え
て
い
た

の

は

と
は

の
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

あ
る
い
は
そ
の

の

が
ど
ん
な
に

な
も
の
で
あ
れ

い
や

で

な
も
の
で
あ
り

さ
れ
が
た
い
も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が

に

も

な

を

す
る

に
お
け
る

の

に

す
る

さ
は

に

さ
へ
の

と

の
な
か
に
あ
る

と
い
う
も
の

の

そ
れ
は

が

を

か
ら
の

の

に
お

く
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ

を

に

づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

そ
の

の

に
お
い
て

�
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二
二

「

生

全
体

自
発
的

溶

込

」（
）「

多

生」（
）

「

表
現」（

）

。

歴
史
認
識

哲
学

生

密
接

象
徴
関
係

有

考

、

芸
術

比
較

、

隔

契
機

大

。

私
達

『

宗
教』

「

宗
教
Ⅱ」

論
、

生

客
観
化

形
式

遠
近

度
合

論
題

一

気

。

宗
教

位
置
、

微
妙

。

生

近

点

、

芸
術

同

。

本
来

、「

宗
教
心」

論

考

宗
教

芸
術
以
上

生

親
近
的

。

芸
術

宗
教

理
念
的
重
畳
、

作
品

。

他
方

、「

宗
教
Ⅱ」

、

制
度
化

宗
教

生

距
離

悲
観
的

考

。

「

社
会
化」
。

当
時

決

理
解

珍
奇

反
動

思

論
理

動
員

。

彼

見

、

社
会
主
義

国
家
主
義

、

社
会
進
化
論

、

「

社
会
化」

生

距
離

無
限

縮
小

、

両
者

融
合

論
法

共
通

。

無

限
縮
小
論
、

「

社
会（

概
念
絶
対）

主
義」

表
裏

、

的
差
異

神
学
的

。

、

逆

考

。

。

逆

、「

召
命」
宗
教
的
概
念

、

当
時

感
覚

考

突
拍
子

思

、

適
用

。

、「

社
会
化」

生

生

出

、
「

他
在」

形
式

生

象
徴
的

親
和
的
関
係

含
蓄

考

。

、

「

生
形
式」

「

社
会
化」

論

勘

所

、

生

形
式

象
徴
関
係

近

遠

、

「

他
在」

「
同
化」（

）

二
重
性
論

の

が

に

け

み

よ
り

く
の

が

さ
れ
る
の
で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
は

や

も

に

し
た

を

す
る
と

え
て
い
た
が

に

す
れ
ば

た
り
の

が
よ
り

き
く
な
る
と
み
な
し
て
い
た

は

に
お
け
る

は

じ
つ
は
こ
の

と

の

の

い
に
か
か
わ
る

の

つ
で
あ
っ
た
こ
と
に
こ
こ
で

づ
く
だ
ろ
う

の

は

で
あ
る

そ
れ

は

へ
の

さ
と
い
う

で
は

ジ
ン
メ
ル
に
と
り

と

じ
で
あ
る
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い

い
や

は

を

え
れ
ば

は

に

に

の
は
ず
で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
は
そ
う
い
う

と

の

を

レ
ン
ブ

ラ
ン
ト
の

に
み
て
い
た

だ
が

に
お
い
て
ジ
ン
メ
ル
は

つ
ま
り

さ
れ
た

と

と
の

に
つ
い

て
は

に

え
つ
づ
け
た

で
は

の
ば
あ
い
は
ど
う
か

ジ
ン
メ
ル
は
そ
こ
で

と
し
て
は
に
わ
か
に
は

し
て

さ
れ
て
に
く
い

と
も

と
も

わ
れ
た
で
あ
ろ
う

を

し
て
い
る

か
ら

れ
ば

も

も

そ
し
て

も

と

と
の

を

に

さ
せ

つ
い
に
は

を

さ
せ
よ
う
と
す
る

に
お
い
て

で
あ
る

そ
の

は

そ
れ
は
お
そ
ら
く

と

で
も
あ
ろ
う
が

そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

に
か
か
わ
ら

ず
い
ず
れ
も

で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
は

し
か
し
ま
さ
に

の
こ
と
を

え
つ
づ
け
た

い
や
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
の
だ

ジ

ン
メ
ル
は
そ
の
ま
さ
に

の
こ
と
に
こ
そ

と
い
う

を

こ
れ
は

の

か
ら
す
る
と

え
ら
れ
な
い
ほ

ど
に

も
な
い
こ
と
だ
っ
た
と

わ
れ
る
が

す
る
の
で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
は

も

か
ら

み

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り

そ
の

の

に
お
い
て

に
な
ん
ら
か
の

な

を

す
る
と
は

え
て
い
た

し
か
し

ジ
ン
メ
ル
に
と
っ
て

と
し
て
の

の

は

じ
つ
は

と

の

の

さ
と

さ
の

つ
ま
り

と

の

に
は
な
い

1999
,

.
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1999
,

.
269

1999
,

.
269

2005,
.
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二
三

。

注
目

、

生

他

文
化
諸
領
域

「

生
形
式」

対

関
係

「

社
会
化」

対

重
要

差
異

。『

貨
幣

哲
学』

全
段

明
確

証
左

。

、「
社
会
化」

遠

、

「

疎
遠（

）」（
）

契
機

肯
定
的
意
義

強
調

。

「

疎
遠」

、

生

疎
外

帰
結

。

逆

。

「

疎
遠」
、

生

保
証

条
件

。

。

説
明

引
用

適

数
行

論
述
個
所

存
在

残
念

、

彼

想
定

解
答
、

社
会
論
全
体

読

明
白

。

「

社
会
化」

、

文
化
内
容

「

他

人
間

結
合」（

）
形
態、

関
係

拘
束

形
式

概
念

。

、

文
化
内
容

意
味

同
化
論
的

、

「

陶
冶

（
）」（

）

意
味

「

教
養」（
）

論
的

摂
取

論
理

処
理

。

両
者

生

遠
近

評
価

尺
度
、

同
一

。

同
一

立
場
、

社
会
概
念

実
質
的

文
化
主

義
的

解
消

意
味

。「
社
会
化」

生

「

疎
遠」

、

当
時

一
般
的
判
断

違

生

必

不
利

。

『

貨
幣

哲
学』

、

当
時
決

自
明

抵
抗

致
命
的

大

根
本

。

、

集
合
的
関
係

拘
束

様
態

、

生

存
立

保
証

機
制

条
件

。

逆
説
的

、「

社
会
化」

生

「

疎
遠」

、

比
喩
的

、

集
合
的
拘
束

生

、

個
別
的
生

存
立

容
認

点

、

生

親
近
的

。

、「

社
会
化」

客
観
化
形
式

生

関
係

他

形
式

異

形

理
解

の
で
あ
る

す
べ
き
こ
と
に
ま
さ
に
そ
れ
こ
そ
が

の

の

の

に

す
る

の

の
そ

れ
に

す
る
ば
あ
い
と
の

な

で
あ
る

の

が
も
っ
と
も

な

と
な
る
だ
ろ
う

そ
こ
で
ジ
ン
メ

ル
は

の

さ
の

つ
ま
り

と
い
う

の
み
の

を

し
て

い
る

す
な
わ
ち
ジ
ン
メ
ル
に
よ
れ
ば
こ
の

が

た
だ
ち
に

の

に

す
る
わ
け
で
は
な
い

な
の
で
あ
る

こ

の

こ
そ
が

ジ
ン
メ
ル
は

を

す
る

で
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る

な
ぜ
か

こ
れ
を
く
わ
し
く

し
て
い
る

に

す
る

か
の

が
ジ
ン
メ
ル
ら
し
く

し
て
い
な
い
の
が

な
の
だ
が

が

し
て
い
る

は

そ

こ
で
の

を

め
ば

で
あ
る

す
な
わ
ち
そ
れ
は

が

で
は
な
く

の

と
の
あ
ら
ゆ
る

の

し
た
が
っ
て

と

の

に
か
か
わ
る

で
あ
る
か
ら
で
あ
る

そ
れ
ゆ
え

そ
れ

は

の
よ
う
に
そ
の

の

な

つ
ま
り

さ
れ
る

と
い
う

で
の

な

の

で
は

し
え
な
い
も
の
で
あ
る

す
な
わ
ち
こ
の

の

へ
の

の

を
め
ぐ
る

は

で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る

こ
れ
を

と
み
な
す

は

を

に
は

に

し
て
し
ま
う
こ
と
を

し
て
い
る

の

へ
の

は

ジ
ン
メ
ル
に
よ
れ
ば

の

と

っ
て

に

ず
し
も

な
こ
と
で
は
な
い

こ
れ
こ
そ

の

の

し
て

で
は
な
く

も

に

き
か
っ
た

テ

ゼ
だ
っ
た

な
ぜ
な
ら
そ
れ
が

の

の

に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り

の

を

す
る

で
あ
り

と
も
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る

な
こ
と
な
の
だ
が

が

に

で
あ
れ
ば

あ
る
ほ
ど

に
い
え
ば

が

に
ゆ
る
け
れ
ば
ゆ
る
い
ほ
ど

そ
れ
が

の

を

す
る
と
い
う

に
お
い
て

そ
れ
は

に

な
の
で
あ
る

こ
の
よ
う
に
ジ
ン
メ
ル
は

と
い
う

と

と
の

を

の

と
は
ま
っ
た
く

な
っ
た

で

し
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二
四

。

社
会
論

当
時

傑
出

独
創
性

存
在

、

彼

議

論

徹
底

無
理
解

躓

石

。「

社
会
化」

、

芸
術

生

「

他
在」

、

生

再

合
流

吸
収

回
帰

必
要

客
観
化
形
式

。

生

「

社
会
化」

隔

拡
大

、

逆

生

保
証

可
能
性

開

。

言

換

、「

社
会
関
心」

「

個
人
関
心」
異
質

方

「

社
会
化」

生

与

僅
少

（
）

。

、

私
達

哲
学
者

強
烈

自
覚

使
命
感

、

同
時

、

彼
自
身

時

苛
立

、

社
会
学
者

、

必
然
性

飲

込

。

「

社
会
化」

生

客
観
化
形
式

生

「

疎
遠」

、

固
有

運
動
力
学

持

形
式

、

、

徹
底

彼

確
信

。

専
門
主
義
的

社
会
学
関
心

由
来

、

生

哲
学
的
関
心

淵
源

。

、「

社
会

構
成

」
「

社

会

可
能

」

必
然

。

今
日

論
者

、「

人
間

生

諸
内
容

与

形
式

内
容

潜
在

価
値

最
大
限

産
出

、

社
会
的

合
目
的
性

解
決

普
遍
的

人
間
的

課
題

部
分」（

）
、

社
会
論

人
間
学
的

、

目
障

。

「

疎
遠」

論

、「

外
面
性」

深

。

行
論

遍

在
性

理
由

。「

社
会
化」

生

象
徴
的
関
係

持

、

芸
術

文
化
諸
領
域

比

「

疎
遠」

形

。

意
味

、「

社
会
化」

、

生

よ
う
と
し
て
い
た

こ
こ
に
ジ
