
Title マックス・ウェーバーと同時代のエートス(1) : 「自
由の魔力」からの出発

Author(s) 樋口, 明彦

Citation 年報人間科学. 2001, 22, p. 73-89

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/10979

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



マ

ッ

ク

ス

・
ウ

ェ
ー

バ

ー

と

同

時

代

の

エ
ー

ト

ス

(
1

)

「自
由
の
魔
力
」
か
ら
の
出
発
1

樋
日

明
彦

〈要
旨

〉

本

稿

の
目
的

は
、

マ
ッ
ク

ス

・
ウ

ェ
ー
バ
ー
と
同

時
代

の
エ
ー
ト

ス
の
関
係
を
明
ら

か

に
す
る

こ
と

で
あ

る
。

東

エ
ル
ベ
農

業
労
働
調
査

に
よ

っ
て

「自

由

の
魔
力
」
と

い

う

心
理
的
な
力
を

見
出

し
た
彼
は
、

そ

の
力
を
国
民

国
家

へ
と
結

び

つ
け
、
新
た
な

政

治
原

理
を
構
想

し
た
。

ウ

ェ
ー

バ
ー
は
世
俗
内
禁
欲

と

い
う
過
去

の
宗

教
的

工
i
ト

ス

だ
け

で
な
く
、

同
時
代

に
お
け

る
エ
ー
ト

ス
を
も
考
慮

し

て

い
た

の
で
あ

る
。
そ

の
た

・

め
数

々
の
社
会
調
査
を
行
な
う

こ
と
が
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
に
は
必
要
だ

っ
た
。

そ
も

そ
も
、

ウ

ェ
ー

バ
ー
の
パ
ー

ス
ペ
ク
テ

ィ
ヴ
は
福
祉

国
家
体
制

へ
の
根
本

的
な

転
換
を
前

提
と

し
て

い
る
。

国
家
や
市
場
と

は
異
な

っ
た

い
わ

ゆ
る
社
会

的
な
も

の
の

拡
大
と
自

律
化

が
大

き
な
意
味

を
持

つ
よ
う

に
な

っ
た

の
で
あ
る
。
た
だ

、
ウ

ェ
ー

バ

ー

の
思
惑
と

は
裏
腹

に
、
そ
れ
は
大
き

な
問
題
を

生
み
出
す
こ
と

に
な

っ
た
。

つ
ま
り

、

社

会
的

な
も

の
の
流
動
性

が
硬

直
性

へ
と

反
転
す
る

こ
と

で
、
社
会
的
な

排
除
が

い

つ

そ
う
明

ら
か

に
な

っ
た

の
で
あ

る
。

こ
の
ジ
レ

ン

マ
は

、
後

年

の
ウ

ェ
ー
バ
ー
に
も
残

っ
て

い
く
。

.

●

塾

.

「

嚇

キ

ー

ワ

ー

ド

マ
ッ
ク
ス

・
ウ

ェ
ー
バ
i

同
時
代

の
エ
ー
ト

ス

「自
由

の
魔
力
」

社
会
調
査

社
会
的
な
も

の

吻
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は

じ
め
に

一
九

=
二
年
か
ら
そ
の
翌
年
に
か
け
て
、

マ
ッ
ク
ス

・
ウ
ェ
ー
バ
L
は
イ
タ

リ
ア
の
ア
ス

コ
ナ
に
あ

っ
た
あ
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
赴

い
て
、
前
衛
的
な
解
放

運
動

の
息
吹

に
直

接
触
れ
た

こ
と
が
知

ら
れ
て

い
る
[ω
o
げ
≦
Φ
⇒
芽

Φ
民

お
○。刈
11
一㊤
逡
]
[厚
東
二

Φ霧
]。
当

時
の
ア
ス
コ
ナ
に
は
、
芸
術
家
、
ア
ナ
ー
キ

ス
ト
か
ら
学
者
や
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
境
遇
の
人
々
が

特
定

の
理
念
の
も
と
に
共
同
生
活
を
お
く

っ
て
お
り
、
性
の
解
放
を
目
指
し
て

新
た
な
生
活
態
度
を
模
索
す
る
熱
狂
的
な

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
、
そ
の

一
つ
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
こ
そ
、
ウ
ェ
ー
バ
!
が
滞
在
し
た
場
所

で
あ
る
。
.

た
だ
、
妻
で
あ
る

マ
リ
ア
ン
ネ
が
高
名
な
女
性
解
放
論
者
で
あ
る
と
は
い
え
ハ

理
想
主
義
的
な
道
徳
規
範
を
抱

い
て
い
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
う
し
た
審
美
的

な
生
活
態
度
に
批
判
的
で
、
解
放
運
動
の
現
実
性
を
何
ら
認
め
て
は
い
な
か

っ

た
。
だ
が
、
当
初
は
否
定
的
に
扱

っ
た
こ
の
運
動
も
、
目
前
で
徐
々
に
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
確
実
に
浸
透
し

つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
彼
も
事
実
と
し
て
認
め
ざ
る

を
え
な
か

っ
た
。
ウ

ェ
ー
バ
ー
が
自
ら
意
識
的
に
選
択
し
た
道
徳
規
範
を
捨
で

る
こ
と
は
な
か

っ
た
が
、
そ
れ
で
も
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
に
基
づ
い
た
新
し
い
倫

理
、
情
動
的
な
生
の
形
式
と
し
て
現
れ
た
こ
の
出
来
事
は
、
人
間
分
潜
在
的
な

可
能
性
に
対
す
る
彼
の
も
う

一
方

の
関
心
に
強
く
訴
え
か
け
た
の
で
あ
る
。
「そ

こ
は
、

一
種

の
純
粋
さ
の
オ
ア
シ
ス
だ

っ
た
」
。

確
か
に
、
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
些
細
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
、
あ
る
い
は
宗
教
社
会
学

