
1 ハーバーマスの哲学をかじる 

二
十
五 

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
哲
学
を
か
じ
る 

 

暮
れ
か
ら
正
月
初
旬
ま
で
、
Ｊ
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
著
作
『
自
然
主
義
と
宗
教
の
間
』
を
た
ど
た
ど
し

く
読
ん
だ
。
以
前
に
雑
誌
で
一
つ
二
つ
時
事
的
な
問
題
へ
の
発
言
を
読
ん
で
、
す
で
に
高
齢
で
ド
イ
ツ
を

代
表
す
る
哲
学
者
と
し
て
名
を
知
っ
て
い
た
。
こ
の
論
集
を
読
ん
で
み
る
気
に
な
っ
た
の
は
、
タ
イ
ト
ル

に
誘
わ
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
自
然
科
学
の
ず
い
ぶ
ん
発
展
し
た
現
代
の
自
然
観
か
ら
宗
教
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
る
の
か
、
哲
学
者
の
議
論
を
知
り
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
ん
ど
こ
の
書
物
に
と
り
く
ん
で
み
て
、

カ
ン
ト
以
来
の
と
く
に
ド
イ
ツ
の
先
達
の
哲
学
を
継
承
発
展
さ
せ
て
現
代
的
に
論
じ
よ
う
と
す
る
姿
勢

は
、
信
頼
の
お
け
る
も
の
だ
と
思
っ
た
。
そ
の
論
じ
方
は
正
攻
法
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
哲
学

者
と
ず
い
ぶ
ん
感
じ
が
違
う
。 

 

こ
の
書
物
は
、
二
十
一
世
紀
初
頭
に
書
か
れ
た
文
章
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
社
会
や
政
治
を
主
題
と

し
て
哲
学
す
る
人
は
、
本
の
三
分
の
二
を
、
現
代
社
会
で
目
立
つ
宗
教
的
な
現
象
の
考
察
に
当
て
て
い
る
。

そ
こ
で
の
重
要
な
論
点
が
表
題
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
第
一
部
は
、
人
間
の
思
考
を
支

え
る
精
神
が
ど
う
い
う
も
の
か
を
論
じ
た
も
の
だ
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
近
代
哲
学
の
礎
石
と
な
っ
た
カ

ン
ト
の
理
性
を
、
現
実
的
な
人
間
精
神
の
あ
り
方
の
な
か
に
置
い
て
「
脱
超
越
論
化
」
し
て
捉
え
直
す
。
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こ
の
第
一
部
は
、
こ
れ
ま
で
い
く
ら
か
か
じ
っ
て
き
た
話
題
で
も
あ
り
、
お
の
ず
と
関
心
が
強
く
、
も
う

一
度
「
理
性
批
判
」
を
学
び
直
す
機
会
に
な
っ
た
。
記
憶
力
の
な
い
わ
た
し
は
、
感
心
し
た
文
章
に
出
会

う
と
、
時
間
の
ゆ
と
り
が
あ
れ
ば
日
録
に
書
き
と
め
る
習
慣
が
あ
り
、
こ
ん
ど
も
そ
う
し
た
。
記
憶
を
新

た
に
す
る
た
め
に
も
い
く
つ
か
を
引
き
写
し
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
考
え
方
を
た
ど
っ
て
み
る
。 

 

ま
ず
、
わ
た
し
の
実
情
を
指
摘
す
る
文
章
が
あ
る
。
―
―
わ
れ
わ
れ
の
思
想
の
独
創
性
が
乏
し
け
れ
ば

乏
し
い
ほ
ど
、
み
ず
か
ら
の
生
成
の
文
脈
に
縛
り
付
け
ら
れ
た
ま
ま
に
な
り
ま
す
。
し
か
も
、
さ
ら
に
そ

の
思
想
は
自
分
が
由
来
す
る
生
活
史
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
し
ば
し
ば
そ
れ
だ
け
で
し
か
な