ン
メ
ル
の

の

に
お
け
る

し
た

が

し
た
が

そ
れ
は
ま
た
つ
ね
に

の

へ
の

し
た

の

き
の

で
も
あ
り
つ
づ
け
た

は

の
よ
う
に

の

と
し
て

し
か
も
つ

ね
に
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

に

び

し

さ
れ

し
て
い
く

は
な
い

で
あ
る

こ
こ
で
は

と

の

た
り
の

こ
そ
が

に

を

す
る

を

く
か
ら
で
あ
る

い

え
れ
ば

が

と

の

が

が

に

え
る
ダ
メ

ジ
が
よ
り

で
あ

り
う

る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る

こ

こ
か
ら

に
は
ジ
ン
メ
ル
が

と
し
て
の

な

と

に
も
か
か
わ
ら
ず

に
な
ぜ

に
と
っ
て
も

あ
る

か
ら
き
わ
め
て

た
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
に

で
も
あ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
か

そ
の

が
は
じ

め
て

み

め
て
く
る

そ
れ
は
こ
の

と
い
う

の

が

に

な

そ
れ
じ
た
い

の

を

っ
た

で
あ
り

ま
た
あ
る
べ
き
だ
と

し
か
も

し
て
そ
う
あ
る
べ
き
だ
と

が

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る

そ
の
さ

い
そ
の
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
は

な

か
ら

し
て
い
る
の
で
は
じ
つ
は
な
く

へ
の

に
こ

そ

し
て
い
た
の
で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
に
お
い
て
は

は
い
か
に
し
て

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

の
ま
え
に

は
い
か
に
し
て

か

が
お
か
れ
る

が
あ
っ
た

む
ろ
ん

の
シ
ス
テ
ム

に
と
っ
て
は

が

の

に

え
た

に
よ
っ
て
そ
の

に

す
る

の

を

す
る
と
い
う

な

に
よ
っ
て

さ
れ
る
べ

き

に

な

の

と
い
う

ジ
ン
メ
ル
に
お
け
る
こ
の

へ
の

な
こ
だ
わ
り

は

り
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
が

こ
の

も

メ
タ
フ
ァ

に

く
か
か
わ
っ
て
い
る

こ
の
メ
タ
フ
ァ

の
ジ
ン
メ
ル
の

に
お
け
る

に
は
た
し
か
に
し
か
る
べ
き

が
あ
り
そ
う
だ

は

に

を

つ
が

し
か
し
そ
れ
は

を
は
じ

め
と
す
る

に

べ
れ
ば
は
る
か
に

な

に
お
い
て
で
あ
る

そ
の

に
お
い
て

と
は

に

ー

ー

ー
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二
五

対

外

立
、

生

「

外
面
的」

。

〈
〉

―

③
社
会
的
一
般
性

原
理
的
性
格

客
観
化
形
式
、

性
格

持

。

生

「

疎
遠」

、

形
式

属
性

積
極
的
規
定

。

一
般
性

問

「
」

立
論

決
定
的

後
背
地

。

彼

他

論
稿

問
題

、

繰

返

言
及

。

様
々

論
稿

「

社
会

一
般
的

、

同
時

具
体
的

生
動
性

」（
）

趣
旨

、

幾
度

念
押

。

社
会
的
一
般

「

生
動
性」

具
体
性

、

問

社
会
論

根
底

。「
」

、

「

生
動
性」

概
念

論
稿

、

本
論

文

最
初

稿

。

社
会
科
学
方
法
論
的

、

興
味

問
題
群

層

。

組
織
的

論
述

課
題

。

「
」

前
提

語

、

例
示
的

議
論

足

。

、〈
〉

―

①

〈
〉

―

②

前
提
的
論
拠

。

形
式
社
会
学

社
会
関
係

形
式

心
理
的、

文
化
的
内
容

対

自
律
性
論
、

社
会
的
一
般
性

性
格
論

内
属

論
題

。

内
属

逆

。

社
会
的
一
般
性
論

形
式
社
会
学

、

形
式
社
会
学

社
会
的
一
般
性

論

内
属

。

広

一
般
性

問
題

「

社
会
的
合
目
的
性」（

）

論

設
定

。

概
念
、

引
用
箇
所

、

使

。

、

利
己
主
義

利
他
主
義

倫
理
学
的
用
語

社
会

語

事
態

突
破

、

彼

「

倫
理
的
科
学

若
干

本
質

的

進
歩

属

」（
）

発
条

「

合
目
的
性」

概
念

求

。

自
身

専
門
的

社
会
学
者

装

際

、

「

社
会
的
合
目
的
性」

維
持
論

主
題

前
面

立

。

例

、

何
度

言
及

年

「

社
会
集
団

自
己
保
存」

論
稿

。

社
会
的
一
般
性

固

し
い
わ
ば

に

つ

つ
ま
り

に

な
も
の
な
の
で
あ
る

の

で
は
こ
の

は

い
か
な
る

を

つ
の
か

へ
の

と
い
う

だ
け
で
は

こ
の

の

の

に
は
ま
だ
な
る
ま
い

ジ
ン
メ
ル
は
こ
の

へ
の

い
を

い
か
に

の

の

な

と
し
て
い
た

は

の

に
お
い
て
も
こ
の

に
つ
い
て
は

り

し

し
て
い
る

ジ
ン
メ
ル
は

の

に
お
い
て

は

な
も
の
で
あ
る
が

に

な

を
も
つ

と
い
う

の
こ

と
を

も

し
し
て
い
る

の

と
い
わ
れ
る

な
る
も
の
を
ど
う
と
ら
え
る
か

ジ
ン
メ
ル
は

こ
の

い
を

の

に
お
い
た

い
か
に

が

こ
の

と
い
う

に
か
か
わ
る

で
あ
る
こ
と
は

の

の

に
お
い
て
す
で
に
の
べ
て
い
る

こ
こ
に
は

に
み
て

き
わ
め
て

ぶ
か
い

が

を
な

し
て
い
る

こ
れ
を

に

す
る
こ
と
は
こ
こ
で
の

で
は
な
い

そ
れ
が

い
か
に

の

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

る
た
め
に
は

な

で

り
よ
う

そ
こ
で
は
つ
ね
に

と

が

と
さ
れ
て
い
る

で
い
う

の

の

に

す
る

も

こ
の

の

に

す
る

で
あ
る

こ
の

は

で
は
な
い

が

に
で
は
な
く

が

に

す
る
の
で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
は
よ
り

く
は
こ
の

の

を

と
し
て

し
て
い
た

こ
の

は

こ
こ
ま
で
の

に
お
い
て
も

す
で
に

わ
れ
て
い
る

ジ
ン
メ
ル
は

や

と
い
う
よ
う
な

で
し
か

を

れ
な
い

を

す
る

の
い
う

の

の

な

に

す
る

を
こ
の

と
い
う

に

め
て
い
た

ジ
ン
メ
ル
は

を

と
し
て

う

に
は

こ
の

の

と
い
う

を

に

て
て
い
る

そ
れ
が

え
ば

こ

こ
ま
で

か

し
て
き
た

の

の

の

で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
は
こ
の

の

２

２

２
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二
六

有

自
立
性

、「

技
術」

概
念

一

含
意

導
入

。

、「

社
会
的
合
目
的
性」

存
立
、

「
社
会
学
的

技
術」（

）

不
可
欠

局
面

。

『

宗
教』

「

外
面
的」

形
容

連
結

「

技
術
的」

異

、

前
提

。

客
観
化
形
式
、

固
有
性

不
可
欠

「

技
術
的」

要
件

必
然
性

位
相

内
包

。

典
型

、

関
心

寄

、

上
・
下
関
係

。

問
題

、「

社
会

化」

生

「

包
括」

、

拘
束

強
力

水
路

。

支
配
関
係
、

上
・
下
関
係

一
契
機

。

、

上
・
下
関
係

社
会
主
義
的

揚
棄
論

貴
族
主
義
的

聖
別
論

反

対

。

、

社
会
的
一
般
性

不
可
避
、

「

技
術
的」

要
件

。

彼

社
会
的
一
般
性

方
法
論
的

性
格
規
定

問
題

問

。

彼

初
期

『

社
会
分
化
論』

、

一
般
性

自
然
主
義
的、

理
想
主
義
的

方
向

想
定

問

。

、

時
代

争
点

。

『

貨
幣

哲
学』
冒
頭
、

論
題

始

。

第

章

、

一
般
性

神
学
的
普
遍
性

同
義

考

言
及

。

彼

社
会
進
化
論
者

、

一
方

自
然
主
義
的

「

社
会
的
進
化

合
目
的
性」（

）

語

、

他
方

Ｇ
・

的

反
実
証
主
義
的
思
索

受

継

『

歴
史
哲
学

諸

問
題』

解
釈
学
的

考

。

複
雑

葛
藤

「
」

第

論

社
会
的
一
般
性

「

知
識」

規
定

試
案

。

、

一
般
性

「

技
術
的」

、

方
法
論
的

属
性
論

、

制
度
性

水
準

濃
淡

注
目

。

一
般
性

注
目
、

一
般
性

「

生
動
性」

視
点

帰
結

の

を
め
ぐ
っ
て

と
い
う

の

つ
の

を

し
て
い
る

つ
ま
り

の

は

な

を

の

と
し
て
も
つ
の
で
あ
る

こ
れ
は

に
お
い
て

と
い
う

と

さ
れ
て
い
る

と
い
う
タ

ム
と
は

な
る
が

し
か
し
そ
の

で
も
あ
る
も
の
で
あ
る

つ
ま
り

こ
の

は

そ
の

ゆ
え
に
そ
れ
じ
た
い
に
お
い
て

の

と

の

を

す
る
と
い

う
の
で
あ
る

そ
の

と
し
て

も
っ
と
も
ジ
ン
メ
ル
が

を

せ
た
の
は

で
あ
る

こ
の

こ
そ

が

を

す
る

つ
ま
り

す
る
も
っ
と
も

な

で
あ
る
か
ら
で
あ
る

は

ジ
ン
メ
ル
で
は
こ
の

の

と
さ
れ
て
い
る

ジ
ン
メ
ル
は

の

な

に
も

な

に
も

し
つ
づ
け
た

そ
れ
は

ジ
ン
メ
ル
に
よ
れ
ば

の

の

た
だ
し

な

で
あ
る

は
こ
の

の

と
も
い
う
べ
き

の

を

い
つ
づ
け
た

は

の

の
こ

ろ
か
ら

こ
の

を

い
ず
れ
の

に
お
い
て

す
べ
き
か

い
か
け
て
い
る

こ
れ
は

の

だ
っ
た

た
と
え
ば

の

は

ま
さ
し
く
こ
の

か
ら

ま
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る

ま
た
そ
の

で
は

こ
の

を

と

と
は

え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が

さ
れ
て
い
る

は

で

も
あ
っ
た
の
で

た
し
か
に

で

に
つ
ま
り

の

と
し
て
そ
れ
を

ろ

う
と
も
し
て
い
た
の
だ
が

に
お
い
て

ド
ロ
イ
ゼ
ン

な

モ
テ
ィ

フ
を

け

ぐ

の

で
は
そ
れ
を

に
も

え
て
み
よ
う
と
し
て
い
た

こ
の

な

が

い
か
に

ア
プ
リ
オ
リ

に
お
い
て

を

と
し
て

す
る

に
も
や
が
て
つ
な
が
る

さ
ら
に
ジ
ン
メ
ル
は

こ
の

の

な
ら
び
に

な

と
と
も
に

そ
の

の

と

に

も

し
つ
づ
け
た

こ
う
い
う

の
グ
ラ
デ

シ
ョ
ン
へ
の

は

の

へ
の

の

で
あ
ろ
う
と

1992,
.