の
小
さ
な
傍
注
に
す
ぎ
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
同
時
代
の
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
現
象
に
示
し
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
持
続
的
な
興
味
は
、
果
た
し
て
偶
然
な
の

だ
ろ
う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
席
巻
し

つ
つ
あ

っ
た
社
会
秩
序
の
合
理
化
傾
向
を

正
面
か
ら
見
据
え
て
い
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と

っ
て
、
合
理
化
に
逆
ら
う
現
象
は

い
っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

か
つ
て
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム

・
ヘ
ニ
ス
は
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
の
中
心
的
な
問
題
設

定
は
何
か
、
と
い
う
開
い
を
自
ら
に
投
げ
か
け
て
、
「人
間
の
質
」、
「人
間
存
在

の
発
展
」
と
い
う
古
き
倫
理
問
題
こ
そ
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
核
と
な
る
関
心
だ
と

結
論
づ
け
た
。

ヘ
ニ
ス
に
よ
れ
ば
、

一
連
の
体
系
的
な
社
会
学
的
著
作
か
ら
時

事
的
な
政
治
論
に
至
る
ま
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
あ
ら
ゆ
る
著
作
は
、
こ
の

「人

・問
学
的

・
性
格
学
的
」
な
問
題
関
心
を
中
心
に
回

っ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
の
で

あ
る

田
Φp
巳
ω口
O
O。
刈目
一Φ
O
昌
。

し
か
し
、
た
と
え
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
関
心
が

「人
間
の
質
」
に
あ

っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
質
が
保
持
し
え
ず
、
変
質
せ
ざ
る
を
え
な

い
状
況
が
時
代
の
本
質
的

な
刻
印
を
成
し
て
い
た
。
確
か
に
、

一
方
で

「人
間

の
質
」
を
め
ぐ
る
哲
学

的

・
人
間
学
的
な
相
剋
が
問
題
の
重
要
な

一
端
を
担

っ
て
い
た
が
、
他
方
で
同

時
代
の
病
理
を
最
新
の

「科
学
的
な
」
知
識
に
よ

っ
て

「客
観
的
に
」
分
析
す

る
こ
と
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と

っ
て
不
可
欠
な
作
業
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
②

な
ぜ
な
ら
、
後
者
の
時
代
診
断
と

い
う
作
業
こ
そ
が
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
の
現
在
に

対
す
る
実
践
的
な
働
き
か
け
に
、
さ
ら
に
は
歴
史
に
対
す
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
に
確
固
た
る
根
拠
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
社
会
学
で
は
、
資
本
主

義
の
発
生
過
程
に
対
し
て
世
俗
内
禁
欲
と
い
う
過
去
の
エ
ー
ト
ス
が
も

つ
決
定

的
な
重
要
性
を
提
起
し
た
け
れ
ど
も
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
は
決
し
て
歴
史

へ
と
遡
行

74



す
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
。
時
代
診
断
を
行
な
う
こ
と
で
、

視
線
は
同
時
代
の
人
間
、
言
わ
ば

同
時
代
の
エ
ー
ト
ス
へ
も
向
け
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
見
出
し
た
同
時
代
の
エ
ー
ト
ス
、
そ
の
存
在
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
狙

い
で
あ
る
。
歴
史
社
会
学
的
な
観
点
か
ら
ウ

ェ

ー
バ
ー
を
逆
照
射
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

エ
ー
ト
ス
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
探

る
こ
と
に
し
た
い
。

同
時
代
の
エ
ー
ト
ス
を
明
ら
か
に
す
る
主
な
材
料
と
な
る
の
は
、
ウ
ェ
ー
バ

ー
が
生
涯
に
わ
た

っ
て
携
わ

っ
た
社
会
調
査
で
あ
る
。
ウ

ェ
ー
バ
ー
に
は
、
浩

瀚
な
社
会
学
者
、
時
論
を
扱
う
政
治
学
者
、
厳
密
な
論
理
学
者
と

い
う
多
く
の

顔
に
加
え
て
、
ま
る
で
医
師

の
よ
う
に
時
代
の
病
理
を
診
断
し
て
い
く
、
優
れ

た
社
会
調
査
家
の

一
面
が
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
持
ち
前

の
科
学
的
厳
格
さ
を
失

う
こ
と
は
な
か

っ
た
が
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
は
、
政
治
と
と
も
に
社
会
調
査
を
通
じ

て
、
時
代
の
趨
勢
と
最
も
積
極
的

に
関
わ

っ
た
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
彼
の
生
涯
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
ウ

ェ
…
バ
ー
の
な
か
で
政
治
と

社
会
調
査
は
密
接
な
関
係
を
保
ち
、
晩
年
の
制
度
改
革

へ
の
強

い
執
着
も
社
会

調
査
で
培
わ
れ
た
視
点
が
不
可
欠
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
お
お
よ
そ
の
活
動
内
容
に
し
た
が

っ
て
、
便
宜
上
、
以
下
の

三
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
区
分
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
同

時
代
の
エ
ー
ト
ス
を
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
を
も

っ
て
記
述
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

第

一
期

(一C。
Φ
一
～
お
O
N
)
…
…
東

エ
ル
ベ
地
方

の
農
業
労
働
調
査
逃

講
演

『国
民
国
家
と
経
済
政
策
』

第

二
期

(お
O
ω
～
δ

誌
)
…
…
工
業
労
働
調
査
、
結
社
調
査
と
新
聞

調
査
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

第

三
期

(一
⑩
一
ω
～
一
⑩
N
O
)
…
…
内
政
改
革

(民
主
主
義
、
議
会
主
義

へ
の
提
言
)

本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
初
期
に
当
た
る
第

一
期
で
あ
る
。

第

一
節
で
は
、
考
察
の
準
備
作
業
と
し
て
当
時
の
社
会
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
。
.

