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マ

ッ

ク

ス

・
・
ウ

ェ

ー

バ

ー

と

同

時

代

の

エ

ー

ト

ス

(
2

)

i

社
会
的
な
も
の
め
三
つ
の
極

1

r

樋
口

.明
彦

〈要

旨
〉

本
稿

で
は
、

}
九

〇
三
年

以
降

に
お
け
る

マ
ッ
ク

ス

・
ウ

ェ
ー
バ
ー
と

同
時
代

の
エ

ー
ト

ス
の
関
係

を
考
察

す

る
。

と
り

わ
け
社
会

的
な
も

の
と

い
う

概
念

に
着

目
し

て
、

新

し

い
エ
ー
ト

ス
の
誕

生
を
特
徴
づ
け

る
こ
と

に
し
た

い
。

病
か
ら
立
ち

直

っ
て
以
来

、
社
会
的

な
も

の
に
関

し
て
ウ

ェ
ー

バ
ー
は

三

つ
の
大
き

な
経
験
を

し
て

い
る
。

す
な
わ
ち
、
①

工
業
労
働
調
査

、
②

ド
イ

ッ
の
性
愛
革
命
、
③

六
週
間

の
ア
ス

コ
ナ
滞

在
で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
経
験

は
ウ

ェ
ー
バ
ー
に
大

き
な
影
響
を

も

た
ら
し
、

一
時
は
社
会

的
な
も

の
が
非
常

に
重
要

な
地
位
を
占

め
る
か

の
よ
う

に
見

え

た
。
だ

が
、

そ

の
後

、
ウ

ェ
ー
バ
ー
の
園
心
は
再

び
政
治
問
題

へ
と
立
ち
戻

っ
て
し

ま
う

。
そ
れ

に
は
、
ド

イ

ツ
社
会
全
体

が
も

つ
脆
弱

性
が
深
く
関
係

し
て

い
た

の
で
あ

る
。

キ

ー

ワ

ー

ド

マ

ッ
ク

ス

・
ウ

ェ
ー

バ

ー
、

エ
ー
ト

ス
、

社

会

的

な
も

の
、

工
業

労

働

調

査

、

性

愛

▼
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は
じ
め
に

(承
前
)
1

社
会
的
な
も
の
の
三
つ
の
極
i

初
期
の
マ
ヅ
ク
ス

・
ウ

ェ
ー
バ
ー
は
、
何
よ
り
も
農
業
労
働
者
が
抱
い
て
い

た
自
由

へ
の
憧
れ
を
現
実
的
な
行
動
力
の
基
盤
と
見
な
し
て
い
た
。
さ
ら
に
ウ

ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
社
会
階
層
に
内
在
す
る
潜
在
的
な
諸
力
を
ド
イ
ツ
国
民
国

家
と

い
う
文
化
的
枠
組
み
と
結
び

つ
け
、
名
誉
と
同
士
愛
と
い
う
エ
ー
ト
ス
を

中
心
と
し
た
国
民
的
な
政
治
体
制
を
構
想
し
た
の
で
あ
る

-̂
}。
仮
に
、
政
治
的

な
も

の
を
公
的
な
政
党
政
治
だ
け

で
な
く
、
広
く
政
治
権
力
の
獲
得
を
め
ぐ
る

闘
争
運
動
ま
で
も
含
め
る
概
念
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
視
角
は
、
確
か
に

ウ
ェ
}
バ
ー
が
絶
え
ず
保
持
し
て
い
た
政
治
的
な
も
の
の
優
位
を
表
し
て
い
る

と
言
え
よ
う
。

だ
が
、
先
の
論
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
視
点
は
、
国
家

や
権
力
配
分
闘
争
を
意
味
す
る
政
治
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
市
場
活
動
を
意
味

す
る
経
済
的
な
も

の
に
限
定
さ
れ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
ば
、

政
治
や
経
済
に
還
元
ざ
れ
な
い
固
有

の
領
域
と
し
て
社
会
的
な
も
の
を
想
定
し

て
お
り
、.彼
の
用
い
た
諸
概
念
は
そ

の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。

ウ

ェ
ー
バ
ー
に
と

っ
て
、
社
会
的
な
も
の
は
何
よ
り
も
個
人
の
行
為
構
造
の

変
化
に
関
わ

っ
て
い
た
。
個
人
生
活

に
関
わ
る
家
庭
環
境
、
教
育
、
労
働
、
文

化
活
動
な
ど
の
日
常
的
な
諸
実
践
か
ら
い
か
な
る
行
動
様
式
が
新
し
く
生
ま
れ

る
の
か
、
そ
し
て
こ
の
行
動
様
式
が
ど

の
よ
う
に
し
て
集
合
的
行
為

へ
と
結
実

す
る
の
か
、

つ
ま
り
新
し
い
同
時
代

の
エ
ー
ト
ス
が
可
能
と
な
る
の
か
、
ウ

ェ

ー
バ
ー
が
着
目
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
実
践
的
な
課
題
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

社
会
的
な
も
の
は
、
人
間
の
行
為
に
新
た
な
規
範
を
付
与
す
る
領
域
で
あ
る
と

言
え
る
。
こ
の
領
域
の
固
有
性
は
、
政
治
的
な
も

の
に
特
有
の
支
配
関
係
や
、

ま
た
経
済
的
な
も
の
に
特
有
の
従
属
的
な
利
害
関
係
に
対
し
て
相
対
的
な
自
立

性
を
保
ち

つ
つ
、.
む
し
ろ
こ
の
二
つ
の
領
域
に
対
し
て
外
部
か
ら
影
響
力
を
与

え
る
点
に
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
が
社
会
学
を
名
乗

ろ
う
と
し
た
の

も
、
既
存
の
学
問
領
域
で
は
捉
え
る
こ
と

の
で
き
な
い
事
態
を
意
識
し
て
の
こ

と
に
ち
が
い
な
い
。

実
際
、
長
い
病
か
ら
回
復
し
た
あ
と
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
社
会
的
な
も
の
と
積

極
的
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
q

一
九
〇
八
年
か
ら
始
ま

っ
た
工
業
労
働
調
査
、

ド
不

ツ
に
お
け
る
性
愛
運
動
と
の
関
わ
り
、
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
の
コ
ミ

ュ
ー
ン
で
あ

っ
た
ア
ス
コ
ナ
で
の
滞
在
。
こ
れ
ら
の
体
験
が
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
に

と

っ
て
社
会
的
な
も
の
の
三
つ
の
極
を
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と

っ
て
、
社
会
的
な
も
の
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持

つ
の
だ
ろ
う
か
。
去
た
、
こ
の
社
会
的
な
も
の
は
、
政
治
的
な
も

の

と

い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
社
会
的
な
も

の
の
三
つ

の
極
を
た
ど
り
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

1

精
神
物
理
的
装
置
と
し
て
の
人
間
-

工
業
労
働
調
査
1

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と

っ
て
、
社
会
的
な
も
の
の
第

一
の
極
は
、

一
九
〇
八
年
か

ら
翌
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
工
業
労
働
調
査
で
あ

っ
た
。
三
度
目
と
な
る
こ
の

社
会
調
査
は
、
近
代
的
な
大
工
業
の
も
と
で
働
く
労
働
者
の
生
活
状
態
の
変
化

を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
実
質
的
に
は
弟
ア
ル
フ
レ

ッ
ド

・
ウ

ェ
ー
バ
ー
と
の
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共
同
作
業
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て
い
る
。
」社
会
政
策
学
会
に
よ
る
調
査
の
背
景

に
は
、

一
八
九
五
年

の
第
二
回
職
業
セ
ン
サ
ス
で
明
ら
か
に
な

っ
た
よ
う
に
、

ド
イ

ツ
に
お
け
る
産
業
構
造
の
根
底
的
な
変
化
I
I
農
業
部
門
か
ら
工
業
部
門

へ
の
就
業
人
口
の
大
転
換
-

が
あ

っ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
i
巨
身
、
i

業
地
域

(西
部
)
と
農
業
地
域

.(東
部
)
と

い
う
ド
イ
ツ
の
二
面
性
を
認
め
て
、
国
内
の

`
急

速

な

工

業

化

を

不

可
避

的

な

過

程

と

見

な

し

て

い
た

の
で
あ

る

[ぐ
『
Φ
げ
Φ
『
"一
Q◎
㊤
刈
]。

た
だ
、
社
会
的
な
も

の
と

い
う
観
点
に
照
ら
し
て
み
る
な
ら
,
こ
の
調
査
の

眼
目
は
全
く
新
し
い
方
法
論
に
こ
そ
あ
る
。

つ
ま
り
、
ウ
ェ
、ー
バ
ー
の
目
的
は
、

精
神
医
学
、
生
理
学
、
労
働
心
理
学

、
神
経
学
、
実
験
心
理
学
、
遺
伝
学
な
ど

新
し

い
専
門
諸
科
学

の
知
見
を
活
用
し
て
、
工
業
労
働
者
の
生
活
状
態
を
把
握

す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
。

こ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
変
化
に
伴

っ
て
、
先

の
東

エ
ル
ベ
農
業
労
働
調
査
と
は
全

く
質
的
に
異
な

っ
た
労
働
者
像
が
新
た
に

提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
.

、
一
九
〇
入
年
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
調
査
の
方
法
論
的
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

「封

鎖
的
大
工
業
労
働
者
の
淘
汰
と
適
応

(職
業
選
択
と
職
業
運
命
)
に
関
す
る
社

会
政
策
学
会
の
調
査
の
た
め
の
方
法
序
説
」
を
起
草
し
た
。
そ
の
な
か
で
ウ

ェ

・

ー
バ
ー
は
工
業
労
働
調
査
の
要
点
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
コ

方
で

.

