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一　

は
じ
め
に

　

本
研
究
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
政
治
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら

に
い
え
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
政
治
に
ど
の
よ
う
な
「
意
味
」
を
付
与
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

人
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
と
を
論
じ
る
際
に
は
、
経
済
学
者
、
社
会
学
者
、
あ
る
い
は
人
間
の
文
化
諸
領
域
を
広
汎
に
取
り
扱
っ
た

社
会
科
学
者
と
し
て
、
そ
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
多
い
と
い
え
よ
う
。
ド
イ
ツ
東
部
地
域
に
お
け
る
労
働
者
の
状
態
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
た
研
究
や
『
経
済
と
社
会
』
な
ど
の
社
会
学
的
な
業
績
や
一
連
の
宗
教
社
会
学
研
究
を
鑑
み
れ
ば
、
こ

の
よ
う
な
ヴ
ェ
ー
バ
ー
像
は
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
人
生
に
渡
っ
て
最
も
重
要
な
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
熱
烈
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
も
の
。
そ
れ
は
政
治

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
十
分
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
本
稿
の
立
場
と
し
て
も
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー

が
終
生
政
治
を
重
視
し
て
い
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
政
治
の
重
視
は
、
後

世
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
残
し
た
政
治
論
や
マ
リ
ア
ン
ネ
夫
人
の
伝
記
を
一
目
み
れ
ば
明

ら
か
な
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
、
政
治
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と

は
、
そ
う
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
政
治
と
い
う
概
念
は
た
だ
ひ
と
つ
の
観
点
か
ら
捉
え
ら

れ
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
政
治
を
語
る
そ
の
背
景
を
も
視
野
に
入
れ
て
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問

題
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
を
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
科
学
的
方
法
論
に
お
け
る「
価
値
」、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
自
身
の
生
き
た
時
代
に
対
す
る
時
代
診
断
、
そ
し
て
政
治
と
隣
接
す
る
「
文
化
領
域
」
で
あ
る
経
済
と
宗
教
と
い
っ
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た
観
点
か
ら
論
じ
て
い
き
た
い
。

二　

政
治
の
論
理
と
自
律
性
の
問
題

　

本
稿
の
議
論
を
進
め
て
い
く
う
え
で
、
ま
ず
初
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
政
治
論
研
究
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
政
治
論
研
究
は
主
に
ド
イ
ツ
、
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
圏
、
お
よ
び
日
本
に
お
い
て
豊
潤
な
蓄
積
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研

究
が
独
自
の
問
題
意
識
と
視
点
か
ら
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
論
、
延
い
て
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
思
想
を
読
み
解
き
、
精
緻
に
再
構
成
す
る

作
業
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
安
易
な
先
行
研
究
整
理
は
差
し
控
え
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
提
示
さ
れ
た
研
究
成
果
や
結
論
に

お
い
て
は
相
互
に
あ
る
程
度
の
類
似
性
や
共
通
点
は
存
在
す
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
便
宜
上
「
類
型
化
」
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
い
え

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
行
研
究
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
政
治
論
の
ど
の
よ
う
な
側
面
を
強
調
し
て
い
る
か
と
い
う
点
に
焦
点
を

当
て
て
「
類
型
化
」
を
行
っ
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
、
大
き
く
分
け
て
四
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ひ
と
つ
は
、
秩
序
志
向
的
・
秩
序
形
成
的
な
側
面
、
す
な
わ
ち
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
議
会
制
と
指
導
者
民
主
制
と
の
関
係
を
重
視
し
た

点
を
強
調
す
る
研
究(1)

。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
多
く
は
、
と
り
わ
け
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
論
を
主
な
素
材
と
し
て
、
そ
れ
を
政
治
学
原

理
論
・
政
治
理
論
と
し
て
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
と
い
え
る
。

　

例
え
ば
、
雀
部
幸
隆
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
次
の
三
点
、
す
な
わ
ち
「
国
民
的
観
点
＝
国
益
第
一
の
視
点
」、「
国
益
の
最
適
追
求
を

可
能
に
す
る
た
め
の
国
家
の
統
治
可
能
性
（
な
い
し
統
治
能
力
）
の
重
視
」、「
両
者
の
追
求
な
い
し
実
現
に
あ
た
っ
て
の
基
礎
的

な
場
で
あ
る
当
該
の
国
の
置
か
れ
た
歴
史
的
地
政
学
的
諸
条
件
の
冷
静
な
考
量
」
と
い
う
観
点
か
ら
政
治
を
考
え
て
い
た
と
し
て(2)

、
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ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想
史
的
・
政
治
学
的
な
立
脚
点
を
「
公
共
善
の
三
位
一
体
的
観
点
」
と
呼
び
、
そ
れ
が
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

以
来
二
千
年
に
お
よ
ぶ
西
欧
政
治
学
の
伝
統
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る(3)

。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
学
的
な
専
門
用
語
や
方
法
論
か
ら
政
治
理
論
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
研
究(4)

。
こ
れ
は
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
思
想
に
政
治
理
論
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
点
で
先
に
挙
げ
た
研
究
と
類
似
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー

に
お
け
る
一
連
の
社
会
学
的
成
果
を
中
心
に
扱
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
敢
え
て
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
捉
え
た
。

　

例
え
ば
、
G
・
フ
ィ
ッ
チ
は
、「
社
会
（
と
り
わ
け
近
代
社
会
）
が
存
立
す
る
た
め
の
権
力
と
支
配
の
出
現
様
式
と
意
義
に
関
す

る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
理
論
的
な
省
察
を
描
写
す
る
こ
と
が
重
要
」
で
あ
り
、「
い
か
に
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
政
治
思
想
の
専
門
用
語
が
体

系
的
に
構
想
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
い
か
に
し
て
そ
の
専
門
用
語
が
、
政
治
現
象
の
多
様
性
（M

annigfaltigkeit

）
を
個
人
の
社
会

的
行
為
か
ら
次
々
に
再
構
成
す
る
よ
う
な
、
政
治
的
な
諸
現
象
の
『
地
誌
』（»Topographie«

）
を
示
す
の
か
」
と
い
う
点
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
研
究
の
主
眼
に
置
い
て
い
る(5)

。

　

さ
ら
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る
研
究(6)

。
こ
こ
で
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
十
九
世
紀
か
ら
二
十

世
紀
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
時
代
の
「
公
共
善
の
調
整
役
と
し
て
の
国
家
行
政
府
へ
の
信
仰
を
保
持
し
て
い
た
」
ド
イ
ツ
自
由
主
義
思
想

の
遺
産
を
体
現
す
る
論
者
と
し
て
見
る
C
・
ソ
ー
ン
ヒ
ル
の
研
究
や(7)

、「
国
家
理
性
の
優
位
」
を
前
提
と
し
た
限
定
的
・
制
約
的
な

意
味
で
の
自
由
主
義
か
ら
の
思
想
的
な
継
承
関
係
を
承
認
し
た
う
え
で
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
普
遍
的
な
意
味
で
の
「
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
」

と
し
て
の
側
面
を
も
剔
抉
し
よ
う
と
す
る
佐
野
誠
の
研
究
が
そ
の
好
例
と
い
え
る(8)

。

　

そ
し
て
、ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
熱
烈
な
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
研
究(9)

。こ
の
よ
う
な
研
究
に
お
い
て
は
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
「
自
分
自
身
の
民
族
〔
ド
イ
ツ
民
族―

引
用
者
注
〕
の
政
治
的
運
命
に
対
す
る
責
任
を
お
そ
ろ
し
く
強
烈
に
意
識(10)

」

し
、「
ド
イ
ツ
国
民
国
家
の
維
持
・
発
展
を
、
政
治
に
お
け
る
生
涯
の
課
題
と
し
た(11)

」
こ
と
が
、
と
り
わ
け
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
既
存
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
論
・
政
治
思
想
研
究
は
、
豊
饒
か
つ
深
遠
な
も
の
だ
と
い
え
る
が
、
本
研
究
の
立
場
か

ら
す
る
と
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
思
想
に
お
け
る
政
治
に
固
有
の
論
理
や
そ
の
自
律
性
を
自
明
視
し
す
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
権
力
政
治
的
な
力
学
の
作
用
の
仕
方
（
内
政
改
革
論
）、
支
配
者
と
被
支
配
者
の
間
に
現
れ
る
様
々
な
主
観
的
要

因
に
基
づ
く
支
配
形
態
（
支
配
の
三
類
型
）、
そ
し
て
政
治
的
な
行
為
・
態
度
に
投
影
さ
れ
る
世
界
観
（
心
情
倫
理
と
責
任
倫
理
）

な
ど
の
、
人
間
集
団
に
み
ら
れ
る
集
団
的
意
思
決
定
や
秩
序
の
形
成
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
っ
た
点
が
、
そ
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
本
稿
冒
頭
で
も
示
し
た
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
残
し
た
業
績
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
手
法
で
彼
の
政

治
論
を
読
み
解
く
こ
と
は
至
極
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
。
こ
の
点
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
と
い
え
る
の
が
、
雀
部
の
以
下
の
よ
う

な
論
述
で
あ
る
。

　

筆
者
〔
雀
部―

引
用
者
注
〕
は
、
広
範
多
肢
に
わ
た
る
、
し
か
も
対
象
に
ふ
か
く
切
り
込
ん
だ
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
学
問
活
動
全

体
を
つ
ら
ぬ
く
超
テ
ー
マ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
に
お
け
る
人
間
の
運
命
い
か
ん

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
な
か
で
の
ド
イ
ツ
の
運
命
い
か
ん

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の

問
題
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
後
者
の
テ
ー
マ
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
の
最
大
の
関
心
事
は
、
す
ぐ
れ
て
ド
イ
ツ
の

0

0

0

0

政
治
的
運
命
い
か
ん

0

0

0

0

0

0

0

0

の
問
題
で
あ
っ
た(12)

。

　

こ
こ
で
雀
部
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
学
問
的
テ
ー
マ
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
に
お
け
る
人
間
の
運
命
」
だ
っ
た
と
い
う
と
き
、
そ
れ

を
端
的
に
ド
イ
ツ
の
政
治
的
運
命
を
問
題
に
し
て
い
た
と
読
み
解
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お

け
る
政
治
の
重
要
性
を
承
認
す
る
者
に
と
っ
て
は
大
筋
で
同
意
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
雀
部
を
は
じ
め
と
し
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
論
や
政
治
思
想
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が

ど
の
よ
う
に
政
治
を
論
じ
た
の
か
と
い
う
点
ば
か
り
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
先
行
研
究
に

お
い
て
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
直
接
的
に
政
治
を
論
じ
て
い
る
も
の
を
中
心
に
取
り
扱
っ
て
い
る
た
め
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
政
治

に
固
有
の
論
理
や
そ
の
自
律
性
が
端
的
に
浮
か
び
上
が
っ
て
は
く
る
も
の
の
、
そ
れ
を
自
明
視
す
る
可
能
性
を
内
包
し
て
し
ま
っ
て

い
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
論
点
を
中
心
に
据
え
て
き
た
先
行
研
究
に
対
し
て
、
本
稿
で
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ

て
、
直
接
的
に
は
政
治
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
テ
ー
マ
と
は
な
っ
て
い
な
い
場
面―

と
り
わ
け
経
済
や
宗
教
の
場
面―

に
お
い

て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
ど
の
よ
う
に
政
治
を
論
じ
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
場
面
で
政
治
の
言
説
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
の
か
と
い
う

観
点
か
ら
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想
を
捉
え
、
そ
こ
で
見
出
し
た
政
治
の
言
説
を
、
政
治
を
主
題
と
す
る
場
面
に
照
ら
し
合
わ
せ
る

こ
と
で
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
ど
の
よ
う
な
「
意
味
」
で
政
治
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
し

た
い
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
形
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
本
稿
の
意
義
は
、
経
済
や
宗
教
と
い
っ
た

領
域
と
の
関
連
で
政
治
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
思
想
全
体
に
お
け
る
政
治
の
位
置
と
重
要
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。

　

但
し
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
政
治
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
作
業
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
政
治
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
二
つ
の
異
な
る
観
点
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
次
節
で
こ
の
点

を
考
察
し
て
み
よ
う
。



7

マックス・ヴェーバーにおける政治の「意味」（水谷）

三　

政
治
に
対
す
る
二
つ
の
視
座

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
政
治
と
は
何
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
が
提
起
さ
れ
る
背
景
に
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
政
治
を
語
る
う
え

で
、
異
な
る
二
つ
の
視
座
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
を
論
じ
る
う
え

で
は
、
ま
ず
こ
の
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
の
視
座
が
、
以
下
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
九
一
九
年
一
月
二
八
日
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
行
わ
れ
た
講
演
「
職
業
と
し
て
の
政
治
」
に
お
い
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
端
的
に
「
政
治
と

は
何
か
」
と
い
う
発
言
を
残
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
に
引
用
し
て
み
よ
う
。

　

政
治
と
は
何
か
。
こ
の
概
念
は
並
外
れ
て
広
い
概
念
で
あ
り
、
自
主
的
に
行
わ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
主
導
的
な

0

0

0

0

活
動
を
包
括
し
て

い
る
の
で
あ
る(13)

。

　

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
「
政
治
」
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
国
家
間
の
場
合
で
も
、
国
家

内
、
す
な
わ
ち
国
家
に
包
摂
さ
れ
た
人
間
集
団
間
の
場
合
で
も
、
権
力
の
持
ち
分
を
追
求
し
、
権
力
の
配
分
に
影
響
を
及
ぼ
そ

う
と
ひ
た
す
る
志
向
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る(14)

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
政
治
と
は
、
人
間
集
団
内
部
、
あ
る
い
は
人
間
集
団
相
互
に
お
い
て
、「
権
力
の
配
分
・
維
持
・

変
動
に
対
す
る
利
害
関
心(15)

」
を
も
つ
主
体
が
、
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
そ
れ
に
携
わ
り
、「
政
治
組
織
間
や
政
治
組
織
内
部
の
権
力

の
配
分
に
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
努
め
る
こ
と(16)

」
な
の
で
あ
る(17)

。
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ま
た
、
一
九
一
七
年
か
ら
一
九
一
八
年
に
か
け
て
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
・
ツ
ァ
イ
ト
ゥ
ン
グ
」
紙
に
お
い
て

発
表
さ
れ
た
論
稿
「
新
秩
序
ド
イ
ツ
の
議
会
と
政
府
」
に
お
い
て
は
、
政
治
の
本
質
が
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。

　

あ
ら
ゆ
る
政
治
の
本
質
は
、（
中
略
）
闘
争
0

0

で
あ
り
、
同
志
と
自
発
的
追
随
者
を
募
り
獲
得
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る(18)

。

　

し
た
が
っ
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
政
治
を
語
る
際
の
見
方
の
ひ
と
つ
に
お
い
て
は
、
政
治
的
活
動
お
よ
び
政
治
的
行
為
が
ど
の
よ
う

な
形
態
で
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
手
段
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
、
社
会
科
学
的
な
観
点
か
ら
政
治
の
定
義
が
な

さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
れ
と
は
異
な
っ
た
表
現
を
用
い
て
政
治
を
語
っ
て
も
い
る
。
政
治
に
対
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
見
方

を
、
先
の
「
職
業
と
し
て
の
政
治
」
に
お
け
る
別
の
箇
所
で
の
一
節
か
ら
見
て
み
よ
う
。

　

政
治
と
は
、
情
熱
と
判
断
力
の
二
つ
を
同
時
に
用
い
、
堅
い
板
に
力
を
こ
め
て
、
だ
ん
だ
ん
と
穴
を
く
り
ぬ
い
て
い
く
作
業

で
あ
る
。
も
し
こ
の
世
界
で
不
可
能
な
こ
と
に
繰
り
返
し
繰
り
返
し
立
ち
向
か
わ
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
人
は
可
能
な
こ
と
も
達

成
し
え
な
い
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
正
し
く
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
経
験
が
こ
れ
を
証
明
し
て
い
る(19)

。

　

こ
れ
は
、
上
述
し
た
よ
う
な
形
態
や
手
段
と
い
っ
た
社
会
科
学
的
な
観
点
と
は
異
な
っ
た
角
度
か
ら
、
政
治
と
い
う
社
会
現
象
の

一
側
面
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
こ
に
政
治
に
対
す
る

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
価
値
判
断
さ
え
も
表
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
政
治
を
「
情
熱
と
判
断
力
の
二
つ
を
同
時
に
用
い
、
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堅
い
板
に
力
を
こ
め
て
、
だ
ん
だ
ん
と
穴
を
く
り
ぬ
い
て
い
く
作
業
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
政
治
に
携
わ
る
者
が
現
実

の
政
治
的
な
状
況
に
お
い
て―

そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
困
難
な
も
の
で
あ
っ
て
も―

見
せ
る
べ
き
態
度
で
あ
る
と
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が

見
做
し
て
い
る
と
い
い
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
け
て
、「
も
し
こ
の
世
界
で
不
可
能
な
こ
と
に
繰
り
返
し
繰
り
返
し
立
ち
向

か
わ
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
人
は
可
能
な
こ
と
も
達
成
し
え
な
い
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
正
し
く
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
経