特
に
、
前
半
で
は
社
会
調
査
が
持

つ
歴
史
的
な
意
味
を
検
討
し
、
・後
半
で
は
社

会
調
査
と

い
う
実
践
を
よ
り
包
括
的
な
パ
」
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
な
か
に
置
き
直

し
て
、
簡
単
な
が
ち
ウ

ェ
ー
バ
ー
の
時
代
背
景
を
素
描
し
た
い
。
第
二
節
で
は
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
自
ら
の
農
業
労
働
調
査
を
考
察
し
、
第
三
節
で
は
、
政
治
的
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
で
あ
る

『国
民
国
家
と
経
済
政
策
』
を
探
る
こ
と
で
、
最
終
的
に
同

時
代
の
エ
ー
ト
ス
像
を
提
示
す
る
。

1

社
会
調
査
と
い
う
視
線

1
1

1

数
字

の
氾
濫

・
一
九
世
紀
以
来
、
ド
イ
ツ
に
限
ら
ず
広
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
、
多
く
の
社

会
調
査
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
都
市
や
農
村
で
の
労
働
者
の
家
計
や
生

活
状
況
か
ら
都
市
部
で
の
衛
生

・
住
居
問
題
に
至
る
ま
で
、
調
査
対
象
は
多
岐

に
渉
り
、
当
時
の
社
会
調
査
は
必
ず
し
も
ま
と
ま

っ
た
像
を
成
し
て
い
な
か

っ

た
。
む
し
ろ
逆
に
、
収
集
さ
れ
た
統
計
デ
ー
タ
の
多
様
性
こ
そ
が
、
社
会
調
査
.

の
急
速
な
浸
透
ぶ
り
を
物
語

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
イ
ア
ン

・
ハ
」ッ
キ

マ ックス ・ウ ェー バ ー と同時 代 のエ ー トス(1)75



ン
グ
に
よ
れ
ば

、

一
九

世
紀
は

ま

さ
に

当
印
刷

さ
れ
た
数
字

の
洪
水
」

田
9
0
匹
p
σq
口

りΦ
ρ

b。
亠

Φ
りり
》α]の
時
代
で
あ
り
、
統
計
デ
ー
タ
の
氾
濫
之

い
う

状
況
は

一
つ
の
新
し
い
社
会
環
境
を
形
成
し
つ
つ
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
変

化
に
は
、
幾

つ
か
の
重
要
な
特
徴
が
備
わ

っ
て
い
る
。

第

一
に
、
社
会
調
査
は
あ
る
特
別
な
視
線
を
も
た
ら
し
た
。
当
時
、
社
会
調

査
が
取
り
上
げ
た
主
要
な
テ
ー
マ
は
、
社
会
に
と

っ
て
撹
乱
要
因
と
な
る
も
の
、

つ
ま
り
犯
罪
、
自
殺
、
疾
病
、
売
春
、
貧
困
、
私
生
児
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
逸
脱

行
為
で
あ
る
。
自
由
主
義
、
社
会
改
良
主
義
、
社
会
主
義
な
ど
の
政
治
的
動
機

だ
け
で
な
く
博
愛
主
義
や
キ
リ
ス
ト
教
的
な
慈
善
な
ど

の
動
機
も
加
わ
.っ
て
、

社
会
調
査
は
錯
綜
し
た
外
観
を
呈
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
視
線
は

数
字
と

い
う
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
な
が
ら
病
理
現
象
を
科
学
的
に
分
析

し
、
統
計
的
な
合
理
性
に
よ

っ
て
把
握
す
る
こ
と
を

一
貫
し
て
可
能
に
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
変
化
は
い
っ
そ
う
重
要
な
帰
結
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
過
程
と
並
行
し
て
、
道
徳
に
基
づ
い
た
善
悪
と

い
う
か
つ
て
の

形
而
上
学
的
観
念
は
力
を
失

い
、
「正
常
性
」
と
い
う
価
値
基
準
が
新
た
に
設
定

さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
逸
脱
現
象

の
な
か
に
発
見
さ
れ
た
規
則
性

は
、
人
間
の
道
徳
な
責
任
能
力
を
相
対
化
し
て
、
社
会
と

い
う
集
合
性
そ
の
も

の
を
前
景
化
さ
せ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
結
果
、
病
理
の
規
則
性
そ
の
も
の

に
直
接
訴
え
か
け
て
、
社
会
秩
序
を
制
御
す
る
社
会
工
学
的
な
操
作
主
義

へ
と

問
題
の
重
心
は
大
き
く
シ
フ
ト
す

る
こ
と
に
な
る
。
以
後
、
道
徳
的
な
規
範
は
、

こ
の
新
た
な
論
理
に
し
た
が

っ
て
展
開
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
く
。

第
二
に
、
社
会
調
査

の
前
提
条
件
と
し
て
、
医
学
、
生
理
学
、
実
験
心
理
学
、

精
神
医
学
な
ど
、
自
然
科
学
が
急
速
に
発
展
し
て
、
社
会
の
至
る
と
こ
ろ
に
そ

の
影
響
力
を
強
め
て
い
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
社
会
科
学
が
自
然
科
学

の

厳
密
さ
に
自
ら
の
範
を
求
め
た
こ
と
も
相
ま

っ
て
、・社
会
調
査
と
自
然
科
学
は

相
互
に
浸
透
し
あ
い
、
調
査
結
果
に
い
っ
そ
う
科
学
的
な

「
正
当
性
」
が
付
与

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

最
後
に
、
以
上
の
二
点
が
、
国
家
を
中
心
と
し
た
近
代
的
な
技
術
基
盤
の
整

備
に
負

っ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
度
量
衡

(メ
ー
ト
ル
法
)
の

統

一
、
セ
ン
サ
ス
の
実
施
、
公
的
機
関
に
よ
る
統
計
デ
ー
タ
の
収
集

・
公
表
な

ど
は
不
可
欠
な
要
素
で
あ

っ
た
。
と
り
わ
け
、
統
計
局
の
設
置
と

い
う
国
家
的

な
官
僚
制
度
の
確
立
は
、
デ
ー
タ
整
理
に
際
し
て
秩
序
だ

っ
た
シ
ス
テ
ム
を
も

た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

社
会
調
査
が
独
立
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
弛
緩
し
た
社

会
秩
序
の
回
復
と
い
う
実
践
的
観
点
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ

る
。
特
に
産
業
化
の
急
速
な
進
展
に
伴

っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
国
土
の
現

状
を
科
学
的
に
把
握
す
る
よ
う
早
急
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
社
会

秩
序
を
脅
か
す
原
因

(社
会
問
題
)
の
明
確
化
と
、
秩
序
回
復
の
た
め
の
手
段

(社
会
政
策
)
を
探
る
こ
と
は
、
お
互
い
に
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
密
接
な

相
互
連
関
を
形
づ
く

っ
て
・い
た
の
で
あ
る
。
社
会
調
査
は
、
具
体
的
な
社
会
政

策
を
策
定
す
る
た
め
の
不
可
欠
な

「事
実
的
基
盤
」
を
成
し
て
い
た
。

一
九
世

紀
か
ら
生
じ
た
数
字
の
氾
濫
や
統
計
の
浸
透
は
、
近
代
社
会
を
編
成
す
る
薪
た

な
原
理
の
登
場
を
暗
示
し
て
お
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て

「統
計
学
は
近
代
国

家
に
お
け
る
権
力
技
術
の

一
部
な
の
で
あ
る
」
冨
9
0置
p
αq
"一⑩
り
一レ
○。
一困
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1
1

2

社
会
的
な
も

の
と

い
う
領
域

で
は
、
近
代
社
会
の
新
た
な
原
理
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
ジ
ャ
ッ
ク

・
ド
ン
ズ
ロ
は
、
こ
の
新
た
な
原
理
の
登
場

を
、
国
家
の
役
割
を
軸
と
し
た
統
治
形
態
の
根
本
的
な
転
換
と
し
て
描
き
出
し

て
い
る
[U
o
自
2
9
口
O
鐙
μ
り
㊤
昌

ド
ン
ズ

ロ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
転
換
の
き

っ
か

け
と
な

っ
た
の
は

一
八
四
八
年
の
二
月
革
命
か
ら
生
じ
た
階
級
対
立
で
あ

っ
た
。

産
業
化
の
進
展
に
起
因
す
る
労
働
者
問
題
は
、
労
働
者
に
よ
る
労
働
権
と
市
民

層

・
農
民
を
含
む
有
産
者
に
よ
る
所
有
権
の
衝
突
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

前
者
が
、
労
働
者

の
最
低
限
の
生
活
保
障
を
国
家
に
負
わ
せ
る
べ
き
だ
と
主
張

す
る
社
会
主
義
的
な
者
た
ち
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
後
者

は
、
国
家
に
よ
る
過
剰
な
干
渉
を
過
去
の
専
制
政
治
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
拒

否
し
、
個
人
の
自
然
な
諸
権
利
を
擁
護
す
る
自
由
主
義
的
な
者
た
ち
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
社
会
的
紐
帯
の
危
機
に
対
す
る
処
方
箋
が
、
諸
勢
力

の
対
立
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
う
ま
く
調
停
さ
せ
る
よ
う
な

国
家
に
よ
る
介
入
形
態
、
つ
ま
り
福
祉
国
冢
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
福
祉
国
家
と

い
う
新
た
な
原
理
、
ド
イ
ツ
流
に
言
え
ば
社
会
国
家
と
い
う
原
理
は
、
個
人
の

自
由
と
集
団
的
な
保
障
と
い
う
相

反
す
る
要
求
を
同
時
に
満
た
す
こ
と
を
可
能

に
し
た
。
国
家
を
社
会
の
外
部
に
立
つ
中
立
的
な
保
証
者
と
し
な
が
ら
、
社
会

秩
序
の
監
督
に
あ
た
る
と
い
う
危
機
管
理
型
の
統
治
形
態
が
始
ま

っ
た
の
で
あ

る
。だ

が
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
福
祉
国
家
と

い
う
原
理
は
国
家
機
能
の
画

一

的
な
肥
大
に
の
み
限
定
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
そ
の
傾
向
を
満
た
す
よ
う
な

社
会
領
域
で
の
多
元
的
な
調
整
様
式
の
発
達
を
伴

っ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
領
域
の
自
律
化
傾
向
を
、
ド
ン
ズ
ロ
は

「社
会
的
な
も

の
の
創
出
」
と
位
置
づ
け
、
そ
の
特
徴
を
以
下
の
三
点
に
集
約
さ
せ
て
い
る

[U
8
N
巴
9
口
り
銓
為
O
も
b。冒

1

「国
家
に
よ
る
干
渉
を
根
拠
づ
け
る
連
帯
ωo
一薤
母
一3
と
い
う
概
念
」

1

「
こ
の
干
渉
の
あ
り
方
と
し
て
の
社
会
法
酔
9
什
ωo
q
9・
一と
い
う
技
術
」

1

「グ
ル
ー
プ
や
個
人
に
あ
る
期
待
や
恐
れ
の
シ
ス
テ
ム
を
、
社
会
の
な
か

で
解
消
さ
せ
る
交
渉
p
貫
o
o螺

δ
づ
と
い
う
様
式
」

連
帯
概
念
の
意
義
は
、
何
よ
り
も
ま
ず

「連
帯
と
主
権
の
あ

い
だ
を
区
別
す

.
る
こ
と
」
[U
o
ロ
N①
一〇
歳
一8
ど
嵩
一]に
あ
る
。
も
は
や
紛
争
の
原
因
に
し
か
な
ら

な
い
伝
統
的
な
主
権
概
念
か
ら
自
由
に
な
り
、
連
帯
と

い
う
新
た
な
社
会
的
紐

帯
の
理
念
を
創
設
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

っ
た
。

つ
ま
ゆ
エ
ミ
ー
ル

・
デ
ュ
ル

ケ
ム
に
代
表
さ
れ
る
連
帯
概
念
は
、
国
家
介
入
に
ふ
さ
わ
し
い
正
当
性
を
与
え

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
労
働
組
合
や
中
間
集
団
な
ど
分
化
し
つ
つ
あ
る
社
会
勢
力