127
-

8

1989
,

.
209
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二
七

思

。

者
関
係

者
関
係

相
違
論

、

例

。

指
摘

、

者
関
係
論

、

社
会

的
制
度
性「

前」

位
相

議
論

思

多

、

経
験
的

社
会
的
一
般
性

様
態

議
論

一
種

、

理
念
的

生

論

別
個

。

者
関
係
的

一

般
性

別
種

心
理
学
的
機
微

密
接

相
関

、

社
会
的

客
観
化

位
相

変

一
般
性

様
態

記
述

。

一
般
性
論

嫉
妬

妬

多
彩

微

妙

感
情
的、

的
交
錯

微
細

描

。

者
関
係
論

親
密
性

変
容
論
、

今
日

社
会
学

流
行

見
過

、

制
度
的、

公
的

諸
機
関

諸
機
構

主

問

社
会
科
学

、

世
紀

通

演
劇

小
説、

総

芸
術

美
学

問
題
化

事
柄

、

、

社
会
的
一
般
性

議
論
、

彼

者
関
係
論

議
論

組

入

。

、

「

瑣
事」（

）
「

献
身

絶
対
性」（

）
「

誘
惑」（

）

論

「

特
殊

密
着」（

）
「

特
別

聖
別」（

）

批
判

典
型
的

示

、

者
関
係

生

理
念
的
本
質

種
無
垢

近

素
朴

想
定

、

。

、

者
関
係

社
会
心
理
学
的
分
析
、

哲
学
的

生
論

異

事
態

相
即

。

者
関
係

生

近

、「
」

「

調
和」

論

間
違

「

親
密

関
係

社
会
学」（

）

方

。

、

議
論

容
易

。

生

対

社
会

、

、「

最
短

直
線」（

）

対

「

折

線」（
）

関
係

形
容

者
関
係、

「

社
会
化」

方

前
提

。

歴
史
的
時
間

遡

、

遅

以
降、

漠
然

同
一
視

も

わ
れ
る

と

の

が

え
ば
そ
れ
で
あ
る

す
で
に

し
た
よ
う
に

は

の

を
め
ぐ
る

と

わ
れ
て
い
る
こ
と
も

い
が

こ
れ
じ
た
い
は
あ
く
ま
で

な

の

を
め
ぐ
る

の

で
あ
り

な

の
カ
テ
ゴ
リ

と
は
ま
た

の
も
の
で
あ
る

そ
こ
で
は

な

と
は
ま
た

の
と
り
わ
け

に

に

す
る

し
か
し

に

さ
れ
た

に
あ
る
こ
と
に
な
お

も
な
ん
の

わ
り
も
な
い
あ
る

の

が

さ
れ
て
い
る

こ
の

に
お
い
て
は

や

み
な
ど
よ
り

で

な

エ
ロ
ス

が

に

か
れ
る

や

の

は

の

の

の
テ

マ
で
も

あ
る
の
で

ご
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
が

も
と
も
と

な

と

を

に

う
て
い
た

に

お
い
て
で
は
な
く

を

し
て
む
し
ろ

や

じ
て

と

に
お
い
て

し
つ
つ
あ
っ
た

で
あ
り

ジ
ン
メ
ル
は

そ
れ
を

を
め
ぐ
る

に

つ
ま
り

が

と
よ
ん
で
い
る

に

み

れ
た
の
で
あ
る

そ
の
さ
い

た
と
え
ば

や

の

へ
の

や

な

の

の

へ
の

が

に

し
て
い
る
よ
う
に

ジ
ン

メ
ル
に
お
い
て
こ
の

が

の

に
あ
る

な
も
の
と
し
て
よ
り

い
と

に

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

ま
っ
た
く
な
い

こ
れ
は

こ
の

の

が

な

と
は

な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
す
で
に
の

べ
た

に

し
て
い
る

も
し

が

に
よ
り

い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば

い
か
に

の

は

い
な
く

な

の

の

を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う

そ
う
で
あ
れ
ば

な
ん
と

は

で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う

ジ
ン
メ
ル
は

と

を
な
す

と
し
て

そ
こ
で
は

の

に

し
て

れ

の

と
も

さ
れ
る

す
な
わ
ち

の

を

し
て
い
る
の
で
あ

る

い
く
ら
で
も

を

る
こ
と
は
で
き
よ
う
が

く
と
も
テ
ン
ニ

ス

そ
れ
ま
で

と

さ
れ
て
き
た

２

３

２

３

２

１
９

３

２

２
２

３

�

ー

ー

ー

1992,
.

103
1992,

.
404

1992,
.

403

1992,
.

114
1992,

.
114

1992,
.

402

1992,
.

114

1992,
.

114

S
S

S

S
S

S

S

S



二
八

二

社
会
概
念、

親
密

関
係

、

巨
大

混
同

、

許

。

”

、

”

、

”
”

”
”

”
”

、

同

”

呼

”

、

決

同
義

”
”

。

問
題

、

稿

社
交
性

概
念

言
及

再

立

戻

。

社
会
的
一
般
性

「

合
目
的
性」

論、

「

技
術
的」

、

方
法
論
的
属
性
論

制
度
性

論、

「
」

重
要

前
提

一

社
会
的
一
般
性

論
題、

「
」

越

社
会
論
全
体

第
一
義
的

重
要

論
題

流

込
。

、

一
般

性

分
化、

帰
結

「

客
観
性」（

）
「

個
人（

別）

化」（

）

属
性

論
題

。

分
化

「

客
観
性」

論
題

決
定
的

与
件

、「
」

短

表

現

確
言

。

対

「

個
人
化」

論

言
及
、

欠
落

。

、

問
題

考

。

生

客
観
化
形
式

客
観
化

、

言

換

対
象
化

。

対
象
化

、

形
式

生

対

客
観
性

属
性

持
。

意
味

、
「

社
会
化」

、

生

対

「

超
個
人
的

客
観
的

性
格」（

）

担

。

客
観
性

、

個
々
人

越

水
準

持

考

”

、

一
般
性

呼
称

。

対

、

、

社
会
的
一
般
性

属
性
論

”

別
種

「

客
観
性」

認

。

意
味

「

客
観
性」

、

自
身

定
義

「

事
物

主
観
的

感
情

意
欲

越

考
察

取

扱

」（
）

。

、

我
々

重
要

括
弧

表
記

思

。「

客
観
性」

、

社
会
的
一
般
性

固
有

時
間

変
容

歴
史

持

つ
の

す
な
わ
ち

な

を
モ
デ
ル
と
す
る
そ
れ
と

な
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
モ
デ
ル
と
す
る
そ
れ
を

す

る
こ
と
は

も
は
や

さ
れ
な
か
っ
た

す
な
わ
ち

は
い
ず
れ
も

と
も
い
い
か

え
ら
れ
る
こ
と
ば
で
あ
っ
た
が

そ
れ
は

じ
く

と

ば
れ
た

と

し
て

で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る

こ
の

に
は

の
ち
の

に
お
い
て

の

に

す
る
さ
い
に

び

ち

ら
ね
ば
な
ら
な
い

こ
う
い
っ
た

の

そ
し
て

と

の
グ
ラ
デ

シ
ョ
ン

こ
れ
ら
は

い
か
に

に
と
っ
て
も
っ
と
も

な

と
な
る
も
う

つ
の

を
め
ぐ
る

い
や

い
か
に

を

え
て
ジ
ン
メ
ル
の

に
と
り
と
り
わ
け

に

で
あ
っ
た

に

れ

む

す
な
わ
ち
そ
れ
は

そ
の

の

な
ら
び
に
そ
の

と
し
て
の

と

の

を
め
ぐ
る

で
あ
る

と

の

が

な

で
あ
る
の
は

い
か
に

に
お
い
て

い

と
は
い
え
こ
れ
か
ら
の
べ
る
よ
う
に

さ
れ
て
い
る

こ
れ
に

し

へ
の

は

し
て
い
る

こ
れ
が
な

ぜ
か
は

き
わ
め
て
む
ず
か
し
い

だ
が
あ
と
で

え
よ
う

の

と
い
う
ば
あ
い
の

と
は

い

え
れ
ば

の
こ
と
で
あ
る

こ
の

に
よ
っ
て

は

に

し

と
い
う

を

つ

こ
の

に
お
い
て

も
ち
ろ
ん

は

に

し

で

で
あ
る

と
い
う

を

う

ジ
ン
メ
ル
は
こ
の

を

そ
れ
が

を

え
た

を

つ
と

え
る
こ
と
で

つ
ま
り

と
も

し
た
の
で
あ
る

こ
れ
に

し

ジ
ン
メ
ル
は

の

と
し
て

の

を

め
る

こ
の

で
の

と
は

ジ
ン
メ
ル

の

に
よ
れ
ば

を

な

や

を

え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に

し

り

う
こ
と

で
あ
る

こ
れ
は

こ
こ
で
の

に

と
っ
て

な
の
で

を
つ
け
て

し
た
い
と

う

は

が

の

と

の

を

つ
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二
九

淵
源

。

歴
史、

発
展（

）

、

自
然
主
義
的

解
釈
学
的

、

当
時

概
念

先

意
味

、

分
化
概
念

、

発
想

発
端

当

時

社
会
進
化
論

摂
取

、

間
違

。

一
般
性
、

分
化

進
化
論
的
時
間

生

。

的

、

「

発
見
法
的」

（
）

仮
説

前
提

。

分
化

、

社
会
圏

種
別
化

拡
大
化、

応

様
々

機
能

専
門
化

。「

社
会
的

決
定
的

分
化

社
会」（

）

、「
」

『

宗
教』

明
確

歴
史
哲
学
的

与
件

。

変
容

、

社
会
関
係

支

貨
幣

法

「

社
会
文
化」

（
）

的

媒
体

、

感
情
的、

心
情
的、

個
人
的、

総

”