い
の
で
す
―
―
。
ま
こ
と
に
、
こ
れ
を
戒
め
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
社
会
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
を
考
え
る
。
カ
ン
ト
の
認
識
論
と
、
「
先
験
的
」
・

「
客
観
」
な
ど
の
概
念
が
、
人
間
の
具
体
的
な
あ
り
方
と
関
連
づ
け
て
焼
き
直
さ
れ
る
。 

 

講
演
は
言
う
。
―
―
人
間
は
社
会
的
諸
関
係
の
公
共
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
根
源
的
に
う
め
こ
ま
れ
る
こ

と
で
初
め
て
、
自
己
を
人
格
と
な
す
能
力
を
発
展
さ
せ
る
動
物
な
の
で
す
。
…
…
主
体
的
精
神
は
構
造
と

内
容
を
、
も
と
も
と
社
会
化
さ
れ
た
諸
主
体
の
間
主
体
的
交
通
と
い
う
、
客
観
的
精
神
と
の
接
続
か
ら
受

け
取
る
。
…
…
言
語
は
世
界
の
鑑
で
は
な
く
、
世
界
へ
の
入
り
口
を
開
示
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
際
、
言

語
は
わ
れ
わ
れ
の
眼
差
し
を
つ
ね
に
す
で
に
世
界
へ
と
特
定
の
や
り
方
で
誘
導
し
て
い
ま
す
。
言
語
に
は
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た
と
え
ば
世
界
像
の
よ
う
な
も
の
が
記
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
…
…
述
語
な
い
し
概
念
の
意
味
は
、
そ
れ
ら

の
助
け
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
経
験
の
光
に
照
ら
し
て
、
ふ
た
た
び
修
正
さ
れ
う
る
の
で
す
―
―
。 

 

「
理
性
の
脱
超
越
論
化
」
に
つ
い
て
の
論
述
が
、
上
の
考
え
方
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
。
―
―
私
た
ち

が
判
断
を
下
し
た
り
扱
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
が
独
立
に
存
在
し
て
い
て
、
「
世

界
」
と
は
そ
れ
ら
の
総
体
で
あ
る
と
い
う
想
定
で
あ
る
。
「
判
断
可
能
」
な
対
象
と
は
、
そ
れ
に
つ
い
て

何
ら
か
の
事
実
を
言
明
し
う
る
一
切
の
対
象
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
目
的
の
達
成
に
向
け
て
働
き
か

け
る
と
い
う
意
味
で
、
「
扱
う
」
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
時
間
空
間
の
内
部
で
同
定
し
う
る
対
象
だ

け
で
あ
る
。
…
…
明
ら
か
な
の
は
語
用
論
的
な
世
界
想
定
は
統
制
的
理
念
で
は
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
事

実
を
確
定
で
き
る
一
切
の
も
の
を
指
示
し
う
る
こ
と
に
対
し
て
、
「
構
成
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
…
…
経
験
と
判
断
は
、
い
ま
や
現
実
の
問
題
に
対
処
す
る
実
践
に
結
び
つ
い
た
も
の
と
な
る
。
…
…

そ
も
そ
も
事
実
認
定
は
、
学
習
過
程
、
問
題
解
決
、
主
張
の
正
統
化
と
い
っ
た
営
み
の
結
果
と
し
て
生
じ

る
。
…
…
も
ろ
も
ろ
の
対
象
の(

事
実
で
は
な
く)
総
体
と
し
て
想
定
す
る
こ
の
「
世
界
」
を
、
真
な
る
言

明
に
よ
っ
て
叙
述
可
能
な
こ
と
の
す
べ
て
か
ら
な
る
「
現
実
」
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
…
…
言
語
お