験
が
こ
れ
を
証
明
し
て
い
る(20)

」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
が
政
治
に
対
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
意
味
」
付
与
の

表
明
だ
と
す
ら
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
付
け
加
え
て
い
う
と
、「
可
能
な
こ
と
」と「
不
可
能
な
こ
と
」と
い
う
相
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
な
二
つ
の
表
現
の
関
係
性
は
、

一
九
一
八
年
の
論
文
「
社
会
学
・
経
済
学
の
「
価
値
自
由
」
の
意
味
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

効
果
的
な
政
治
が
常
に
「
可
能
な
も
の
の
技
術
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、―

正
し
く
理
解
さ
れ
れ
ば―

適
切
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
に
劣
ら
ず
、
可
能
な
も
の
の
向
こ
う
側
に
あ
る
不
可
能
な
も
の
を
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
を
通
し
て
の
み
、

非
常
に
し
ば
し
ば
可
能
な
も
の
が
達
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
正
し
い
の
で
あ
る(21)

。

　

こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
可
能
な
も
の
の
技
術
」
と
い
う
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
ビ
ス
マ
ル
ク
が
「
政
治
と
は
可
能
な
も
の
の
技
術

で
あ
る
」
と
喝
破
し
た
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る(22)

。「
鉄
血
宰
相
」
と
し
て
名
を
馳
せ
た
ビ
ス
マ
ル
ク
を
視

野
に
入
れ
た
う
え
で
「
可
能
な
も
の
の
技
術
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
「
効
果
的
な
政
治
」

が
現
実
政
治
的
に
有
効
な
諸
営
為
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
做
す
こ
と
も
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、「
可
能
な
も
の

の
技
術
」、「
効
果
的
な
政
治
」
が
政
策
・
戦
略
と
し
て
の
意
味
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、「
不
可
能
な
も
の
を
捉
え
よ
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う
と
す
る
こ
と
」
と
い
う
の
は
、現
実
政
治
に
限
定
さ
れ
な
い
、あ
る
種
の
高
遠
な
「
理
想
的
な
政
治
」
を
設
定
し
、そ
こ
に
向
か
っ

て
い
く
こ
と
を
も
意
味
す
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
理
想
的
な
政
治
」
を
実
現
し
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
、
レ
ッ
サ
ー
・
イ
ー
ヴ
ル
（
よ
り
少
な
い
悪
）
の
現
実
政
治
的
な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
考
え

て
い
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
に
対
す
る
期
待
が
表
明
さ
れ
る
背
景
に
は
、
彼
の
生
き
て
い
た
時
代
の
現
実
政
治
お
よ
び
社
会

的
な
状
況
が
あ
る
こ
と
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
次
大
戦
と
い
う
未
曽
有
の
事
態
に
直
面
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
、
そ
の
中
で
と
り
わ
け
困
難
な
状
況
に
陥
っ
た
ド
イ
ツ
の
政
治
的
・
社
会
的
な
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
こ

の
発
言
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
困
難
な
課
題
の
達
成
を
、
政
治
を
通
し
て
成
し
遂
げ
る
べ
き
で

あ
る
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
希
求
し
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
政
治
と
い
う
場
合
に
は
、
一
方
で
あ
る
社
会
現
象
を
社
会
科
学
的
な
視
角
を
も
っ
て

捉
え
て
い
る
こ
と
と
、
他
方
で
現
実
的
な
政
治
状
況
を
悪
さ
の
程
度
を
よ
り
少
な
く
す
る
よ
う
な
「
理
想
的
な
政
治
」
へ
と
邁
進
さ

せ
る
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
存
在
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
科
学
的
な
政
治
の
定
義
に
お
い

て
の
「
政
治
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
意
味
内
容
」
と
い
う
「
意
味
」
と
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
価
値
が
投
影
さ
れ
た
「
政
治
に

こ
め
ら
れ
た
意
味
」
と
い
う
「
意
味
」。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
二
重
の
「
意
味
」
が
存
在
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

前
節
で
も
述
べ
た
通
り
、
本
稿
で
は
こ
の
後
者
の
「
意
味
」
の
内
実
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
明
ら
か

に
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
政
治
の
領
域
に
お
け
る
政
治
の
論
理
や
そ
の
自
律
性
ば
か
り
に
目
を
向
け
て
い
て
は
不
十
分
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
政
治
、
経
済
、
宗
教
、
知
、
芸
術
、
性
愛
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
「
文
化
領
域
」
と
見
做
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し(23)

、
常
に
各
領
域
の
間
の
複
雑
な
緊
張
関
係
を
念
頭
に
置
い
た
う
え
で
政
治
を
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
政
治
に
付
与
し
た
「
意
味
」
を
闡
明
す
る
た
め
に
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
そ
れ
ら
の
領
域
内
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
政
治
の
要

素
を
見
出
し
た
の
か
と
い
う
点
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

但
し
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
そ
の
よ
う
な
「
文
化
領
域
」
を
論
じ
て
い
る
の
は
、
宗
教
社
会
学
を
は
じ
め
と
し
た
彼
の
社
会
科
学
的
な

分
析
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
科
学
的
な
業
績
か
ら
そ
こ
に
研
究
者
自
身
が
付
与
し
た
「
意
味
」
を
読
み
取
る
こ
と

は
果
た
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
政
治
に
付
与
し
た
「
意
味
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
本
稿
の

議
論
を
行
う
準
備
作
業
と
し
て
、
政
治
に
「
意
味
」
を
付
与
す
る
行
為
主
体
と
し
て
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
価
値
（
す
な
わ
ち
、
対
象
の

価
値
を
判
定
す
る
際
の
基
準
・
立
脚
点
）
の
問
題
を
取
り
扱
い
た
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
事
実
認
識
と
価
値
判
断
の
峻
別
と
い
う

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
学
問
的
方
法
論
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
価
値
判
断
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

四　
「
価
値
」
の
発
露

　

前
節
で
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想
を
論
じ
る
に
は
、
そ
こ
に
政
治
の
論
理
と
自
律
性
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
承
認
し
た
う
え

で
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
政
治
に
求
め
た
こ
と
、
期
待
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
政
治
に
対
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
意
味
」
付
与
に
焦
点
を

当
て
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
で
は
、
こ
の
課
題
は
ど
の
よ
う
に
し
て
達
成
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
政
治
に
対

し
て
「
意
味
」
を
付
与
し
た
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
論
証
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
節
で
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
研
究
す
る
わ
れ
わ
れ
が
、
彼
自
身
の
「
価
値
」
を
ど
の
よ
う
に
し
て
抽
出
し
う
る
の
か
と
い
う
問
題
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を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
意
味
」
を
付
与
す
る
と
い
う
行
為
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
な
す
主
体
が
自
身
の
価
値
を

投
影
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
残
し
た
社
会
科
学
的
な
研
究
成
果
を
直
ち
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
現
代

社
会
に
対
す
る
意
見
の
表
明
だ
と
す
る
こ
と
は
、「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
学
問
的
方
法
論
に
対
す
る
無
理
解
を
露
呈
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な

い(24)

」。
こ
の
よ
う
な
指
摘
の
妥
当
性
は
、
学
問
に
つ
い
て
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
発
言
に
即
し
て
み
れ
ば
、
も
っ
と
も
な
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
学
問
的
方
法
論
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、「
知
的
誠
実
」（intellektuelle R

echtschaffenheit

）
を
確
認
し
て

お
こ
う
。

　

知
的
誠
実
と
は
、
以
下
の
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
方
で
は
事
実
を
確
定
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
数
学

的
・
論
理
的
な
事
実
関
係
、
あ
る
い
は
諸
々
の
文
化
財
の
内
的
構
造
を
確
定
す
る
こ
と
。
そ
し
て
他
方
で
は
、
文
化
や
そ
の
個
々

の
内
容
が
も
つ
価
値
0

0

へ
の
問
い
、
そ
し
て
人
が
文
化
共
同
体
や
政
治
団
体
の
内
部
で
い
か
に
し
て
行
為
す
る

0

0

0

0

べ
き
か
と
い
う
問

い
に
対
し
て
答
え
る
こ
と
。―

こ
れ
ら
双
方
が
徹
頭
徹
尾
異
質
な

0

0

0

問
題
だ
と
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る(25)

。

　

要
す
る
に
、
一
方
で
事
実
や
事
象
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
内
部
が
ど
の
よ
う
な
構
造
と
な
っ
て
い
る
の
か
を
見
極

め
る
こ
と
（
い
わ
ゆ
る
「
で
あ
る
」・「
存
在
」Sein

の
問
題
）
と
、
他
方
で
事
実
や
事
象
に
ど
の
よ
う
な
価
値
が
あ
り
、
そ
の
価
値

に
照
合
し
て
人
々
が
ど
の
よ
う
に
行
為
す
べ
き
か
を
選
択
す
る
こ
と
（
い
わ
ゆ
る
「
す
べ
き
」・「
当
為
」Sollen

の
問
題
）
は
、
そ

れ
ぞ
れ
が
ま
っ
た
く
も
っ
て
別
問
題
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
意
識
し
た
う
え
で
二
つ
の
問
題
を
峻
別
す
る
こ
と
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の

い
う
「
知
的
誠
実
」
な
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
こ
で
「
知
的
誠
実
」
を
肝
に
銘
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
批
判
の
矛
先
を
向
け
ら
れ
た
の
が
、「
職
業
と
し
て

の
学
問
」
と
い
う
講
演
会
に
参
加
し
た
学
生
と
、
彼
ら
が
指
導
者
・
預
言
者
と
し
て
の
資
質
を―

ヴ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
す
れ
ば
不
当

に
も―
求
め
た
大
学
教
員
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
第
五
節
で
も
ふ
れ
る
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ー

バ
ー
か
ら
す
れ
ば
、現
代
の
若
い
世
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
近
代
と
い
う
時
代
の
「
日
常
」
に
堪
え
る
こ
と
は
困
難
な
課
題
で
あ
り
、

自
分
た
ち
の
人
生
の
指
針
を
提
示
し
て
く
れ
る
指
導
者
や
予
言
者
を
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
実
際
の
政
治
指
導
者
や
宗
教

的
予
言
者
を
待
望
す
る
の
な
ら
ば
い
ざ
し
ら
ず
、
そ
の
役
割
を
大
学
教
員
た
ち
に
期
待
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
講
演
で
発
せ
ら
れ
た
「
知
的
誠
実
」
と
い
う
警
鐘
は
、
若
者
た
ち
の
自
身
の
「
時
代
の
宿
命
を
直
視
す
る
こ
と
が
で

き
な
い(26)

」弱
さ
を
自
覚
し
、そ
れ
を
克
服
し
て
ほ
し
い
と
願
う
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
事
実
認
識
と
価
値
判
断
の
峻
別
と
い
う
「
知
的
誠
実
」
は
、
こ
こ
で
新
た
な
論
点
を
提
示
す
る
と
い
え
る
。
そ
れ

は
、
事
実
認
識
と
価
値
判
断
が
峻
別
さ
れ
た
う
え
で
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
つ
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
D
・
ポ
イ
カ
ー
ト
の
以
下
の
指
摘
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
、歴
史
に
お
け
る
合
理
化
過
程
を
再
構
成
す
る
際
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
冷
静
さ
（N

üchternheit

）
を
、

学
問
的
な
論
究
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
価
値
評
価
へ
の

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
パ
ト
ス
を
無
視
す
る
の
で
は
な
く
、〔
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
の―

引
用
者
注
〕
価
値
評
価
と
は
、
学
問
に
は

学
問
外
的
な
意
味
づ
け
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
見
做
す
べ
き
な
の
で

あ
る(27)

。
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ポ
イ
カ
ー
ト
は
、
学
問
的
・
科
学
的
な
事
実
認
識
と
価
値
判
断
を
峻
別
し
た
う
え
で
、「
学
問
外
的
な
意
味
づ
け
」
に
よ
っ
て
価

値
評
価
（
す
な
わ
ち
、
対
象
を
肯
定
あ
る
い
は
否
定
す
る
こ
と
）
を
行
っ
て
い
こ
う
と
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
姿
勢
に
着
目
す
る
こ
と

を
喚
起
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
も
い
う
よ
う
に
、
学
問
を
な
す
こ
と
の
価
値
は
学
問
そ
れ
自
体
か
ら
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

学
問
は
、「
学
問
外
的
な
意
味
づ
け
」
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
価
値
を
獲
得
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ

う
な
「
学
問
外
的
な
意
味
づ
け
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
を
ポ
イ
カ
ー
ト
は
「
価
値
評
価
へ
の
パ
ト
ス
」
だ
と

い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
学
問
を
な
す
こ
と
を
通
し
て
そ
の
価
値
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
学
問
の
中
に
価
値
の

存
在
す
る
余
地
を
認
め
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
と
向
き
合
う
際
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
学
問
的
方
法
論
に
お
け
る

事
実
の
客
観
的
理
解
と
価
値
判
断
に
つ
い
て
の
も
う
ひ
と
つ
の
キ
ー
・
タ
ー
ム
で
あ
る
「
理
念
型
」（»Idealtypes«

）
に
着
目
す
る

必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
「
理
念
型
」
は
、
現
実
の
事
実
や
事
象
を
再
構
成
す
る
研
究
者
自
身
の
価
値
の
問
題
に
、
学
問
お

よ
び
科
学
に
内
在
し
た
形
で
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
「
理
念
型
」
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
み
て
み
よ
う
。

　
〔
思
考
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
理
想
像
と
し
て
の―
引
用
者
注
〕
こ
う
し
た
理
念
型
は
、
ひ
と
つ
の

0

0

0

0

、
あ
る
い
は
二0

、三
の

0

0

観
点
を
一
面
的
に
高
い
も
の
と
す
る

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
一
面
的
に
抽
出
さ
れ
た
観
点
へ
と
組
み
立
て
ら
れ

た
、
こ
こ
で
は
多
く
、
別
の
と
こ
ろ
で
は
少
な
く
、
ま
っ
た
く
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
な
、
と
り
と
め
も
な
く
散
在
し
て
い

る
豊
饒
な
個
々
の

0

0

0

現
象
を
、
そ
れ
自
体
が
統
一
し
た
思
想
0

0

像
へ
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
る(28)

。
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す
な
わ
ち
、
研
究
者
自
身
が
あ
る
特
定
の
観
点
か
ら
現
実
に
存
在
し
て
い
る
現
象
を
照
射
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
た

共
通
す
る
諸
要
素
を
組
み
合
わ
せ
て
再
構
成
し
た
も
の
が
「
思
想
像
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
「
理
念
型
」
と
呼
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
「
理
念
型
」
は
科
学
的
な
研
究
手
法
と
し
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
。

　

理
念
型
は
む
し
ろ
、
純
然
た
る
理
想
上
の
極
限
0

0

概
念
で
あ
る
こ
と
に
意
義
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
極
限

概
念
を
基
準
と
し
て
、
実
在
を
測
定

0

0

し
、
比
較

0

0

し
、
よ
っ
て
も
っ
て
、
実
在
の
経
験
的
内
容
の
う
ち
、
特
定
の
意
義
あ
る
構
成

部
分
を
明
瞭
に
浮
彫
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
概
念
は
、
現
実
に
依
拠
し
て
訓
練
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
想
像
力

0

0

0

が
適
合
的

と
判
定
す
る

0

0

0

0

、
客
観
的
可
能
性
の
範
疇
を
用
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
連
関
と
し
て
構
成
す
る
形
象
に
他
な
ら
な
い(29)

。

　

現
実
か
ら
剔
抉
さ
れ
た
諸
要
素
に
よ
る
構
築
物
で
あ
る
「
理
念
型
」
が
ひ
と
た
び
研
究
の
ツ
ー
ル
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
き
、
再

び
現
実
の
世
界
へ
と
舞
い
戻
っ
た
「
理
念
型
」
は
、
今
度
は
そ
れ
自
身
が
送
り
込
ま
れ
た
現
実
の
内
で
共
鳴
す
る
要
素
を
呼
び
覚
ま

す
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
注
目
す
べ
き
は
、「
理
念
型
」
を
構
成
す
る
「
ひ
と
つ
の
、
あ
る
い
は
二
、三
の
観
点
」
と
い
う
特
定
の
観
点

で
あ
る
。
こ
の
特
定
の
観
点
が
、「
理
念
型
」
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
目
を
果
た
す
の
か
。

　

文
化
生
活
な
い
し
は―

こ
れ
よ
り
も
お
そ
ら
く
は
狭
義
で
あ
ろ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
の

0

0

0

0

0

目
的
に
と
っ
て
は

0

0

0

0

0

本
質
上
ま
っ
た
く

同
じ
こ
と
を
意
味
す
る―

「
社
会
現
象
」
の
分
析
で
あ
っ
て
、
特
定
の
「
一
面
的
」
観
点
を
抜
き
に
し
た
、
端
的
に
「
客
観

的
な
」
科
学
的
分
析
と
い
っ
た
も
の
は
、
お
よ
そ
あ
り
え
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

。
社
会
現
象
は
、―

明
示
的
に
せ
よ
黙
示
的
に
せ
よ
、
あ
る
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い
は
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ―