称

、

即
事
象
的、

”

転
換

。

「

社
会
文

”
”

化」

、

媒
体

「

社
会
化」

社
会
心
理
学
的
状
況

二
種

事
態

指

概
念

。

後
者

方

、「

社
会
化

心
的

影
響

与

事
実」（

）

定
義

。

「

社
会
文
化」

、

客
観
的
精
神

概
念

一
契
機

。

彼

客
観
的
精
神
概
念
、

精
神

無
時
間
的

、

即
事
象
的

異

意
味

「

事
象
的（

）」

（
）

形
容

意
味
連
関

位
相

、「

社
会
化」

見

「

社

会
文
化」

的

二
種

位
相

三

局
面

含
意

。

思
想

、

知
識
社

会
学

文
化
社
会
学

文
化
哲
学

複
雑

交
錯

発
端

定
礎

。

激

論
争

、

文
化

超
越
論
的
意
味

社
会
的、

心
理
的

発
生
的
意
味

関
係

、

客
観
的
精
神

「

社
会
文
化」

概
念

直
面

問
題

。

社
会
心
理
学
的

意
味

「

社
会

こ
と
に

し
て
い
る

こ
の

す
な
わ
ち

を

に
み
る
か

に
み
る
か

こ

の

は

ほ
ど
の
べ
た
よ
う
に
い
ず
れ
の

で
も
あ
り
え
た
が

に
か
か
わ
っ
て
は

の

を
ジ
ン
メ
ル
が

の

か
ら

し
た
こ
と
は

い
な
い
こ
と
で
あ
る

こ
の

は

と
い
う

を

き
る

こ
の
ス
ペ
ン
サ

テ

ゼ
を

ジ
ン
メ
ル
は
あ
く
ま
で

と
し
て
に
す
ぎ
な
い
が

し
つ
づ
け
た

は

の

と

そ
し
て
そ
れ
に

じ

た

の

の

を
も
た
ら
す

に

に

し
た

な
る
も
の
は

い
か
に

と

に
お
い
て

に

な

と
さ
れ
て
い
る

こ
の

の
な
か
で

と
そ
れ
を

え
る

や

の
よ
う
な

と
も
い
わ
れ
る

は

じ
て

と

さ
れ
る
も
の
か
ら

す
な
わ
ち

な
も
の
へ
と

す
る

ジ
ン
メ
ル
に
お
け
る

な
る
も
の
は

こ
の

と

が
う
み
だ
す

の

の

を

す

で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
は

の

は

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

に

を

え
る
と
い
う

と

し
て
い
る

ち
な
み
に

は

ジ
ン
メ
ル
の
い
う

の

の

で
あ
る

の

は

こ
の

の

そ
れ
じ
た
い
と
し
て
は

な

ジ
ン
メ
ル
が
し
ば
し
ば
い
ま
の
べ
た

と
は

な
る

で

と

す
る

の

と

に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
そ
れ
を

た
ば
あ
い
の

な
い
ま
の
べ
た

の

の

つ
の

を

し
て
い
る
も
の
で
あ
る

の
ち
の
ド
イ
ツ

に
お
け
る

と

な
ら
び
に

の

な

の

が
そ
こ
に

さ
れ
た

と
い
う
の
も
そ
こ
で

し
く

さ
れ
た

の
は

の

と

な

の

で
あ
っ
た
が

そ
れ
は
ま
た
ジ
ン
メ
ル
が

や

の

を
め
ぐ
っ
て

し
て
い
た

で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

ち
な
み
に

な

で
の

E
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三
〇

文
化」

方
、

貨
幣

連
動

同

決

。

、

分

化

相
応

中
性
的

「

社
会
文
化」

的
媒
体

方

。

。

社
会
関
係

「

社
会
文
化」

的
媒
体

「

主
観
的

感
情

意
欲

越

」

事
象

取

扱

方

転
換

「

客
観
性」

進
展

考

。「

社
会
化」

客
観
化
形
式

生

「

疎
遠」

契
機

強
調

評
価
、

「

客
観
性」

概
念

凝
縮

。

、

社
会
的
一
般
性
、

分
化

発
展

随
伴

、

非

意
味

即
事
象
的

「
客
観
性」

性
格

強

帯

。

社
会

存
立

様
態、

方
法
論
的

接

近

様
式

一
般
性

布
置

根
底

変
容

、

社
会
的
一
般
性

分
化

「

客
観
性」

増

大

。

者
関
係

関
係
領
域

相
対
的

独
自

自
立

、

一

帰
結

。

「

客
観
性」

「
社
会
的
合
目
的
性」

「

技
術
的
性
格」（

）

側
面

、

非
主
観
化

一
層
強
化

。

、「
客
観
性」

概
念

「

技
術」

絡

。

分
化
、

人
間

結
合
関
係

文
化
内
容

「

客
観
性」

引

起

、

「

個
別
化」

生

。

分
化
、

統
一
化、

用
語

即

「

綜
合」

相
対
的

閉
鎖
的、

自
立
的
焦
点

無
数

分
岐

。

「

個
別
化」
、

、

個
人

作
用
性

焦
点

、

意
味

「

個
人
化」

呼
称

行
為
主
体

。

、

個
人
主
義

「

個
人
化」

惹
起

、「

個
人
化」

進
行

個
人
主
義

意
識

反
省
形
態

。

分
化

統
一
化―

即

本
来

「

社
会
化」

形
容

―
「

個
人
化」

二
面
的

絡

合

進
展

、

個
人
主
義

自
然
法

啓
蒙
主
義

切

離

現
実

進
展

社
会
的
状
況

社
会
自
身

自
己
把
握

所
産

示

、

当
時

社
会
進
化
論

重
大

理
論
的
成
果

。

進
化
論
的

、

の

は

に

す
る
こ
と
で
そ
れ
と

じ
よ
う
に
ザ
ッ
ハ
リ
ヒ
と
な
る
わ
け
で
は

し
て
な
い

そ
う
な
る
の
は

に

し
て
よ
り

と
な
っ
て
い
く

の

の
み
で
あ
る

こ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
に
の
べ
る

と
も
あ

れ
ジ
ン
メ
ル
は
こ
の

と

の

な

や

を

え
た

の

り

い

へ
の

を

の

と

え
た

と
い
う

の

へ
の

の

の

と

は

こ
の

と
い
う

に

さ
れ
て
い
る

す
な
わ
ち

は

そ
の

の

に

し
て

ペ
ル
ゼ

ン
リ
ヒ
と
い
う

で

な

の

を
よ
り

く

び
て
い
く

の

の

し
た
が
っ
て
そ
れ
へ
の

な

の

と

の
グ
ラ
デ

シ
ョ
ン
の

を

か
ら

さ
せ
る
の
は

の

と
そ
の

の

で
あ
る

と
い
う
ベ
ル
ゼ

ン
ヒ
リ
な

が

に

な
も
の
と
し
て

す
る
の
も

そ
の

つ
の

に
す
ぎ
な
い

こ
の

は

の

の

を

そ
の

に

よ
っ
て

す
る

ジ
ン
メ
ル
は

と
い
う

を
つ
ね
に

の
そ
れ
に

ま
せ
つ
づ
け
る

は

の

と
そ
れ
に
か
か
わ
る

の
こ
の

を

き

こ
す
こ
と
で

そ
れ
ら
の

を
も

ぜ
し
め
る

は

ジ
ン
メ
ル
の

に

せ
ば

の

に

を

に

せ
し
め
る
か
ら
で
あ
る

そ
の
さ
い
こ
の

は

な
か
ん
ず
く

を

の

と
す
る

そ
の

で

と

さ
れ
る
べ
き

を
う
み
だ
す

ジ
ン
メ
ル
に
と
り

が

を

す
る
の
で
は
な
く

の

が

と
い
う

の

を
う
む
の
で
あ
る

が

ジ
ン
メ
ル
の
タ

ミ
ノ
ロ
ジ

に

せ
ば

は
こ
れ
が

と

さ
れ
る
の
だ
が

と

の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の

み

い
と
し
て

す
る
こ
と
は

そ
し
て

を

や

か
ら

り

し
む
し
ろ
そ
れ
が

に

し
つ
つ
あ
る

の

に
よ
る

の

で
あ
る
こ
と
を

し
た
の
は

の

の

な

で
あ
っ
た

に
い
え
ば

ー

ー

ー

ー

ー

２

1989
,

.
451
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三
一

「

人
間

個
別
的

社
会
的

間

、

他

事
情

同
等

、

不
変

割
合

存
在

。

割
合

変

、

形
態

」（
）

。

変

、

個
別
的

社
会
的

現
出

様
態

。

成
果

前
提

。

社
会
進
化
論

個
人
主
義

「

個
人
化」

概
念

換

。

一
事
例

、

私
達
、

前
編

「

個
人
化」
概
念

言
及

個
所

挙

。

分
化

「

個
人
化」

連
動
論

哲
学

的、

政
治
学
的

個
人
主
義

歴
史
的、

社
会
的

「

個
人
化」

区
別
論

梃
子

、

現
実

個
人

、

個
人
主
義

概
念

適
用

必

適
切

複
雑

様
態

視
線

切

開

。

「

社
会
化」

生

「
疎
遠」

「

疎
外」

。

、

両
者

切

離

表
裏

関
係

。

仮

、

社
会
的
一
般
性

「

客
観
性」

「

個
人
化」

進
展

契
機

存

在

。「

客
観
性」

人
間

関
係
様
態

非

逆

介
入

。

先

「

社
会
化」

生

客
観
化
形
式

生

「

疎
遠」

、

不
十
分

。

対
象
化
、

歴
史
的

「

客
観
性」

高

成

立

。

「

客
観
性」

、

結
合
関
係

文
化
内
容

打

込

個
人

「

活
動

自
由

余
地」（

）

。「
」

、

給
付

反
対
給
付

「

客
観
性」

事
例

通

、

少

文
言

次

。

「

純
粋

中

入

一
切
、

事
実
上

消

去

。

固
有

色
彩

非
合
理
性、

内
面
的

生

人
格
、

『

外
部』

完
全

自
己

中

取

入

、

社
会
的
活
動

対

純
粋

分
離

特
定

い
か
な
る

に
お
い
て
も

な
も
の
と

な
も
の
と
の

に
は

そ
の

の

が

と
す
れ
ば

の

が

し
て
い
る

こ
の

に
お
い
て

わ
っ
て
い
く
の
は

の
み
で
あ
る

す
な
わ
ち

わ
る
の
は

そ
れ
ぞ
れ
の

と

の

の

で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
は
こ
の

を

し
て
い
る

は

を

と
い
う

に
お
き

え
た
の
で
あ
る

そ
の

と
し
て

す
で
に

は

に
お
い
て
ラ
ッ
ツ
ェ
ン
ホ
ッ
フ
ァ

が

の

に

し
て
い
る

を

げ
て
お
い
た

ジ
ン
メ
ル
は
こ
の

と

の

な
ら
び
に

な

と

な

の

を

に
し
て

の

が
お
か
れ
て
い
る

じ
つ

は

と
い
う

の

が

ず
し
も

で
は
な
い

な

へ
の

を

り

こ
う
と
し
た
の
で
あ
る

の

へ
の

は
い
つ
で
も
そ
の

と
な
り
う
る

い
う
ま
で
も
な
く

こ
の

は

り

し
が
た
い

の

を
な
す

に
そ
う