は
、
封
鎖
的
大
工
業
は
、
・
そ
の
労
働
者
の
人
間
的
特
質
、
職
業
的
運
命
お
よ
び

職
業
外
の

「生
活
様
式
」
に
ど
の
よ
ケ
に
影
響
す
る
か
、
ど
の
よ
う
な
肉
体
的

な
、
ま
た
心
理
的
な
質
を
彼
ら
の
う
ち
に
発
達
さ
せ
る
か
、
し
た
が

っ
て
こ
う

し
た
質
が
労
働
者
の
生
活
態
度
の
す

べ
て
に
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
6
か
。
他

方
で
は
、
大
工
業
の
側
か
ら
見
て
、
大
工
業

の
発
展
の
可
能
性
と
方
向
と
が
、

労
働
者
の
民
族
的
、
社
会
的
.
文
化
的
出
自
、
伝
統
及
び
生
活
諸
条
件
に
よ

っ

て
作
ら
れ
た
彼
ら
の

一
定
の
質
に
、
ど

の
程
度
ま
で
結
び

つ
い
て
い
る
か
」

[≦
Φび
①
「ロ
㊤
O。。p
レ
"
一零
一
℃b。
b。刈
]。
こ
の

「
二
つ
の
異
な

っ
た
問
題
」
は
大
工
業

組
織
が
労
働
者
の
人
間
的
特
性
に
与
え
惹
影
響
、
な
ら
び
に
労
働
者
が
大
工
業

組
織
の
発
展
に
与
え
る
影
響
と

い
う
双
方
向
的
な
因
果
関
係
の
測
定
を
目
指
し

た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
提
示
し
た
分
析
視
角
は
、
労
働
者

の
職
業
的
な

「適
性
」
を
、
①
技
術
的

.
経
済
的
な
諸
条
件
の
変
化
に
促
さ
れ

た
淘
汰
の
側
面
、
さ
ら
に
②
労
働
者
固
有
の
諸
特
性
を
基
礎
と
し
た
適
応
の
側

面

と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
だ

っ
た
σ

労
働
者
の
淘
汰
を
形
成
す
る
条
件
と
し
て
、
ま
ず
ウ

ェ
ー
バ
ー
が
指
摘
し
た

要
因
は
、
企
業
や
工
場
の

「形
態
学
的
」
な
側
面
、

つ
ま
り
生
産

●
販
売

・
経

営
組
織
の
細
分
化
、
生
産
工
程
の

「機
械
に
ょ
る
自
動
化
」
、
そ
し
て
生
産
物
の

「標
準
化
」
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
、
い
っ
そ
う
大
き
な
役
割
を
果
た
す

の
が
、
企

業

の
側
か
ら
す
れ
ば
資
本
、
労
働
者
の
側
か
ら
す
れ
ば
賃
金
と
い
う
形
で
容
易

に
数
量
化
す
る
こ
と
の
で
ぎ
る
指
標
、
つ
ま
り

「
コ
ス
ト
」

で
あ
る
。

一
九

一

一
年
の
社
会
政
策
学
会
の
席
上
で
ウ

ェ
ー
バ
ー
は
、
「
こ
の
よ
う
な
費
用
計
算
と

追
加
計
算
が
普
通
に
行
わ
れ
、
経
営
上
の
有
効
性
に
関
し
て
原
料
や
石
炭
が
計

算
さ
れ
る
よ
う
に
、
労
働
す
る
人
間
も
そ
の

「収
利
性
即
Φ
⇒
β
び
葺
薮
け」
に
関
し

て
入
念
に
計
算
さ
れ
る
」
今
日
の
傾
向
を
指
摘
し
て
い
る
[≦
①σ
Φ
『口
㊤
一一
養
N
甲

お
Φ
11
一
雪
伊
ω
b。O
]。
す
な
わ
ち
、
労
働
形
態
、
労
働
時
間
、
賃
金
制
度
な
ど
労

働
者
を
淘
汰
す
る
最
適
な
諸
条
件
は
、
こ
の

「収
利
性
」
原
則
が
常
に
最
高
水

準
に
定
位
す
る
よ
う
合
理
的
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
で
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
労
働
者
の
適
応
過
程
で
は
、
労
働
者
自
身
が
積
極
的
に
自
ら
の
労
働

マ ックス ・ウ ェ ∵バ ー と同 時 代 の エ ー トス(2)249



能
力
を
高
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
要
求

へ
の
圧
力
は
、
先
の

「収
利

性
」
原
則
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
増
長

さ
れ
る
。
な
ぜ
な
射
、
利
潤
を
最
大
化
さ

せ
る
に
は
、
不
熟
練
労
働
に
よ
る
賃

金
コ
ス
下
の
画

一
的
な
低
下
で
は
な
く
、

む

し
ろ
熟
練
労
働
者

の
高
い
質
こ
そ
が
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

企
業

の
淘
汰
傾
向
は
、
」さ
ま
ざ
ま
な
技
術
的
配
備

(例
え
ば
、
技
術
の
養
成
)

を
介
し
て
労
働
者

の
適
応
過
程
を
促

進
さ
せ
る
働
き
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
労
働
者

の
適
応
過
程
は
、

一
方
で
は
特
定
の
機
械
や
技
術
を
使
い

こ
な
す
た
め
の

「修
得
過
程
」
と
い
う
短
期
的
な
側
面
に
お
い
て
、
他
方
で
は

労
働
者
個
人
の
適
性
-

年
齢
、
性

、
出
身
地
、
民
族
的
出
官
、
社
会
的

一.文

化
的
出
自
、
職
歴
1

と

い
う
長
期

的
な
側
面
に
お
い
て
二
重
に
特
徴
づ
け
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
工
業
労
働
者
を
め
ぐ

る
淘
汰
過
程
と
適
応
過
程
は
、
お
互
い
に

補
完
し
合
う
循
環
構
造
を
形
成
し
て

い
る
。
.た
だ
、
こ
の
背
後
に
は
適
応
で
き

な

い
者
、
あ
る
い
は
適
応
を
欲
し
な

い
者

の
合
理
的
で
周
到
な
排
除
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な

い
。
潜
在
的
な
失
業

の
恐
怖
と
賃
金
獲
得

と

い
う
日
々
の
経
済
的
な
動
機
か
ら
、
労
働
者
は
進
ん
で
適
応
し
よ
う
と
望
む

で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
。.
最
終
的
に
ふ
近
代
的
大
工
業
に

お
い
て
、
「収
利
性
」
原
則
に
基
づ
く
客
観
的
な
労
働
条
件
と
労
働
者
の
主
体
的

な
自
発
性
の
巧
み
な

.一
致
は
、
農
業

労
働
者
た
ち
が
抱
い
て
い
た

「自
由

へ
の

志
向
」
の
よ
う
な
心
理
的
反
発
力
を
労
働
者
に
与
え
な
い
た
め
周
到
に
配
置
さ
.

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か

つ
て
農
業
労
働
調
査

の
な
か
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
確
認
し
た
の
は
、
主
人
と

労
働
者

の

「人
格
的
な
支
配
関
係
」

が
崩
壊
し
て

「非
人
格
的
な
階
級
支
配
」

が
取

っ
て
代
わ
る
事
態
だ

っ
た
。
だ
が
、
封
鎖
的
大
工
業
で
の
支
配
関
係
は
、

も
は
や
人
格
ー
非
人
格
と

い
う
次
元
で
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
で
に
明

ら
か
な
よ
う
に
、
h
収
利
性
」
原
則
の
も
と
で
、
労
働
者
は
統

一
的
な
人
格
と
し

て
、

つ
ま
り
労
働
力
を
所
有
す
る
個
人
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
は
な
ぐ
、

コ
ス

ト
計
算
に
見
合

っ
た

「細
分
化
さ
れ
た
労
働
力
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
資
本
計
算
の
網
の
目
の
な
か
で
浮
か
び
上
が

っ
た
労
働
者
の

姿
を

「精
神
物
理
的
装
置
b
望
o
プ
0
9
協
一ω
筈
①
〉
ロ
O
震
①
冖」
[乏
①げ
臼
"
一
㊤O
Q。
ρ

一①
凵
一Φ
刈
一N
軽O
]と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
姿
は
、
と
り
わ
け

「
工
業
労
働
の
精
神
物
理
学
」
で
明
ら
、か
に
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
論
文
は
、

一
九
〇
八
年
の
秋
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
叔
父
の
亜
麻
布
会

社
で
働
い
て
い
る
労
働
者
を
単
独
調
査
し
て
作
成
し
た
報
告
書
で
あ
る
。
ウ
ェ

ー
バ
ー
は
、
精
神
医
学
者

エ
ミ
ー
ル

・
ク
レ
ペ
リ
ン
の
生
理
学
的
な
諸
概
念
を

指
標
と
し
な
が
ら
、
、労
働
者
の
労
働
能
率
の
増
減
が

い
か
な
る
要
因
に
影
響
を

受
け
で
い
る
か
を
吟
味
し
て
い
る
。
扱

っ
た
デ
ー
タ
に
も
宀
ま
光
方
法
論
に
も

多
く
の
留
保
が
あ
る
と
は
い
え
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
多
く
の
有
意
な
相
互
関
係
を

確
認
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
作
業
量
と
練
習
の
増
加
に
よ

っ
て
能
率
は

安
定
性
を
増
し
、
さ
ら
に
気
分
状
態
、
意
識
的

・
無
意
識
的
な
節
約
、
生
活
様

式

(ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
、
年
齢
、
家
族
状
態
)、
教
育
程
度
、
宗
教
的
世
界
観
な

ど
の
要
因
に
よ

っ
て
も
、
'労
働
能
率
は
し
ば
し
ば
変
動
を
見
せ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
コ

見
し
た
と
こ
ろ
無
規
則
的
な
能
率
の
違

い
も
、
少
な
く
と
も
最
も
重
要

な
原
因
に
関
し
て
は
、

一
部
は
技
術
的
な
機
械
や
原
料
か
ら
、
ま
た

一
部
は
人

間
的
な
労
働
者
自
身
か
ら
、
最
後
に

一
部
は
合
理
的
あ
る
い
は
非
合
理
的
な
特

定

要
因

か
ら

「
原
則
的

に
」
説

明
す

る
こ
と

が

で
き

る
」

の
で
あ

る
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[妻
Φび
Φ
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ωO
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ω
O
卑

確
か
に
、
ホ
ー
ソ
ン
実
験
の
よ
う
な
こ
の
報
告
か
ら
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
体
系

だ

っ
た
帰
結
を
導
き
出
し
て
は
い
な

い
。
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
個
人
の
行

為
が
さ
ま
ざ
ま
に
異
な

っ
た
位
相
に
お
い
て
存
在
し
う
る
こ
と
を
ウ
ェ
レ
バ
ー

が
認
め
て
い
る
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
ば
個
人
の
行
為
構
造
を
意

思
的
な
心
理
的
起
動
力
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
以
外
の
行
為
」
例
え
ば

無
意
識
的
行
動
や
気
分
状
態
に
よ
る
行
為

の
次
元
で
も
考
慮
し
て
い
た
。
そ
の

結
果
、
か

つ
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
見
出

し
た
実
践
的

工
ー
ト
ス
の
意
義
は
大
き
く

相
対
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

機
械
労
働
に
携
わ
る
労
働
者
は
、

一
つ
の
全
く
新
し
い
場
、
つ
ま
り
客
観
的

な
行
為
環
境
と
主
体
的
な
行
為
構
造
が
巧
み
に
相
互
循
環
を
な
す
場
に
巻
き
込

ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
う
え
、
専
門
科
学
の
視
線
は
、
観
察
と
い
う
手
段

を
用
い
な
が
ら
、
個
人
の
行
為
に
対
す
る
合
理
的
で
、
計
算
し
尽
く
さ
れ
た
介

.入
手
段
を
も
光
ら
す
だ
ろ
う
。、
専
門
科
学
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
効
果
に
よ
っ
て
、.