そ
う
し
た
一
面
的
観
点
に
し
た
が
っ
て
初
め
て
、
研
究
対
象
と
し
て
選
び
出
さ

れ
、
分
析
さ
れ
、
組
織
立
っ
て
叙
述
さ
れ
る(30)

。

　

つ
ま
り
、
社
会
現
象
は
、「
理
念
型
」
を
構
成
す
る
「
特
定
の
『
一
面
的
』
観
点
」
を
通
し
て
「
研
究
対
象
と
し
て
選
び
出
さ
れ
、

分
析
さ
れ
、
組
織
立
っ
て
叙
述
さ
れ
る
」
か
ら
こ
そ
、「
客
観
的
」
か
つ
科
学
的
に
分
析
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
説
明
に
加
え
、『
政
治
学
事
典
』
に
お
け
る
荒
川
敏
彦
に
よ
る
「
理
念
型
」
の
解
説
が
ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
意
図
を
非
常
に
精
確
に
読
み
取
っ
て
い
る
と
い
え
る
た
め
、
こ
こ
に
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　
〔
理
念
型
は―

引
用
者
注
〕
現
実
の
個
性
的
特
性
を
把
握
す
る
発
見
的
手
段
、
因
果
帰
属
の
仮
説
構
成
の
た
め
の
認
識
手
段
、

叙
述
の
た
め
の
表
現
手
段
、
と
し
て
の
価
値
を
も
つ
。
ま
た
、
ど
の
側
面
を
抽
出
す
る
か
は
研
究
者
自
ら
の
価
値
観
点
か
ら
何

を
意
義
深
い
と
み
な
す
か
に
依
存
す
る
た
め
、
理
念
型
は
現
実
と
の
絶
え
間
な
い
緊
張
の
な
か
で
、
不
断
に
再
構
成
を
繰
り
返

す
こ
と
に
な
る(31)

。

　

こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
理
念
型
」
と
は
、
研
究
者
自
身
の
価
値
を
基
礎
と
し
て
事
実
や
事
象
を
照
ら
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
研
究
者
自
身
が
「
意
義
深
い
と
み
な
す
」
側
面
を
抽
出
す
る
の
で
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
あ
る
研
究
者
が
自
分
独
自
の
価
値
を

通
し
て
現
実
社
会
を
観
察
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
価
値
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
が
現
実
の
世
界
の
中
で
鮮
や
か
な
色
彩
を
帯
び
て
姿

を
現
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
上
に
み
た
表
現
を
用
い
て
言
い
換
え
れ
ば
、
社
会
科
学
的
な
分
析
手
法
と
し
て
現
実
の
現
象
か
ら
「
一

面
的
に
」
抽
出
さ
れ
た
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
理
念
型
」
に
は
、研
究
者
自
身
の
価
値
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
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こ
れ
を
裏
返
し
て
考
え
て
み
れ
ば
、「
理
念
型
」
を
通
し
て
導
き
出
さ
れ
た
社
会
科
学
的
な
成
果
に
研
究
者
自
身
の
価
値
（
こ
の
よ

う
な
価
値
を
、
以
下
の
本
稿
の
叙
述
で
は
「
価
値
」
と
し
て
お
き
た
い
）
が
表
出
さ
れ
て
い
る
と
見
做
す
こ
と
も
可
能
と
な
る
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
理
念
型
」
解
釈
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
残
し
た
社
会
科
学
的
な
成
果
に
、
ヴ
ェ
ー

バ
ー
自
身
の
「
価
値
」
が
何
か
し
ら
の
形
で
表
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、ヴ
ェ
ー
バ
ー

が
社
会
科
学
的
分
析
に
お
け
る
事
実
認
識
と
価
値
判
断
を
峻
別
し
た
こ
と
を
あ
く
ま
で
も
前
提
と
し
つ
つ
も
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
学
問

的
成
果
に
彼
の
「
価
値
」
が
直
接
的
、
あ
る
い
は
間
接
的
に
表
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
視
点
で
も
っ
て
そ
の
業
績
を
取
り
扱
う
こ
と

は
、
も
は
や
不
当
と
は
い
え
ま
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
学
問
的
な
研
究
成
果
か
ら
彼
自
身
の
「
価
値
」
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

立
場
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
。
本
稿
で
は
以
下
、
実
際
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
学
問
的
成
果
に
彼
の
「
価
値
」
が
ど
の
よ
う
に
表
明
さ
れ

て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
の
で
は
あ
る
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
に
対
す
る
「
意
味
」
付
与
を
考
察
す
る
に

あ
た
っ
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
彼
の
生
き
る
時
代
を
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
見
做
し
て
い
た
の
か
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
に
対
す
る
「
意
味
」
づ
け
が
、
彼
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
い
わ
ば

時
代
へ
の
「
処
方
箋
」
だ
っ
た
と
本
稿
は
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
時
代
診
断
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
次
節
で
考
察
し
て
い

き
た
い
。
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五　

近
代
へ
の
時
代
診
断

　

前
節
で
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
学
問
的
方
法
論
に
お
い
て
事
実
認
識
と
価
値
判
断
は
峻
別
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
つ
つ
も
、
事
実
認

識
を
行
う
う
え
で
の
概
念
装
置
で
あ
る
「
理
念
型
」
が
そ
れ
を
構
成
し
使
用
す
る
者
自
身
の
価
値
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
理
念
型
」
を
通
し
て
認
識
し
た
「
事
実
」
の
中
に
研
究
者
自
身
の
「
価
値
」
が
表
れ
て
い
る

と
主
張
し
た
。
本
稿
で
は
こ
の
主
張
を
基
に
し
て
、ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
科
学
的
な
研
究
の
成
果
か
ら
彼
の
「
価
値
」
を
読
み
解
き
、

そ
れ
が
政
治
を
語
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
を
問
題
と
し
た
い
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
を
論
じ
る
に
先
立
っ

て
、
政
治
を
語
る
際
の
背
景
と
な
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
時
代
認
識
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
身
の
生
き
た
近

代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
け
て
の
次
の
よ
う
な
問
い
こ
そ
、
彼
の
学
問
全
体
に
通
底
す
る
問
題
関
心
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
世
界
に
お
い
て
生
を
享
受
す
る
者
は
、
不
可
避
的
か
つ
正
当
に
も
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
る

こ
と
で
普
遍
史
的
な
諸
問
題
を
取
り
扱
う
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
諸
事
情
の
ど
の
よ
う
な
連
鎖
が
、
ま
さ
し
く
西
洋
と
い
う

地
の
う
え
に
、
そ
し
て
他
な
ら
ぬ
西
洋
と
い
う
地
に
お
い
て
の
み
、
普
遍
的
な

0

0

0

0

意
義
と
妥
当
性
の
発
展
傾
向
に
あ
っ
た
よ
う
な

文
化
現
象―

少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
し
た
が
る
も
の
で
は
あ
る
が―

の
出
現
へ
と
導
い
た
の
か

と
い
う
問
い
で
あ
る(32)

。

　

西
洋
や
東
洋
、
そ
し
て
そ
の
他
の
地
域
に
も
意
義
が
あ
り
、
妥
当
な
も
の
と
な
り
う
る
よ
う
な
普
遍
的
な
文
化
が
、
様
々
な
事
情

の
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
あ
い
方
に
よ
っ
て
、
他
な
ら
ぬ
西
洋
と
い
う
地
に
お
い
て
こ
そ
現
れ
た
の
か
。
こ
れ
を
解
明
す
る
こ
と
こ
そ
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が
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
生
き
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
彼
自
身
の
学
問
的
探
求
の
枢
軸
に
据
え
た
課
題
な
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、

そ
の
よ
う
な
課
題
を
自
ら
に
課
し
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
時
代
認
識
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
学
問
的
研
究
の
大
き
な
成
果
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
近
代
と
い
う
時
代
に
対
す
る
彼
の
理
解
を
論
じ
て
い
き
た
い
。

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
一
九
一
七
年
一
一
月
七
日
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
行
わ
れ
た
講
演
「
職
業
と
し
て
の
学
問
」
に
お
い
て
、
自
身
の
生

き
る
時
代
に
対
し
て
、「
脱
魔
術
化
」
と
「
神
々
の
闘
争
」
と
い
う
二
つ
の
診
断
を
下
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
以
下
で
詳
し
く
み
て

い
こ
う
。

　

ひ
と
つ
目
の
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
「
世
界
の
脱
魔
術
化
」（»Entzauberung der W

elt«

）
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

人
が
欲
し
さ
え
す
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

、
常
に
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

0

0

0

と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
働
く
根
本
的
に
神
秘
的
で

予
測
不
可
能
な
力
が
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
事
柄
が―

原
理
的
に―

予
測
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て

意
の
ま
ま
に
な
り

0

0

0

0

0

0

0

う
る
と
い
う
こ
と
を
、
知
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
信
じ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
世
界
の
脱
魔
術
化
の
意
味

す
る
も
の
な
の
で
あ
る(33)

。

　

近
代
と
い
う
時
代
に
お
い
て
は
、
科
学
の
進
歩
に
伴
っ
て
、
対
象
に
つ
い
て
知
る
こ
と
を
望
め
ば
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
そ

し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
ゆ
え
に
あ
ら
ゆ
る
事
柄
を
予
測
し
、
そ
の
予
測
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
技
術
が
発
達
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
世
の
中
の
事
柄
を
予
測
す
る
う
え
で
の
主
知
主
義
的
合
理
化
が
進
み
、
人
々
が
自
身

の
生
活
を
ス
ム
ー
ズ
に
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
計
画
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
自
身
を
取
り
巻
く
生

活
環
境
と
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
知
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
信
じ
て
い
る
こ
と
。
近
代
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
対
す
る
こ
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の
主
知
化
と
合
理
化
こ
そ
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
「
脱
魔
術
化
」
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
「
脱
魔
術
化
」
と
い
う
状
況
は
、

現
実
世
界
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
み
て
こ
の
問
題
を
根
本
的
に
取
り
扱
っ
た
の
は
、

L
・
ト
ル
ス
ト
イ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
ル
ス
ト
イ
が
徹
頭
徹
尾
問
題
視
し
た
の
が
、「
死0

と
は
意
味
の
あ
る
現
象
で
あ
る
の
か
、

あ
る
い
は
そ
う
で
な
い
の
か(34)

」
と
い
う
問
い
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
問
い
を
自
身
の
「
脱
魔
術
化
」
に
引
き
つ
け
、
次
の
よ

う
に
語
る
。

　

文
明
が
絶
え
間
な
く
蓄
積
さ
れ
て
い
く
中
に
あ
る
文
化
人
は
、
思
考
で
も
っ
て
も
、
知
識
で
も
っ
て
も
、
問
題
で
も
っ
て

も
、「
生
き
る
こ
と
に
疲
れ
た
」
よ
う
に
は
な
り
え
て
も
、
生
き
る
こ
と
に
満
足
す
る
よ
う
に
は
な
り
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、

文
化
人
は
、
精
神
の
生
命
（das Leben des G

eistes

）
が
絶
え
ず
新
し
く
生
み
出
す
も
の
に
よ
っ
て
、
そ
の
ほ
ん
の
小
さ
な

部
分
だ
け
を
、
そ
し
て
ま
っ
た
く
も
っ
て
決
定
的
で
は
な
い
常
に
一
時
的
な
も
の
だ
け
を
か
す
め
取
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に

死
が
文
明
人
に
と
っ
て
意
味
の
な
い
出
来
事
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
死
が
意
味
を
も
た
な
い
が
ゆ
え
に
、
そ
の
意

味
の
な
い
「
進
歩
」
に
よ
っ
て
死
に
意
味
喪
失
の
烙
印
を
押
す
よ
う
な
文
化
の
生
命
そ
れ
自
体
で
さ
え
も
、
無
意
味
な
も
の
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る(35)

。

　

文
明
の
進
歩
の
中
で
生
き
る
人
々
の
「
死
の
無
意
味
化
」
と
「
生
の
無
意
味
化
」。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
問
題
に
直
面
し
た
ト

ル
ス
ト
イ
と
、
そ
の
問
題
意
識
を
強
烈
に
共
有
す
る
。
文
明
が
進
歩
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
は
そ
こ
か
ら
多
く
の
も
の
を
享
受

す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
も
は
や
そ
れ
を
も
っ
て
し
て
死
と
生
の
意
味
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
主
知
化
と
合
理
化
の
意

味
を
問
う
際
に
ト
ル
ス
ト
イ
の
苦
悩
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
近
代
と
い
う
時
代
を
特
徴
づ
け
る
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「
脱
魔
術
化
」
と
は
、
知
る
こ
と
の
可
能
性
の
拡
が
り
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
々
の
死
と
生
の
意
味
喪
失
を
生
み
出
す
も
の
に
他
な

ら
な
い
の
で
あ
る(36)

。

　

で
は
次
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
近
代
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
と
見
做
し
た
「
神
々
の
闘
争
」（»K

am
pf der G

ötter«

）
と
い

う
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
も
引
用
し
て
み
よ
う
。

　

但
し
何
よ
り
も
、
私
は
こ
こ
で
諸
君
に
耐
え
る
こ
と
を
甘
受
し
て
い
た
だ
き
、
次
の
よ
う
な
根
本
的
な
事
態
か
ら
前
に
進
み

た
い
。
す
な
わ
ち
、
生
が
、
そ
れ
自
体
に
依
拠
し
、
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
限
り
で
、
か
の
神
々
の
間
で
繰
り
広
げ

ら
れ
る
永
遠
の
闘
争
だ
け
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
敢
え
て
厳
し
い
こ
と
を
言
え
ば
、
究
極
的
で
総
じ
て
存
在
し
う
る

0

0

0

0

0

生
の
立
場
が
互
い
に
相
容
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
決
着
が
つ
か
ず
に
闘
争
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
ら
の

立
場
の
間
で
い
ず
れ
か
を
選
び
取
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

が
必
要
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る(37)

。

　

つ
ま
り
、「
神
々
の
闘
争
」
と
い
う
の
は
、
究
極
の
立
場
、
す
な
わ
ち
各
個
人
の
依
拠
す
る
価
値
や
生
活
が
そ
れ
ぞ
れ
多
様
、
か

つ
多
元
的
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
相
互
の
間
で
調
停
す
る
こ
と
や
和
解
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
闘
争
の
状
態
に

あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
万
人
を
帰
属
さ
せ
る
よ
う
な
単
一
か
つ
究
極
の
価
値
や
秩
序
は
も
は
や
存
在
せ

ず
、
個
人
は
そ
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
自
身
に
と
っ
て
の
究
極
の
立
場
で
あ
る
価
値―

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
比
喩
に
よ
れ
ば
神
や
悪

魔
、
お
よ
び
デ
ー
モ
ン―

を
認
識
し
、
選
び
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、
人
々
が
自
分
自
身
に
と
っ
て
の
価
値
を
選
び
取
り
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
自
ら
の
行
為
を
な
す
の
で
あ
る
か
ら
、

価
値
が
個
人
の
行
為
に
付
与
さ
れ
た
意
味
の
源
泉
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
み
た
よ
う
に
、「
脱
魔
術
化
」
さ
れ
た
世
界
に
お
い
て
は
人
々
の
死
と
生
の
意
味
が
失
わ
れ
た
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー

は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
意
味
の
源
泉
が
価
値
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
死
と
生
の
意
味
が
失
わ
れ
た
世
界
に
お
い
て
は
価
値
も

喪
失
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
神
々
の
闘
争
」
と
い
う
価
値
の
多
様
化
・
多
元
化
の
テ
ー
ゼ
は
価
値
の

存
在
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
り
、「
脱
魔
術
化
」
と
「
神
々
の
闘
争
」
は
互
い
に
矛
盾
す
る
テ
ー
ゼ
な
の
で
は
な
い
の
か
。
ヴ
ェ
ー

バ
ー
に
対
し
て
は
こ
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
何
ら
矛
盾
す
る
も
の
で

は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
脱
魔
術
化
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
お
け
る
価
値
喪
失
と
い
う
現
象
を
取
り
扱
っ
て
お

り
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々
の
死
や
生
を
共
通
し
た
単
一
の
基
準
で
意
味
づ
け
る
よ
う
な
価
値
が
も
は
や
喪
失
し
て
い
る
こ
と
を
い
っ

て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
神
々
の
闘
争
」
は
、
そ
の
よ
う
な
共
通
し
た
単
一
の
基
準
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が

い
わ
ば
自
分
自
身
だ
け
の
価
値
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
思
想
的
な
状
況
認
識
だ
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
共
通
し
た
単
一

の
基
準
と
し
て
の
価
値
は
失
わ
れ
た
が
、
個
々
人
の
依
拠
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
の
存
在
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
は
厳
然
と
し

て
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
こ
う
し
た
価
値
秩
序
の
中
で
人
々
は
、
価
値
を
合
理
主
義
的
に
追
求
す
る
こ
と
を
徹
底
せ

ず
、妥
協
し
た
り
緩
和
し
た
り
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
現
代
人
、特
に
若
い
世
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
、そ
の
よ
う
な
「
日