よ
び
行
為
能
力
を
有
す
る
主
体
は
、
彼
ら
の
そ
の
つ
ど
の
生
活
世
界
の
地
平
か
ら
の
み
世
界
内
の
物
事
に

向
か
う
こ
と
が
で
き
る
。
文
脈
か
ら
ま
っ
た
く
自
由
な
世
界
な
ど
と
い
う
の
は
存
在
し
な
い
。
…
…
社
会

化
さ
れ
た
主
体
は
、
「
つ
ね
に
す
で
に
」
生
活
世
界
の
文
脈
の
な
か
に
あ
り
、
か
つ
言
語
を
用
い
た
慣
習
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的
実
践
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
文
脈
や
慣
習
的
実
践
が
、
一
定
の
意
味
づ
け
を
与
え
る

伝
統
や
習
慣
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
世
界
を
開
示
し
て
見
せ
る
の
で
あ
る
―
―
。 

 
言
葉
は
む
ず
か
し
い
が
、
世
界
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
れ
ば
よ
い
か
、
現
実
的
な
理
解
が
得
ら
れ
る
。

さ
ら
に
考
察
は
、
カ
ン
ト
の
自
由
に
つ
い
て
の
議
論
に
進
む
。
カ
ン
ト
の
名
高
い
「
お
互
い
を
け
っ
し
て

単
な
る
手
段
と
し
て
扱
わ
ず
目
的
そ
の
も
の
と
し
て
扱
う
」
な
ど
を
確
認
し
て
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」
、
「
相
互
人
格
的
」
、
「
間
主
体
的
」
な
ど
の
言
葉
を
使
っ
て
、
「
実
践
理
性
」
の
問
題
を
現
代
的

に
論
じ
て
い
る
。
―
―
カ
ン
ト
に
と
っ
て
理
性
が
本
領
を
発
揮
す
る
の
は
実
践
の
領
域
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
理
性
が
構
成
的
で
あ
る
の
は
、
道
徳
的
行
為
に
対
し
て
の
み
で
あ
っ
た
―
―
。 

  

こ
の
あ
と
第
二
部
か
ら
、
議
論
は
、
表
題
と
し
た
宗
教
と
関
係
す
る
問
題
に
移
っ
て
い
く
。
宗
教
を
議

論
に
と
り
入
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
認
識
に
関
し
て
境
界
線
を
引
く
。 

―
―
①
世
界
全
体
の
な
か
で
の
人
間
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
と
主
張
す
る
世
界
像
や
宗
教
的
教
義
同

士
の
対
立
は
、
認
知
的
次
元
で
調
停
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
②
ポ
ス
ト
形
而
上
学
的
思
考
は
、
存
在
す

る
も
の
の
全
体
が
ど
の
よ
う
に
成
り
立
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
存
在
論
的
言
明
を
当
然
放

棄
す
る
。
③
自
然
科
学
は
人
間
の
自
己
理
解
と
自
然
理
解
と
自
然
全
体
の
な
か
で
の
人
間
の
位
置
づ
け
に

関
わ
る
理
論
的
認
識
を
も
た
ら
す
が
、
そ
う
し
た
理
論
的
認
識
と
、
そ
こ
か
ら
総
合
的
に
構
成
さ
れ
る
自
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然
科
学
的
な
世
界
像
と
は
は
っ
き
り
区
別
す
べ
き
で
あ
る
―
―
。 

 
人
間
の
身
体
に
つ
い
て
の
科
学
的
な
知
識
が
増
し
た
の
に
対
し
て
、
思
慮
深
い
哲
学
者
は
哲
学
の
伝
統

に
基
づ
い
た
言
説
を
提
出
す
る
。
―
―
行
為
者
は
、
み
ず
か
ら
を
自
分
の
身
体
と
同
一
視
し
、
ま
た
行
為

を
可
能
と
し
行
為
へ
の
権
限
を
与
え
る
肉
体
と
し
て
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、
創
始
者
と
し
て
み
ず
か
ら
を

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
…
…
創
始
者
は
み
ず
か
ら
を
、
自
分
の
有
機
体
、
自
分
の
振
る
舞