の
あ

い
だ
に
調
和
的
な
相
互
依
存
関
係
を
作
り
出
す
こ
と
が
目
的
だ

っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
目
的
を
果
た
す
実
質
的
な
手
段
と
な

っ
た
の
が
、
社
会
法
で
あ
る
。

社
会
法
は
、
社
会
に
お
い
て
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
被
害

(事
故
、
疾
病
、
老
化
、

失
業
な
ど
)
を
、
保
険
と
い
う
技
術
を
用
い
て
社
会
全
体
に
負
担
さ
せ
る
こ
と

を
可
能
に
し
た
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
社
会
法
の
背
景
に
は

「統
計
と

い

う
均
質
な
言
葉
」
ロ
互
伍
こ
ミ
巳
の
浸
透
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
ア
ク
シ
デ
ン
ト
の
規

則
性
を
数
字
と
い
う

メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
把
握
す
る
視
線
が
、
個
人
に
よ
る
過

失
の
有
無
と
い
う
責
任
問
題
を
無
効
化
し
て
、
個
々
の
リ
ス
ク
対
策
を
集
団
的

な
保
障

へ
と
移
し
変
え
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
社
会
法
の
及
ぶ
範
囲
は
狭
義
の

労
働
問
題
を
越
え
て
、
子
供
、
女
性
、
家
族
、
教
育
、
健
康
と

い
う
領
域
に
ま

マ ッ クス ・ウェ ー バ ー と 同時 代 のエ ー トス(1)77



で
拡
大
し
て
い
っ
た
。
結
果
的
に
、
ド
ン
ズ

U
の
社
会
的
な
も
の
と

い
う
領
域

は
さ
ま
ざ
ま
な
力
が
相
互
交
渉
す

る
空
間
へ
と
成
長
し
、
そ
の
自
律
性
を
増
大

さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
福
祉
国
家

へ
と
至
る
道
の
り
に
は
幾

つ
も

の
異
な
っ
た
パ
タ
ー
ン

が
あ
り
、
現
に
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
よ

っ
て
特
徴
の
違
い
を
数
多
く
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
と
り
わ
け
、
フ
ラ
ン
ス
が
連
帯
と
い
う
理
念
の
も
と
共
和
政
と
し

て
発
展
し
た
の
に
対
し
て
、
ド
イ

ツ
で
は
長
ら
く
諸
邦
に
分
割
さ
れ
て
い
た
結

果
、
プ
ロ
イ
セ
ン
を
中
心
と
し
た
上
か
ら
の
統

一
が
志
向
さ
れ
た
の
で
、
国
家

と

い
う
枠
組
み
そ
の
も
の
が
非
常

に
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
い
た

、,
、。
だ
が
、

形
成
条
件
に
幾

つ
か
の
違

い
が
あ
る
と
は
い
え
、
統
治
形
態
の
転
換
と
い
う
点

に
焦
点
を
絞
る
恋
ら
ば
、
こ
の
趨
勢

は

一
九
世
紀
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で

共
通
し
て
見
ら
れ
る
も
の
と
言

っ
て

い
い
だ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
は
、

一
八
六
四
年
生
ま
れ
の
マ
ッ
ク
ス

・
ウ

ェ
ー
バ
ー
も
、
ま

さ
に
同
時
代
人
の

一
人
で
あ

っ
た
。
ド
イ
ツ
で
も
、
伝
統
的
な
生
活
習
慣

の
解

体
、
労
働
市
場

.
商
品
市
場
の
拡
大

に
よ
る
国
境
を
越
え
た
人
口
の
流
動
化
な

ど
が
生
じ
た
結
果
、
社
会
秩
序
は
危

機
的
な
状
況
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

な
か
で
も
特
に
階
級
対
立
は
熾
烈

で
、
F

・
A

・
ラ
ン
ゲ
の

『労
働
者
問
題
』

(一Q。
①α
)
が
発
表
さ
れ
て
以
来
、
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
問
わ
ず

労
働
者
問
題
が
国
内
に
お

い
て
焦
眉

の
争
点
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
若
き

ウ
ェ
ー
バ
ー
が
農
業
労
働
調
査
を
行
な

っ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
時
代
で
あ

っ

た
。
.

ま
た
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
調
査
を
行
な

っ
た
の
は
、
主
に
社
会
政
策
学
会
と

い

う
団
体
を
母
胎
に
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
団
体
は
国
家
と
の
関
係
が
深
く
、

ま
さ
に
行
政
権
力
を
通
じ
た
漸
進
的
な
社
会
改
革
を
目
指
し
て
い
た
。
社
会
調

査
に
よ
る
国
内
の
実
態
把
握
を
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
実
践
的
な
社
会
政
策

へ

と
連
結
し
、
強
力
な
提
言
、
場
合
に
よ

っ
て
は
現
実
の
社
会
立
法

へ
と
結
び

つ

け
る
こ
と
、
こ
れ
が
社
会
政
策
学
会
の
主
な
活
動
で
あ
る
。
ウ

ェ
ー
バ
ー
も
終

生
こ
の
学
会
の
会
員
で
あ
り
つ
づ
け
、
.し
ば
し
ば
強

い
影
響
力
を
発
揮
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
な
か
で
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
ば
自
ら
の
調
査
を
進
め
る
こ
と