労
働
を
取
り
巻
く
循
環
構
造
は
さ
ら

に
二
重
化
さ
れ
、
全
く
独
自
の
法
則
性
が

そ
の
場
を
支
配
す
る
。
専
門
諸
科
学

の
視
線
が
内
在
化
さ
れ
た
場

の
誕
生
は
、

か
つ
て
の
政
治
的
秩
序
と
も
、
ま
た
経
済
的
秩
序
と
も
異
な

っ
た
秩
序
、
つ
ま

り
社
会
的
な
も
の
の
秩
序
に
し
た
が

っ
て
い
る
。
こ
の
秩
序
の
も
と
で
は
、
人

間
の
道
徳
的
な
責
任
能
力
や
主
観
的
な
行
為
構
造
の
重
み
は
後
退
し
て
、
社
会

と

い
う
集
合
性
そ
の
も
の
が
前
景
化
し
、
社
会
秩
序
の
形
成
は
自
立
的
な
も
の

と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
労
働
者
の
進
む
べ
き
運
命
を
、
ウ
エ
ー
バ
ー
は
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ

ッ
ク
に
表
現
し
て
い
る
。
「労
働
者

の
職
業
的
生
涯
は
、
わ
れ
わ
れ
の
見
地
か
ら

す
る
と
、

一
種

の

「兵
站
道
路
国
3
寒

Φ昂
ωけ蕁
ぬ
Φ」
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

の
路
を
通

っ
て
彼
ら
は
定
め
ら
れ
た
…
…
地
域
的
、
民
族
的
、
社
会
的
、
文
化

.的
な
出
発
点
か
ら
、
最
後
に
到
達
し
た
労
働
の
位
置
に
と

っ
て
の
適
性
に
近
づ

い
た
の
で
あ

っ
た
」
[≦
9
Φ「レ
Φ
O。。四
レ
011
一〇
芦

b。
ω
。。]。
淘
汰
と
適
応
と
い
う
二

つ
の
要
求
に
強
く
束
縛
さ
れ
た
即
物
的
な
道
程
は
、
ま
さ
に
工
業
社
会
の
象
徴

だ

っ
た
の
で
あ
る
。

2

性
愛
と

い
う
運
動

-

家
族
形
態
の
再
編
と
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
ー

社
会
的
な
も
の
の
発
展
が
も
た
ら
し
た
第
二
の
極
は
、
家
族
形
態
の
変
化
に

関
係
し
て
い
る
。
こ
の
変
化
は
、
男
女
が
お
互
い
に
抱
く
結
婚
観
の
変
化
に
も

っ
と
も
は

っ
き
り
と
現
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
お
互
い
の
問
に
取
り
交
わ
さ

れ
る
愛
情
や
性
愛
と
い
っ
た
親
密
な
感
情
が
、
結
婚
に
と

っ
て
欠
く
こ
之
の
で

き
な
い
条
件
と
し
て
意
識
さ
、れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
前
工
業
的
な
段

階
、
つ
ま
り
家
族
が
独
立
し
た
生
産
共
同
体
と
し
て
の
機
能
を
担

い
、
村
落
や

領
主
な
ど
の
上
位
組
織
に
従
属
し
て
い
た
段
階
で
は
、
婚
姻
を
規
定
す
る
要
因

は
何
よ
り
も
家
政
の
安
定
化
を
目
的
と
し
た
経
済
的
要
西
で
あ

っ
た
。
だ
が
、

工
業
化
が
進
展
し
て
賃
金
収
入
へ
と
移
行
し
、
職
住
分
離
に
よ
る
家
族

の
親
密

化
が
濃
く
な
る
に
つ
れ
て
、
規
範
的
な
家
族
モ
デ
ル
は
愛
情
に
基
づ

い
た
結
婚

関
係

へ
と
重
心
を
移
し
て
い
く
。

い
わ
ば
、
家
族
の
自
律
化
で
あ
る
。
.愛
情
と

信
頼
に
満
ち
、
お
互
い
に
対
す
る
尊
敬
の
情
に
基
づ

い
た
性
的
関
係
こ
そ
が
、

男
女
の

「パ
ー
ト
ナ
i
選
択
」

(M

・
ミ
ッ
テ
ラ
ウ
ア
ー
H
R

・
ジ
ー
ダ
i
)
に

と

っ
て
必
須
の
条
件
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
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」
も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
家
族
形
態

の
変
化
を
、
階
層
の
違
い
に
無
関
係
な
現
象

と
し
て
画

一
的
に
取
り
扱
う
こ
と

は
で
き
な
い
。
特
に
,
主
と
し
て
都
市
に
定

住
す
る
工
場
労
働
者
や
手
工
業
者
と
v
生
産
共
同
体
と
し
て
の
家
族
と
い
う
伝

統
的
慣
習
を
比
較
的
多
く
残
し
て

い
る
農
民
と
で
は
、
家
族
形
態
の
変
化
に
か

な
り
の
時
間
差
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
、さ
ら
に
都
市
部
の
な
か
で
も
、
教

養
市
民
層
に
所
属
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
家
族
の
規
範
と
労
働
者
層
の
規
範
と
で
は
、

そ
の
内
容
に
い
ま
だ
大
き
な
開
き
が
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

的
な
家
族
道
徳
が
他

の
階
層

へ
ど
急
速
に
普
及
し
つ
つ
あ

っ
た
の
も
事
実
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
ら
が
所
属
し
て
い
た
知
識
人
層
は
、
家
族
制

度
に
対
す
る
意
識
改
革
の
先
頭
を
切

っ
て
走
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

妻
で
あ
る
マ
リ
ア
ン
ネ
の
記
述
に
よ
れ
ば
,
マ
ッ
ク
ス

・
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
性

愛
国
8
甘貯
が
個
々
の
人
格
に
及
ぼ
す
強

い
影
響
力
に
大
き
な
関
心
を
抱

い
て
い

た
。
彼

の
関
心
の
背
景
に
は
、
身
近
な
知
人
た
ち
の
多
く
が
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な

性
愛
の
解
放
運
動
に
魅
惑
さ
れ
、
参
加
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
例
え

ば
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
ボ

ヘ
ミ
ア
ン

・
グ
ル
ー
プ
で
伝
説
的
な
役
割
を
担

っ
て
い

た
フ
ラ
ン
ツ
ィ
ス
カ

・
ツ
ー

・
レ
ー
ベ
ン
ト

ロ
ウ
伯
爵
夫
人
、
・友
人
エ
ド
ガ

」

・
ヤ

ッ
フ
、エ
⑳
妻
で
あ
る
エ
ル
ゼ

・
ヤ

ッ
フ
ェ
、
ま
た
精
神
科
医
オ

ッ
ト

ー

・
グ
ロ
ス
の
妻
で
あ
る
フ
リ
ー
ダ

・
グ
ロ
ス
な
ど
、
近
し
い
女
性
た
ち
が
性

愛
の
解
放
ー

フ
リ
ー
ラ
ブ
や
開
放
結
婚

(相
手
が
他
の
異
性
と
関
係
を
持
つ

こ
と
を
容
認
す
る
結
婚
形
態
)
1

を
通
じ
て
新
し
い
生
活
様
式
の
探
求
を
試

み
て
い
た
。
性
に
よ

っ
て
生
命
の
核
心
に
触
れ
、
人
生
.の
究
極
的
な
充
実
を
獲

得
し
ょ
う
と
す
る
真
摯
さ
、
そ
し

て
激
し
さ
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
当
惑
さ
せ
る

の
に
十
分
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
性
愛
に
興
味
を
持

っ
た
理
由
の

一
つ
は
、
こ
の

運
動
が
常
識
的
な
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
家
族
に
対
す
る
強
い
反
発
を
意
味
し
て
い
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
家
族
の
自
律
化
は
伝
統
的
な
家
父
長
主
義
を
表
向
き

は
廃
絶
し
た
と
は
い
え
、
実
情
は
、
女
性
を
孤
立
し
た
家
族
と

い
う
枠
に
閉
じ

込
め
る
こ
と
が
夫
婦
間
に
新
た
な
従
属
関
係
を
生
み
出
七
て
い
た
の
で
あ
ゐ
。

こ
の

一
方
的
な
関
係
は
、
子
供
を
育
て
て
家
庭
の
秩
序
を
守
る
と

い
う
道
徳
の

覆

い
を
女
性
に
か
ぶ
せ
惹
こ
と
で
成
り
立

っ
て
い
た
。
だ
が
、
女
性
の
社
会
進

出
が
進
ん
で
婚
外
子
が
増
え
た
こ
と
で
、
こ
の
道
徳
規
範
の
自
明
性
は
明
ら
か

に
動
揺
し
つ
つ
あ

っ
た
。
ウ
ェ
、
バ
ー
に
と

っ
て
、
性
愛

の
過
激
な
主
張
は
、

こ
の
よ
う
な
親
密
な
関
係
が
は
ち
む
従
属
性
を
脱
し
、
新
た
な
集
団
形
成

の
力

と
な
り
う
る
も
の
と
し
て
映

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
R

・
W

・
ボ
ロ
ー
の
言
を

F借
り
る
と
す
れ
ば
、
「昇
華
さ
れ
た
暴
力
性
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
る
性
愛
の
分

析
は
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
を
同
時
代
の
フ
ェ
ミ

ニ
ズ

ム
へ
と
結
び

つ
け
て
い
る
」

[bd
o
δ
oq
び
…一〇
。。
N
漣
Σ
。
だ
が
、
卞
イ
ツ
の
女
性
運
動
史
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
分

か
る
よ
う
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
性
愛
運
動
の
結
び

つ
き
は
そ
れ
ほ
ど
直
接
的
な

も
の
で
は
な
か

っ
た
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
、ム
の
関
係
に
言
及
す
る
な
ら
、
妻
で
あ
る
マ
リ

ア
ン
ネ

・
ウ
ェ
」
バ
ー
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
時

の
市
民
女
性
運

動
の
潮
流
は
、
穏
健
派
と
急
進
派
の
二
つ
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
[若

尾
"一り
O
◎
ωO
刈
-も。
㊤
一冒

そ
の
な
か
で
、
マ
リ
ア
ン
ネ
は
穏
健
派
に
属
す
る
代
表
的

な
論
客
の

一
人
で
あ

っ
た
。
両
者
の
女
性
運
動
が
共
通
し
て
目
標
と
し
た
の
は
、

公
共
的
な
場

へ
の
法
的
な
進
出
、
つ
ま
り
選
挙
権
の
獲
得
や
職
業
選
択
の
自
由

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、・
目
標
を
擁
護
す
る
ざ
い
に
用

い
る
論
理
は
お
互
い
に
全

.
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く
異
な
る
も

の
で
あ

っ
た
。
穏
健
派
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
道
徳
規
範
を
通
じ

て
女
性
の
固
有
性
11

「母
性
」

の
社
会
化
を
行
い
な
が
ら
、
女
性
の
人
格
的
な

自
律
性
、
ひ
い
て
は
夫
婦

の
同
権
化

を
目
指
す
と
い
う
中
道
路
線
を
歩
ん
で
い

た
の
に
対
し
て
、
急
進
派
は
、
経
済
的
な
男
女
伺
権
と
並
ん
で
、
あ
く
ま
で
も

性
の
領
域
で
の
解
放
を
追
及
す
る
。

つ
ま
り
、
自
由
な
性

の
実
践
を
試
み
る
こ

と
で
、
生
活
に
対
す
る
広
範
な
自
己

決
定
権
を
獲
得
す
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な

い
つ
そ
う

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
内
容
が
急
進
派
で
は
目
指
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ウ