い
に
刻
印
さ
れ
た
生
活
史
や
文
化
、
自
分
の
動
機
や
能
力
と
同
一
視
す
る
。
ま
た
判
断
す
る
主
体
は
、
あ

ら
ゆ
る
外
的
な
状
況
を
、
そ
れ
ら
が
制
限
並
び
に
機
会
と
し
て
重
要
で
あ
る
限
り
、
自
分
の
熟
慮
に
取
り

入
れ
る
。
…
…
自
由
に
行
為
す
る
諸
主
体
は
、
自
然
法
則
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
た
物
事
の
経
過
に
介
入
し
、

新
し
い
因
果
系
列
を
「
創
設
」
す
る
。
…
…
実
践
は
、
何
か
他
の
も
の
、
つ
ま
り
意
識
だ
け
で
は
汲
み
つ

く
さ
れ
な
い
肉
体
的
な
も
の
、
理
性
に
伝
え
ら
れ
は
す
る
が
理
性
と
は
質
的
に
異
な
る
何
か
を
必
要
と
す

る
。
…
…
行
為
を
制
限
す
る
諸
条
件
や
行
為
へ
と
誘
う
諸
機
会
や
自
由
処
理
可
能
な
諸
手
段
か
ら
な
る
自

然
法
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
…
―
―
。
自
然
科
学
で
明
ら
か
に
な
っ
た
知
見
か
ら
人
間
の
本
性
を
論
じ

た
書
物
が
不
十
分
だ
と
感
じ
て
い
る
わ
た
し
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
察
を
経
た
哲
学
的
な
解
釈
の
方
が
人

間
を
深
く
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る(

補
遺
一)

。 

  

い
よ
い
よ
「
信
仰
と
知
の
境
界
」
に
つ
い
て
の
議
論
が
く
る
。
カ
ン
ト
の
立
場
が
議
論
の
出
発
地
点
で
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あ
る
。
―
―
カ
ン
ト
の
理
性
の
自
己
批
判
は
た
だ
単
に
理
論
理
性
と
実
践
理
性
と
の
関
係
を
説
明
す
る
だ

け
で
な
く
、
理
性
の
正
当
化
さ
れ
た
理
論
的
お
よ
び
実
践
的
使
用
を
、
一
方
で
形
而
上
学
的
な
認
識
要
求

の
熱
狂
か
ら
、
他
方
で
宗
教
的
な
信
仰
確
信
の
超
感
性
性
か
ら
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
性
自
身
を

限
界
づ
け
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
規
定
は
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
信
仰
と
知
の
関
係
に
関
し

て
、
現
在
の
哲
学
的
風
景
の
な
か
で
方
向
を
定
め
る
こ
と
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
今
日
で
も
依
然
と
し
て
役

立
つ
こ
と
が
で
き
る
―
―
。
と
し
な
が
ら
も
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
言
う
。
―
―
カ
ン
ト
は
、
「
神
は
存
在
せ

ず
、
ま
た
来
世
も
存
在
し
な
い
と
確
信
し
て
い
る
」
世
俗
的
な
ス
ピ
ノ
ザ
に
、
自
分
の
目
的
を
た
だ
自
己

の
な
か
に
の
み
持
つ
道
徳
的
行
為
の[

も
た
ざ
る
を
得
な
い]

惨
め
な
帰
結
か
ら
く
る
絶
望
に
対
す
る
免
疫

を
持
た
せ
よ
う
と
欲
し
た
…
…
。
啓
蒙
主
義
者
で
あ
る
カ
ン
ト
は
、
教
会
に
よ
っ
て
硬
化
さ
せ
ら
れ
た
正

統
主
義
に
反
対
し
て
、
理
性
と
個
人
的
良
心
の
権
威
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
他
方
で
カ
ン
ト
は
モ
ラ

リ
ス
ト
と
し
て
、
不
信
仰
の
側
の
啓
蒙
さ
れ
た
敗
北
主
義
に
も
反
対
す
る
の
で
あ
る
。
懐
疑
主
義
に
反
対

し
て
彼
は
、
単
な
る
理
性
の
限
界
内
で
正
当
化
さ
れ
る
よ
う
な
、
宗
教
の
信
仰
内
容
と
責
務
を
救
出
し
よ

う
と
す
る
。
宗
教
批
判
は
、
救
出
し
つ
つ
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
と
い
う
モ
チ
ー
フ
と
結
び
つ
い
て
い
る