な
ら
な
い
と
す
れ
ば

そ
れ
は

の

と

の

の

の

の
た
め
で
あ
る

は

の

を

ペ
ル
ゼ

ン
リ
ヒ
に
す
る
こ
と
で

に
そ
れ
に

し
な
い

と
す
る
と

に
の
べ
た

と
い
う

の

が

に

で
あ
る
と
い
う
テ

ゼ
は

じ
つ
は
な
お
も

な
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る

そ
の

が

に
そ
の

を

め
て
い
か
な
い
か
ぎ
り
そ
の
テ

ゼ
は

り

た
な
い
か

ら
で
あ
る

こ
の

は

や

の
な
か
に
ペ
ル
ゼ

ン
リ
ヒ
と
ザ
ッ
ハ
リ
ヒ
の
く
さ
び
を

ち

む
こ
と

で

に

の

な

を
う
み
だ
す

い
か
に

で
は

こ
の
こ
と
は

と

の
ザ
ッ

ハ
リ
ヒ
な

の

を

し
て

ま
た
も
や

し
わ
か
り
に
く
い

で
は
あ
る
の
だ
が

の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る

そ
し
て
こ
の

な
ザ
ッ
ハ
リ
ヒ
カ
イ
ト
の

に

っ
て
こ
な
い

は

も
こ
の
ザ
ッ
ハ
リ
ヒ
カ
イ
ト
か
ら

え

っ
て

し
ま
う

そ
の

の

と

そ
し
て
そ
の

な

と
い
う
も
の
を
も
っ
た

は

こ
の
ザ
ッ
ハ
リ
ヒ
な

を

に

の

に

り

れ
は
す
る
が

そ
の
さ
い
そ
の

に

し
そ
の
た
め
に

に

さ
れ
た

の
エ
ネ
ル
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,

.
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三
二

。」（
）「

人
間

原
理

対

原
理

、

自
由

転
換

意
味

」（
）

、

証
明

、

社
会
論

、

時

最
大

課
題

。

議
論
、

引
用

示

「
」

自
明

重

。

自
由

、「

責
任」

連
動

使

生

主
体
形
成

自
己
超
越

自
由

。

自
由

都
度

社
会
関
係

拘
束

布
置

創
出

自
由、

口
吻

、「

社
会

遠
隔
作
用」

（
）

自
由

。

「

社
会
的

意
味

自
由」（

）
、

私
達

簡
略

「

社
会
的
自
由」

呼

。

「

社
会
的
自
由」

個
人

行
為

主
体

帰
属

、「

個
人
化」

増
大

。

、

「

客
観
性」

「

社
会
的
自
由」

仲
介

「

個
人
化」

、「

社
会
関
心」

生
自
身

陶
冶

対

関
心

「

個
人
関
心」

切

離

、

逆

後
者

関
心

生

差

。

社
会
的
一
般
性
、

生

「

外
面
的」

。

「

」

引
用
箇
所

使
用

、

成

立

。

今
日

社
会
学
者

「

外
面
的」

「

外
部」

危

用

、「

環
境」

、

後
世

人
々

同

怪

好

。

功
罪

歴
史
的
作
用
史

変
容

別
途、

考

。

楽
天
的

物
言

。

。

自
身

種

議
論

、

「

切

詰

言

方」（
）

、

真

受

警
告

。

、

指
摘

文
化

体
現
者

、

生

好
都
合

「

疎
遠」

社
会
的
一

般
性

「

客
観
性」

「

個
人
化」

現
実
的

創
出

、

決

単
純

想
定

。

ギ

の
み
を
さ
し
む
け
た

の

に

し
ザ
ッ
ハ
リ
ヒ
カ
イ
ト
の

が

と
も
か
く
も
い
か
に

へ
の

を

す
る
か

こ
れ
を

す
る
こ
と

こ
れ
は
ジ
ン
メ
ル
の

の

あ
る

か
ら

の

の

で
も
あ
っ
た

こ
の

が

が

す
よ
う
に

い
か
に

に

と
し
て

ね
ら
れ
て
い
る

こ
こ
で
の

は

と
も

し
て

わ
れ
る

の
カ
テ
ゴ
リ

と
し
て
の

と

の

の
こ
と
で
は
な
い

こ
の

と
は
そ
の

の

の

の

の
な
か
で

さ
れ
る

ジ
ン
メ
ル
の

を
か
り
れ
ば

の

と
し
て
の

の
こ
と
で
あ
る

こ
の
ジ
ン
メ
ル
が

な

に
お
け
る

と

よ
ん
で
い
る
も
の
を

こ
こ
で
の

は

に

と

ん
で
お
こ
う

こ
の

が

と
い
う

に

す
る
と
き

が

す
る

す
な
わ
ち

こ
の

と

に

さ
れ
た

こ
そ
が

を

の

に

す
る

す
な
わ
ち

か
ら

り

す
こ
と
に
よ
っ
て

に

の

を

に

し
も
ど
す
の
で
あ
る

こ
の
と
き

は

に

と
な
る

と
す
る
と
な
る
ほ
ど
こ
の

い
か

に

の
い
ま
の

で
も
ジ
ン
メ
ル
が

し
て
い
る
メ
タ
フ
ァ

は

り

っ
て
い
る

も
っ
と
も

の

で
あ

れ
ば

や

な
ど
と
い
う

う
い
メ
タ
フ
ァ

を

い
ず
に

と
い
う

こ
れ
ま
た

の

が
き
っ

と

じ
よ
う
に

し
む
に
ち
が
い
な
い
こ
と
ば
を

む
の
か
も
し
れ
な
い

こ
と
ば
の

あ
る
い
は
そ
の

の
な
か
で

の

に
つ
い
て
は
ま
た

え
な
く
て
は
な
ら
な
い

だ
が
な
ん
と
も

な

い
だ

ジ
ン
メ
ル
ら
し
く
な
い
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う
か

ジ
ン
メ
ル

こ
の

の

を

ひ
ど
く

り

め
た

い

に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て

に

け
す
ぎ
な
い
よ
う

し
て
い
る

も
ち

ろ
ん
ジ
ン
メ
ル
は

す
で
に

し
て
お
い
た
よ
う
に

ペ
シ
ミ
ズ
ム
の

と
し
て

に

の

が

の

と

に
よ
っ
て

に

さ
れ
る
な
ど
と

し
て

に

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

ー

ー

ー

ー
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三
三

「

客
観
性」

「

個
人
化」

、「

社
会
関
心」

「

個
人
関
心」

分
離

負

影
響

。

「
」

読

「

社
会
化」

「

客
観
性」

語

、「

社
会

純
粋

客
観
的

図
式

思

浮

」（
）

、「

社
会

構
成

質
的

規
定

諸
現
象

織

合

考

」（
）

仮
定
的
言

回

議
論

進

。

一
言

、

歴
史
的

「
客
観
性」

進
展

「

絶
対
的

客
観
性

理
想

近
似

」（
）

必
須

条
件

。

、

社
会
的
一
般
性

「

客
観
性」

様
態

執
拗

分
析

加

。

「

客
観
性」

帰
結

「
個
人
化」

、

生

「

社
会
化」

適
合
的

。

問
題

。

、「

客
観
性」

極
限

高

「

社
会
化」

像
、「

完
全

社
会
制

度」（
）

。
「

」
「

完
全

社
会」

、『

宗
教』

「

理
想
的
制
度」

的

像

。

「

客
観
性」

生

完
全

吸
収

、「

個
人

徹
底

従
属
的

」（
）

仮
想

状
態

想
定

。

「

客
観
性」

進
展

生

保
証

、

逆

生

完
全

膝
下

抑

込

。

、

二
種

「

完
全

」
「

可
能
性」

存
在

。

「

完
全

社
会」
「

完
全

社
会
制
度」

、

現
実

近
似
的

。

実
際、

官
僚
制
論

両

者

議
論

等

例
示

使

。

、

生

社
会

「

調
和」

現
実
的

理
想
的

相
違

踏

、

接
続

要
件
論

必
要

。

「
」

、

一
種

論
理

。

個
別
的
生

個
性

前
提

「

社
会
学
主
義」

破
棄、「

客
観
性」

「

絶
対
的
客
観
性」

近
似
論

、

互

論
拠

支

合

、

相
互

言

換

、

互

保
証

。

支

、

な
ぜ
な
ら

と

も
ま
た

と

の

に

の

を
も
も
ち
う
る
か
ら
で
あ
る

い
か
に

を
よ
く

む
と
ジ
ン
メ
ル
は

の

を

る
ば
あ
い

を

に

な

と
し
て

い

か
べ
て
み
る
と
す
れ
ば

の

を

に

さ
れ
た

の

り

わ
せ
と
し
て

え
て
み

る
と
す
れ
ば

と
い
う

い

し
の
な
か
で
そ
の

を

め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

で
い
え
ば

な

の

が

な

の

に

す
る

こ
と
が

の

で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
は

の

の

に

に

を

え
つ
づ
け
た

こ
の

と

そ
の

と
し
て
の

に
よ
っ
て

と

が

に
た
だ
ち
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
ま
っ
た
く
な
い

ま
さ

に
そ
こ
に
こ
そ

が
あ
っ
た

ジ
ン
メ
ル
は

が

ま
で

ま
っ
た

を

ま
っ
た
く

な

と
よ
ん
で
い
る

こ
れ
は

い
か
に

に
お
け
る

な

に
お
け
る

の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア

な
ネ
ガ

で
あ
る

そ
こ
で
は

に

が

に

さ
れ

が

し
て

と
な
る
で

あ
ろ
う

の

が

さ
れ
て
い
る

つ
ま
り

の

が

を

す
る
の
で
は
な
く

に
そ
れ
が

を

に

に

え

ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る

つ
ま
り
は

の

な

の

が

す
る

な

と

な

こ
の
ど
ち
ら
も

に

で
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か

は

の

に
お
い
て
と
も
に

し
く

と
し
て

わ
れ
て
い
る
の
だ

ま
さ
に
こ
こ
で
こ
そ

と

の

の

と

の

を

ま
え
た

そ
の

の

が

と
な
る

い
か
に

と
い
う
テ
ク
ス
ト
は

の
ト

ト
ロ
ジ

の

か
ら
な
っ
て
い
る

の

の

と

の

の

へ
の

は

い
に

と
し
て

え

っ
て
い
る
の
だ
が

じ
つ
は
そ
れ
ら
は

の

い

え
に
す
ぎ
ず

そ
れ
じ
た
い
と
し
て
は

い
を

す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る

そ
れ
ら
を

え
て
い
る
の
は

1992,
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57

1992,
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58
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三
四