ェ
ー
バ
雪
の
周
囲
を
席
巻
し
て

い
た
性
愛
解
放
運
動
の
嵐
は
、
ま
さ
に
こ
の

急
進
派
に
近

い
も
の
だ

っ
た
。
だ
が

、
ーマ
リ
ア
ン
ネ
と
同
じ
く
、

マ
ッ
ク
ス
も

急
進
的
な
運
動
を
手
放
し
で
認
め
る
こ
と
は
な
い
。
「
マ
ッ
ク
ス
と
マ
リ
ア
ン
ネ

が
公
式
に
支
持
し
た
の
は
、
ま
さ
に
新
し
い
性
的

コ
ー
ド
を
拒
否
す
る
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
的
な
禁
欲
主
義
と
性
的
道
徳
性

に
対
す
る

一
般
義
務
だ

っ
た
」
の
で
あ
る

冒

磊
Φ
ロ
O
OP
一心O
]。

た
だ
、
あ
ま
り
に
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
性
の
解
放
に
は
、
社
会
的
な
義
務
に
裏

打
ち
さ
れ
た
道
徳
規
範
1

の
ち
に
責
任
.倫
理
と
し
て
結
実
す
.る
も
の
ー

を

対
置
さ
せ
た
こ
と
は
確
か
だ
と
し
て
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
必
ず
し
も
性
愛
運
動

に
全
面
反
対
し
た
と
は
言
え
な

い
だ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
性
愛
に
基
づ
い
た
集

団
形
成
は
、
閉
塞
し
た
社
会
秩
序
に
対
す
る
有
力
な
突
破
口
、
い
わ
ば
可
能
な

エ
ー
ト
ス
と
し
て
社
会
学
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、

家
族

の
自
律
性
と
い
う
地
位
は
、
十
九
世
紀
の
後
半
に
な

っ
て

一
つ
の
大
き
な

転
回
点
を
迎
文
て
い
た
。
ミ
ッ
テ
ラ
ウ
ア
i
1ー
ジ
ー
ダ
ー
ロ
⑩
O
ω
レ
凸
山
心
b。]に
よ

れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
、
家
族

の
周
囲
に
は
国
家
や
教
会
に
よ
る
公
的
な

関
心
が
集
ま
り
、
家
族
は
道
徳
的
な
干
渉
の
対
象
と
な

っ
て
い
く
。
さ
ら
に
は
、

義
務
教
育
制
度
の
導
入
や
、
精
神
分
析

・
心
理
療
法
に
よ
る
治
療
行
為
が
加
わ

ゆ
、
家
族
と
い
う
単
位
は
社
会
関
係
の
網
の
目

へ
と
急
速
に
開
か
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
介
入
戦
略
を
通
じ
て
社
会
的
な
も
の
が

一
つ
の
異
種

混
交
的
な
領
域
と
し
て
拡
大
す
る
な
か
で
、
家
族
と

い
う
単
位
は
も
は
や
社
会

と
い
う
歯
車
の

一
つ
に
過
ぎ
な
く
な
る
(、)。
ま
し
て
や
、
第

一
次
大
戦

へ
と
向

け
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
強
ま
り
、
国
内
の
協
力
体
制
が
徐
々
に
固
め
ら
れ
て

い
く
状
況
で
は
、
家
族
も
無
関
係
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
流

れ
の
な
か
で
は
、
も
は
や
家
族
と
い
う
規
範
で
は
な
く
、
性
愛
と
い
う
ラ
デ
ィ

カ
ル
な
運
動
こ
そ
が
社
会
的
な
改
革
の
実
践
ガ
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

性
愛
と
い
う
運
動
が
も

つ
脆
弱
さ
i

個
人
に
降
り
か
か
る
不
幸
な
結
末
の
み

な
ら
ず
、
社
会
運
動
と
し
て
の
未
成
熟
さ
ー

を
十
分
に
知

っ
て
い
た
ウ

ェ
ー

バ
ー
に
と

っ
て
、
性
愛
に
対
す
る
態
度
な
最
後
ま
で
ア
ン
ビ
ヴ
ア
レ
ン
ト
だ

っ

た
。
だ
が
、
私
的
な
性
的
関
係
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
性
愛
運
動
は
、
も

っ
と

も
強

い
世
俗
的
な
力
の

一
つ
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
.

3

新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
の
出
会

い

ー

ア
ス

コ
ナ
で
の
体
.験
1

.

ウ
ェ
ー
バ
ー
が
身
近
に
接
し
た
性
愛
と
い
う
運
動
は
、
多
く
の
場
合
㍉
幼
い

と
き
の
家
庭
環
境
や
結
婚
関
係
な
ど
個
人
的
な
生
活
の
場
で
の
葛
藤
が
大
き
な

要
因
の

一
つ
と
な

っ
て
生
ま
れ
た
も
の
だ

っ
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
葛
藤
は
、

個
人
が
抱
え
る
私
的
な
問
題
と

い
う
狭
い
枠
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ

社
会
そ
の
も
の
が
は
ら
む
問
題
の
反
映
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と

P
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り
わ
け
、
精
神
分
析
や
心
理
学
の
登
場
に
よ
つ
て
、
社
会
と
個
人
の
あ
い
だ
に

一
つ
の
体
系
だ

っ
た
因
果
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
と
な

っ
た
。
そ
の
結
果
、

生
活
圏
で
の
両
親
や
家
族
に
対
す
る
不
満
は
、
・ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な
家
族
規
範
や

伝
統
的
な
家
父
長
主
義
に
対
す
る
不
満
、
さ
ら
に
は
資
本
主
義

へ
と
体
現
さ
れ

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
そ
の
も

の
へ
の
反
抗

へ
と
、
闘
争
の
場
を
次
第
に
エ
ス
カ

レ
ー
ト
さ
せ
て
い
.っ
た
。
こ
の
よ
う

な
過
程
を
経
て
、
私
的
な
闘
争
は

一
つ
の

カ
ウ

ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
i
、
あ
る
い
は
新
し
い
生
活
様
式

の
創
造
と

い
う
社
会

運
動
に
ま
で
昇
華
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
℃
今
日
σ
言
葉
を
使
え
ば
、
そ
れ
は
新

し
い
価
値
を
伴

っ
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
の
出
現
で
あ

っ
た
。
ウ

ェ
ー
バ
ー
に
と

っ
て
、
社
会
的
な
も
の
の
第
三
の
極
は
、
ま
さ
に
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と

の
出
会
い
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

ウ

ェ
ー
バ
ー
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
カ

ル
チ
ャ
ー
に
対
し
て
体
系
だ

っ
た
著
述
を

残
し
て
い
な
い
が
、
断
片
的
な
が
ら
、
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
と
触
れ
合

っ

た
経
験
が
い
く

つ
か
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
大
き
な
体

験
が
、

一
九

一
三
～

一
四
年
に
か
け

て
、
二
度
に
わ
た
る
六
週
間
ほ
ど
の
ア
ス

コ
ナ
滞
在
で
あ

っ
た
。
ア
ス
コ
ナ
と

は
、
イ
タ
リ
ア
と
ス
イ
ス
に
挟
ま
れ
た
マ

ジ
ョ
ー
レ
湖
畔
に
あ
る
小
さ
な
漁
村

で
あ
る
。

一
九
〇
〇
～
二
〇
年
頃
に
か
け

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
者
た
ち
が
自
ら
の
信
念
を
実
践
に
移
そ
う
と
こ
の
地
に
集
ま

っ
た
。
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
や
バ
ク
ー

ニ
ン
な
ど
国
際
的
な
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
、
ド
イ

ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
H
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
か
ら
の
逃
亡
者
、
都
会
の
喧
騒
を
嫌

悪
し
て

「大
地

へ
の
回
帰
」
を
求
め
る
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
、
そ
の
他
に
も
ボ

ヘ

ミ
ア
ン
、
菜
食
主
義
者
、
フ
ェ
ミ

ニ
ス
ト
、
戦
争
忌
避
者
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、

ト
ル
ス
ト
イ
的
平
和
主
義
者
。
そ
の
姿
は
、
さ
な
が
ら
反
文
明
と

い
う
共
通
の

旗
印
を
掲
げ
た
異
邦
人
の
共
同
体
だ

っ
た
。
ア
ス
コ
ナ
は
、
当
時
の
ヵ
ウ
ン
タ

ー
カ
ル
チ
ャ
ー
運
動
に
と

っ
て

一
つ
の
聖
地
、
つ
ま
り

「真
理
の
山
」
だ

っ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
地
で
の
活
動
は
、
な
ん
と
言

っ
て
も
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
創
造

で
あ
る
。
M

・
グ
リ
ー
ン
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
と

い
っ
て
も
、

そ
れ
は
農
業
活
動
、
小
さ
な

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
、
、平
和
主
義
を
求
め
る
よ
う

な
倫
理
主
義
的
惷
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
で
あ
り
、
暴
力
的
な
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
の
関
係

は
薄

い
[O
『①Φ
P
一一Φ
O
O
鴇刈ω
]℃
ア
ス
コ
ナ
で
は
、
た
と
え
い
か
な
る
帰
結
を
招

い

て
も
、
自
ら
の
信
念
に
し
た
が

っ
て
行
動
す
る
ス
タ
イ
ル
こ
そ
が
至
上
価
値
を

も

っ
て
い
る
。
ウ

ェ
ー
バ
ー
の
周
囲
で
は
、
先
の
オ
ッ
ト
ー

・
グ
ロ
ス
や
ブ
リ

ー
ダ

・
グ

ロ
ス
、
レ
ー
ベ
ン
ト
ロ
ウ
伯
爵
夫
人
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
エ
ー
リ
ッ

ヒ

・
ミ
ュ
」
ザ
ム
、
社
ム亭
王
義
者

エ
ル
ン
ス
ト

・
ブ
リ
ッ
ク
ら
が
ア
ス
コ
ナ
を

訪
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
、、
大
き
な
影
響
力
を
も

っ
た
テ
ー
マ
は
宀
性
愛
と
平

、

和
で
あ
る
。
社
会
か
ら
隋
絶
さ
れ
た
土
地
の
な
か
で
、
こ
れ
ら
の
運
動
は
明
確

な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
へ
と
結
晶
化
さ
れ
て
い
く
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
性
愛
と
い
う
運
動
は
、
硬
直
し
た
家
族
制
度
か
ら
の

解
放
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
解
放
運
動
は
ア
ナ
ー
キ
ズ

ム
と
結
び

つ

く
こ
と
で
独
立
し
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
へ
と
生
ま
れ
変
わ
る
。
特
に
、
精
神
科

医
で
あ
る
オ
ッ
ト
ー

・
グ
ロ
ス
は
大
き
な
影
響
力
を
発
揮
し
て
い
た
。
彼
は
、

患
者
の
精
神
的
な
疾
患
を
社
会
に
よ
る
性
的
な
抑
圧
と
結
び

つ
け
、
そ
の
処
方

.箋
と
し
て
自
由
な
性
的
関
係
を
提
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
反
権
威
主
義

的
な
考
え
方
の
背
景
に
は
、
著
名
な
犯
罪
学
者
で
あ
る
父

ハ
ン
ス

・
オ
ッ
ト
ー

に
対
す
る
反
発
が
潜
ん
で
お
り
、
こ
の
対
立
関
係
は
世
代
間
の
争
い
、
あ
る
い

2

、



丶

.