の
で
あ
る
―
―
。
こ
の
言
い
方
は
少
し
宗
教
に
歩
み
寄
っ
て
カ
ン
ト
を
受
け
と
め
て
い
る
、
と
わ
た
し
に

は
見
え
る
。 

 

と
こ
ろ
で
文
中
に
、
カ
ン
ト
の
「
人
間
は
道
徳
的
意
味
に
お
い
て
何
で
あ
ろ
う
と
、
何
に
な
る
べ
き
で
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あ
ろ
う
と
、
善
に
せ
よ
悪
に
せ
よ
、
人
間
は
そ
れ
に
自
分
自
身
で
な
る
に
ち
が
い
な
い
、
あ
る
い
は
な
っ

た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
深
い
洞
察
が
あ
る
と
わ
た

し
は
思
う
。
こ
の
言
葉
を
厳
粛
に
受
け
と
め
る
こ
と
が
一
大
事
だ
と
思
う
。 

  

第
四
部
「
寛
容
」
の
議
論
は
、
社
会
学
者
と
し
て
、
文
化
的
多
元
主
義
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
書
か
れ

て
い
る
。
寛
容
を
説
く
の
に
ふ
さ
わ
し
く
、
表
現
の
調
子
は
ゆ
る
や
か
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
第
四
部

よ
り
も
前
の
宗
教
に
関
す
る
考
察
に
も
、
社
会
学
者
と
し
て
の
思
考
法
が
色
濃
く
出
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

そ
し
て
、
著
者
が
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
生
ま
れ
育
っ
て
、
そ
こ
で
思
想
を
は
ぐ
く
ん
だ
こ
と
も
、
議
論
に

大
き
く
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
わ
た
し
が
仏
教
的
な
考
え
方
に
親
し
ん
で
き
た
せ
い
も
あ
っ
て
、

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
考
察
に
違
和
感
を
覚
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
思
慮
深
い
哲
学
者
を
批
判
す
る
の
は
畏
れ

多
い
が
、
無
謀
な
感
想
を
記
す
。 

 

先
述
の
世
界
と
そ
の
認
識
に
つ
い
て
の
①
・
②
・
③
は
、
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世
界
観
と
無
関

係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
た
し
の
浅
い
理
解
で
は
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
や
ナ
ー
ガ
ル
・

ジ
ュ
ナ
の
思
想
の
核
心
に
は
、
③
の
前
半
に
言
う
理
論
的
認
識
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
①
や
②
の
よ
う
な
構

成
さ
れ
た
世
界
像
や
存
在
論
的
言
明
は
も
と
も
と
無
い
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
考
え
て
い
る
よ
う
な
ユ
ダ

ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
教
義(

そ
こ
に
は
世
界
の
創
造
神
が
い
て
、
そ
の
神
は
ま
た
人
格
神
で
あ
る)

と
著
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し
い
相
違
が
あ
る
。
宗
教
と
し
て
の
仏
教
に
は
、
た
し
か
に
古
代
イ
ン
ド
の
宗
教
的
思
潮
が
多
く
流
れ
こ

ん
で
い
る
が
、
基
本
思
想
は
、
構
造
と
し
て
世
界
を
捉
え
る
あ
る
い
は
堅
固
な
存
在
を
考
え
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
世
界
観
と
は
大
い
に
違
う
。
そ
れ
は
関
係
性
の
世
界
で
あ
る
。
「
自
然
主
義
」
と
「
宗
教
」
を
両
極

に
置
い
て
議
論
を
く
み
た
て
よ
う
と
す
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
構
想
か
ら
ず
れ
て
い
る
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、