論
点

相
互

言

換

、

接
続

要
件
論

方

。

要
件
論

、「
」

第

論

宗
教
哲
学
的

「

調
和」

概
念

援
用

直
接

正
当
化
根
拠

。『

宗
教』

原
理
的

困
難

技
術
的

困
難

区
別
論

語

。

原
型

文
言
、

年

『

貨
幣

哲
学』

第
一
版

。

、

貨
幣

「

客
観
性」

正
負

意
義

言

。「

貨
幣

社

会

個
人、

双
方

、

諸
要
素

分
化

引

起

、

同

事
柄

面

困
難

、

面

容
易

。

実
際
的

矛
盾

、

理
論
的

解
決
不
能

意
味

論
理
的

矛
盾

。」（
）

理
論
的
解
決

処
方

。

要
件
論

、

「
」

『

宗
教』
、

、

社
会

側

生

側、

双
方

側

同
時

想
定

。「

決

考

」
「

理
想
的
制
度」

、

一
体

条
件

何

。

こ
れ
ら
の

の

の

い

え
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
は
な
く

こ
の

の

の

で
あ
る

こ
の

こ
そ

い
か
に

ア
プ
リ
オ
リ

に
お
け
る

で
も
あ
る

の

の

の

を
な
し
て
い
る

に

お
い
て

な

と

な

の

が

ら
れ
て
い
た

こ
の

と
も
い
え
る

が

た
と
え
ば

の

の

に
あ
る

そ
こ
で
は

の

の

の

に
つ
い
て
こ
う

わ
れ
て
い
る

は

と

こ
の

に
お
い
て

の

を

き

こ
す
こ
と
に
よ
っ
て

ま
っ
た
く

じ

を
あ
る

で

に
し

ま
た
あ
る

で

に
す
る

こ
の
こ
と
は
な
る
ほ
ど

な

で
は
あ
る
が

し
か
し
ま
っ
た
く

に

と
い
う

で
の

な

で
は
な
い

で
は
そ
の

の

と
は
な
に
か

こ
の

は

い
か
に

と

に
お
い
て

す
で
に
の
べ
て
お
い
た
よ
う
に

の

と

の

こ
の

の

か
ら

に

さ

れ
て
い
る

し
て

え
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い

こ
と
と
し
て
の

こ
の

は

な
の
か

３

１
９
０
０

1900,
.359

-
60

S
S

〈

注〉

①

以
下

議
論

扱

諸

、

以
前
私
達

詳
細

問

「

個
人

社
会」

問
題

機
制

論

、

一
部
内
容
的

関
連

（

廳
茂『

人
間

科
学』

木
鐸
社

年）

。

当
時、

私
達

問

題

少

斉
一
的

想
定

。

総
論

私
達

解
釈

依
然

有
効

考

、

「

個
人

社
会」

問
題

複
数

、

重
要

相
違

持

接
近
方
法

。

宗

教
哲
学
的
思
索

基
盤

「

個
人

社
会」

問
題

取

組

、

一

。

私
達

、

議
論

一
段
深

、

接
近
方
法

種
別
性

厄
介

問
題

。

種
別
性

、

年
代
以
降

思
索

理
解

、

決
定
的

鍵

思

。

様
々

の

に
お
い
て

わ
れ
る

テ

マ
は

が

に

う
た
こ
と
の
あ
る
ジ
ン
メ
ル
に
お
け
る

と

の

と

に

す
る
と
こ
ろ
が
あ
る

ジ
ン
メ
ル
に
お
け
る

の

は
こ
の

を

し

な
も
の
と

し
す
ぎ
て
い
た
き
ら
い
が
あ
る

と
し
て
み
れ
ば

は
そ
こ
で
の

を

と
し
て

な
も
の
で
あ

る
と

え
て
い
る
が

ジ
ン
メ
ル
は

と

に

の

し
か
も

な

を

っ
た

を
も
っ
て
の
ぞ
ん
で
い
た

を

と
し
た

と

へ
の

り

み
は

あ
く
ま
で
そ
の

つ
で
あ
る

こ
こ
で
の

は

レ
ヴ
ェ
ル
を

か
つ
て
よ
り
も

め
る
こ
と
で

こ
の

の

と
い
う
き
わ
め
て

な

に
か
か
わ
っ
て
い
る

ま
さ
し
く
そ
の

こ

そ
が

の
ジ
ン
メ
ル
の

を

す
る
う
え
で

な

と
な
る
と

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
に
お
け
る

ー

１
９
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三
五

の

と

へ
の

は

に
お
い
て

な
り
は
す
る
が

に
お
い
て

に

な
っ
て
も
い
る

い
や

し
あ
っ

て
さ
え
い
る

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

い
か
に

の
ジ
ン
メ
ル

に
お
け
る

と

の

の

に
お
け
る

を
め
ぐ
っ

て

に
お
い
て

ち

る

を

に

す
る

は

そ
れ
を

の

に
お
く
こ
と
を
も

に

す
る
こ
と
が
あ
る

さ
ら
に
そ
の

と
し
て

な
ん
ら
か
の

を
も

し
つ
つ

こ
の

を

に
も
っ
て
い
く

え

も
あ
る

そ
の

だ
け
を

し
て
お
く

の

は

と
い
う

の

に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
の
べ
ら
れ
て
い
る

ジ
ン
メ
ル
は

の

を
つ
ま
り

な

の
そ
れ
を

な
る
ほ
ど

か
ら

し
は
し
な
っ
た

と
は
い
え

が

に

り

ん
だ
の
は

の

の

の

で
あ
る

い

え
れ
ば

と

な
の
で
あ
る

こ
の

は

そ
の

の

に
お
い
て

た
り
う
る

こ
の

の

は

ウ
ェ

バ

が
そ
の

を

し
て
い
る
の
と
ち
ょ
う

ど

に

の

の
カ
テ
ゴ
リ

と

な
そ
れ
と
を

す
る
こ
と
で

の

に
お
け
る

こ
そ
を

ジ
ン
メ
ル
の

は

っ
て
い
る
の
だ
と

え
る

そ
し
て
こ
の

を

の

に
ま
で

ち

げ
る
の
で
あ

る

こ
の

の

に
あ
る
の
は

こ
の

の
ば
あ
い
は

ジ
ン
メ
ル
の

を
ブ

バ

の

と

を

に

す
る
と

い
う

が
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
の

に
か
か
わ
っ
て
す
で
に
そ
の

を

し
て
お
い
た

え

で
あ
る

た
だ
し
こ
の

に
は

ど
う

を

み
に

ろ
う
と
も

が
あ
る

そ
こ
で

は

に
ジ
ン
メ
ル
の

の

と
い
う

を
め
ぐ
る

を

ち

む

を

い
て
も
い
る

い

を

ね
る
こ
と
を

す
る

の

な
ど
も

に
ジ
ン
メ
ル
を
よ
り

づ

け
た
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
も
ち
ろ
ん

え
る
だ
ろ
う

い
ず
れ
に
せ
よ
そ
う
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て

の

は

な

の

と
な
る
の
で
あ
る

ジ
ン
メ
ル
が
こ
の

を

と
し
て

し
な
が
ら

と
し
て

し
た
こ
と
に

し

た
し
か
に
ブ

バ

は

に

し
た

「

個
人

社
会」

問
題

応
答

、

一
方

一
部
重

、

他
方

相
当

異

、

対
立

。

、「
」

思
想

位
置

我
々

本
論
稿

研
究
史
上

意
義

、

終
章

立

入

。

②

者
関
係
論

倫
理
学
的

解
釈

立
場

、

『

社
会
学』

中
心

同
時

含
意

。

倫
理
性

、

宗
教
思
想

想
定

、

者
関
係
論

共
同
体
論

考

方

。

一
例

、

紹
介

。

次

一
節

、『

社
会
学』

作
品

、

性
格
規
定

。「

社
会
的
制

度

問
題
設
定

超
個
人
的

客
観
的
形
象

、

視
野

外

。

、

彼

第
一
義
的

取

組

、

人
間
間

相
互
作
用

直
接

人
格
的
形
式

。

言

換

我

汝
関
係

」（
β

¨

）

。

文
言
、

¨

解
釈

首
尾
一
貫
性

典
型
的
事
例

。

文
言

発
言
者

、

混
同

批
判

逆

、

相
互
作
用
概
念

生

的
意
味

社
会
学
的

同
一
視

、

生

位
相

一
般
性
問
題

者
関
係
論

扱

考

。

関
係
論

、『

社
会
学』

全
体

中
心
主
題

持

上

。

解
釈

背
景

、

論
者

、
『

社
会
学』

『

我

汝』

論

基
盤

解
釈

、

私
達

著
作

可
能
性

指
摘

考

方

。

解
釈

、

論
理

巧

操

無
理

。

論
者

、『

社
会
学』

「

愛

断
章」

、

愛

宗
教
的
概
念

持

込

可
能
性

開

短

論
文

重

提
案

。「

顔

美
学
的
意
義」

現
代
思
想

近

使

。

『

社
会
学』

者
関
係
論

、

宗
教
的、

倫
理
学
的

個
別
的
生
間

一
般
性
論

。

一
般
性
問
題

重
要

認
知

空
白

残

対

、

鋭