は
権
威
に
対
す
る
反
抗
と
し
て
象
徴
的
に
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
扱
わ
れ
た
。
ま
た
、

ミ

ュ
ー
ザ
ム
も
、
性
愛
の
解
放
を

「人
類
の
全
未
来
に
対
す
る
新
し
い
生
活
様

式
の
た
め
の
情
熱
的
な
戦
い
」
と
見
な
し
て
[い
ぎ
ωσ
ロ
0
8
レ
ω。。]、
社
会

へ
と
広

F

く
流
布
さ
せ
て
、
政
治
運
動
に
ま
で
高
め
よ
う
と
欲
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
レ
フ

・
ト
ル
ス
ト
イ
が
晩
年
に
掲
げ
た
平
和
主
義
も
、
ア
ス
コ
ナ
を

支
え
る
精
神
的
支
柱
の

一
つ
で
あ
っ
た
。
晩
年

の
ド
ル
ス
ト
イ
は
、
初
期
の
エ

ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
作
風
を
脱
し
て
、
反
資
本
主
義

・
自
然
回
帰

・
農
耕
生
活
に
彩

ら
れ
た
世
界
へ
と
至
り
、
物
質
的
生
活
か
ら
の
脱
却
を
図
ろ
う
と
し
た
。
文
明

に
背
を
向
け
た
彼

の
ス
タ
イ
ル
は
多

く
の
賛
同
者
を
呼
び
、
ブ
リ
ッ
ク
も
そ
の

な
か
の

一
人
で
あ
る
。
た
だ
、
社
会
主
義
者
と
し
て
現
実
的
な
改
革

の
波
の
な

か
を
生
き
る
ブ
リ

ッ
ク
は
、
純
粋
に
理
想
主
義
的
な
ト
ル
ス
ト
イ
の

「愛
の
無

差
別
主
義
」

(ウ
ェ
ー
バ
ー
)
を
選
び
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
理
想
と
現
実
の
葛

藤
を
生
き

て
い
た
。
こ
の
葛
藤
の
意
味
が
明
ら
か
仁
な
る
の
は
、
ウ

ェ
ー
バ
ー

と
の
対
話
を
通
じ
て
で
あ
る
。

で
は
、
当
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ア
ス
コ
ナ
を
ど
の
よ
う

に
感
じ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
彼
の
滞
在
目
的

の

一
つ
が
、
・息
子
に
対
す
る
フ
リ
ー
ダ

・
グ
ロ
ス
の

親
権
問
題
に
法
律
的
な
助
言
を
与
え
る
ご
と
で
あ

っ
た
の
は
ま
ち
が
い
な

い
。

だ
が
へ
彼
を
い
っ
そ
う
惹
き
つ
け
た
の
は
、
ア
ス
コ
ナ
で
の
日
常
生
活
で
あ
る
。

彼
は
、
何
よ
り
も
、
そ
こ
で
の
開
放
的
な
ラ
イ
フ
ス
タ
子
ル

(ダ
イ

エ
ッ
ト
、

菜
食
、
散
歩
、
薬
物

の
放
棄
)
を
楽

し
み
、
健
康
を
取
り
戻
そ
う
と
望
ん
で
い

た
。
ま
た
、
北
部
と
は
違
う
雰
囲
気

を
持
ち
な
が
ら
、
ど
こ
か

「人
間
味
の
な

い
ト
美
し
い
景
観
に
心
を
奪
わ
れ
、

一
九

一
四
年
の
滞
在
が
終
わ
る
こ
ろ
に
は
、

自
ら
を
妖
精
カ
リ
プ

ソ
か
ら
逃
げ
よ
う
と
す
る
オ
デ
ュ
ッ
セ
ゥ
ス
に
な
ぞ
ら
え

る
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
ほ
ん
の
六
日
前
に
は
、
「今
こ
そ
、
「家
」

(1ー
ア
ス
コ
ナ
)

に
帰
る
と
き
だ
。
も
し
、
魅
力
的
な
美
女
、
恩
寵
、
危
険
、
幸
福

へ
の
願
い
に

満
ち
た
こ
の
世
界
を
そ
う
呼
べ
る
と
す
れ
ば
」
と
手
紙
に
記
し
、
こ
.の

「純
粋

さ
の
オ
ア
シ
ス
」
が
湛
え
る
魅
惑
を
伝
え
て
い
る
[≦
Φぴ
①民
"一り
㊤
P
自
も
一冒

ア
ス
コ
ナ
で
の
体
験
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
、
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
実

践
を
肌
で
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
確
か
に
、
そ
の
開
放
的
な
生
活
は
ウ

ェ
.ー
バ
ー
を
深
く
魅
了
し
た
。
だ
が
同
時
に
、
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
と
の

出
会

い
は
、
義
務
観
念
に
依
拠
し
た
自
ら
の
倫
理
と
性
愛
や
平
和
と

い
う
文
化

的
価
値
に
依
拠
し
た
彼
ら
の
倫
理
と
の
対
立
関
係
を
再
び
は

っ
き
り
と
自
覚
さ

.せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
の
ち
に
責
任
倫
理
と
信
念
倫
理
と

い
う
対
概
念
と

し
て
結
実
す
る
。
W

・
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
卩
O
O
①
]は
、
責
任
倫
理
と
信
念
倫
理
の

.対
概
念
は
、
第

叫
段
階

(
一
八
九
四
年
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
教
授
就
任
演
説
)、

第
二
段
階

(
ロ
シ
ア
市
民
革
命
と
ド
イ
ッ
性
愛
革
命
)、
第
三
段
階

含
不
教
社
会

学

『中
間
考
察
」
か
ら

『職
業
と
し
て
の
政
治
』)
と
い
う
歴
史
的
な
諸
段
階
を

経
て
、
発
展
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
信
念
倫
理
は
、
倫

理
的
価
値

の
み
を
遵
守
し
て
自
ら
の
行
為
基
準
と
な
し
、
そ
の
行
為
か
ら
派
生

す
る
と
予
期
で
き
る
結
果
を

一
切
省
み
る
こ
と
が
な
い
。
先
の
ト
ル
ス
ト
イ
的

な

「愛
の
無
差
別
主
義
」
だ
け
で
な
く
、
性
愛
運
動
や
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
な
ど
の

文
化
的

・
政
治
的
価
値
に
基
づ

い
た
行
為
基
準
も
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
億
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
責
任
倫
理

の
特
徴
を

「二
重
の
責
任
」
ロ
σ
一α
・℃。。
ω
}I
l

「汝
の
意
志
の
格
率
が
普
遍
的
立

法
の
原
理
と
し
℃
妥
当
し
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
と
い
う
カ
ン
ト
的
な
定
言

命
令
と
し
て
の
義
務
と
、
行
為
が
も
た
ら
す
非
合
理
な
諸
結
果
を
比
較

・
考
量
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す
る
批
判
主
義
的
な
義
務
1

と
位
置
づ
け
て
い
る
。
性
愛
運
動
や
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
が
持
つ
革
新
力
に
惹
か
れ

つ
つ
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
事
実
に
仕
え
る
と

い
う
義
務
観
念
11
責
任
倫
理
を
選
択
し
た
。

つ
ま
り
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
の
抱
え
た

ア
ポ
リ
ア
は
、
倫
理
概
念
の
比
較
を
通
じ
た
責
任
倫
理
の
選
択
に
よ

っ
て
解
決

が
図
ら
れ
℃
い
る
と
言
え
る
の
で
あ

る
。

だ
が
、
は
た
し
て
責
任
倫
理
の
選
択
は
、
こ
の
よ
う
な
単
な
る
倫
理
的
問
題

に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
む
し

ろ
、
重
要
な
点
は
、
責
任
倫
理
と
い
う
概
念

が
、
現
実
政
治
に
お
け
る
具
体
的
な
意
思
決
定
の
問
題
に
深
く
結
び
つ
け
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
U
.
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
選
択
は
、
二
つ
の
倫

理
的
格
率

の
選
択
の
み
な
ら
ず
、
社
会
的
な
も
の
に
結
び
っ
い
た
信
念
倫
理
で

は
な
ぐ
、
政
治
的
な
も
の
に
結
び

つ
い
た
責
任
倫
理
を
選
択
し
た
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
.そ
う
で
あ
れ
ば
、
責
任
倫
理
の
選
択
と
は
、

ま
さ
に
政
治
的
な
も
の
の
優
位
を
言
い
換
え
た
も
の
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
.責

任
倫
理
と
信
念
倫
理
の
関
係
は
、
政
治
的
な
も
の
と
社
会
的
な
も
の
の
関
係
と

パ
ラ
レ
ル
な
構
造
を
持

っ
て
い
る
。

確
か
に
、
こ
の
選
択
ば
、
ウ

ェ
ー
バ
i
自
身
が
第

一次
大
戦
前
後
に
ド
イ
ツ

が
果
た
す
べ
き
歴
史
的
な
義
務

へ
と
関
心
を
.集
中
さ
せ
、
大
き
く
政
治
化
し
て

い
く
事
実
に
よ

っ
て
も
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
本
稿
で
見
た
よ
う

に
、
社
会
的
な
も
の
の
意
味
と
は
、
何
よ
り
も
偲
人
的
な
行
為
構
造
、
つ
ま
り

エ
ー
ト
ス
の
変
化
に
関
係
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
直

面
し
た
社
会
的
な
も
の
は
、
正
負

の
評
価
は
と
も
か
く
、
行
為
に
対
す
る
実
践

的
起
動
力
に
新
た
な
局
面
を
も
た
ら
し
た
。
大
規
模
な
工
場
労
働
で
の
淘
汰
と

適
応
過
程
が
も
た
ら
し
た
労
働
者

の
内
面
的
な
馴
致
化
、
性
愛
運
動
や
新
し
い

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
持
つ
非
合
理
で
は
あ
る
が
強

い
実
践
力
。
同
時
代
の
エ
ー

ト
ス
は
、
社
会
的
な
も
の
と
い
う
新
た
な
領
域
を
基
盤
に
変
化
し
で
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
信
念
倫
理
が
実
践
的
な