と
な

っ
た
。
た
だ
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
射
程
は
、
狭
義
の
社
会
問
題
に
限
定
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
そ
の
枠
組
み
を
大
き
く
越
え
る
も
の
だ

っ
た
。

2

東

エ
ル
ベ
地
方
の
農
業
労
働
調
査

.2
-

1

農
業
労
働
制
度
の
発
展
傾
向

マ
ッ
ク
ス

・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
社
会
政
策
学
会
の
委
嘱
を
受
け
て
、
農
業
労
働

者
の
調
査
を
行
な

っ
た
の
は

一
八
九

一
年
か
ら
九
二
年
に
か
け
て
で
あ
る
。
ウ

ェ
ー
バ
ー
は
、
プ
ロ
シ
ア
の
東

エ
ル
ベ
地
方
を
対
象
と
し
て
、
大
部

の
報
告
書

『ド
イ
ツ
の
東

エ
ル
ベ
地
方
に
お
け
る
農
業
労
働
者
の
状
態
』

(一◎。
総
)
を
す
ぐ

さ
ま
書
き
上
げ
た
。
当
時
の
東

エ
ル
ベ
地
方
で
は
、

ユ
ン
カ
ー
層
に
よ
る
大
土

地
所
有
制
に
基
づ

い
た
農
業
経
営
が
広
く
な
さ
れ
て
お
り
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
に
と

っ
て

「自
分
自
身
で
自
分
自
身
を
再
生
産
す
る
、
非
常
に
多
数
の
典
型
的
な
農

業
労
働
者
の
階
層
が
存
在
し
て
い
る
」
[≦
①ぴ
Φ
「ロ
G。⑩
ω
ρ
嵩
b。
押
一
りα
Q。
恥
一]こ
の
地

方
こ
そ
、
「農
業
労
働
音
問
題
」
が
真
に
存
在
す
る
場
所
な
の
で
あ
る
。

農
業
労
働
者
問
題
と
は
、
何
よ
り
も
伝
統
的
な
農
業
労
働
制
度

の
解
体
過
程
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を
意
味
し
て
い
る
。
世
界
市
場
の
圧
力
が
外
的
要
因
と
な
っ
て
、
東

エ
ル
ベ
地

域
の
大
土
地
所
有
経
営
は
国
際
的

な
市
場
経
済
競
争

へ
と
参
入
す
る
こ
と
が
余

儀
な
く
さ
れ
、
も
は
や
狭

い
自
足
的
な
地
方
市
場
に
留
ま
る
こ
と
は
不
可
能
と

な

っ
た
。
そ
の
変
化
に
伴

っ
て
、
農
業
経
営
の
在
り
方
も
、
「適
度
の
家
畜
飼
養

を
と
も
な
う
非
集
約
的
穀
物
栽
培
」
と
い
う
伝
統
的
な
経
営
形
態
か
ら
、
収
利

性
を

可
能

な
限
り
高
め

る

「
集

約

的
農
業
」

に
移

行
せ
ざ

る
を
え

な

い

[ぐく
①σ
Φ
「"一QQ
Φ鼻
矯心
癖
㎝四
一⑩
Φ
癖
℃㎝ω
O
]。

ウ
エ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
農
業
経
営
の
集
約

化
は
以
下
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

第

一
に
、
技
術
的
な
進
歩
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
打
穀
機
械
な
ど
に
よ
る
作
業

工
程
の
機
械
化
、
集
約
的
農
耕
に
適
し
た
新
品
種

(甜
菜
)
の
普
及
、
人
工
肥

料

の
使
用
な
ど
技
術
革
新
は
収
穫

の
効
率
を
上
げ
る
た
め
に
は
不
可
欠
な
要
素

で
あ

っ
た
。

第
二
に
、

い
っ
そ
う
重
要
な
変
化
と
し
て

「冬
季
と
夏
季
と
の
労
働
者
需
要

の
差
」
を
ウ

ェ
ー
バ
ー
は
挙
げ
て

い
る
。
集
約
化

の
レ
ベ
ル
が
高
度
に
な
り
、

短
期
間
の
集
中
的
な
作
業
が
い
っ
そ
う
強
く
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
固

定
し
た
契
約
関
係
に
縛
ら
れ
た
定
住
型
の

「常
雇
労
働
者
」

の
必
要
性
は
減
少

し
て
、
代
わ
り
に
任
意

の
契
約
関
係
を
随
時
必
要
な
と
き
に
結
ぶ
こ
と
の
で
き

る

「季
節
労
働
者
」
の
需
要
が
相
対
的
に
高
ま
る
こ
と
に
な
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー

に
よ
れ
ば
、
こ
の
変
化
に
よ

っ
て
農
作
業
を
担
う
労
働
者
の
類
型
は
、
イ
ン
ス

ト
ロ
イ
テ
ぎ
ω耳
Φ
旨
Φ
(収
穫
穀
物

の
分
け
前
を
報
酬
と
す
る
住
み
込
み
労
働
者
)

か
ら
デ
プ
タ
ン
ト
U
8
畧
碧
冖
(固
定
給
料
と
現
物
給
付
を
織
り
交
ぜ
て
報
酬
と

す
る
住
み
込
み
労
働
者
)

へ
、
さ
ら
に
は

「自
由
な
労
働
者
沖
Φ
δ
〉
ぴ
Φ
一8
に

(報
酬
が
ほ
ぼ
完
全
な
貨
幣
賃
金
で
支
払
わ
れ
る
移
動
労
働
者
)

へ
と
漸
進
的
に

移
行
し
て
い
く
。

ま
た
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
労
働
力
が
流
動
化
す
る
に
つ
れ
て
、
貨
幣
賃
金

の
要
請
が
比
例
し
て
高
ま

っ
て
い
く
と

い
う
事
実
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ

の
貨
幣
賃
金
と
い
う
報
酬
形
態
の
浸
透
を
、
農
業
制
度
の
変
化
に
伴
う
第
三
の

特
徴
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「貨
幣
賃
金
こ
そ
は
純
営
業
的
基
礎
に
基