常
」
を
過
ご
す
こ
と
に
堪
え
ら
れ
ず
、
指
導
者
に
自
分
の
「
人
生
の
問
題
」
の
解
決
ま
で
を
も
期
待
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る(38)

。

　

そ
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
次
の
よ
う
な
表
現
を
も
っ
て
し
て
近
代
と
い
う
時
代
を
喝
破
す
る
。

　

究
極
的
か
つ
最
も
崇
高
な
諸
価
値
は
ま
さ
し
く
、
公
の
場
か
ら
退
場
し
、
神
秘
的
な
生
と
い
う
世
界
の
後
景
に
あ
る
領
域
の

中
に
、
あ
る
い
は
個
々
人
相
互
の
直
接
的
な
関
係
と
い
う
友
愛
の
中
に
、
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
特
有
の
合
理
化
と
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主
知
化
、
と
り
わ
け
世
界
の
脱
魔
術
化
と
い
う
特
徴
を
有
し
た
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
宿
命
な
の
で
あ
る(39)

。

　

こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
脱
魔
術
化
」
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
は
、「
神
々
の
闘
争
」
と
い
う
状
態
は
「
時
代
の
宿

命
」
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
の
「
死
と
生
の
意
味
喪
失
」
に
陥
っ
た
時
代
に
お
け
る
価
値
の
多
様
化
・
多
元
化
こ
そ
が
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
生
き
た
近
代
に
み
ら
れ
る
特
徴
な
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
こ
ま
で
は
一
九
一
七
年
の
講
演
「
職
業
と
し
て
の
学
問
」
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
が
、
一
九
〇
四
年
の

論
文「
社
会
科
学
と
社
会
政
策
に
か
か
わ
る
認
識
の「
客
観
性
」」に
お
い
て
も
、そ
の
原
型
と
な
る
時
代
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、

以
下
で
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

知
恵
の
木
の
実
を
口
に
し
た
新
た
な
文
化
の
時
代
の
宿
命
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
世
界
の
出
来
事
の
意
味
0

0

と
い
う
も
の

は
、
そ
れ
を
徹
底
的
に
研
究
し
尽
し
た
ど
れ
ほ
ど
申
し
分
の
な
い
結
果
で
あ
ろ
う
と
も
そ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
も

の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
自
身
で
そ
の
意
味
0

0

を
創
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、「
世
界
観
」
は
、
進

歩
的
な
経
験
科
学
の
生
産
物
で
は
決
し
て
あ
り
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
を
最
も
強
く
突
き
動
か
す
最
高
の
理
想
は
、

ど
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
他
の
理
想
と
の
闘
争
に
お
い
て
の
み
姿
を
現
す
。
他
の
理
想
が
他
人
に
と
っ
て
神
聖
な
の
は
、
わ
れ

わ
れ
の
理
想
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
神
聖
な
の
と
同
じ
な
の
で
あ
る(40)

。

　

こ
の
論
文
が
、
先
述
し
た
よ
う
な
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
科
学
的
方
法
論
に
お
け
る
存
在
と
当
為
の
峻
別
や
「
理
念
型
」
を
提
唱
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
上
記
の
引
用
か
ら
は
、
先
に
み
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
時
代
診
断
が
彼
の
学
問
論
に
も
影
を
落
と
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し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
世
界
に
お
い
て
生
起
し
て
い
る
出
来
事
の
意
味
は
、
学
問
、
す
な
わ
ち
研
究
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
見
出
さ
れ
は
し
な
い
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
世
界
の
出
来
事
の
意
味
は
、
学
問
を
越
え
た
地
平
に
お
い
て
創
出
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
論
文
「
社
会
科
学
と
社
会
政
策
に
か
か
わ
る
認
識
の
「
客
観
性
」」
の
時
代
診
断
に
お
い
て
は
、
こ
こ
で
い
う
「
世
界

観
」
や
「
最
高
の
理
想
」
が
「
他
の
理
想
が
他
人
に
と
っ
て
神
聖
な
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
理
想
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
神
聖
な
の
と

同
じ
」
で
あ
り
、「
他
の
理
想
と
の
闘
争
に
お
い
て
の
み
姿
を
現
す
」
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
個
人
の
理
想
が
他
の
理
想
と
の
闘

争
を
通
し
て
実
現
す
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
年
の
「
職
業
と
し
て
の
学
問
」
に
お
け
る

「
神
々
の
闘
争
」
に
至
っ
て
は
、「
究
極
的
で
総
じ
て
存
在
し
う
る

0

0

0

0

0

生
の
立
場
が
互
い
に
相
容
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
決
着
が
つ
か
ず
に

闘
争
し
て
い
る(41)

」
と
い
わ
れ
て
お
り
、
諸
個
人
間
の
理
想
＝
価
値
は
、
調
停
や
解
決
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
だ
け
で
な
く
、
相
互
に

闘
争
す
る
ほ
ど
ま
で
に
熾
烈
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
価
値
が
対
立
す
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、
も
は
や
人
々
は
自
分
自
身
の
生
に
の
み
固
執
し
、
政
治
的
・
社
会

的
な
問
題
に
な
ど
見
向
き
も
し
な
く
な
る
の
で
は
な
い
の
か
。
さ
ら
に
い
え
ば
、「
自
分
の
生
に
お
い
て
『
生
の
意
味
』
な
ど
な
い
」

と
い
う
否
定
的
な
形
で
の
生
へ
の
「
意
味
」
付
与
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
の
か
。
も
し
こ
の
よ
う
な
問
い
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
と

し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
個
人
の
生
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
断
固
拒
否
す
る
で
あ
ろ
う
。
学
問
的
に
近
代
を
語
る
際
に
も
、
ド
イ
ツ
の
現
実

的
な
政
治
・
社
会
状
況
に
対
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
問
題
関
心
が
薄
ま
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
態
度
表
明
に

こ
そ
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
価
値
が
鮮
や
か
に
映
し
出
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
論
じ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、「
生
の
意
味
喪
失
」

（»Sinnlosigkeit des Lebens«

）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、「
脱
魔
術
化
」
さ
れ
た
世
界
に
お
い
て
は
も
は
や

万
人
に
共
通
し
た
単
一
の
基
準
と
し
て
の
価
値
が
失
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
「
生
の
意
味
喪
失
」
の
時
代
に
政
治
的
な
問
題
に
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コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
な
ど
、
一
見
不
可
能
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
、「
生
の
意
味
喪
失
」
は
ど

の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
の
か
。

　

文
化
を
所
有
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
現
世
内
的
」
人
間
に
と
っ
て
こ
の
世
の
中
で
最
高
の
も
の
に
は
、
そ
れ
自
体
の
基
準

で
評
価
さ
れ
る
場
合
で
す
ら
、
倫
理
的
な
罪
の
重
荷
と
並
ん
で
さ
ら
に
、
意
味
喪
失
と
い
う
、
文
化
を
所
有
す
る
こ
と
を
は
る

か
に
決
定
的
に
無
価
値
な
も
の
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
こ
と
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
離
れ
な
い
の
で
あ
る
。
文
化
人
と
な
る

べ
く
純
粋
に
現
世
内
的
に
自
己
を
完
全
な
も
の
へ
と
近
づ
け
る
こ
と
の
意
味
喪
失
、
す
な
わ
ち
、「
文
化
」
が
そ
こ
に
還
元
さ

れ
る
か
の
よ
う
に
み
え
て
い
た
究
極
的
価
値
の
意
味
喪
失
は
、
宗
教
的
な
考
え
方
に
と
っ
て
は―

そ
う
し
た
現
世
内
的
立
場

か
ら
み
る
と―

明
ら
か
な
死
の
意
味
喪
失
か
ら
帰
結
し
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
死
の
意
味
喪
失
が
、
ま
さ
し

く
「
文
化
」
と
い
う
諸
条
件
の
も
と
で
、
生
の
意
味
喪
失
を
い
よ
い
よ
も
っ
て
決
定
的
な
も
の
と
し
て
刻
印
す
る
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る(42)

。

　

つ
ま
り
、「
脱
魔
術
化
」
と
い
う
主
知
主
義
的
合
理
化
の
進
ん
だ
近
代
に
お
い
て
は
、
現
世
の
中
で
「
文
化
」
を
追
求
し
、
自
ら

を
文
化
人
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
こ
と
の
価
値
が
失
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
も
は
や
無
意
味
な
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
文

化
」
そ
れ
自
体
に
価
値
が
見
出
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
主
知
主
義
的
合
理
化
と
対
立
す
る
宗
教
的
思
考
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

死
が
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
生
の
意
味
喪
失
を
招
来
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
は
、

「
死
の
意
味
喪
失
」
以
上
に
、「
生
の
意
味
喪
失
」
こ
そ
が
、
近
代
に
お
い
て
決
定
的
に
重
大
な
問
題
な
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
本
節
の
議
論
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
自
身
の
生
き
る
近
代
と
い
う
時
代
に
対
し
て
、
世
界
の
事
象
に
対
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す
る
主
知
主
義
的
合
理
化
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
生
の
意
味
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
各
個
人

の
価
値
や
生
活
が
調
停
や
解
決
が
不
可
能
な
ほ
ど
に
対
立
し
、
さ
ら
に
は
闘
争
す
る
よ
う
な
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う

時
代
診
断
を
下
し
た
。
そ
の
よ
う
な
近
代
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
、
人
は
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
な
の
か
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の

問
い
に
対
し
、
講
演
「
職
業
と
し
て
の
学
問
」
に
お
い
て
は
、
個
人
が
自
分
自
身
の
デ
ー
モ
ン
（
本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
自
分

自
身
の
価
値
）
を
見
出
し
「
日
々
の
要
求
」
を
貫
徹
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
聴
衆
に
向
け
て
発
し
て
い
た
。

　

し
か
し
、
人
々
の
実
生
活
の
現
場
で
あ
る
現
実
的
な
政
治
・
社
会
状
況
は
、
非
常
に
困
難
な
局
面
に
陥
っ
て
い
る
。
ど
う
す
れ
ば

こ
の
苦
境
を
打
破
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
近
代
は
「
生
の
意
味
喪
失
」
の
時
代
な
の
で
あ
る
。
ど
う
す
れ
ば

こ
の
よ
う
な
時
代
に「
生
の
意
味
」を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。次
に
わ
れ
わ
れ
が
直
面
す
る
の
は
、こ
の
問
題
に
対
す
る
ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
態
度
表
明
で
あ
る
。

六　
「
生
の
意
味
喪
失
」
の
時
代
に
お
け
る
政
治
の
「
意
味
」

　

こ
こ
ま
で
の
叙
述
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
科
学
的
な
研
究
業
績
の
中
か
ら
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
」
を
摘
出
す
る
こ
と

の
妥
当
性
と
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
そ
の
知
的
活
動
を
展
開
し
た
背
景
と
い
え
る
近
代
と
い
う
時
代
に
対
す
る
彼
の
分
析
を
確
認
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
い
よ
い
よ
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
学
問
的
な
成
果
か
ら
彼
自
身
の
「
価
値
」
を
見
出
す
段
階
に
至
っ
た
と
い
え
る
。

　

本
節
で
は
、
経
済
と
宗
教
と
い
う
政
治
と
隣
接
す
る
領
域
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
に
対
す
る
「
価
値
」
が
ど
の
よ
う
に

表
れ
て
い
る
の
か
、
も
う
少
し
敷
衍
し
て
い
う
と
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
は
こ
の
世
界
に
お
い
て
政
治
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
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「
意
味
」
す
る
の
か
と
い
う
点
を
論
じ
て
み
よ
う
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
「
文
化
領
域
」
に
数
え
た
の
は
、政
治
、

経
済
、
宗
教
、
知
、
芸
術
、
性
愛
と
い
う
諸
領
域
で
あ
り
、
彼
の
研
究
は
こ
れ
ら
の
文
化
諸
領
域
全
般
に
渡
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る

た
め
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
領
域
に
お
い
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
に
対
す
る
「
価
値
」
の
表
れ
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
本
稿
の
よ
う
な

立
場
を
と
る
う
え
で
は
避
け
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
課
題
で
あ
る
。
但
し
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
と
り
わ
け
問
題
視
し
た
近
代
と
い
う
時

代
と
そ
れ
に
対
す
る
診
断
に
お
い
て
、
そ
の
近
代
的
な
合
理
化
の
進
展
と
い
う
特
徴
を
も
っ
と
も
端
的
に
表
し
て
い
る
の
が
経
済
と

宗
教
で
あ
る
と
見
做
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば(43)

、
こ
こ
で
他
の
諸
領
域
に
先
ん
じ
て
経
済
と
宗
教
と
い
う
二
つ
の
領
域
を
主
に

取
り
扱
う
こ
と
は
妥
当
だ
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
こ
こ
で
の
課
題
を
論
じ
る
う
え
で
、
そ
れ
ら
の
領
域
に
お
い
て
政
治
に
携
わ
る
者
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

の
か
と
い
う
視
座
か
ら
議
論
を
進
め
た
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
そ
の
全
般
に
渡
っ
て
取
り
扱
お
う
と
す
れ
ば
、
政

治
の
領
域
に
お
け
る
政
治
に
固
有
の
論
理
と
そ
の
自
律
性
と
同
様
に
、経
済
の
領
域
に
お
け
る
経
済
に
固
有
の
論
理
と
そ
の
自
律
性
、

宗
教
の
領
域
に
お
け
る
宗
教
に
固
有
の
論
理
と
そ
の
自
律
性
と
い
う
問
題
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
と
自
律
性
の
相
互
関
係
と

い
う
問
題
を
も
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
問
題
は
本
稿
で
論
じ
切
る
に
は
あ
ま
り
に
も
大
き
な
も
の
で
あ

る
た
め
、
本
稿
で
は
経
済
と
宗
教
の
領
域
内
で
政
治
に
携
わ
る
者
、
す
な
わ
ち
政
治
ア
ク
タ
ー
が
、
経
済
と
宗
教
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理

と
自
律
性
と
に
ど
の
よ
う
に
対
峙
す
る
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
る
こ
と
に
問
題
を
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ

で
注
目
す
べ
き
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
提
唱
し
た
「
理
解
社
会
学
」
が
、
行
為
者
の
主
観
的
な
意
味
を
、
研
究
す
る
者
が
解
釈
を
通
し

て
理
解
し
よ
う
と
す
る
学
問
的
な
方
法
論
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る(44)

。
本
稿
第
四
節
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
社
会
現
象
を
考
察
す
る
に

あ
た
っ
て
、
行
為
者
を
そ
の
中
心
に
据
え
、
さ
ら
に
行
為
者
の
主
観
的
な
意
味
に
焦
点
を
当
て
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、
社
会
全
体
に

お
け
る
個
人
の
役
割
の
重
要
性
に
視
線
を
向
け
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
」
の
表
れ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ェ
ー
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バ
ー
自
身
が
社
会
に
お
け
る
個
人
の
行
為
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
本
節
の
議
論
に
入
っ
て
い
こ
う
。

（
一
）
経
済
の
言
説
に
お
け
る
政
治
の
「
意
味
」

　

経
済
の
領
域
に
お
け
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
研
究
業
績
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
適
切
だ
と
い
え
る
の
は
、本
稿
冒
頭
で
も
少
し
ふ
れ
た
、

一
八
九
三
年
に
社
会
政
策
学
会
が
主
催
し
た
農
業
者
＝
雇
用
者
を
対
象
と
す
る
全
国
規
模
の
農
業
労
働
調
査
の
一
環
で
あ
る
、
ド
イ

ツ
東
部
地
域
に
お
け
る
労
働
者
の
状
態
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
た
研
究
「
東
エ
ル
ベ
・
ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
業
労
働
者
の
状

態
」
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
調
査
が
本
稿
の
課
題
を
論
じ
て
い
く
う
え
で
経
済
の
領
域
に
お
け
る
研
究
業
績
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
に

適
切
だ
と
い
え
る
の
か
と
い
う
と
、
こ
こ
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
資
本
主
義
経
済
の
実
態
に
向
け
て
の
怜
悧
な
分
析
と
厳
し
い
価
値
判
断

が
鮮
明
に
表
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
初
め
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
エ
ル
ベ
川
以
東
に
お
け
る
農
業
労
働
制
度
の
変
化
と
農
業
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
傾
向

を
分
析
し
た
、「
東
エ
ル
ベ
・
ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
業
労
働
者
の
状
態
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
大
農
場
の
経
営

者
で
あ
り
雇
用
者
で
も
あ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ユ
ン
カ
ー
（
以
下
、
ユ
ン
カ
ー
と
略
記
）
と
労
働
者
と
し
て
そ
の
農
場
で
働
く
イ
ン
ス

ト
ロ
イ
テ
と
呼
ば
れ
る
小
農
民
と
の
関
係
を
中
心
に
概
観
し
て
お
こ
う(45)

。

　

東
エ
ル
ベ
・
ド
イ
ツ
地
方
の
ユ
ン
カ
ー
は
、
経
済
的
の
み
な
ら
ず
政
治
的
に
も
こ
の
地
方
を
支
配
し
て
お
り
、
そ
の
農
業
制
度
の

構
造
は
、「
厳
格
な
国
家
組
織
の
模
写
か
つ
土
台(46)