エ
ー
ト
ス
と
な
り
え

た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
責
任
倫
理
は
強
力
な

エ
ー
ト
ス
を
持
ち
え
る
の
だ
ろ
う

か
。

4

同
時
代

の

エ
ー
ト

ス

ー

宗
教
社
会
学

『
中
間
考
察
』
で
の
位
置
づ
け
ー

社
会
的
な
も
の
の
三
つ
の
極
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
な
も
の
や
経
済
的
な
も

の
と
い
う
枠
組
み
が
最
も
体
系
的
に
反
映
し
て
い
る
の
は
、
宗
教
社
会
学

の

『中
間
考
察
』
だ
ろ
う
。
宗
教
社
会
学
の
試
み
は
、
諸
文
明
の
比
較
史
を
通
じ
て

西
洋
合
理
主
義
が
有
す
る
歴
史
的
個
性
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
が
、

そ
れ
以
外
に
、
西
洋
合
理
主
義
そ
の
も
の
を
内
部
か
ら
組
替
え
る
対
抗
運
動
の

発
生
を
記
述
し
て
い
る
。
こ
の
対
抗
運
動

の
発
生
は
、
主
と
し
て
現
世
否
定
の

宗
教
倫
理
、

つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
現
世
吋
的
禁
欲
の
発
展
史
の
な
か

で
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
焦
点
は
、
西
洋
の
伝
統
的
な
同
胞

・
倫
理
に
基
づ
く
宗
教
倫
理
が
弱
体
化
し
て
い
く
過
程
と
平
行
し
て
、
宗
教
領
域

と
は
対
抗
的
な
諸
領
域
i

経
済
的
領
域
、
政
治
的
領
域
、
美
的
領
域
、
性
愛

的
領
域
、
知
識
的
領
域
1

の
内
部
で
各

々
の
諸
価
値
が
自
律
化
し
て
い
く
経

過
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
、シ
ス
テ
ム
論
的
に
言
え
ば
、
こ
れ
は

「個

々
の
諸
領

域
に
お
け
る
内
的
な
自
己
法
則
性
」
[≦
Φぴ
興
ロ
㊤
卜。9
罐
一11
む
認
レ
O
O。]に
従

っ
た

機
能
分
化
に
相
当
す
る
と
言
え
る
。
ウ
ェ
ー
バ
r
は
、
宗
教
的
な
同
胞
倫
理
に

対
す
る
諸
領
域
の
緊
張
関
係
の
創
出
を
、
社
会
秩
序
の

一
般
的
な
合
理
化
傾
向
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の
結
果
と
み
な
し
、
経
済
的
領
域
で
の
資
本
主
義
的
秩
序

(貨
幣
)、
政
治
的
領

域
で
の
官
僚
制
的
国
家
機
関
(国
家
理
性
)、
知
識
的
領
域
で
の
専
門
諸
科
学
の
興

隆
を
列
挙
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
合
理
化
の
帰
結
と
し
て
初
め
て
、
宗
教
的

な
同
胞
倫
理
そ
れ
自
体
の
妥
当
性
が
低
減
し
、
極
端
な
価
値
低
下
が
発
生
す
る

の
で
あ
る
。
論
理
的
に
考
え
れ
ば
、
社
会
秩
序
の
合
理
化
は
、
現
世
的
な
文
化

価
値
す

べ
て
の
完
全
な
意
味
喪
失
、

つ
ま
り
無
意
味
化
と
い
う

「呪
わ
れ
た
運

命
」
を
も
た
ら
す
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
述
べ
て
い
る
ロ
三
〇
●"零
O
随
嵩
。。圉

だ
が
、
こ
の
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
的
な
シ
ナ
リ
オ
に
対
し
て
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
は
別
の

シ
ナ
リ
オ
を
提
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
宗
教
倫
理
の
禁
欲
的

工
ー
ト
ス
が
そ

の
内
的
心
情
を
形
骸
化
し
て
い
く
の
と
は
対
照
的
に
、
他
の
現
世
拒
否
の
エ
ー

ト
ス
、
よ
り
適
切
に
言
え
ば
世
俗
的
な

エ
ー
ト
ス
が
代
替
物
と
し
て
登
場
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
世
俗
的
な

エ
ー
ト
入
の

一
つ
が
、
先
の
社
会
的
な

も
の
の
三

つ
の
極
で
示
し
た

エ
ー
ト

ス
、
性
愛
や
平
和
と

い
う
文
化
価
値
に
結

び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
の
は
言
う
ま

で
も
な

い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
信
念
倫
理

は
、
生
活
秩
序
の
合
理
化
そ
の
も
の
に
対
抗
す
る
非
合
理
的
な
諸
力
と
し
て
現

・れ
、
非
合
理
的
で
あ
る
こ
と
が
積
極
的
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
つ
さ
ら
に
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
が
想
定
し
て
い
る
の
が
、

生
活
秩
序
の
合
理
化
に
適
合
し
た
責
任
倫

・理
で
あ
る
。
.だ
が
、
ウ
ェ
L
.バ
ー
に
と

っ
て
、
こ
の
責
任
倫
理
の
具
体
的
な
可

能
性
は
政
治
的
領
域
に
お
い
て
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な

い
。、
つ
ま
り
、
責
任
倫

理
と
は
名
誉
と
同
士
愛
と

い
う
政
治

的
な
も

の
に
お
い
て
し
か
存
在
し
な
い
の

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、.
同
時
代
の

エ
ー
ト
ス
が
取
る
旦
ハ体
的
な
姿
は
、
下
表

の
よ
う
に
な
る
。

合
理
化
を
所
与
の
歴
史
的
な
前
提

11
運
命
と
し
て
引
き
受
け
て
い
た
ウ
ェ
ー

バ
ー
は
、
ま
さ
に
自
己
の
取
り
う
る
選
択
肢

を
責
任
倫
理
と
い
う
政
治
的
な
も
の
の
領
域

に
し
か
見
出
せ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
政

治
的
な
も
の
の
み
が
合
理
化
し
た
社
会
秩
序

と
両
立
可
能
な
エ
ー
ト
ス
を
旦
ハ体
的
に
含
み

う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
表
を
見
れ
ば
分
か

る
よ
う
に
、
そ
の
他
の
エ
ー
ト
ス
は
ま
さ
に

社
会
的
な
も
の
と
の
関
係
で
生
じ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
社
会
的

な
も
の
の
三
つ
の
極
は
、
ま
さ
に
エ
ト
ト
ス

の
可
能
性
を
診
断
す
る
た
め
に
屠
意
さ
れ
た

も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

5

「"
新

し

い
"
状
況
」

の
出

現

」

組
織
資
本
主
義
の
成
立
1

で
は
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
が
政
治
的
な
も
の
へ

と
強
調
点
を
移
し
た
理
由
は
、
西
洋
に
お
け

る
生
活
秩
序
の
合
理
化
過
程
に
対
す
る
彼
の

判
断
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
責
任
倫

理
の
選
択
に
の
み
起
因
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
答
え
る
に
は
、・
ウ

ェ
ー
バ
ー
が

一
九

一
二
年
の

「社
会
政
策
回
状
」
の
冒
頭

で
提
起
し
た
問
題
、
「
こ
れ
ま
で
の
社
会
政

諸領域における同時代のエー トス

諸領域の変化
合理 的 なエ ー トス

(責任倫 理)

非合理 的 なエー トス

(信念倫 理)

宗教的領域 意味喪失 一 愛の無差別主義

経済的領域 資本主義的秩序 一 一

政治的領域 官僚制的国家機関 名誉と同士愛 戦争 による国民 的パ トス

知 識 的領域' 専門諸科学 一 F一

性 愛 的領域 』 新しい意味充足 一 性愛という運動

美的領域 新しい意味充足 一 ラ イ フ ス タ イ ル(3}
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策
は
な
ぜ
そ
の
目
標
を
達
成
し
な
か

ρ
た
か
」
[乏
①ぴ
①
「…一Φ
一b。
恥
O
㎝
11
一
〇Q。
b。レ
犀
]

に
触
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
問
い
か
け
が
、
な
ぞ
を
解
く
鍵
σ

一
つ
に
な
る
。

こ
の
回
状
は
、
社
会
政
策
学
会
の
左
派
が
、
・自
ら
の
基
本
姿
勢
で
あ
る
社
会

政
策
の
有
効
性
に
疑
義
を
持
ち
始

め
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。
確
か
に
、

以
前
か
ら
、
学
会
内
で
は
方
法
論
を

め
ぐ
る
旧
世
代
と
新
世
代
の
対
立
が
存
在

.し
て
い
た
が
、
社
会
政
策
そ
の
も
の
意
義
に
関
し
て
は
衆
目
の

一
致
す
る
と
こ

ろ
だ

っ
た
。
だ
が
、
ウ
ェ
恥
バ
ー
に
は
、
、こ
の
基
本
方
針
そ
の
も
の
が
機
能
不

全
と
な
る
兆
し
が
見
え
始
め
た

の
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
、
ド
イ
ツ
国
内
の
急

激
な
産
業
化
と
無
縁
で
は
な
か

っ
た
。
事
実
、
第

一
節
で
見
た
よ
う
に
、
私
的

な
企
業
組
織
は
未
曾
有
の
構
造
変
化
-

内
的
に
は
生
産

・
流
通

・
管
理
組
織

の
細
分
化
、
外
的
に
は
資
本
規
模
の
増
大
に
伴
う
市
場
の
独
占
化
I
l
を
経
験

し
て
い
た
。
他
方
で
、
市
場
経
済
が
活
発
化
し
て
紛
争
の
機
会
が
増
加
す
る
に

つ
れ
て
、
社
会
の
安
定
化
を
図
る
国
家
の
干
渉
機
能
が
徐
々
に
促
進
さ
れ
る
こ

と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
的
な
国
家
と
私
的
な
経
済
は
対
立
関
係

で
は
な
く
、
逆
に
並
行
関
係
、
つ
ま

り
利
害

の
共
有
化
と
い
う
構
造
的
な
癒
着

を
現
実
に
は
生
み
出
し
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
社
会
政
策
を
め
ぐ
る

「、
新

し

い
"

状

況

」
.
を

、

「
国
有

化

く
Φ
「
の
冨

9
け
=
。
7
⊆
p
ゆq
、

公

営

化

内
o
ヨ
ヨ
⊆
⇒
巴
一巴
Φ
「
¢
昌
oq
、
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
化
ω
《
p
象
賦
霞