宗
教
と
な
っ
た
仏
教
は
、
自
然
主
義
の
対
極
を
な
す
の
だ
け
れ
ど
も
。
キ
リ
ス
ト
教
が
根
強
い
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
思
想
を
継
承
す
る
人
に
は
、
存
在
で
は
な
く
関
係
性
と
そ
こ
で
の
人
間
の
あ
り
方
に
注
目
す
る
思
想
が

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
よ
く
見
え
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か(

補
遺
二)

。 

  

こ
う
言
っ
て
も
、
わ
た
し
は
、
宗
教
と
し
て
の
仏
教
を
採
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
が
「
今
日
で
も
依
然
と
し
て
役
立
つ
」
と
し
た
カ
ン
ト
の
諸
規
定
に
定
点
を
据
え
て
考
え
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
宗
教
と
対
置
さ
れ
た
自
然
主
義
に
つ
い
て
考
察
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
今
の
わ
た
し

は
、
「
自
然
主
義
的
」
な
世
界
観
は
ま
だ
ま
だ
鍛
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
と
思
う(

補
遺
一)

。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
一
五
年
桜
桃
の
花
の
咲
く
頃 
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補
遺
一 

 

自
然
主
義
が
哲
学
に
鋭
く
切
り
込
む
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
哲
学
が
長
く
問
題
に
し
て
き
た
人
間
の

「
自
由
」
は
、
自
然
法
則
に
従
っ
て
決
定
論
的
に
生
起
す
る
身
体
行
動
か
ら
自
由
か
、
と
い
う
問
い
で
あ

る
。
こ
の
問
題
を
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
第
三
部
「
自
然
主
義
と
宗
教
」
の
最
初
の
第
六
章
で
と
り
あ
げ

る
。
章
の
タ
イ
ト
ル
も
ず
ば
り
「
自
由
と
決
定
論
」
だ
。
哲
学
者
の
議
論
は
や
は
り
重
厚
で
、
自
然
科
学

者
が
精
緻
な
論
理
を
積
み
上
げ
て
論
じ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
か
な
か
敵
わ
な
い
と
思
う
。
人
間
の
思
索
は

広
く
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
及
び
、
自
分
の
自
覚
的
な
生
き
方
ま
で
反
省
す
る
か
ら
、
そ
う
い
う
思
索
全
部

を
ひ
き
受
け
る
哲
学
の
方
が
ど
う
し
て
も
、
こ
の
問
題
を
、
つ
ま
り
人
間
を
深
く
考
え
る
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
、
こ
の
補
遺
一
を
予
告
し
た
段
落
に
引
い
た
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
文
章
は
わ
た
し
を
感
心
さ
せ
る
。

次
の
第
七
章
の
議
論
に
も
説
得
さ
れ
る
。
章
の
タ
イ
ト
ル
は
「
確
か
に
私
自
身
が
自
然
の
一
部
で
あ
る
」
、

副
題
が
「
理
性
の
自
然
と
の
絡
み
あ
い
に
つ
い
て
語
る
ア
ド
ル
ノ
」
。
自
身
の
師
に
当
た
る
ア
ド
ル
ノ
に

沿
い
な
が
ら
考
察
し
て
い
る
。
自
然
科
学
の
知
見
を
含
み
こ
ん
で
、
哲
学
的
な
論
理
を
構
築
す
る
と
い
う

基
本
姿
勢
が
貫
か
れ
る
。
行
き
過
ぎ
た
自
然
主
義
が
、
そ
の
論
理
を
突
き
く
ず
す
の
は
む
ず
か
し
い
。 

 

こ
の
書
物
が
「
自
然
主
義
」
と
呼
ん
で
い
る
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
と
り
あ
げ
た
も
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の
し
か
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
脳
や
神
経
回
路
な
ど
の
身
体
機
能
に
つ
い
て
、
自
然
科
学
的
な

実
証
実
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
が
一
般
書
の
形
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
い
く
つ
か
を
読
ん
で
知

る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
が
、
わ
た
し
は
、
そ
の
考
察
が
、
長
い
哲
学
の
探
求
が
到
達
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま

な
考
察
に
対
抗
で
き
る
ほ
ど
十
分
に
整
理
さ
れ
て
い
る
、
と
は
感
じ
な
か
っ
た
。
通
常
、
自
然
科
学
は
決

定
論
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
カ
オ
ス
理
論
や
量
子
力
学
の
確
率
解
釈
や
複
雑
系
な
ど
、
素
朴
な

決
定
論
と
異
な
る
様
相
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
措
く
と
し
て
も
、
自
然
科
学
の
知
見
は

究
極
に
到
達
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
う
る
。
ま
し
て
、
現
在
の
知
見
を
よ
く
吟

味
し
て
伝
統
的
な
哲
学
と
比
較
検
討
す
る
仕
事
は
ま
だ
ま
だ
不
十
分
だ
と
思
う
。
と
う
ぶ
ん
、
自
然
科
学

は
哲
学
的
考
察
を
豊
か
に
す
る
と
い
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。 

 

こ
こ
で
、
去
年
読
ん
だ
戸
田
山
和
久
と
い
う
人
の
『
哲
学
入
門
』
に
つ
い
て
述
べ
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、

記
憶
が
薄
れ
て
し
ま
っ
て
そ
れ
が
で
き
な
い
。
そ
の
書
物
は
、
自
然
科
学
の
知
見
に
基
づ
い
て
新
し
い
哲

学
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
挑
戦
的
な
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
わ
た
し
は
、
そ
の
議
論
か
ら
、
ど
の
よ
う
に

生
き
れ
ば
よ
い
か
を
汲
み
取
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
前
段
で
述
べ
た
感
想
に
と
ど
ま
っ
た
ま

ま
で
あ
る
。
な
ん
と
い
っ
て
も
人
は
、
哲
学
に
、
知
識
を
得
る
以
上
の
こ
と
を
期
待
す
る
の
だ
。 
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補
遺
二 

 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
な
か
に
も
例
外
的
な
人
が
い
る
よ
う
だ
。
文
化
人
類
学
者
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、

『
悲
し
き
南
回
帰
線
』
の
最
終
節
で
、
キ
リ
ス
ト
教
と
距
離
を
置
い
た
思
索
を
記
し
て
い
る
。
―
―
仏
教

に
は
彼
方
の
世
界
が
な
い
。
す
べ
て
根
本
的
な
批
判
に
帰
着
す
る
が
、
人
類
は
批
判
が
永
久
に
可
能
で
あ

る
こ
と
を
示
す
は
ず
が
な
い
の
で
、
批
判
の
究
極
に
お
い
て
、
仏
陀
は
物
と
存
在
の
意
味
の
拒
否
と
し
て

悟
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
宇
宙
を
な
い
も
の
と
す
る
教
理
で
あ
り
、
宗
教
と
し
て
教
理
そ
の
も
の
も
な
く

な
る
の
で
あ
る
。
…
…
わ
た
し
は
他
の
人
か
ら
、
教
え
を
聞
い
た
先
生
た
ち
か
ら
、
書
物
で
読
ん
だ
哲
学

者
か
ら
、
西
洋
が
誇
り
と
し
て
い
る
あ
の
科
学
か
ら
さ
え
、
賢
者(

仏
陀)

の
樹
下
の
瞑
想
を
接
ぎ
合
わ
せ

て
編
集
し
た
教
訓
の
断
片
の
ほ
か
の
な
に
を
教
え
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
。
―
―
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
信
仰
を
勧

め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
「
懐
疑
主
義
者
」
で
も
な
い
の
だ
と
思
う
。

こ
こ
に
は
科
学
と
い
う
言
葉
も
出
て
く
る
が
、
こ
の
人
は
、
現
存
す
る
宗
教
的
世
界
観
と
自
然
科
学
的
な

知
見
の
限
界
を
識
っ
て
、
な
お
思
索
し
よ
う
と
し
て
い
る
。 

  