」
で
あ
り
、「
国
民
の
政
治
的
偉
大
さ
を
創
出(47)

」
し
て
も
い
た
。
そ
し
て
、「
イ
ン

ス
ト
ロ
イ
テ
は
そ
の
よ
う
な
ユ
ン
カ
ー
の
農
場
と
小
規
模
な
が
ら
所
有
し
て
い
る
自
分
の
耕
地
で
の
労
働
に
従
事
し
、
そ
こ
で
の
労

働
の
対
価
と
し
て
、
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
は
現
金
で
は
な
く
収
穫
物
に
一
定
の
分
け
前
を
与
え
ら
れ
て
い
た(48)

。
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こ
の
ユ
ン
カ
ー
と
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
の
関
係
は
、「
近
代
的
な
意
味
に
お
い
て
の
純
粋
な
労
働
関
係
で
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
」

の
で
あ
り
、「
事
実
上
の
み
な
ら
ず
、
法
の
上
で
も
基
礎
づ
け
」
ら
れ
て
お
り
、「
労
働
者
を
と
り
わ
け
著
し
く
主
人
〔
こ
こ
で
は
領

主―
引
用
者
注
〕
の
個
人
的
な
能
力
と
領
主
の
恣
意
的
な
意
志
に
す
ら
従
属
さ
せ
た
し
、
現
在
で
も
そ
う
さ
せ
て
い
る(49)

」。
そ
の
一

方
で
、
ユ
ン
カ
ー
と
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
の
関
係
は
、
双
方
の
間
に
「
強
固
な
利
害
共
同
体
を
も
築
き
上
げ
た
」。「
領
主
経
営
は
、
た

し
か
に
厳
格
に
君
主
制
的―

集
権
的
な
経
済
的
組
織
体
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
領
主
が
圧
倒
的
に
優
位
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
と
繁
栄
も
破
滅
も
共
有
し
て
領
主
地
を
経
営
す
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た(50)

」。

　

す
な
わ
ち
、
ユ
ン
カ
ー
と
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
の
間
に
は
、
ひ
と
つ
の
農
場
に
お
い
て
強
固
な
経
済
的
利
害
共
同
体
が
存
在
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
資
本
主
義
が
進
展
し
、
ユ
ン
カ
ー
が
農
場
経
営
を
合
理
化
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
よ
り
生
活
水
準
の
低
い

外
国
人
労
働
者
が
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る(51)

。
そ
し
て
、
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ユ
ン
カ
ー
の
農
場
で
は
、「
家
父
長
制
的
な
組
織
は

資
本
主
義
的
な
組
織
へ
と
陥
っ
た(52)

」。
す
な
わ
ち
、ユ
ン
カ
ー
と
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
の
伝
統
的
な
家
父
長
的
関
係
が
崩
壊
す
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。

　
「
東
エ
ル
ベ
・
ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
業
労
働
者
の
状
態
」
は
、
概
し
て
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
ユ
ン
カ
ー
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
評
価
で
あ
る
。今
野
元
に
よ
れ
ば
、も
と
も
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー

は
「
旧
来
の
ユ
ン
カ
ー
が
政
治
の
担
い
手
と
し
て
、
一
八
七
〇
・
七
一
年
の
ド
イ
ツ
統
一
に
象
徴
さ
れ
る
功
績
を
挙
げ
て
き
た
こ
と

を
高
く
評
価(53)

」
し
、
さ
ら
に
ユ
ン
カ
ー
が
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
政
治
的
指
導
力
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
国
民
国
家

に
と
っ
て
の
不
可
欠
の
財
産
で
あ
る
独
特
の
「
政
治
的
本
能
」
を
有
す
る
こ
と
に
対
し
て
一
定
の
敬
意
を
も
表
し
て
い
た(54)

。
こ
の
よ

う
に
、
ビ
ス
マ
ル
ク
を
は
じ
め
と
し
た
ユ
ン
カ
ー
に
対
し
て
好
意
的
な
評
価
を
与
え
て
い
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
で
は
あ
っ
た
が
、
ビ
ス
マ

ル
ク
以
後
の
、
す
な
わ
ち
自
身
と
同
時
代
の
ユ
ン
カ
ー
た
ち
に
対
し
て
反
撥
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る(55)

。
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ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
同
時
代
の
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ユ
ン
カ
ー
に
お
け
る
「
政
治
的
本
能
」
の
欠
如
を
痛
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

ビ
ス
マ
ル
ク
後
の
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ユ
ン
カ
ー
が
自
分
自
身
の
経
済
的
利
益
に
固
執
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
農
業
労
働
者
を
雇
用
し

て
ド
イ
ツ
国
民
国
家
の
利
益
を
損
な
っ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る(56)

。

　

す
な
わ
ち
、
ユ
ン
カ
ー
が
資
本
主
義
化
の
波
に
飲
み
込
ま
れ
、
ド
イ
ツ
国
民
国
家
の
政
治
的
な
利
益
で
は
な
く
、
自
ら
の
経
済
的

な
利
益
ば
か
り
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
批
判
的
な
視
線
を
向
け
る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
は

ユ
ン
カ
ー
た
ち
を
公
然
と
罵
倒
す
る
こ
と
も
辞
さ
な
い
ほ
ど
の
直
接
的
な
攻
撃
（
口
撃
）
を
加
え
る
な
ど
し
て
、
実
際
に
対
決
す
る

ま
で
に
至
る
の
で
あ
る(57)

。

　

こ
の
よ
う
な
ユ
ン
カ
ー
評
価
の
移
り
変
わ
り
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
が
こ
の
問
い
の
解
答
と
し
て
提
示
し

う
る
の
は
、
ひ
と
つ
は
資
本
主
義
経
済
の
圧
倒
的
な
勢
い
に
対
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
透
徹
な
理
解
と
抵
抗
の
意
志
、
も
う
ひ
と
つ
は

政
治
的
利
害
追
求
の
重
視
と
そ
の
背
後
に
あ
る
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
示
さ
れ
た
方
向
〔
資
本
主
義
の
進
展
が
向
か
っ
て
い
る
望
ま
し
く
な
い
方
向―

引
用
者
注
〕
に
対
し
て
労
働
者
と
雇

用
者
と
の
双
方
が

0

0

0

作
用
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
雇
用
者
は
と
に
も
か
く
に
も
強
制
的
な
力
で
も
っ
て
展
開
し
つ
つ
あ
る
関
係

の
結
果
の
中
で
行
動
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
彼
が
現
在
の
競
争
関
係
と
労
働
市
場
の
困
難
さ
の
中
で
存
続
し
よ
う
と
欲
す
る

な
ら
ば
、
他
に
と
り
う
る
道
は
な
い
。
そ
こ
に
お
け
る
進
展
傾
向
の
効
力
が
個
人
の
や
る
こ
と
な
す
こ
と
に
左
右
さ
れ
な
い
と

い
う
こ
と
、
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
が
事
態
の
脅
威
な
の
で
あ
る(58)

。



31

マックス・ヴェーバーにおける政治の「意味」（水谷）
　

資
本
主
義
が
進
展
し
て
い
る
中
で
雇
用
者―

こ
の
調
査
に
お
い
て
は
ユ
ン
カ
ー―

は
、
も
は
や
個
人
の
力
で
は
ど
う
し
よ
う

も
な
い
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
の
競
争
関
係
と
労
働
市
場
に
お
い
て
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
資
本
主
義
の
進
展

を
甘
受
し
て
行
動
し
て
い
く
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
東
ド
イ
ツ
の
農
業
労
働
制
度
を
論
じ
る
際
に
、

「
家
父
長
制
的
な
組
織
は
資
本
主
義
的
な
組
織
へ
と
陥
っ
た(59)

」と
い
う
表
現
を
用
い
て
お
り
、こ
の「
陥
っ
た
」と
い
う
部
分
に
、ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
価
値
評
価
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。し
た
が
っ
て
、こ
う
い
っ
た
資
本
主
義
の
状
況
に
対
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー

の
憂
慮
は
明
白
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
よ
う
に
資
本
主
義
に
対
す
る
透
徹
し
た
分
析
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
資
本
主
義
に
対
す
る

抵
抗
の
意
志
を
も
表
明
し
て
い
る
。

　

そ
の
生
存
が
絶
望
的
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
国
民
の
生
活
利
害
の
犠
牲
の
う
え
で
の
み
存
続
さ
せ
ら
れ
う
る
が

ゆ
え
に
、
そ
し
て
そ
の
限
り
で
、〔
資
本
主
義
の―

引
用
者
注
〕
進
展
の
流
れ
を
国
家
の
側
か
ら
手
中
に
収
め
、
国
民
の
利
害

に
適
す
る
よ
う
な
軌
道
に
進
め
る
こ
と
が
、
必
然
的
な
決
断
な
の
で
あ
る(60)

。

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
こ
で
ま
さ
し
く
、
資
本
主
義
的
な
進
展
に
お
け
る
経
済
的
利
益
を
優
先
す
る
こ
と
よ
り
も
、
政
治
的
な
利
害
関

係
を
考
量
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、
ユ
ン
カ
ー
に
よ
る
「
資
本
主
義
的
に
組
織
さ
れ
た
大
経
営
は
今
日
、
ド
イ
ツ
東
部
の
生
活
水
準
、
国
民
性
、
国

防
力
の
犠
牲
の
上
に
存
続
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い(61)

」
の
で
あ
っ
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
同
時
代
人
の
ユ
ン
カ
ー
た
ち
が
、

か
つ
て
の
ユ
ン
カ
ー
が
有
し
て
い
た
よ
う
な
ド
イ
ツ
国
民
国
家
の
礎
を
築
い
て
い
た
と
い
う
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
蔑
ろ
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に
し
、
そ
れ
を
放
棄
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
こ
と
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
ユ
ン
カ
ー
批
判
に
拍
車
を
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
資
本
主
義
の
流
れ
に
お
い
て
の
合
理
的
な
経
済
的
利
益
の
追
求
が
政
治
的
関
係
に
侵
入
し
、
そ
れ
を
破
壊
す
る
作
用
を
及
ぼ
し

て
し
ま
う
こ
と
を
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
慨
嘆
し
つ
つ
危
険
視
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。

　

本
項
で
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ユ
ン
カ
ー
と
い
う
政
治
に
携
わ
る
者
に
対
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
評
価
を
軸
に
、
経
済
の
領
域
に
お
け

る
政
治
の
重
要
性
を
考
察
し
た
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
、
政
治
的
な
連
帯
を
掘
り
崩
す
よ
う
な
経
済
的
な
利
益
追
求
の
影
響
力
に
抗
し

て
、
ド
イ
ツ
国
民
国
家
に
お
け
る
政
治
的
な
連
帯
意
識
の
必
要
性
を
強
調
し
、
そ
れ
を
復
権
さ
せ
よ
う
と
い
う
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価

値
」
の
表
明
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
経
済
の
言
説
に
お
い
て
付
与
さ
れ
た
政
治
の
「
意
味
」
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
で
は
次
に
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
目
に
そ
の
よ
う
な
政
治
的
な
連
帯
意
識
を
醸
成
さ
せ
る
担
い
手
と
し
て
映
っ
た
の
は
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
存
在

だ
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
、
宗
教
の
言
説
に
お
い
て
み
て
い
き
た
い
。

（
二
）
宗
教
の
言
説
に
お
け
る
政
治
の
「
意
味
」

　

前
項
で
は
経
済
の
領
域
に
お
け
る
政
治
ア
ク
タ
ー
と
い
う
観
点
か
ら
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
経
済
的
な
要
因
の
影
響
か
ら
政
治
の
論
理

と
自
律
性
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
い
う
経
済
的
な
要
因
と
は
資
本
主
義
経
済
に
お
け

る
合
理
的
な
利
益
追
求
を
意
味
す
る
た
め
、
経
済
一
般
の
要
因
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
生
き
た

時
代
に
お
け
る
資
本
主
義
の
影
響
力
に
対
す
る
彼
の
危
機
感
を
考
慮
す
れ
ば
、
端
的
に
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
経
済
か
ら
政
治
を
守
ろ
う

と
し
た
」
と
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
や
や
乱
暴
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
は
、

い
く
ら
経
済
が
人
間
活
動
や
社
会
に
お
い
て
重
要
な
領
域
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
が
政
治
を
突
き
崩
そ
う
と
す
れ
ば
、
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ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
そ
の
よ
う
な
経
済
的
な
圧
力
に
対
し
て
、政
治
を
守
る
た
め
に
そ
の
「
尊
さ
」
を
声
高
に
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
続
い
て
、
社
会
に
お
け
る
経
済
と
並
ぶ
重
要
な
領
域
で
あ
る
宗
教
の
領
域
に
お
い
て
、
政
治
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て

い
た
の
か
と
い
う
点
に
目
を
移
し
て
み
よ
う
。

　

経
済
と
の
領
域
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
政
治
ア
ク
タ
ー
と
し
て
着
目
し
た
の
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
国
家
の
中
枢
を
担
う
貴

族
で
あ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ユ
ン
カ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
場
面
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
政
治
に
携
わ
る
者
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
示
す
る

の
は
、
君
主
、
政
治
指
導
者
、
政
治
家
、
官
僚
、
市
民
、
大
衆
な
ど
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
本
稿
が
重
視
す
る
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
宗

教
的
預
言
者
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
研
究
は
、
宗
教
の
教
義
内
容
の
解
釈
よ
り
も
、
宗
教
を
取
り
巻
く

政
治
社
会
的
な
構
造
と
そ
こ
で
の
宗
教
の
社
会
的
影
響
を
中
心
に
分
析
す
る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
『
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
』
に
お
い

て
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
預
言
者
の
果
た
し
た
政
治
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
役
割
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る(62)

。
し
か
し
、
い
ま

預
言
者
の
果
た
し
た
政
治
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
役
割
と
は
い
っ
た
も
の
の
、
行
為
者
の
主
観
的
な
意
味
と
い
う
理
解
社
会
学
的
な
視

点
か
ら
焦
点
を
当
て
て
み
た
場
合
、
預
言
者
の
姿
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

対
内
政
治
に
お
け
る
預
言
者
た
ち
の
態
度
表
明
は
、
対
外
政
治
に
お
け
る
態
度
表
明
と
同
様
に
、
そ
れ
が
い
か
に
明
瞭
に
姿

を
見
せ
よ
う
と
も
、
第
一
次
的
に

0

0

0

0

0

政
治
的
あ
る
い
は
社
会
政
策
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る(63)

。

　

政
治
的
な
行
為
者
で
あ
る
預
言
者
た
ち
の
主
観
的
な
意
味
づ
け
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
彼
ら
の
行
為
は
政
治
的
・
社
会
政
策

的
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
預
言
者
の
主
観
的
な
意
味
づ
け
と
政
治
行
動
の
客
観
的
な
外
観

を
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
も
う
少
し
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。



法政論集　244号（2012） 34

論　　説

　

預
言
者
た
ち
は
彼
ら
の
活
動
の
仕
方
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
た
し
か
に
客
観
的
に
は
、
政
治
的
、
と
り
わ
け
世
界
政
治
的
な

デ
マ
ゴ
ー
グ
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
し
か
し
主
観
的
に
は
、政
治
的
な
党
派
性
の
強
い
者
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、

第
一
次
的
に
政
治
的
な
利
害
関
係
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。（
中
略
）
彼
ら
は
、
徹
頭
徹
尾
宗

教
的
に
、
つ
ま
り
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
諸
々
の
命
令
を
履
行
す
る
こ
と
へ
と
、
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
た(64)

。

　

つ
ま
り
、
預
言
者
は
、
主
観
的
・
第
一
次
的
に
政
治
的
な
問
題
関
心
に
よ
っ
て
政
治
的
な
態
度
を
決
定
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ

た
。
そ
う
で
は
な
く
、
彼
ら
は
そ
の
主
観
的
・
第
一
次
的
に
は
宗
教
上
の
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
行
動
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
行

動
が
、
客
観
的
・
結
果
的
に
は
政
治
行
動
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
預
言
者
た
ち
が
主
観
的
に
宗
教
的
な
動
機
に
基
づ
い
て
政
治
行
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
は
一

体
何
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
預
言
者
に
お
け
る
宗
教
と
政
治
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
S
・
ウ
ォ
リ
ン
の
以
下
の
指

摘
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

旧
約
聖
書
の
預
言
者
た
ち
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
見
る
と
最
高
に
政
治
的
な
姿
を
現
し
て
お
り
、「
民
族
共
同
体
の
真
っ
た

だ
中
に
立
ち
、そ
の
運
命
に
関
心
を
払
う
」存
在
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は「
政
治
的
惨
状
」の
真
っ
た
だ
中
に
い
る
同
胞
た
ち
に〔
ヤ

ハ
ウ
ェ
に
よ
る
政
治
的
禍
の
思
想
を―

引
用
者
注
〕
熱
烈
に
忠
告
し
、
そ
れ
と
同
時
に
「
預
言
者
的
政
治
」
を
実
践
し
た
の
で

あ
る(65)

。

　

こ
の
ウ
ォ
リ
ン
の
指
摘
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に(66)