⊆
⇒
oq
の
傾
向
」

[ま
一住
も
$
11
一b。
巳
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
状
況
を
、
社
会
史
家

の
J

・
コ
ッ
カ

は

「組
織
資
本
主
義
」
と
名
づ
け
、
こ
の

「規
制

メ
カ

ニ
ズ
ム
」
の
特
徴
を
、

①

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
形
成
、
カ
ル
テ
ル
化
、
企
業
間
の
非
市
場
的
な
協
働
行
為
、

科
学
的
な
経
営
管
理
の
進
展
な
ど
に
よ
る
企
業
の
組
織
化
、
②
職
員
層
の
増
大
、

利
益
団
体

の
興
隆
な
ど
生
活
領
域
に
お
け
る
官
僚
制
化
、
③
経
済
的

・
社
会
的

領
域
に
対
す
る
国
家
干
渉
の
増
大
、
お
よ
び
政
治
制
度
全
般
の
拡
大
と
要
約
し

て
い
る
〔
コ
ッ
カ
μ
OO
鱒
一面
ω
]。
国
家
機
能
の
強
化
は
、
行
政
機
関
に
よ
る
直
接

的
で
官
僚
制
的
な
管
理
統
治
だ
け
で
は
な
く
、
企
業

・
団
体

・
官
庁
周
の
交
渉

に
よ
る
非
公
式
な
規
制
に
よ

っ
て
も
行
わ
れ
た
。
ウ

ェ
ー
バ
ー
に
と

っ
て
、
国

家
機
能
の
強
化
は
、
ま
さ
に
社
会
政
策
と
い
う
実
践
の
基
盤
を
国
家
的
な
強
制

力
の
温
床

へ
と
転
化
さ
せ
、
諸
階
級
の
諸
力
を
空
洞
化
さ
せ
る
も

の
だ

っ
た
の

で
あ
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
づ
て
い
る
。
社
会
政
策
の

「、
新
し
い
"
状
況
」

が
、
す
べ
て
を

一
変
さ
せ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
こ
の
強
大
な
支
配
者
を

向
こ
う
に
廻
し
て
は
、
旧
来
の
労
働
組
合
政
策
は
ま
る
き
り
用
を
な
さ
な

い
。

徹
底
的
に
自
由
主
義
的
な
社
会
政
策
の
担
い
手
と
考
え
ら
れ
る
い
か
な
る
組
織

の
労
働
組
合
政
策
も
、
ま
る
き
り
用
を
な
さ
な
い
」
[≦
Φび
奠
"
一〇
這
"
b。
Φ
㊤
11

」
㊤
。。
卜。
し
N
巳

。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と

っ
て
、
も
は
や
労
働
者
の
政
治
的
な
諸
力
を

.

統
合
し
て
、
労
働
組
合
と

い
う
自
律
的
な
対
抗
集
団

へ
と
結
節
さ
せ
る
試
み
は

う
ま
く
機
能
し
え
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
労
働
組
合
と
い
う
対
抗
集
団
の
機
能

不
全
ど
い
う
組
織
レ
ベ
ル
で
の
変
化
は
、
先
の
工
業
労
働
調
査
で
の

「
工
業
労

働
者
の
淘
汰
と
適
応
」
と
い
う
個
人
レ
ベ
ル
で
の
変
化
に
対
応
し
た
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
社
会
的
な
も
の
が
は
ら
む
す
べ
て
の
潜
勢
力
は
、
政

治
的
な
も
の
へ
と
吸
収
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
社
会
的
な
も
の
に
宿

っ
た
社
会
運

動
は
国
家
を
軸
と
し
た
利
益
の
分
配
競
争

へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
、
そ
の
結
果
、

新
し
い
エ
ー
ト
ス
は
自
ら
の
可
能
性
を
奪
わ
れ
て
七
ま
う
の
で
あ
る
。

危
機
意
識
を
抱
い
た
の
は
、
決
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
ひ
と
り
で
は
な
い
。
工
業

労
働
調
査
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
も
あ

っ
た
弟
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ド

・
ウ
ェ
ー
バ
ー
も

258



そ
の
認
識
を
共
有
し
た
ひ
と
り
で
あ

っ
た
。
A

・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は

「社
会
政
策

に
お
け
る
新
た
な
指
針
?
」

(一〇
一ω)

に
お
い
て
、
社
会
政
策
を
め
ぐ
る
状
況
変

化

の
原
因
を
分
析
し
な
が
ら
、「
ド
イ

ツ
に
お
け
る
国
家
機
能
の
変
化
に
着
目
し

て
い
る
。
A

・
ウ

ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
の
社
会
政
策
絃
、
「古
い
伝
統

的

な

経

済

体

制

と

新

た

な

資

本

主

義

的

経

済

体

制

の

対

立

」

[＼κ。ぐく
①一りΦ『
"一り
】■ω
導N
]を
解
決
す
る
有
効
な
施
策
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
国
家
に

、よ
る
干
渉
政
策
は
、
何
よ
砺
も

「労
働
者
の
物
質
的
な
改
善
の
た
め
に
国
家
が

援
助
し
て
、
労
働
者
を
資
本
主
義
の
中
に
い
わ
ば
最
低
限
編
入
さ
せ
る
こ
と
」

ロ
甑
皇
凸
を
意
味
し
て
お
り
、
正
常
に
機
能
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
国
家
機
能
の
漸
進
的
な
強
化
が
、
社
会
政
策
の
状
況
を

一

変
さ
せ
る
。
国
家
機
能
が
意
思
決
定

に
お
け
る
権
限
を
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、

あ
ら
ゆ
る
利
益
集
団
は
国
家
権
力
と
結
び

つ
く
こ
と
そ
の
も
の
を
自
己
目
的
化

し
始
め
た
の
で
あ
る
。
も
は
や
争
点
は
、
・純
粋
な
階
級
理
念
の
実
現
で
は
な
く
、

国
家
と
い
う
現
存
す
る
権
力
手
段
の
配
分
に
い
か
に
う
ま
く
与
る
か
と
い
う
実

利
的
利
害
と
な
り
、
国
家
は
多
元
的
な
利
害
闘
争
の
大
き
な
舞
台

へ
と
変
わ

っ

た
の
で
あ
る
。
国
.家
の
相
対
的
な
自
律
性
は
、
国
家
と
社
会
の
隔
離
で
は
な
く
、

逆
説
的
に
国
家
領
域
に
対
す
る
社
会

・
経
済
領
域
の
強

い

「依
存
体
制
」
を
生

み
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
国
家
は
資
本
主
義
世
界
の
不
可
欠
な
歯
車

の

一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

A

・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
社
会
政
策

の
原
則
が
根
本
的
に
変
化
し
、
さ
ら
に
は

危
機
的
状
況
に
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
、
二
つ
の
新
た
な
指
針
を
導
き
出
し
て

い
る
。
第

一
の
指
針
は
、
人
間
の

「人
格
」
と

「精
神
」

の
擁
護
で
あ
る
。
国

家
に
よ
る
労
働
条
件

の
改
善

・
保
護
政
策
が
実
際
に
は
別
種
の
隷
属
形
態
を
生

み
出
す
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
い
ま
、
緊
急
に
必
要
な
こ
と
は
社
会
政
策

の

目
的
を

「人
格
」
の
解
放

へ
と
移
し
変
え
て
、
こ
の
目
的
に
見
合

っ
た
新
た
な

手
段
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の

「人
格
」
を
擁
護
し
、
精
神
的

・
内

面
的
な
生
活
を
救
う
こ
と
が
新
し
い

「文
化
的
課
題
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

第
二
の
指
針
は

「組
織
に
関
す
る
問
題
」
で
あ
る
。、
こ
れ
は

「人
格
」
を
救

う
た
め
の
実
践
的
な
手
段
に
深
く
関
わ

っ
た
も
の
で
、
国
家
を
頂
点
と
す
る
硬

直
化
し
た
社
会
組
織
に
対
し
て
い
か
な
る
対
抗
手
段
を
見
い
だ
す
か
が
焦
点
と

な
る
。
A

・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
対
案
は
、
巨
大
な
組
織
と
競
合
し
、
場
合
に
よ

っ

て
は
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
相
対
的
に
小
規
模
な

「集
団
霞

笹
穹
×
」

を
構
想
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
社
会
全
体
の
動
態
化
を
展
望
す
る
と
い
う
も
の

だ

っ
た
。
こ
の

「集
団
」
は
宀
と
り
わ
け
国
家
の
専
制
的
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
構

、造
に
対
し
て
非
官
僚
的
な
領
域
の
可
能
性
を
提
起
し
、
さ
ら
に
権
威
主
義
的
な

諸
条
件
を
批
判
し
て
民
主
的
に
自
己
変
革
す
る
可
能
性
を
内
に
秘
め
て
い
る
。

当
時
、
A

・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
そ
の
兆
候
を
見
て
い
た
の
は
扇
動
的
な
要
素
を
取

り
除
い
た
ラ
デ
ィ
カ
ル

・
サ
ン
デ
イ
カ
リ
ズ

ム
で
あ
り
、
自
由
な
生
産
共
同
体

と
し
て
の
意
義
を
想
定
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

「集
団
」
は
、
当
然
な
が
ら

「人
格
」
に
ふ
さ
わ
し
い
基
盤
と
も
な
り
え
、
「
こ
の
集
団
は
本
当
に

一
貫
し
た

新
た
な
社
会
政
策
的
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
作

り
出
す

こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
」

ロ
互
9
レ
N
]上
、
A

・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
考
え
さ
せ
る
も
の
だ

っ
た
。
、

マ
ッ
ク
ス

・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
国
有
化
傾
向
に
対
す
る
批
判
は
、
A

广・
ウ

ェ
ー

「

バ
ー
の
現
状
認
識
と
多
く
の
点
で
合
致
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
そ
の
対

.抗
手
段
と
な
る
と
、
両
者
の
意
見
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
q
人
間
の

「人

格
」
と
い
う
価
値
を
認
め
な
が
ら
も
、
M

転
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
社
会
政
策
の
危
機

マ ック ス ・ウ ェー バ ー と同 時代 の エ ー トス(2)259



!