づ
く
全
経
済
制
度
の
永
久
不
可
欠
の
相
関
物
で
あ

っ
て
、
と
く
に
そ
の
作
業
成

績
に
応
じ
た
貨
幣
出
来
高
制
度
の
形
態
で
、
農
業
経
営
に
も
押
し

つ
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
」
[筐
9
"蒔
ω
G。H
心
Oω
冒

要
す
る
に
、
集
約
的
農
業
と
は
、
「古

い
労
働

関
係
が
資
本
主
義
的
に
再
編
成
さ
れ
て
、
純
粋
な
賃
労
働
契
約
に
な

っ
て
い
く
」

[≦
Φσ
Φ巨
一Q。り○。
pし
お
H
一⑩
αQ。
勧
b。
]過
程
を
体
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

た
だ
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
が
引
き
出
し
た
帰
結
は
単
に
そ
れ
だ
け
に
留
ま
る
も
の

で
は
な
か

っ
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
の
射
程
は

「東
部
地
方
に
お
け
る
農
業
労

働
制
度
の
特
定
の
発
展
傾
向
」
を
杷
握
し
、
さ
ら
に
、
こ
の

「発
展
傾
向
」
を

「農
業
労
働
制
度

の
将
来
に
関
す
る
高
度
に
政
治
的
な
問
題
」
と
関
連
づ
け
る
こ

と
に
ま
で
向
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
[=り一住
こ
一
①
①
時
○◎
]。
ウ

ェ
ー
バ
ー
に
と

っ
て
、
農
業
労
働
制
度
と
は
狭
義

の
経
済
関
係
、
つ
ま
り
労
働
者
扶
養

の
問
題

を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
政
治
的
な
支
配
関
係
も
含
む
包
括
的
な
社
会
組
織

を
表
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
伝
統
的
な
農
場
主
"
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
関
係
は
契

約
に
基
づ

い
た
経
済
関
係
に
は
違
い
な

い
が
、
そ
れ
以
上
に
特
徴
的
な
点
は
、

両
者
が
地
位

の
違

い
に
関
係
な
く
同

一
の

「利
益
共
同
体
」
を
形
成
し
て
い
た

こ
と
に
あ
る
。
そ
の
う
え
、
「物
質
的
利
害
の
固
い
絆
は
、
主
人
と
労
働
者
の
あ

い
だ
に
家
父
長
関
係
、
」
つ
ま
り
主
人
が
労
働
者
を
人
格
的
に
従
属
さ
せ
る
と

い

う
政
治
的
な
支
配
関
係
を
伴

っ
て
い
た
。
こ
の
強
固
な
絆
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

マ ッ クス ・ウェ ーバ ー と同時 代 の エ ー トス(1)79



東

エ
ル
ベ
地
方

の
伝
統
的
な
大
農
場
は

「単
な
る
経
済
単
位
」
で
は
な
く
て
、

「
地
方

的

な

政
治

的
支

配

の
中

心

地
」

を
形

作

っ
て

い
た

の
で
あ

る

[≦
9
Φ
「"一Q。
O♪
島
0
11
一8
野
ω
Φ
O
]。

と
こ
ろ
が
、
資
本
主
義
が
着
実

に
浸
透
す
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
共
同
体
の
政

治
的
意
味
も
徐
々
に
解
体
し
て
い
く
。

一
方
で
、
政
治
的
支
配
者
で
あ
る
と
同

時
に
大
地
主
で
も
あ

っ
た

「土
地
貴
族
」
は
、
利
潤
原
則
に
支
配
さ
れ
た
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
的

「農
業
企
業
家
階
級
」

へ
と
変
貌
し
ロ
玄
α
輩
ω
N
11
心
O
N]、
政
治
的

・

社
会
的
地
位
の
著
し
い
下
降
を
招
き
よ
せ
る
。
ま
た
、
他
方
で
貨
幣
賃
金
に
全

面
依
存
し
た

「農
業
労
働
者
は
基

本
的
生
活
条
件
が
画

一
化
し
た
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
型
階
級
の
特
徴

へ
と
近
づ

い
て

い
く
」
[凶互
住
こ
心
置
π
凸
凸
。
も
は
や
、
社
会

組
織
の
わ
ず
か
な
政
治
的
紐
帯
も
壊
滅
し
、
残
る
の
は
資
本
主
義
的
労
働
形
態

が
引
き
起
こ
し
た
企
業
家
と
労
働
者
の
激
し
い
階
級
対
立
だ
け
で
あ

っ
た
。
さ

ら
に
、
安
価
な
労
働
力
が
武
器
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
移
民
が
数
多
く
国
内
に
流
入
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
混
乱
に
ま
す
ま
す
拍
車
が
か
か
る
だ
ろ
う
。

2
1

2

主
観
的
な
モ
メ
ン
ト

七
か
し
な
が
ら
、
こ
の
資
本
主
義
化
の
歩
み
か
ら
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
摘
出
し
た

も
の
は
、
単
に
農
業
労
働
の
技
術
的
、
社
会
制
度
的
な
変
化
だ
け
で
は
な
い
。

こ
の
変
化
を
補
完
す
る
も
の
と
し

て
、
い
や
、
む
し
ろ
積
極
的
に
推
進
す
る
原

因
の

一
つ
と
し
て
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
が
と
り
わ
け
強
く
指
摘
し
た
も

の
が
農
業
労

働
者
の

マ
王
観
的
な
モ
メ
ン
ト
ω
⊆9
Φ簿
一く
①
ζ
Oヨ
Φ
彗
」
[≦
Φσ
Φ
民
一c。Φ
N
ρ
①甲

①
凸
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

ウ

ェ
ー
バ
ー
が
着
目
し
た
の
は
、
な
ぜ
最
も
裕
福
な
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
層
が