、
ユ
ダ
ヤ
の
預
言
者
た
ち
は
、
ま
さ
し
く
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
問
題
関
心
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に
も
と
づ
い
て
自
分
た
ち
の
政
治
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
預
言
者
た
ち
の
行
動
は
、
主
観
的
・
第
一
次
的

に
は
宗
教
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
預
言
者
た
ち
の
宗
教
的
な
動
機
と
、
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
問
題
関
心
や
そ
れ
に
基
づ
い
た
政
治
行
動
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。

　

こ
こ
で
本
稿
が
強
調
す
る
の
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
『
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
』
に
お
い
て
預
言
者
の
政
治
行
動
に
与
え
た
位
置
づ
け
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
ユ
ダ
ヤ
の
預
言
者
の
政
治
行
動
は
、
主
観
的
に
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
政
治
的
禍
の
思
想
と
い
う
宗
教
的
な
動
機
よ
っ
て

突
き
動
か
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
モ
ー
セ
を
通
し
た
シ
ナ
イ
契
約
は
、
契
約
の

当
事
者
で
あ
る
唯
一
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
自
身
と
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
と
が
締
結
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
独
自
性
の
源
泉
が
あ
る(67)

。

こ
の
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
と
の
契
約
に
お
い
て
は
、
唯
一
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
「
慈
悲
深
い
自
然
の
神
で
あ
り
、〔
施
し
の
雨

を
降
ら
せ
る―

引
用
者
注
〕
天
の
神
で
あ
る
」
の
と
同
時
に
、「
恐
る
べ
き
災
害
の
神
」
と
い
う
特
徴
を
も
有
し(68)

、
も
し
イ
ス
ラ
エ

ル
民
族
が
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
の
契
約
に
よ
っ
て
負
わ
さ
れ
た
義
務
を
履
行
し
な
い
場
合
に
は
、「
ひ
と
り
の
王
の
よ
う
に
怒
り
と
激
情
で

も
っ
て
振
る
舞
い(69)

」、
民
に
禍
を
も
た
ら
す
。
そ
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
の
預
言
者
た
ち
の
宗
教
的
な
動
機
は
、
こ
の
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
よ
る
イ

ス
ラ
エ
ル
の
民
へ
の
政
治
的
禍
の
思
想
に
貫
か
れ
て
い
る(70)

。
も
し
義
務
が
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
怒
り
は
契
約
締
結
者

で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
全
体
に
向
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
す
べ
て
の
個
人
が
犯
し
た
神
へ
の
冒
涜
に
対
す
る
連
合
構
成
員

の
宗
教
的
な
連
帯
責
任

0

0

0

0

」(71)

、す
な
わ
ち
「
す
べ
て
の
個
人
に
対
す
る
人
民
全
体
の
連
帯
責
任
と
い
う
思
想(72)

」
に
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

こ
の
「
連
帯
責
任
」
を
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

契
約
（berith

）
に
よ
っ
て
、
連
合
の
神
〔
ヤ
ハ
ウ
ェ―

引
用
者
注
〕
の
命
令
を
遵
守
す
る
こ
と
に
連
帯
責
任
を
負
っ
た
自

由
な
人
民
同
胞
か
ら
な
る
ひ
と
つ
の
団
体
と
し
て
の
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
個
人
が
そ
の
命
令
に
反
す
る
こ
と
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を
彼
ら
の
間
で
黙
認
し
よ
う
も
の
な
ら
ば
、〔
神
か
ら
の―

引
用
者
注
〕
報
復
を
恐
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た(73)

。

　

要
す
る
に
、
ユ
ダ
ヤ
の
預
言
者
た
ち
は
、
宗
教
的
に
神
と
対
峙
す
る
に
際
し
て
、
常
に
自
ら
の
所
属
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
と
い
う
ひ

と
つ
の
政
治
的
民
族
共
同
体
の
運
命
を
も
そ
の
脳
裡
に
刻
み
込
ん
で
い
た
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
行
為
者
の
主
観
的
な
「
意
味
」
に
基
づ
い
た
行
為
と
歴
史
の
結
果
と
の
間
に
現
れ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
鋭

く
捉
え
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
視
座
が
貫
か
れ
て
い
る
の
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
預
言
者
た
ち
の
純
宗
教
的
な

動
機
に
基
づ
い
た
主
観
的
な
預
言
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
れ
る
預
言
の
客
観
的
な
政
治
的
機
能
を
強
調
す
る
。
こ
こ
で
重
視
し
た
い

の
が
、
預
言
者
た
ち
の
主
観
的
な
「
意
味
」
で
あ
る
。
彼
ら
の
意
識
の
中
に
は
常
に
、
唯
一
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
契
約
を

結
ん
だ
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
と
の
関
係
が
想
起
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
『
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
』
で
イ
ス
ラ
エ
ル
社
会
に
お
け
る
政

治
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
預
言
者
の
重
要
性
を
説
き
、
そ
れ
を
強
調
す
る
際
に
は
、
預
言
者
自
身
が
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
と
い
う
「
共
同

体
」
へ
の
視
座
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
主
観
的
な
価
値
評
価
が
表
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
政
治
ア
ク
タ
ー
が
「
共
同
体
」
を
自
身
の
内
面
に
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
政
治
に
携
わ
る
者
が
自
分
自
身
の
帰

属
す
る
政
治
的
運
命
共
同
体
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
ま
た
そ
の
政
治
的
運
命
共
同
体
の
政
治
的
営
為
に
参
与
す
る
こ
と
こ

そ
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
に
お
け
る
「
価
値
」
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
三
）
政
治
の
言
説
に
お
け
る
政
治
の
「
意
味
」

　

本
節
は
こ
こ
ま
で
は
、
経
済
と
宗
教
と
い
う
政
治
と
隣
接
す
る
領
域
に
お
い
て
、ど
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
政
治
に
対
す
る「
価
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値
」
を
表
明
し
た
の
か
と
い
う
点
を
検
討
し
た
。
そ
れ
を
整
理
し
て
み
れ
ば
、
資
本
主
義
的
な
経
済
は
政
治
の
論
理
と
自
律
性
を
突

き
崩
そ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
預
言
者
の
主
観
的
に
宗
教
的
な
動
機
は
政
治
の
論
理
と
自
律
性
を
涵
養
さ
せ
よ

う
と
す
る
も
の
と
し
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
次
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
す
れ
ば

こ
の
よ
う
な
経
済
や
宗
教
と
緊
張
関
係
に
あ
る
政
治
に
対
す
る
「
価
値
」
が
、
政
治
の
言
説
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
か

を
み
て
い
こ
う
。
本
節
で
は
、
経
済
と
宗
教
の
領
域
に
お
い
て
政
治
に
携
わ
る
者
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
と
い

う
視
座
で
も
っ
て
議
論
を
進
め
て
き
た
た
め
、
政
治
の
言
説
に
お
い
て
も
引
き
続
き
政
治
ア
ク
タ
ー
に
つ
い
て
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
論

述
に
目
を
向
け
て
い
き
た
い
。
但
し
、
本
節
第
二
項
で
具
体
的
な
政
治
ア
ク
タ
ー
と
し
て
君
主
、
政
治
指
導
者
、
政
治
家
、
官
僚
、

市
民
、
大
衆
な
ど
を
挙
げ
た
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
論
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
政
治
ア
ク
タ
ー
を
そ
れ
ぞ
れ
詳
ら
か
に
論
じ
き
る
に

は
紙
幅
に
限
界
が
あ
る
た
め
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
政
治
を
担
う
べ
き
だ
と
価
値
判
断
を
下
し
て
い
た
政
治
的
な
主
体
像
と
い
う
点
に
焦

点
を
当
て
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

本
稿
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
政
治
に
携
わ
る
こ
と
に
「
価
値
」
を
見
出
し
て
い
た
と
考
察
し
て
き
た
。
こ
の
点

に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
雀
部
の
指
摘
を
み
て
み
よ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
世
界
の
中
に
生
き
る
し
か
な
い
し
、
こ
の
世
界
に
向
か
っ
て
生
き
る
ほ
か
は
な
い
。

こ
の
世
界
に
積
極
的
に
働
き
か
け
て
多
少
と
も
こ
の
世
界
を
生
き
る
に
値
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
こ
の
世
界
に
生
を

享
け
た
者
の
畢
竟
の
「
課
題
」（eine „A

ufgabe “

）
で
あ
る
。
そ
の
努
力
が
ど
こ
ま
で
実
を
結
ぶ
か
は
全
く
保
障
の
か
ぎ
り
で

は
な
い
が
、
し
か
し
不
可
能
と
見
え
る
も
の
へ
の
挑
戦
な
く
し
て
、
可
能
な
も
の
も
成
就
し
た
た
め
し
が
な
い
。
曇
り
な
い
良

心
（G

ew
issen

）
と
明
晰
か
つ
と
ら
わ
れ
な
い
判
断
力
（Verstand

）
と
を
も
っ
て
、
あ
く
ま
で
もdennoch!  

で
あ
る(74)

。
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こ
れ
は
、「
職
業
と
し
て
の
政
治
」
の
末
尾
の
部
分―

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い―

を
言
い
換
え
た
表
現
で
あ
り
、

さ
ら
に
雀
部
は
、「
こ
れ
が
こ
の
生
と
世
界
と
に
対
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
の
取
り
方
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る(75)

」
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
雀
部
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
徹
頭
徹
尾
『
知
』
の
言
葉
に
翻
訳
さ
れ
、『
知
』

の
言
葉
で
表
現
さ
れ
う
る
か
ぎ
り
で
の
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
原
理
的
観
点
」
の
見
地
に
立
っ
て
、「
こ
の
地
上
で
『
可
能

な
こ
と
』
を
極
限
的
に
追
求
し
よ
う
と
し
た
」
の
で
あ
っ
た(76)

。
こ
の
よ
う
な
雀
部
の
指
摘
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、「
生
の
意
味
喪
失
」

の
時
代
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
政
治
に
「
生
の
意
味
」
を
付
与
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
本
稿
の
主
張
も
妥
当
な
も
の
と
い
い
う

る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
の
雀
部
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
「
職
業
と
し
て
の
政
治
」
の
一
節
を
、
既
出
の
部
分
が
あ
る
も
の
の
、
こ
の
講
演
の

締
め
く
く
り
と
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
に
対
す
る
パ
ト
ス
が
ほ
と
ば
し
っ
た
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
た
め
、
今
一
度
引
用
し
て
お

こ
う
。

　

政
治
と
は
、
情
熱
と
判
断
力
の
二
つ
を
同
時
に
用
い
て
、
堅
い
板
に
力
を
こ
め
て
だ
ん
だ
ん
と
穴
を
く
り
ぬ
い
て
い
く
作
業

で
あ
る
。
も
し
こ
の
世
界
で
不
可
能
な
こ
と
に
繰
り
返
し
繰
り
返
し
立
ち
向
か
わ
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
人
は
可
能
な
こ
と
も
達

成
し
え
な
い
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
正
し
く
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
経
験
が
こ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

れ
を
な
し
う
る
人
は
指
導
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
指
導
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
極
め
て
率
直
な
意
味
に
お
い
て
は
、
英
雄

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
指
導
者
や
英
雄
で
な
い
場
合
で
も
、
人
は
あ
ら
ゆ
る
希
望
が
挫
折
し
よ
う
と
も
屈
し
な
い

確
固
た
る
心
を
い
ま
す
ぐ
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
い
ま
可
能
な
こ
と
も
貫
徹
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
自
分
の
立
場
か
ら
見
た
現
実
の
世
界
が
、
自
分
が
捧
げ
よ
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
愚
か
で
ど
れ
ほ
ど
卑
俗
で
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あ
っ
た
と
し
て
も
、
断
じ
て
挫
け
な
い
人
間
。
ど
の
よ
う
な
事
態
に
対
峙
し
て
も
、「
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
！
」
と
言
い
切

る
こ
と
が
で
き
る
人
間
。
そ
の
よ
う
な
人
間
だ
け
が
、
政
治
へ
の
「
天
職
」
を
も
つ(77)

。

　

こ
こ
で
い
う
「
政
治
へ
の
『
天
職
』」
を
も
つ
べ
き
人
間
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
人
間
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
政
治
に
携
わ
る
者

と
い
う
本
稿
の
観
点
か
ら
、
こ
の
問
い
を
論
じ
て
い
こ
う
。
本
稿
に
お
い
て
参
考
と
な
る
の
は
、
笹
倉
が
こ
の
問
い
に
対
し
て
次
の

よ
う
な
答
え
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
に
お
け
る
「「
政
治
へ
の
天
職
」
を
持
ち
得
る
真
の
人
間
」
た
る
こ
と
を
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ド
イ

ツ
の
学
生
、ド
イ
ツ
の
一
般
国
民
に
も
、求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。“als B

eruf ”

と
は
、こ
の
点
で
は「
プ
ロ
と
し
て
の
」

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
人
が
、「
召
命
・
天
職
と
し
て
」
そ
れ
ら
に
向
か
い
、
右
に
見
て
き
た
よ
う
な
〔「
主

体
性
を
空
虚
な
も
の
に
し
な
い
た
め
の
知
的
自
制
心
・
客
観
的
態
度
、
そ
し
て
両
項
を
追
求
し
、
そ
の
緊
張
に
耐
え
る
、
性
格

の
『
強
さ
』
を
も
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と(78)

」―
引
用
者
注
〕
学
問
の
精
神
・
政
治
の
精
神
を
身
に
つ
け
る
べ
き
こ
と
、
を
意
味

し
て
い
る
の
で
あ
る(79)

。

　
「
政
治
へ
の
『
天
職
』」
を
も
つ
べ
き
な
の
は
職
業
的
な
政
治
家
だ
け
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
一
般
国
民
で
あ
る
と
す
る
笹
倉
の
主
張

は
、
筆
者
か
ら
し
て
も
大
い
に
首
肯
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
本
研
究
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
笹
倉
の
い
う
「
自
由
で
自
立
し

た
主
体
」と「
共
同
体
」と
の
関
係
を
問
題
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
問
題
は
、「
自
由
で
自
立
し
た
主
体
」が「
共
同
体
」

を
自
ら
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
理
解
・
受
容
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
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前
項
で
議
論
し
た
よ
う
に
、
ユ
ダ
ヤ
の
預
言
者
た
ち
は
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
の
契
約
の
思
想
や
政
治
的
禍
の
思
想
に
よ
っ
て
、
自
分
自

身
が
政
治
的
な
問
題
を
語
る
う
え
で
、
常
に
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
全
体
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
。
本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
預

言
者
た
ち
の
姿
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
「
価
値
」
が
表
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
由
で
自
立
し
た
主
体
」
で
あ
る
個
人
が
自
身

の
帰
属
す
る
「
共
同
体
」
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
た
う
え
で
「
自
国
の
政
治
的
運
命
の
決
定
に
共
同
で
参
与
す
る
」
こ
と
こ

そ
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
人
生
を
か
け
、
そ
の
情
熱
の
限
り
を
尽
く
し
て
ま
で
希
求
し
て
い
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
れ
は
、
近
代
と
い
う
時
代
に
対
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
処
方
箋
」
と
も
い
え
る
。
前
節
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
近
代
と
い
う
時

代
は
、「
脱
魔
術
化
」
と
い
う
主
知
主
義
的
合
理
化
が
進
展
し
共
通
し
た
単
一
の
価
値
の
基
準
が
失
わ
れ
て
お
り
、「
神
々
の
闘
争
」

と
い
う
人
々
が
自
分
自
身
の
価
値
に
依
拠
す
る
し
か
な
い
時
代
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
近
代
は
「
生
の
意
味
喪
失
」
の
時
代
で

あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
自
ら
の
生
き
る
近
代
が
「
生
の
意
味
喪
失
」
と
い
う
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
逆
説
的
に
も
そ
こ
か
ら
「
生
の

意
味
」
を
抉
り
出
そ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
人
々
が
自
分
の
生
に
閉
じ
こ
も
る
の
で
は
な
く
、

ま
さ
に
政
治
に
携
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
「
生
の
意
味
喪
失
」
の
時
代
に
お
い
て
政
治
を
通
し
て
人
々
の
「
生
の
意
味
」

が
創
出
さ
れ
る
と
考
え
た
。
人
々
が
「
共
同
体
」
の
構
成
員
と
し
て
の
自
ら
の
存
在
を
自
覚
し
、
こ
の
「
共
同
体
」
に
参
与
す
る
こ

と
で
、
も
は
や
自
分
だ
け
の
生
に
で
は
な
く
、
政
治
的
な
空
間
に
お
い
て
自
ら
の
「
生
の
意
味
」
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

近
代
と
い
う
「
生
の
意
味
喪
失
」
の
時
代
に
お
い
て
政
治
に
携
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
生
の
意
味
」
を
獲
得
す
る
こ
と
。
こ
れ
こ
そ

が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
政
治
の
「
意
味
」
な
の
で
あ
っ
た
。
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七　

お
わ
り
に

　

社
会
科
学
者
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
冷
徹
犀
利
な
視
線
に
お
い
て
は
、
独
立
し
た
国
家
と
し
て
統
一
し
て
半
世
も
経
た
な
い
う
ち
に
国
民