敏

反
応

人

２

２

２

２
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三
六

物

一
人

（

）

。

社
会
学
説

中
心

「

人
間
間
的

」（
）

主
題

。

「

社
会
心
理
学
的」（

）

水
準

。

、

「

社
会
心
理
学」

概

念

規
定

、

心
理
学
説

影
響

一
義
的

。

自
身

「

社
会
心

理
学
的」
位
相

不
満

宗
教
思
想
的

乗

越

。

本
文

触

、

同

空
隙

感
知

、

対
峙

。
『

個
人

共
同
体』

第
一
版

「

社
会
的
交
叉」

論

主
題
化

、

第

二
版
以
降

「

視
界

相
互
性」

論

論
題
化

（

）
。

強

意
識

、

他

Ｈ
・

客
観
的
精
神

存
立

「

社
会
的
創
造」

三
要
件
論

「

汝」

論

参
照（

（
）

）

。「

共

」

概
念

相
互
作
用

概
念

基
礎

著
作

、

内
容
的

継
承

問
題

多

孕

、

自
身

、

相
互
作
用
概
念

方

依
拠

（

語

）（

¨

（
）

熊
野
純
彦
訳『

共
同
存
在

現
象
学』

岩
波
書
店、

¨

年
二
十
七―

八
頁
参
照）

。

「

宗
教
心」

概
念

特
定

宗
教
思
想、

教

引

寄

考

、

立
場

対

、

自
身

「

留
保」

明
確

語

文
言

残

。「

教

宗
教
心

貴
兄

議
論

対

、

議
論

美

深

、

私

全

宗
教
心

本
質

思

、

態
度

留
保

。

本
質
、

時
代、

場
所

、

部
族、

『

宗
教』

一
致

。

（
教

含

）

宗
教
心

本
質

の

で
あ
る

ブ

バ

は
ジ
ン
メ
ル
の

の

に

な
も
の

の

を
み
る

そ
の
さ
い
ブ

バ

は

ジ
ン
メ
ル
の
そ
れ
を

に
と
ど
ま
る
も
の
と
み
て
い
る

も
っ
と
も

ブ

バ

の

と
い
う

の

に
は

デ
ィ
ル
タ
イ
の

の

も
う
か
が
え
る
の
で

な
も
の
で
は
な
い

と
も
あ
れ
ブ

バ

は
こ
の

と
い
う

を

と
し
て

に

り

え
よ
う
と
す
る

で

れ
た
よ
う
に

リ
ッ
ト
も

じ

を

し

こ
れ

に

し
よ
う
と
し
た

リ
ッ
ト
の

と

に
お
け
る

で
は
そ
れ
は
ま
だ

さ
れ
て
い
な
い
が

に

の

と
し
て

さ
れ
る

ジ
ン
メ
ル
を

く

し
た
も
の
と
し
て
は

に
た
と
え
ば

フ
ラ
イ
ヤ

の

の

と
そ
こ
で
の

の

な
ら
び
に

も

に

の

な
ら
び
に

の

を

と
し
て
い
る

レ
ヴ
ィ
ッ
ト
の

は

に
は
ジ
ン
メ
ル
の

と
も
い
っ
て
よ
い

を

く

ん
で
い
る
が

し
か
し
レ
ヴ
ィ
ッ
ト

は

ジ
ン
メ

ル
で
は
な
く
デ
ィ
ル
タ
イ
の

の

に

し
て
い
る

と

っ
て
い
る

の

な
お

の

を

の

つ
ま
り
ユ
ダ
ヤ

に

き

せ
て

え
る

た
と
え
ば
ブ

バ

の
よ
う
な

に

し
て

ジ
ン
メ
ル

が

を

に

っ
て
い
る

が

っ
て
い
る

ユ
ダ
ヤ

の

に
つ
い
て
の

の

に

し
て
も

そ
の

が
ど
ん
な
に

し
く

い
も
の
で
あ
る
と
し
ま
し
て
も

は
こ
の
こ
と
が

て
の

と
い
う
も
の
の

で
あ
る
と
も

っ
て
い
ま
す
の
で

を

し
て
お
き
ま
す

そ
の

は

い
か
な
る

い
か
な
る

に
も
あ
り
え
ま
し
た
が

い
か
な
る

い
か
な
る

と
も

し
ま
せ
ん

そ
れ
ら
す
べ
て
は

ユ
ダ
ヤ

も

め
て
な
の
で
す
が

の

か
ら
み
る
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三
七

な
ら
ば

ま
さ
し
く
た
だ
の

な
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
す

ジ
ン
メ
ル
の
こ
の

を

ど
お
り

に

け

る
か
ど
う
か
じ
た
い
を

こ
こ
で
の

は

し
て
お
き
た
い

な
お

ジ
ン
メ
ル
に
お
け
る

の

と

の
カ
テ
ゴ
リ

と
し
て
の

と
の

に
つ
い
て
は

な
こ
と
な
の
で

に
お
い
て
も

か

す
る

と
い
う

と
は

な
っ
た

の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る

な
る
も
の
に
つ
い
て
は

の
ち
の

に
お

い
て
ま
た

す
る

が
あ
る

ジ
ン
メ
ル
は

の

な

に
そ
っ
て

を

の

の

に
す
ぎ
な
い

も
の
と
し
て
し
ば
し
ば

し
て
い
た

こ
れ
に
つ
い
て
は

に
お
い
て
も
の
べ
て
い
る

た
だ
そ
の
さ
い
に
も

こ
の

の
あ
り

を
め
ぐ
っ

て
は

し

み
を

た
せ
た

を
し
て
い
た

す
な
わ
ち

は
そ
れ
を

が
そ
の

け

っ
た
も
の
を

し
て
は
い
る
が
し
か
し

さ
れ

め
ら
れ
た

に
お
い
て
い
わ
ば

し

す
る
こ
と

で
あ
る
と

っ
て
も
い
た
の
で
あ
る

す
で

に

に

し
て
い
る
あ
る

の

め
ら
れ
た

こ
そ

の
ち
に

と

の
ず
れ
を
め
ぐ
っ
て

し
て

さ
れ
る

と
な
る

は

ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
に
は

に

な
っ
た

に

さ
れ
た

と

か
ら

み

て
ら
れ
て
い
る

こ
の

み

て
に

か
か
わ
る
の
だ
が

こ
の

が

に

し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
ま
っ
た
く
な
い

た
だ
し
こ
の

の

は

は

と
い
う

が
そ
の

に

え
た

に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り

に

と
っ
て
は

し
て

と

に

で
は
な
い
も
の
で
あ
る

と
い
う
モ
チ

フ
を
め
ぐ
っ
て

め
く
く

ら
れ
て
お
り

の

と

は

モ
チ

フ
に
お
い
て

よ
く

し
あ
う

と
な
っ
て
い
る

な
お
ジ
ン
メ

ル
が

し
て
い
る
の
は

な

で
あ
る

こ
の

と

に
な
る
の
は

だ
ろ
う
か

に

な

と
い
う

で

ず
る
と
す
れ
ば

ジ
ン
メ
ル
は
そ
れ
は

し
て

し
て
い
な
い

た
だ
そ
れ
を

と
い
か
に

ま
せ
る
の
か

そ
れ
が

だ
っ
た
の
で
あ
る

、

宗
教―

。」（
）

「

留
保」

文
字

受

取

、

我
々

留
保

。

、

者
関
係
論

「

社
会
心
理
学
的」

議

論

生

論

一
般
性
論

相
違

、

重
要

本
論

何
度

言
及

③

「

人
類」

社
会

異

種

「

集
合
性」（

）

、

稿

言
及

機
会

。

④

当
時

自
然
主
義
的

個
性
概
念

、

個
々
人

「

無
数

社
会
的
糸

交
叉
点

」（
）

規
定

。

前
稿

。

、

交
叉

方

少

含

持

表
現

。

彼

、「

人
格

受

取

、

類
似

意

識

高

形
式

放
散

再
現

」（
）

語

。

社
会
的

存
在

型

「
高

」「

再
現」

問
題

、

生

社
会

徹
底

再
検
討

事
柄

。

⑤

『

社
会
学』

、

様
々

異

時
期

執
筆

論
稿

断
片

組

立

。

組

立

、

作
品
全
体

非「

社
会
学
主
義」
的

統
一

。

作
品

末
尾

、「

社
会
化

人
間

類

生

与

歴
史
的―

社
会
的
形
式

、

学
問
的―

概
念
的
分
析

、

決

生

単
純

同
一

。」（
）

締

、

作
品

最
初

最
後

、

対「

社
会
学
主
義」

論

首
尾

呼
応

体
裁

。

否
定

、「

極
端

社
会
学
主
義」（

）

。

概
念

対

何

。

仮

「

方
法
的

社
会
学
主
義」

造
語

応

、

決

否
定

。

生
概
念

絡

、

難
題

。
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三
八

⑥

”

生
活
形
式

解

意
味

用
法

、

他
方

彼

生

”

（
活）

形
式

両
概
念

徐
々

特
殊

込

考

。

生

客
観
化

形
式

、

「

文
化
形
式」（

）

概
念

用

。

「

文
化
形
式

（

強
調
引
用
者）」

、

社
会

人
間

結
合
形
態

概
念

入

、

曖
昧

。

入

、

客
観
化
形
式

文
化
内
容

「

文
化
形
式」

、

社
会

入

「

文
化
形
式」

差

。

社
会
、

文
化
的
同
化、

”

組

入

説
明

。

”