を
乗
り
越
え
る
手
段
ど
な
る
と
何
ら
明
言
し
て
い
な

い
。
組
織
資
本
主
義
が
進

展
し
、
組
織
化
の
様
態
が
企
業
組
織

や
国
家
行
政
だ
け
で
な
く
、
個
々
の
行
為

構
造
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
な
か
、
社
会
的
な
も
の
は
政
治
的
な
も
の
へ
と
限

り
な
く
近
づ
ぎ
、
社
会
的
な
も
の
は
政
治
的
な
も
の
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
。・

M

・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と

っ
て
、
社
会
政
策
の

「、新
し
い
"
状
況
」
は
、
社
会
的

な
も
の
の
下
降
、
政
治
的
な
も
の
の
上
昇
と
い
う
様
相
を
意
味
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

お
わ
り
に
1

社
会
的
な
も
の
の
下
降
、
政
治
的
な
も
の
の
上
昇
1

社
会
的
な
も
の
が
固
有
の
潜
勢
力
を
喪
失
し
て
、
限
り
な
く
政
治
的
な
も
の

ど
重
な
り
合
う
こ
と
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
必
然
的
に
政
治
の
世
界
に
連
れ
戻
す

こ
と
に
な

っ
た
。
確
か
に
、
同
時
代

の
ゴ
ン
テ
キ
ス
ト
を
俯
瞰
す
る
と
、
社
会

的
な
も
の
に
多
く
の
新
た
な
運
動
が
胚
胎
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
A

・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
よ
う

に
、
社
会
領
域
に
お
け
る
中
間
集
団
の
政

治
的
機
能
に
期
待
を
か
け
る
こ
と
は
、
そ
の
点
、
も

っ
と
も
ら
し
さ
を
持

っ
て

い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
、
今

日
の
市
民
社
会
の
よ
う
に
、
こ
の
集
団
が

活
動
で
き
る
よ
う
な
制
度
的
な
空
間
は
い
ま
だ
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
集
団
が
国

家
と
い
う
最
大
集
団
に
巻
き
込
ま
れ
、
政
治
化
し
て
い
か
ざ
る
を
得
女
か

っ
た
。

む
し
ろ
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
ア
ポ
リ
ア
の
原
点
に
は
、
社
会
的
な
も
の
の
拡
大
を

既
存
の
制
度
で
は
、
う
ま
く
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
点
に
あ
る
と

言
え
る
。
C

・
タ
ー
ナ
ー
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
は
、
ト
ク
ヴ

ィ
ル
や
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
よ
う
な
視

点
、
つ
ま
り
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
諸
組

織

に

個

人

と

国
家

に

で
き

た

空

隙

を

介

在

さ

せ

る

視

点

が

欠

落

し

て

い
た

の

で

602

.あ

る

冐

霞

P
①
「
μ
Φ
Φ
㊤
冒

だ

が
、

ウ

ェ
ー

バ
ー

の
政
治

学

に
お

い
て
中

間

集

団

が
欠

落

し

て

い
た

の
は

、

積

極

的

な

選

択

の
結

果

で
あ

る
。

ウ

ェ
」

バ
ー

は

、
,
一
九

一
〇
年

の
第

一
回

ド

イ

ツ

社

会

学

会

の

席

上

で

結

社

の

社

会

学

の

必

要

性

を

述

べ

て

い

る

、

[ぐ
刈
Φ
σ
①
「
"一
㊤
一
ハ)
開
一
㊤
QQ
bO
]。

彼

が

、

と

り

わ

け
注

意

を

促

し

て

い
る

の

は
、

結

社

.

の
外
的
側
面
-

量
的
な
増
大
や
そ
の
社
会
的
機
能
i

だ
け
で
は
な
く
、
そ

の
内
的
側
面
、

つ
ま
り
結
社
が
諸
個
人
の
内
面
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
か

ど

い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
影
響
が
、
諸
個
人
の
自
負
心
を
鼓
舞
す
る
の
か
、
そ

れ
と
も

い
か
な
る
情
熱
も
な
い
単
な
る
う
わ
べ
だ
け
の

「善
き
市
民
」
を
作
り

出
す

の
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
ウ

ェ
ー
バ
ー
は
、
自
ら
の
価
値
自
由

の
原
則
に

照
ら
七
て
何
ら
評
価
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
中
間
集
団
の
自
律
性
が
必
ず
し
も

自
明
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
で
は
困
難
で
す
ら
あ
る
こ
と
を
ウ

ェ
ー

、

バ
ー
は
見
て
取

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

社
会
的
な
も
の
の
三

つ
の
極
は
、
失
わ
れ
ゆ
く

エ
ー
ト
ス
と

い
う
負
の
未
来

と
求
め
る
べ
き

エ
ー
ト
ス
と

い
う
正
の
未
来
、
こ
の
二
つ
の
シ
ナ
リ
オ
を
ウ
ェ

ー
バ
ー
に
提
供
し
た
。
政
治
的
な
も
の
へ
と
た
ち
変
え
ざ
る
を
得
な

い
ウ
ェ
ー

バ
ー
に
と

っ
て
、
責
任
倫
理
へ
と
定
式
化
さ
れ
た
政
治
的
な

エ
ー
ト
ス
は
、
強

.い
義
務
意
識
そ
の
も

の
が
倫
理
的
力
の
根
源
で
あ
る
。
た
だ
、
シ
ュ
ル
フ
タ
ー

も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
強
力
な
義
務
意
識
を
支
え
る
心
理
的
な
基
盤

ヘ

へ

は
や
は
り
責
任
に
対
す
る
信
念
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
責
任

倫
理
之
は
責
任
に
対
す
る
信
念
倫
理
と
も

い
え
、

い
わ
ば
彼
の
倫
理
的
な
二
者

択

一
と
は
位
相
の
違
う
選
択
肢
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
点
が
、
政
治
的
な

エ
ー



ト
ス
に
構
造
的
な
問
題
を
も
た
ら
し

て
い
る
。
先
の
表
に
あ
る
よ
う
に
、
明
確

な
責
任
意
識
に
裏
打
ち
さ
れ
た
名
誉
と
同
士
愛
は
、
そ
の
高
ま
り
の
な
か
で
戦

争
に
よ
る
国
民
的
パ
ト
ス
へ
と
反
転
し
う
る
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
・こ
の
事
実

は
、
先
の
責
任
倫
理
と
信
念
倫
理
と

い
う
道
徳
論
的
に
は
厳
密
な
区
別
が
う
現

実
的
に
は
通
底
し
た
部
分
を
有
し
て

い
る
と

い
う
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
い
わ

、.ば
倫
理
観
の
格
率
化
と

い
う
問
題
に
は
解
消
し
得
な

い
現
実
的
な
政
治
的
問
題

を
再
び
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
提
出
し
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
政
治
的
な
も
の
の
上
昇
が
ウ

ェ
ー
バ
ー
に
も
た
ら
し
た
問
題
は
、

.政

治
的
な
も
の
を

い
か
に
社
会
化
す

る
か
、
旦
ハ体
的
に
は
民
主
化
を
通
じ
て
国

民

へ
開
か
れ
た
も
の
と
し
、
ま
た
議
会
主
義
化
を
通
℃
て
制
度
的
な
条
件
を
整

備
す
る
と

い
う
点
に
集
約
し
て
い
く
。
政
治
的
な
も
の
の
成
否
億
、
こ
の
制
度

的
な
諸
条
件
の
構
築
と
不
可
分
に
結
び

つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
(続
く
)

　
.注
一　 　

21
))

初
期

ウ

ェ
ー
バ
ー
の
エ
ー
ト

ス
観

に
関
し
て
は
、
[樋

口
…卜⊃
O
O
一
}を
参
照
。

J

・
下

ン
ズ

ロ
に
よ
れ
ば
、
逆
説

的
で
は
あ
る
が
、
家
族
の
自
律
性

、
.
つ
ま

り

「
家
族

に
よ

る
管
理
」
は
外
部
領
域

と

の
積
極
的
な
接
触
を

通
じ

て
は
じ

め
て
成
立
す

る
。

家
族

に
対
す

る
規
範

化
は
主

に
二

つ
の
方
法

に
よ

っ
て
な

ざ
れ

て
い
る
。
①

衛
生

・
教
育
と

い
う

目
的
と
道
徳
的

な
監

視
を
結

び

つ
け

る
こ
と

に
ょ

っ
て
、
家
族

に
対
す

る
公
的
な

「保
護
」

の
手
続

き
を
確
立
す

る
こ
と
。
行

政

(民
生
局
)
、

司
法

(裁
判
所
)
、
医
学

・
精
神

医
学

の
密
接

な
連
携
が
前
提
条

件
と
な

っ
て

い
る
。
②

家
族
と
学
校

や
相

談
機
関
と

の
あ

い
だ

で
、

家
計

の
節
約

や
個

人

の
自

律
と

い

っ
た
項

目
に
対
す

る
私

的
な

「
契
約
化
」
を
行
う

こ
と
。

こ
の
よ
う

に
、

「保
護
」
と

「契

約
化
]

と

い
う

.
二

つ
の
戦
略
を
柔
軟

に
組

み
合
わ

せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
家
族

の
自
律
性

は

動
員

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
上
記

の
メ
カ

ニ
ズ

ム
が
機
能

す
る
こ
と

に
な

つ

た
背
景
を
、

ド
ン
ズ

ロ
は

「社
会
的

な
も

の
」

の
誕

生
と
呼

ん
で

い
る
[ド
ン

ズ

ロ
ロ
㊤
㊤
馬

(3
)
筆
者

は
、
新
し

い
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
を
か
な
り
拡
大
解
釈

し

て
い
る
。

ウ

ェ

ー
バ
ー
自
身

は
、
美
的
領
域

に
お
け
る
芸
術

の
自
律
化
を

認
知
的
な
側
面

に

限
定

し
で

い
る
傾
向
が
あ

る
の
に
対
し

て
、
筆
者

は
美

的
価
値

に
心
情

的
に

依

拠
し
た
集
団
形
成
ま

で
も

そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
含

ん
で

い
る
。
美
的
価

値

が

「
趣
味

上

の
判
断
」

[≦
Φ
σ
Φ
『
口
㊤
b。
ρ
11
一り
趨
レ
ω
。。
]と
し

て
生

の
世
俗

的
諸

力

と
な
り
う

る
こ
と
は
、
例
え
ば

ウ

ェ
ー

バ
ー
と
対
抗

関
係

に
あ

っ
た

詩
人

シ

ュ
テ
フ
ァ
ン

・
ゲ

オ
ル
ゲ
の
サ
ー
ク

ル
に
当

て
は
ま

る
。
だ

が
、

そ
れ
以

外

に
、
「趣
味
」
的
な
文
化
価
値
l
I

平
和
な
ど
ー

の
自
律
化
に
よ
る
集
団

形
成
も

こ
こ
で
は
含
め
て

い
る
。
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             Max Weber and Contemporary Ethos (2): 

                   Three Aspects of the Social 

                          HIGUCHI Akihiko 

          In this article, I examine the relation between Max Weber and contemporary ethos since 1903. I 

       propose that the concept of the social provides a more direct access to Weber's contemporary ethos. 
          Since Weber recovered from his illness, he had three main experiences: the investigation of 

       industrial work, the sexual revolution in Germany and a six weeks' stay in Ascona. These three sets of 
       experiences had a serious impact on Weber, to be sure, but he concentrated his attention on the 

       political matters again. He had every reason to do so, which is connected with the vulnerability of the 
       German society as a%whole. 
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