国
家
と
し
て
の
存
亡
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
現
状
や
、
人
間
的
な
関
係
を
圧
倒
的
な
力
を
も
っ
て
し
て
駆
逐
し
よ
う
と
す

る
資
本
主
義
の
進
展
、
そ
し
て
、
人
々
の
信
奉
す
る
ひ
と
つ
の
確
固
と
し
た
価
値
が
剥
奪
さ
れ
、「
生
の
意
味
」
が
失
わ
れ
た
近
代

と
い
う
時
代
が
、―
目
を
逸
ら
さ
ず
に
直
視
し
た
か
ら
こ
そ―

絶
望
的
な
荒
野
と
し
て
映
し
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
未
来

を
見
通
そ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
暗
澹
た
る
も
の
に
し
か
な
り
え
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
自
ら
の
生
き
る
時
代
に
対
し
て
希
望
を
見
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ヴ
ェ
ー

バ
ー
は
、
自
ら
の
直
面
す
る
「
生
の
意
味
喪
失
」
の
時
代
と
格
闘
す
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
実
際
の
政

治
の
担
い
手
た
ち
だ
け
で
な
く
、
敗
戦
と
い
う
ド
イ
ツ
の
政
治
・
社
会
状
況
の
中
で
苦
境
に
立
っ
て
い
る
人
々
、
あ
る
い
は
経
済
的

な
利
益
追
求
に
埋
没
し
た
人
々
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、「
生
の
意
味
喪
失
」
の
時
代
と
な
っ
た
近
代
に
生
き
る
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
向

け
て
、
そ
れ
ら
の
人
々
自
ら
の
内
面
に
自
身
の
属
す
る
「
共
同
体
」
を
受
容
し
、
そ
れ
に
献
身
す
る
こ
と
を
通
し
て
「
生
の
意
味
」

を
獲
得
す
る
こ
と
を
熱
望
し
て
い
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ま
さ
し
く
、
近
代
が
「
生
の
意
味
喪
失
」
の
時
代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
人
々

が
生
き
る
「
意
味
」
を
見
出
す
こ
と
を
、
な
か
ん
ず
く
近
代
人
の
生
に
「
意
味
」
を
付
与
す
る
こ
と
を
、
政
治
に
賭
け
た
の
で
あ
る
。

そ
の
賭
け
に
よ
っ
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
可
能
な
も
の
の
向
こ
う
側
に
あ
る
不
可
能
な
も
の
を
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
」
を
通
し
て

「
可
能
な
こ
と
」、
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
の
政
治
的
な
偉
大
さ
を
達
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。
そ
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
わ
れ
わ

れ
の
前
に
、
あ
ら
ゆ
る
希
望
が
挫
折
し
よ
う
と
も
屈
し
な
い
確
固
た
る
心
を
も
ち
、
い
ま
可
能
な
こ
と
の
貫
徹
を
目
指
し
、「
自
分

の
立
場
か
ら
見
た
現
実
の
世
界
が
、
自
分
が
捧
げ
よ
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
愚
か
で
ど
れ
ほ
ど
卑
俗
で
あ
っ
た
と
し
て
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も
、
断
じ
て
挫
け
な
い
人
間
」
と
し
て
姿
を
現
す
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ど
の
よ
う
な
事
態
に
対
峙
し
て
も
、「
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
！
」
と
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
政
治
へ
の
「
天
職
」
を
も
つ
人
間
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ど
れ
ほ
ど
困
難
で
絶

望
的
な
状
況
に
あ
ろ
う
と
も
、
自
ら
の
目
で
現
実
を
見
つ
め
、
耐
え
忍
ぶ
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
現
実
の
中
か
ら
未
来
へ
の
生

き
る
「
意
味
」
を
剔
抉
し
よ
う
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
姿
に
わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
に
お
け
る
知
識
人
の
役
割
を
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
現
実
の
生
の
世
界

が
ど
れ
ほ
ど
苦
痛
に
満
ち
溢
れ
た
も
の
に
見
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
苦
痛
を
安
易
に
解
消
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
常
に
世

界
の
複
雑
さ
と
そ
れ
を
生
み
出
す
歴
史
に
目
を
配
り
、
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
世
界
に
対
し
て
自
ら
の
「
価
値
」
か
ら
「
生
の

意
味
」
を
付
与
し
、
そ
れ
を
不
断
に
社
会
に
投
げ
か
け
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
知
識
人
に
求
め
ら
れ
る
役
割
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
思
想
を
み
れ
ば
、
彼
を
政
治
へ
の
「
天
職
」
を
も
つ
人
間
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
可
能
だ
が
、

ド
イ
ツ
の
現
実
政
治
に
お
い
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
と
い
う
点
を
問
う
こ
と
も
必
要
に
な
っ

て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
に
お
け
る
「
心
情
倫
理
」
と
「
責
任
倫
理
」
と
い
う
問
題
な
の
で
は
あ
る

が
、
こ
れ
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
た
め
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
な
き
後
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
現
れ
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
、
ド
イ
ツ
国
民
が
「
生
の
意
味
」
を
政
治
に

お
い
て
見
出
し
た
結
果―

も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
現
れ
た
「
生
の
意
味
」
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
追
い
求
め
た
「
生
の
意
味
」
と
は
か

け
離
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が―

だ
と
す
ら
い
い
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
が
進
ん
で
行
っ
た
先
は
、
ナ
チ

ズ
ム
と
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
、
そ
し
て
敗
戦
と
い
う
破
滅
へ
の
道
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想
を
彼
の
生
き
た
現
実

的
な
政
治
・
社
会
状
況
の
中
に
位
置
づ
け
て
み
れ
ば
、
現
実
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
変
革
さ
せ
よ
う
と
す
る
崇
高
か
つ
高
遠
な
理
想
が
、

現
実
を
さ
ら
に
破
滅
的
な
状
況
に
向
か
わ
せ
る
「
転
轍
手
」
と
す
ら
な
り
え
る
と
い
う
、
歴
史
の
逆
説
と
悲
劇
を
看
取
る
こ
と
さ
え
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も
可
能
で
あ
る
。
本
稿
の
議
論
を
敷
衍
し
て
い
く
こ
と
で
、
思
想
と
現
実
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
問

題
へ
の
途
を
開
く
こ
と
に
も
な
り
え
よ
う
。

　

最
後
に
本
稿
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
筆
者
の
今
後
の
研
究
の
見
通
し
に
つ
い
て
も
一
言
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
の
結
論
に
立
脚

す
れ
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
生
涯
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
政
治
の
「
意
味
」
が
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
辿
っ
た
の
か
を
、
経

済
と
宗
教
と
の
緊
張
関
係
と
い
う
軸
で
考
察
し
て
い
く
可
能
性
が
見
出
せ
よ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、本
稿
に
お
い
て
は
、ヴ
ェ
ー
バ
ー

の
政
治
論
や
学
問
的
著
作
、
講
演
、
エ
ッ
セ
イ
な
ど
を
、
時
代
横
断
的
に
、
悪
く
い
え
ば
歴
史
的
な
流
れ
へ
の
配
慮
を
欠
い
た
形
で

素
材
と
し
て
取
り
扱
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
筆
者
に
と
っ
て
「
都
合
の
よ
い
ヴ
ェ
ー
バ
ー
像
」
を
構
築
し
て
し
ま
っ
て
い
る
危
険
性

が
多
分
に
胚
胎
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
描
き
出
す
た
め
に
は
、
研
究
者
自
身
が
創
り

出
し
た
「
都
合
の
よ
い
ヴ
ェ
ー
バ
ー
像
」
を
不
断
に
相
対
化
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
伝
記

的
手
法
に
よ
る
思
想
史
研
究
を
行
う
こ
と
を
通
し
て
少
し
で
も
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
真
実
」
の
一
側
面
を
甦
ら
せ
る
こ
と
が
、
本
稿
に

引
き
続
い
て
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

〔
付
記
〕

　

本
稿
は
、独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
の
「
若
手
研
究
者
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
I
T
P
）

に
よ
る
支
援
を
得
た
。
助
成
に
対
し
て
、
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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注
本
稿
に
し
ば
し
ば
引
用
し
た
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
原
著
の
表
記
は
、
以
下
の
略
記
法
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
外
国
語
文
献
か
ら
の
翻
訳
は
す

べ
て
、
現
存
の
邦
訳
に
は
必
ず
し
も
し
た
が
っ
て
い
な
い
。
な
お
、
強
調
は
原
文
、
外
国
語
文
献
で
の
強
調
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
。

『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
全
集
』

M
W

G
: M

ax W
eber-G

esam
tausgabe.  Im

 A
uftrag der K

om
m

ission für Sozial- und W
irtschaftsgeschichte der B

ayerischen A
kadem

ie der 

W
issenschaften. H

rsg. v. H
orst B

aier, M
. R

ainer Lepsius, W
olfgang J. M

om
m

sen, W
olfgang Schluchter, Johannes W

inckelm
ann.

M
W

G
 I/3: D

ie Lage der Landarbeiter im
 ostelbischen D

eutschland, 1892, hrsg. v. M
arin R

iesebrodt, 2 H
albbde., Tübingen: J. C

. B
. M

ohr 

(Paul Siebeck) 1984.

M
W

G
 I/15: Zur Politik im

 W
eltkrieg, Schriften und R

eden 1914― 1918, hrsg. v. W
olfgang J. M

om
m

sen in Zusam
m

enarbeit m
it G

angolf 

H
übinger, Tübingen: J. C

. B
. M

ohr (Paul Siebeck) 1984.

M
W

G
 I/17: W

issenschaft als B
eruf. 1917/1919. ―

Politik als B
eruf. 1919, hrsg. v. W

olfgang J. M
om

m
sen und W

olfgang Schluchter in 

Zusam
m

enarbeit m
it B

irgitt M
orgenbrod, Tübingen: J. C

. B
. M

ohr (Paul Siebeck) 1992.

『
全
集
』
以
外
の
著
作
集

G
A

zR
S I: G

esam
m

elte A
ufsätze zur R

eligionssoziologie I, Taschenbuchausgabe, 9. A
ufl., Tübingen: J. C

. B
. M

ohr (Paul Siebeck) 1988.

G
A

zR
S III: G

esam
m

elte A
ufsätze zur R

eligionssoziologie III, Taschenbuchausgabe, 8. A
ufl., Tübingen: J. C

. B
. M

ohr (Paul Siebeck) 1988.

G
A

zW
L: G

esam
m

elte A
ufsätze zur W

issenschaftslehre, Taschenbuchausgabe, 3. A
ufl., Tübingen: J. C

: B
. M

ohr (Paul Siebeck) 1968.

W
uG

: W
irtschaft und G

esellschaft: G
rundriß der verstehenden Soziologie, besorgt v. Johannes W

inckelm
ann, 5. rev. A

ufl., Studienausgabe, 

Tübingen: J. C
. B

. M
ohr (Paul Siebeck) 1980.
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⑴　

雀
部
幸
隆『
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
政
治
の
世
界
』（
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
九
九
年
）、『
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ワ
イ
マ
ー
ル
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、二
〇
〇
一
年
）、

『
公
共
善
の
政
治
学―

ウ
ェ
ー
バ
ー
政
治
思
想
の
原
理
論
的
再
構
成
』（
未
來
社
、二
〇
〇
七
年
）、牧
野
雅
彦『
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
理
論
』（
日
本
評
論
社
、

一
九
九
三
年
）、M

aier, H
ans/D

enzer, H
orst (H

rsg.), K
lassiker des politischen D

enkens 2. Von Locke bis M
ax W

eber, 3. überarbeitete A
ufl., 

M
unchen: Verlag C

. H
. B

eck oH
G

, 2007, S. 205ff.

な
ど
。

⑵　

雀
部
前
掲
書
、
二
〇
〇
七
年
、
四
八―

四
九
頁
。

⑶　

同
上
、
三
〇
頁
。
ま
た
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
雀
部
前
掲
書
、
二
〇
〇
一
年
、
第
一
章
二
〇
頁
以
下
、
と
り
わ
け
第
一
章
第
一
節
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

⑷　

B
eetham

, D
avid, M

ax W
eber and the Theory of M

odern Politics, London: A
llen und U

nw
in, 1974. 

住
谷
一
彦
・
小
林
純
訳
『
マ
ッ

ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
近
代
政
治
理
論
』（
未
來
社
、
一
九
八
八
年
）、Fitzi, G

regor, M
ax W

ebers politisches D
enken, K

onstanz: U
V

K
 

Verlagsgesellschaft, 2004

、M
ax W

eber, Frankfurt/N
ew

 York: C
am

pus Verlag, 2008

、
野
口
雅
弘
『
闘
争
と
文
化―

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

の
文
化
社
会
学
と
政
治
理
論
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。

⑸　

Fitzi, a. a. O
., 2004, S. 9f.

⑹　

Thornhill, C
hris, Political Thieory in M

odern G
erm

any. An Introduction, C
am

bridge: Polity Press, 2000. 

安
世
舟
・
永
井
健
晴
・
安
章
浩

訳
『
現
代
ド
イ
ツ
の
政
治
思
想
家―

ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
ル
ー
マ
ン
ま
で
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）、
佐
野
誠
『
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
間―

近
代
ド
イ
ツ
の
法
・
国
家
・
宗
教―

』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
）、『
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム―

自
由
の
精
神
と
国

家
の
形
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
。

⑺　

ソ
ー
ン
ヒ
ル
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
時
代
の
自
由
主
義
の
継
承
者
と
見
做
し
て
い
る
と
い
え
る
端
的
な
表
現
は
、Thornhill, op. cit., p. 

20, 21, 40, 47, 52. 

前
掲
書
邦
訳
、
三
二
、三
四
、六
五
、七
五
、八
五
頁
。

⑻　

佐
野
前
掲
書
、
二
〇
〇
七
年
、
序
章
、
終
章
。
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⑼　
M

om
m

sen, W
olfgang J., M

ax W
eber und die deutsche Politik 1890― 1920, 2. überarbeitete und erw

eiterte A
ufl., Tübingen: J. C

. B
. 

M
ohr (Paul Siebeck), 1974a. 

安
世
舟
・
五
十
嵐
一
郎
・
田
中
浩
訳
『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
ド
イ
ツ
政
治
一
八
九
〇―

一
九
二
〇
年
（
未
來

社
、
一
九
九
三
年
）、M

ax W
eber. G

esellschaft, Politik und G
eschichite, Erste A

ufl., Frankfurt M
ain: Sufrkam

p Verlag, 1974b. 

中
村
貞
二
・

米
沢
和
彦
・
嘉
目
克
彦
訳
『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー―

社
会
・
政
治
・
歴
史―

』（
未
來
社
、
一
九
七
七
年
）、The Age of BU

REAU
C

RAC
Y, 

Perstectives on the Political Sociology of M
ax W

eber, N
ew

 York: H
aper &

 R
ow

, Publishers, Inc., 1974c. 

得
永
新
太
郎
訳
『
官
僚
制
の
時
代

―

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
社
会
学―

』（
未
來
社
、
二
〇
〇
一
年
）、M

ax W
eber und die deutsche Revolution 1918/19, H

eidelberg: 

Stifung R
eichspräsident-Friedrich-Ebert-G

edenkstätt, 1994

、
今
野
元
『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
問
題―

ヴ
ェ
ル
ヘ
ル
ム
期
ド

イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
序
説
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）、『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー―

あ
る
西
欧
派
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス

ト
の
生
涯
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
。

⑽　

M
om

m
sen, W

olfgang J., a. a. O
., 1974b, S. 21. 

前
掲
書
邦
訳
、
二
五
頁
。

⑾　

今
野
前
掲
書
、
二
〇
〇
七
年
、
三
五
九
頁
。

⑿　

雀
部
前
掲
書
、
二
〇
〇
七
年
、
二
三
頁
。

⒀　

M
ax W

eber, Politik als B
eruf, in: M

W
G

 I/17, S. 157. 
脇
圭
平
訳
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
〇
年
）、
八
頁
。

⒁　

Ebenda, S. 159. 

同
上
、
一
〇
頁
。

⒂　

Ebenda. 

同
上
。

⒃　

Ebenda, S. 167. 

同
上
、
一
九
頁
。

⒄　

ち
な
み
に
、ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う「
権
力
」と
は
、「
あ
る
社
会
関
係
の
内
部
で
抵
抗
を
排
し
て
ま
で
も
自
分
の
意
志
を
貫
徹
す
る
可
能
性
」で
あ
る（M

ax 

W
eber, Soziologische G

rundbegriff, W
uG

, S. 28. 

清
水
幾
太
郎
訳
『
社
会
学
の
根
本
概
念
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
二
年
）、
八
六
頁
）。
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⒅　
M

ax W
eber, Parlam

ent und R
egierung, in: M

W
G

 I/15, S. 482. 

中
村
貞
二
・
山
田
高
生
・
脇
圭
平
・
嘉
目
克
彦
訳『
政
治
論
集
2
』（
み
す
ず
書
房
、

一
九
八
二
年
）、
三
七
九
頁
。

⒆　

M
ax W

eber, Politik als B
eruf, in: M

W
G

 I/17, S. 251― 252f. 