実
際

、

議
論

存
在

。

社
会

人
間

結
合、

拘
束
形
態

生

客
観
化
形
式

、

主
観

的
文
化

回
帰

文
化

悲
劇
性

。

少

、

客
観
的
精
神

意
味
内
容

主
体

咀
嚼

。

文
化

悲
劇
概
念

「

社
会
的

」（
）

転
用

意

味

、

論
稿

「

全
体

部
分

一
個

自
立
的
全
体

、

全
体

離

成
長

、

全
体

対

固
有

権

限

主
張

」（
）

規
定

。

表
現

、

社
会
概
念

特
性

不
明

。

社
会

客
観
的
自
立
性

獲
得

負

意
味

以
上、

議
論

不
十
分

。

⑦

『

社
会
分
化』

論

、

社
会
概
念

性
格

「

一
般
的

」（
）

何

問

第
一
義
的

掲

。

、「
社
会
学
的
関
係

一
般
的

個
別
的

関
係」（

）

問

言
及

。

問

、

後

形
式
社
会
学
的
綱
領

社
会
学

限
定

同
時

否
認

。

綱
領

一
般
性
論

一
部
分

過

、

一
般
性
論

主
題

後

潜
在
的

継
続

。

社
会
学

形
式
社
会
学

適
正

否

度
合

、

一
般
性
論

問

推
移

詳
細

検
討

抜

決

語

、

社
会
的
一
般
性
論

、

方
法
論

歴
史
哲
学

及

。

問

最

も
ち
ろ
ん

は

と
も

し
う
る
し
そ
の

で
の

も
ジ
ン
メ
ル
に
は
あ
る
が

に
お
い
て

に
あ
っ
て
は

と

の

に

に
よ
り

な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が

め
ら
れ
て
い
く
こ
と
も

え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い

が

し
た

と
し
て

ジ
ン
メ
ル
は

と
い
う

も
よ
く

い
て
い
る

た
だ
し

と
い
う
ば
あ
い

そ
こ
に

と
い
う

の

に
か
か
わ
る

が

る
の
か
ど
う
か

つ
ね
に

と
な
る

る
と
し
て
も

と
し
て
の

の

と

そ
こ
で

も

る

と
の

が
は
っ
き
り
し
な
く
な
っ
て

し
ま
う
か
ら
で
あ
る

こ
の
ば
あ
い

は

す
な
わ
ち

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に

み

れ
て

す
る
し
か
あ
る
ま
い

に

そ
う
い
う

も

し
て
い
る

で
は
そ
の
ば
あ
い

と
い
う

の

に
か
か
わ
る

の

が

に

で
き
な
い

の

と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か

こ
れ
は

な
く
と
も

の

が

に

さ
れ
え

な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う

ジ
ン
メ
ル
は

の

が

な
も
の

に

さ
れ
る
さ
い
の

を

あ
る

に
お
い
て

の

が

の

と
な
り

そ
の

か
ら

れ
て

し
て
し
ま
い

に

し

の

を

す
る
よ
う
に
な
る
こ
と

と

し
て
い
る

し
か
し
こ
の

で
は

の

は

の
ま
ま

で
あ
る

し
か
も

が

を

す
る
こ
と
は
ジ
ン
メ
ル
に
お
い
て

の

を
の
み
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た

こ
の

は

で
も
あ
る

に
お
い
て
は

の

を
め
ぐ
っ
て

な
も
の

と
は

か
と
い
う

い
が

に

げ
ら
れ
て
い
る

そ
し
て
そ
れ
に
か
か
わ
っ
て

に
お
け
る

な
も
の
と

な
も
の
の

へ
の

い
が

さ
れ
て
い
る

こ
の

い
は

に

に

が

さ
れ
る
さ
い
に

に

さ
れ
た
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い

こ
の

が
カ
ヴ
ァ

し
た
の
は

の

に

ぎ
ず

の

は
そ
の

も

に
は

さ
れ
て
い
く

ジ
ン
メ
ル
の

を

と
よ
ぶ
こ
と
が

か

か
の

い
は

こ
の

の

い
の

に
つ
い
て
の

な

を

き
に
し
て
は

し
て

れ
な
い
が

は

か
ら

に
ま
で

ぶ
も
の
で
あ
る

こ
の

い
は
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三
九

終
的

晩
年

『

社
会
学

根
本
問
題』

、

再

重
要
性

強
調

。

社
会
学

関
心

形
式
社
会
学

再

初
期

『

社
会
分
化』

論

、

「

一
般
社
会
学」

回
帰

明
確

確
認

、

現
存

資
料

年

講
義

。

幸
運

、

講
義

Ｇ
・

短

筆
記

残

（
）

。

転
換

事
実

講
義
内
容

重
要

問
題

孕

、

稿

言
及

。

⑧

『

社
会
学』

第
一
章「

社
会
学

問
題」

後
半
部

社
会
関
係

非
構
造
論
的（

）

流
動
性
論

主
題

、

制
度
性

論
題

思

。

単
純

現
代

社
会
学
者

・

構
造
化
論、

論
的

「

社
会

終
焉」

論

宣
告

考

、

少

即

、

『

貨
幣

哲
学』

近
代
思
想

「

事
物

関
係

過
程

相
対
主
義
的

解
消」

（
）

傾
向

議
論

社
会
概
念

適
用

産
物

思

。

、

集

団
構
造
上

中
間
層

動
的
機
能

語

集
団

「

弾
力
性」（

）

解
釈

。

、

語

大
都
市
人

中
心

全
体

社
会
概
念

投
影

。

思
想

、

社
会
概
念

大
胆

応
用

試

思

（

廳
茂

「

的
社
会
概
念」『

社
会
思
想
史
研
究』
Ｎ
ｏ

、

年
参
照）

。

自
身

、

社
会
概
念

核
心

社

会
全
体

固
定

大

機
関

無
数

社
会
的
流
動
関
係

転
換

、

生
理、

生
物
学

近
年

動
向

対
応

。

例
示

一
体

議
論

念
頭

、

今
後

検
討
課
題

。

私
達

、

社
会

流
動
性
論

論
題

意
味

性
格

捉

、

大
変

問
題

。

、

社
会
関
係

流
動
性

「

弾
力
性」

集
団
維
持

最
良

機
能
的
手
段

観
点

論

、

集

団
維
持
論
的

観
点

分
離

独
立

理
由

意
義

一
体
何

。

当
時、

社
会
的

有
機
体
概
念、

国
家
概
念、

に

の

の

に
お
い
て

び
そ
の

が

さ
れ
る

な
お
ジ
ン
メ
ル
の

へ
の

が

か

ら

び

の

へ

つ
ま
り

な
る
も
の
へ

す
る
こ
と
が

に

で
き
る
の
は

す
る

で
は

の

か
ら
で
あ
る

な
こ
と
に

こ
の

に
つ
い
て
の

ハ
イ
ム
に
よ
る

い

ノ

ト
が

さ
れ
て
い
る

こ
の

と
い
う

と
そ
こ
で
の

は

な

を

ん
で
い
る
の
で

ま
た
の
ち
の

で

す
る

の

の

に
お
け
る

の

に
も
み
え
る

の

も

こ
の

の
グ
ラ
デ

シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る

に
か
か
わ
っ
て
い
た
も
の
と

わ
れ
る

こ
れ
は

に

の

で
あ
れ
ば
ミ
ク
ロ

ソ
シ
オ
ロ
ジ

や

あ
る
い
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

な

の

の

と

え
る
か
も
し
れ
な
い

さ
ら
に
も
う

し
ジ
ン
メ
ル
の
テ
ク
ス

ト
に

せ
ば

た
と
え
ば

の

に
お
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
た

に
お
け
る

の

と

へ
の

な

を
め
ぐ
る

の

へ
の

の

と
も

え
る

あ
る
い
は
こ
れ
は

ジ
ン
メ
ル
が
し
ば
し
ば

の

の

を
め
ぐ
っ
て

っ
て
い
る

の

の
こ
と
と
も

で
き
よ
う

そ
れ

と
も

そ
れ
は
ジ
ン
メ
ル
が
し
ば
し
ば

っ
て
い
た

の
ア
モ
ル
フ
な

な
き

イ
メ

ジ
の

へ
の

で
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い

さ
ら
に
こ
れ
は
ジ
ン
メ
ル
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の

の

へ
の

な

の

み
だ
っ
た
と
も

え
る

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム

ジ
ン
メ
ル

は

の

を

や
そ
こ
で
の

し
た

き
な

か
ら

の

に

す
る
こ
と
は

に
お
け
る

の

に

し
た
も
の
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る

そ
の

と
し
て
ジ
ン
メ
ル
が

い
か
な
る

を

に
お
い
て
い
た
の
か
は

の

で
あ

る

の
み
る
と
こ
ろ

こ
の

の

と
い
う

の

と

を
ど
う

え
る
か
は

じ
つ
は

に
む
つ
か
し
い

で
あ
る

も
と
も
と
ジ
ン
メ
ル
は

の

や

を

の

の

と
い
う

か
ら

じ
て
い
た
が

こ
れ
が

な

か
ら

し
て

す
る
こ
と
の

と

は

だ
っ
た
の
か

な

そ
れ
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四
〇

か
ら

の

を

え
て
い
く
と
さ
れ
た

や

の

こ
れ
ら
の

と

を
ど
う

に

え
る
か
は

に

と
し
て

さ
れ
つ
つ
あ
っ
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G Simmels
Die sozialphilosophischen Implikationen des dritten Apriori

Shigeru Cho
G Simmels wird heute als eines der klassischen

Werke auf dem Gebiet der Soziologie angesehen Nach Meinung von Soziologen ist
dieser Aufsatz ein Meilenstein in der Entwicklung des symbolischen Interaktionismus
und der verstehenden Soziologie die zu den bedeutenden Schulen der gegenwartigen
soziologischen Theorien gehoren

Simmel selbst hielt jedoch die Inhalte fur nicht so sehr soziologisch als sozialphilosophisch
Was die sozialphilosophischen Implikationen des Aufsatzes betrifft ist er doch au erst
schwierig zu verstehen weil er eine zu kurze Abhandlung voller Euphemismen ist

Ich versuche hier die gedankliche Bedeutung der Abhandlung besonders des
dritten Abschnitts d h des sogenannten dritten Apriori zu untersuchen Der dritte
Abschnitt setzt sich mit der Art der idealen Vermittlung zwischen dem Individuum
und der Gesellschaft auseinander und bildet den abschlie enden Part der die Abhandlung
in ein Ganzes zusammenfa t Deshalb ist es zuerst notwendig die gedanklichen
Implikationen des dritten Apriori klarzumachen um als
ein sozialphilosophisches Werk zu verstehen

Zu diesem Zweck nehmen wir auf Auf Auf Bezug
Der Text des dritten Abschnitts greift zum Teil die wichtigen Punkten von
wieder auf Diese zwei Versionen der ersten und zweiten Auflage erortern den Inhalt
des dritten Apriori bei weitem grundlicher als Die Religion
hilft uns ganz entscheidend den schwer zu verstehenden dritten Teil zu entziffern

Das dritte Apriori entspricht der Stelle im Text von die die religiose
Differenzierung darstellt Sie vermittelt nach Simmel ein Bild von den spiritualistisch
en harmonischen Verbindungen zwischen dem Ich und den anderen und zwischen
Menschen und Gott Die Bedingung dieser Verbindungen ist die Abwesenheit von der
realen Konkurrenz und Arbeitsteilung Simmel wendet diesen idealen er nennt es

begrifflichen Begriff auf das wirkliche Bild von der Beziehung zwischen dem
Individuum und der empirischen Gesellschaft an Aber die wirkliche Gesellschaft besteht
naturlich aus der harten Konkurrenz und der spezialisierten Arbeitsteilung Die
religiose Differenzierung und die harmonischen Verhalnisse zwischen den Teilen und
dem Ganzen ist nicht in Ubereinstimmung mit der realen Wirklichkeit Diese Erorterung
scheint dem Anschein nach zu naiv und unsinnig zu sein

Naturlich kannte Simmel diesen Widerspruch schon Es stellt sich hier die Frage
warum Simmel eigentlich das religionsphilosophische Sozialbild als Losung fur die
au erst widerspruchliche Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft in der
wirklichen Welt brachte

Das Ziel unserer Abhandlung ist die Grunde daruber ausfuhrlich zu untersuchen
und dadurch die sozialphilosophischen Konnotationen des dritten Abschnitts und weit
er des ganzen Aufsatzes von herauszuarbeiten

: Simmel Leben Gesellschaft Sozialphilosophie Beruf
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