邦
訳
、
一
〇
五
頁
。

⒇　

Ebenda, S. 252. 

同
上
。

21　

M
ax W

eber, D
er Sinn der »W

ertfreiheit« der Soziologischen und Ö
konom

ischen W
issenschaften, in: G

AzW
L, S. 514. 

木
本
幸
造
訳
『
社

会
学
・
経
済
学
の
「
価
値
自
由
」
の
意
味
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
二
年
）、
七
三
頁
。

22　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
ビ
ス
マ
ル
ク
に
対
し
て
、
政
治
的
な
指
導
者
と
し
て
の
理
想
像
を
見
て
い
た
点
と
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
残
し
た
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
政
治
的
遺

産
こ
そ
が
ド
イ
ツ
政
治
に
お
け
る
大
き
な
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
見
做
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
政
治
論
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
散
見
さ
れ

る
が
、
最
も
鮮
烈
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、M

ax W
eber, Parlam

ent und R
egierung, in: M

W
G

 I/15, S. 482. 

邦
訳
、
三
七
九
頁
。
ま
た
、
先
行

研
究
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
今
野
元
「
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ビ
ス
マ
ル
ク―

研
究
企
画
「
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー

と
同
時
代
人
た
ち
・
政
治
史
篇
」」（「
政
治
思
想
研
究
第
七
号
」（
風
行
社
、
二
〇
〇
七
年
五
月
））
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

23　

M
ax W

eber, Vorbem
erkung, in: G

AzRS I, S. 1ff. 
大
塚
久
雄
訳
『
宗
教
社
会
学
論
集
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
二
年
）、
五
頁
以
下
。

24　

笹
倉
秀
夫
『
政
治
の
覚
醒―

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）、
二
九
一
頁
。

25　

M
ax W

eber, W
issenschaft als B

eruf, in: M
W

G
 I/17, S. 97. 

尾
高
邦
雄
訳『
職
業
と
し
て
の
学
問
』（
岩
波
文
庫
、一
九
三
六
年
）、
四
九―

五
〇
頁
。

26　

Ebenda, S. 101. 

同
上
、
五
七
頁
。

27　

Peukert, D
etlev J. K

., M
ax W

ebes D
iagnose der M

oderne, G
öttingen: Vandenhoecke u. R

uprecht, 1989, S. 41. 

ポ
イ
カ
ー
ト
、
デ
ー
ト
レ

フ
著
、
雀
部
幸
隆
・
小
野
清
美
訳
『
ウ
ェ
ー
バ
ー　

近
代
へ
の
診
断
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）、
七
六
頁
。

28　

M
ax W

eber, D
ie »O

bjektivität« sozialw
issenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, in: G

AzW
L, S. 191. 

富
永
祐
治
・
立
野
保
男
訳
、



法政論集　244号（2012） 48

論　　説

折
原
浩
補
訳
『
社
会
科
学
と
社
会
政
策
に
か
か
わ
る
認
識
の
「
客
観
性
」』（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
八
年
）、
一
一
三
頁
。

29　
Ebenda, S. 194. 

同
上
、
一
一
九
頁
。

30　

Ebenda, S. 170. 

同
上
、
七
二―

七
三
頁
。

31　

荒
川
敏
彦
『
政
治
学
事
典
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
一
一
三
一
頁
。

32　

M
ax W

eber, Vorbem
erkung, in: G

AzRS I, S. 1. 

邦
訳
、
五
頁
。

33　

M
ax W

eber, W
issenschft als B

eruf, in: M
W

G
 I/17, S. 87. 

邦
訳
、
三
三
頁
。

34　

Ebenda. 

同
上
、
三
四
頁
。

35　

Ebenda, S. 88. 

同
上
、
三
四―
三
五
頁
。

36　

こ
の
点
は
、
姜
尚
中
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。「
い
ま
や
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
『
中
間
考
察
』
で
冷
や
や
か
に
言
い
放
っ
た
通
り
、『
死
の

無
意
味
化
』は
逆
説
的
に
も『
生
の
意
味
喪
失
』を
引
き
寄
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。」（
姜
尚
中『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
近
代
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
三
年
）、
七
頁
）。
但
し
、
姜
が
同
書
第
二
章
に
お
い
て
「
意
味
の
喪
失
」
と
「
自
由
の
喪
失
」
を
近
代
の
病
理
と
し
て
提
示
し
て
い
る
の
に
対
し

て
、
本
稿
で
は
、―

本
論
の
以
下
の
叙
述
で
示
す
よ
う
に―

ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
近
代
の
病
理
と
し
て
よ
り
問
題
視
し
て
い
た
の
が
「
意
味
の
喪
失
」
で

あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
、「
生
の
意
味
喪
失
」
こ
そ
が
最
も
解
決
さ
れ
る
べ
き
近
代
の
病
理
で
あ
る
と
見
做
し
て
い
た
と
い
う
見
解
を
と
っ
て
い
る
。

37　

M
ax W

eber, W
issenschft als B

eruf, in: M
W

G
 I/17, S. 104. 

邦
訳
、
六
四
頁
。

38　

Ebenda, S. 101ff. 

同
上
、
五
七
頁
以
下
。

39　

Ebenda, S. 109― 110f. 

同
上
、
七
一―

七
二
頁
。

40　

M
ax W

eber, D
ie »O

bjektivität« sozialw
issenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, in: G

AzW
L, S. 154. 

邦
訳
、
四
一
頁
。

41　

M
ax W

eber, W
issenschft als B

eruf, in: M
W

G
 I/17, S. 104. 

邦
訳
、
六
四
頁
。
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42　
M

ax W
eber, Zw

ischenbetrachtung: Theorie der Stufen und R
ichtungen religiöser W

eltablehnung, in: G
AzRS I, S. 569. 

邦
訳
、
一
五
六―

一
五
七
頁
。

43　

Ebenda, S. 544ff. 

同
上
、
一
一
二
頁
以
下
。

44　

も
う
少
し
詳
し
く
説
明
す
る
と
、「
理
解
社
会
学
」
と
は
、
行
為
者
が
主
観
的
な
意
味
と
結
び
つ
い
て
い
る
限
り
の
人
間
行
動
を
「
行
為
」
と
し
、

行
為
者
の
主
観
的
な
意
味
が
他
の
人
々
の
行
動
と
の
関
係
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
る
「
社
会
的
行
為
」
を
研
究
者
が
解
釈
に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う

と
す
る
こ
と
で
社
会
現
象
を
因
果
的
に
説
明
す
る
こ
と
を
試
み
る
社
会
学
の
方
法
論
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、M

ax W
eber, Soziologische 

G
rundbegriff, W

uG
, S. 1. 

邦
訳
、
八
頁
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

45　

な
お
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
東
ド
イ
ツ
・
エ
ル
ベ
地
方
と
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
の
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
、
ポ
ン
メ
ル
ン
州
、
ポ
ー
ゼ
ン
州
、
シ
ュ

レ
ジ
エ
ン
州
、
西
プ
ロ
イ
セ
ン
州
、
東
プ
ロ
イ
セ
ン
州
、
ラ
ウ
エ
ン
ブ
ル
ク
公
領
郡
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
＝
シ
ュ
ヴ
ェ
リ
ー
ン
大
公
国
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル

ク
＝
シ
ュ
ト
レ
ー
リ
ッ
ツ
大
公
国
で
あ
る
。（M

ax W
eber, D

ie Lage der Landarbeiter im
 ostelbischen D

eutschland, in: M
W

G
 I/3, S. 61. 

肥
前

栄
一
訳
『
東
エ
ル
ベ
・
ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
業
労
働
者
の
状
態
』（
未
來
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
一
〇
頁
）。
ま
た
、「
東
エ
ル
ベ
・
ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
業

労
働
者
の
状
態
」
に
つ
い
て
は
、
今
野
前
掲
書
、
二
〇
〇
三
年
、
五
三―

五
五
、六
三―

六
五
頁
、
前
掲
書
、
二
〇
〇
七
年
、
八
二―

八
三
頁
を
も
参
照

さ
れ
た
い
。

46　

M
ax W

eber, D
ie Lage der Landarbeiter im

 ostelbischen D
eutschland, in: M

W
G

 I/3, S. 915. 

邦
訳
、
一
六
八
頁
。

47　

Ebenda, S. 927. 

同
上
、
一
八
〇
頁
。

48　

Ebedan, S. 70ff. 

同
上
、
二
三
頁
以
下
。

49　

Ebenda, S. 78f. 

同
上
、
三
二―

三
三
頁
。

50　

Ebenda, S. 80. 

同
上
、
三
三
頁
。
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51　
Ebenda, S. 914ff. 

同
上
、
一
六
六
頁
以
下
。

52　
Ebenda, S. 903. 

同
上
、
一
六
五
頁
。

53　

今
野
前
掲
書
、
二
〇
〇
三
年
、
五
五
頁
。

54　

今
野
前
掲
書
、
二
〇
〇
七
年
、
七
五
頁
。

55　

同
上
、
七
六
頁
。

56　

同
上
。

57　

今
野
前
掲
書
、
二
〇
〇
三
年
、
六
五―

七
一
頁
、
前
掲
書
、
二
〇
〇
七
年
、
八
五―

八
七
頁
。

58　

M
ax W

eber, D
ie Lage der Landarbeiter im

 ostelbischen D
eutschland, in: M

W
G

 I/3, S. 915. 

邦
訳
、
一
六
八
頁
。

59　

Ebenda, S. 903. 

同
上
、
一
六
五
頁
。
な
お
、
訳
者
で
あ
る
肥
前
栄
一
は
当
該
部
分
を
「
家
父
長
制
的
組
織
は
資
本
主
義
的
組
織
に
転
化
す
る
」
と
訳

し
て
い
る
が
、原
文
で
はverfallen

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、家
父
長
的
組
織
が
資
本
主
義
的
支
配
に
「
陥
っ
た
」
と
理
解
す
る
方
が
よ
り
ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
意
図
に
即
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

60　

Ebenda, S. 923. 

同
上
、
一
七
六
頁
。

61　

Ebenda, S. 917. 

同
上
、
一
七
〇
頁
。

62　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
『
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
』
を
政
治
学
的
な
視
点
か
ら
読
み
解
く
作
業
は
、
管
見
に
お
い
て
は
磯
部
隆
『
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
像
か
ら
の
脱

出―

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
か
ら
原
始
キ
リ
ス
ト
教
ま
で
の
神
話
・
宗
教
・
政
治
』（
春
風
社
、
二
〇
〇
八
年
）、
第
四
章
「
ウ
ェ
ー
バ
ー
『
古
代
ユ

ダ
ヤ
教
』
と
の
対
話
」
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
最
も
内
在
的
に
理
解
し
た
う
え
で
、
研
究
者
自
身
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
の
直
接
的
な
対
峙
を
果
た
し
た
研
究
で

あ
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
磯
部
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
政
治
と
宗
教
を
語
る
う
え
で
宗
教
に
対
す
る
敬
意
を
堅
持
し
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
も
責
任
倫
理
の
立

場
か
ら
、
政
治
の
場
に
お
け
る
宗
教
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
性
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
主
観
的
に
「
評
価
」
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
（
同
上
、
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二
八
五
頁
以
下
）。
磯
部
は
こ
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
対
し
て
、
預
言
者
た
ち
が
預
言
と
い
う
宗
教
的
営
為
の
内
に
現
実
的
な
政
治
状
況
を
考
慮
し
、

宗
教
的
な
「
客
観
」
的
判
断
に
基
づ
い
て
政
治
の
領
域
に
立
ち
現
れ
た
と
し
て
、
預
言
者
た
ち
の
心
情
倫
理
と
責
任
倫
理
の
高
度
な
融
合
を
鮮
や
か
に
描

き
出
し
て
い
る
（
同
上
、
と
り
わ
け
二
九
〇―

二
九
一
頁
）。

　
　

筆
者
の
能
力
の
限
界
か
ら
し
て
、
こ
の
よ
う
な
磯
部
の
主
張
の
妥
当
性
を
歴
史
的
・
実
証
的
手
法
に
基
づ
い
て
判
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
あ
る
が
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
も
預
言
者
た
ち
の
預
言
が
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
言
葉
を
合
理
的
に
理
解
・
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
見
做
し
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
磯
部
の

指
摘
は
、
政
治
の
場
に
お
け
る
預
言
者
の
実
体
を
よ
り
精
確
に
再
現
し
て
い
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
磯
部
隆
「
古
代
イ
ス
ラ

エ
ル
の
王
国
形
成
と
民
族
意
識―

ダ
ビ
デ
と
そ
の
時
代
」（『
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
』、
一
九
九
八
年
三
月
、
一
七
三
号
）、『
神
の
箱―

ダ
ビ
デ
と

そ
の
時
代
』（
春
風
社
、
二
〇
〇
五
年
）
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。）

　
　

但
し
、
本
稿
で
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
「
価
値
」
が
彼
の
宗
教
社
会
学
的
な
研
究
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
で
表
出
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
を
論
じ
る

こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
磯
部
の
研
究
姿
勢
と
成
果
に
敬
意
を
表
し
つ
つ
も
、
預
言
者
の
心
情
倫
理
的
な
純
宗
教
的
行
為
が
政
治

の
領
域
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
で
現
れ
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
論
述
を
進
め
て
い
き
た
い
。

63　

M
ax W

eber, D
as antike Judentum

, G
AzRS III, S. 291. 

内
田
芳
明
訳
『
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
六
年
）、
六
六
八
頁
。

64　

Ebenda, S. 288f. 

同
上
、
六
六
三―

六
六
四
頁
。

65　

W
olin, Sheldon S., “M

ax W
eber: Legitim

ation, M
ethod, and the Politics of Theory. ” Political Theory, Vol. 9, N

o. 3 (A
ugust 1981), p. 

421. 

千
葉
眞
・
中
村
孝
文
・
斎
藤
眞
編
訳
『
政
治
学
批
判
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
八
年
）、
一
九
七―

一
九
八
頁
。

66　

ち
な
み
に
ウ
ォ
リ
ン
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
著
作
に
お
け
る
彼
の
「
予
言
」
を
、「
三
百
年
以
上
に
渡
っ
て
人
間
性
に
息
吹
を
与
え
て
き
た
精
神
的
な
源

泉
を
破
壊
し
た
官
僚
制
、
科
学
、
暴
力
、
お
よ
び
『
主
知
主
義
』
と
い
っ
た
近
代
人
の
魂
を
支
配
す
る
力
と
格
闘
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
ら
の
姿
」
を
読
者

の
眼
前
に
突
き
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が「
宗
教
と
同
じ
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
政
治
的
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
」と
見
做
し
て
い
る（Ibid. 
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論　　説
p. 421. 

同
上
、
一
九
七
頁
）。
す
な
わ
ち
、
ウ
ォ
リ
ン
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
イ
ス
ラ
エ
ル
社
会
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
の
預
言
者
た
ち
に
、
近
代
に
生

き
る
自
ら
の
姿
を
投
影
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
科
学
的
な
研
究
成
果
に
彼
自
身
の
「
価
値
」
が
表
出
し
て
い
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
主

張
す
る
本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
ウ
ォ
リ
ン
の
指
摘
の
妥
当
性
は
疑
う
余
地
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
　

但
し
、
本
稿
は
、
ウ
ォ
リ
ン
の
指
摘
に
同
意
す
る
一
方
で
、
ユ
ダ
ヤ
の
預
言
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
自
分
た
ち
の
宗
教
的
な
動
機
か
ら
政
治
的
な
行
動

を
と
る
ま
で
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
預
言
者
の
内
的
な
論
理
展
開
と
、
そ
れ
に
対
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
ど
の
よ
う
な
価
値
判
断
を
下
し
て
い
る
の
か
と
い

う
点
に
着
目
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
本
論
の
以
下
の
叙
述
で
、
こ
の
点
を
論
じ
て
い
き
た
い
。

67　

M
ax W

eber, D
as antike Judentum

, G
AzRS III, S. 126. 

邦
訳
、
二
九
二
頁
。

68　

Ebenda, S. 139. 

同
上
、
三
二
一―
三
二
二
頁
。

69　

Ebenda, S. 147. 

同
上
、
三
三
七―
三
三
八
頁
。

70　

Ebenda, S. 314f. 

同
上
、
七
二
一―

七
二
三
頁
。

71　

Ebenda, S. 147. 

同
上
、
三
三
八―

三
三
九
頁
。

72　

Ebenda. 

同
上
、
三
三
九
頁
。

73　

Ebenda, S. 280. 

同
上
、
六
三
九―

六
四
〇
頁
。

74　

雀
部
幸
隆
『
知
と
意
味
の
位
相―

ウ
ェ
ー
バ
ー
思
想
世
界
へ
の
序
論
』（
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
九
三
年
）、
三
七
八
頁
。

75　

同
上
。

76　

同
上
。

77　

M
ax W

eber, Politik als B
eruf, in: M

W
G

 I/17, S. 252. 

邦
訳
、
一
〇
五―

一
〇
六
頁
。

78　

笹
倉
前
掲
書
、
二
〇
一
二
年
、
二
八
九
頁
。
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マックス・ヴェーバーにおける政治の「意味」（水谷）

79　

同
上
。