工
業
労
働
者
に
、
あ
る

い
は
耕
す
べ
き
土
地
も
な
く
、
完
全
な
貨
幣
賃
金
に
依

存
す
る
農
業
労
働
者
に
な
ろ
う
と
欲
す
る
の
か
、
と
い
う
謎
だ

っ
た
。
経
済
的

観
点
か
ら
言
え
ば
、
逆
に
往
々
に
し
て
生
活
条
件

の
悪
化
を
引
き
起
こ
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
労
働
者
た
ち
は
あ
え
て
貨
幣
賃
金
を
望
む
の
か
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
農
業
労
働
者

の
労
働
意
識
の
変
化
、
つ
ま
り
自
由

へ

の
強

い
志
向
こ
そ
が
変
化
の
起
動
力
を
担

っ
て
い
る
。
義
務
と
し
て
の
労
働
と

い
う
隷
属
的
な
労
働
形
態
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
労
働
者
に
思
わ
せ
る
も
の
は
、

「
人
格

的

自

由

へ
の
や

み
く

も

な

衝
動

◎
Φ
「
α
篝

巨
Φ
∪
蕁
⇒
oq
冨

9

ロ
奠
ωα
巳
帥9
興

宰
Φ
ぎ
Φ
詳
」
[≦
Φげ
Φ『口
Q。
O倉
餐
◎。
11
一〇
〇蒔
"
芻
Q。
]で
あ
る
。
こ
の

意
味
で
、
「自
由
な
労
働
者
」
と
は
従
属
的
な
労
働
形
態
か
ら
自
由
で
あ
り
、
な

お
か
つ
自
ら
の
職
業
選
択
に
お
い
て
も
自
由
だ
と
言

尺
る
。
「農
業
労
働
者
の
都

市

へ
の
移
住
や
農
業
労
働
制
度
の
編
成
替
え
を
ひ
き
お
こ
す
も
の
は
、
き
わ
め

て
強
力
な
支
配
力
を
も

つ
心
理
的
諸
要
因
な
の
で
あ
る
」
[を
Φ
び
Φ
民

一◎。
O。。
F

一譯
11
一㊤
G阿
◎。
b
G囗]。

た
だ
、
農
業
労
働
者
た
ち
の
主
観
的
な
モ
メ
ン
ト
は
、
当
時
必
ず
し
も
自
明

の
事
実
だ

っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
発
展
傾
向
と
し
て
農
業
労
働
制
度

を
動
態
的
に
捉
え
る
た
め
に
も
、
・こ
の
要
因
の
重
要
性
は
ウ

ェ
ー
バ
ー
に
よ

っ

て
意
識
的
に
選
択
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
、
二
度

(一
Q。
㊤
一、

一。。
爲
)
に
わ
た

っ
て
農
業
労
働
調
査
を
行
な

っ
た
理
由
も
こ
こ
に
み
る
。

、

杜
会
政
策
学
会
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
た
先
の
調
査
で
は
、
農
業
関
係
者
の
経

済
的

・
物
質
的
な
状
況
が
主
な
関
心
事
で
、
労
働
者
の
心
理
的
要
因
に
対
す
る

配
慮
は
手
薄
と
な

っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
早
く
か
ら
調
査
法
そ

の
も
の
の
問
題
点
、「
つ
ま
り
送
付
さ
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
者
が
農
場
主
11

80



雇
用
者
に
限
ら
れ
て
お
り
、
回
答
内
容
に
雇
用
者
の
利
害
と

い
う
階
層
的
な
偏

向
が
多
分
に
か
か

っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

内
容
と
形
式
に
わ
た
る
調
査
の
不
備
を
補
う
た
め
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
は
神
学
者

パ
ウ
ル

・
ゲ
ー
レ
と
と
も
に
、

一
入
九
二
年
か
ら
福
音
社
会
会
議
の
も
と
で
農

業
労
働
調
査
を
再
び
実
施
し
た
。

「ま
さ
に
労
働
者
の
主
観
的
な
見
方
が
重
要
な

の
だ
」
[ぐ刈Φび
Φ同
"
一QQ
りN
び
鴇
刈◎o]と
言
う
よ
う
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
調
査
で
主

観
的
な
モ
メ
ン
ト
を
は

っ
き
り
裏
付
け
よ
う
と
欲
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

教
区
の
牧
師
が
直
接
労
働
者
に
面
接
し
て
、
彼
ら
の
返
答
を
そ
の
ま
ま
質
問
票

に
書
き
込
む
と

い
う
方
法
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
確
か
に
、
調
査
の

バ
イ
ア
ス
が
完
全
に
払
拭
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
教
育
事
情
な
ど
の
理
由

で
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
自
ら
が
ア
ン
ケ
ー
ト
に
回
答
す
る
こ
と
が
困
難
な
当
時

で
は
次
善
の
策
だ

っ
た
と
言
え
る
。
結
果
的
に
、
福
音
社
会
会
議

の
調
査
に
よ

っ
て
、
新
発
見
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
た
だ
、
主
観
的
な
モ
メ

ン
ト
に
対
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
強

い
執
着
だ
け
は
、
疑
問
の
余
地
が
な

い
事
実

で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
を
確
認
し
た
・?
え
で
は
じ
め
て
、
農
業
労
働
者
問
題
に
対
し
て
ウ
ェ

ー
バ

、i
が
提
示
し
た
社
会
政
策
案
を
十
全
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼

の
提
案
の

一
つ
は
、
「
ド
イ

ツ
の
東
部
地
方
か
ら
ロ
シ
ア
系
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働

者
を
無
条
件

に
閉
め
出
す
」
こ
と

に
よ

っ
て
、
東
部
地
域
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
化
を

防
ぎ
、
ド
イ
ツ
固
有
の

「文
化
水
準
」
が
低
下
す
る
の
を
阻
止
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
[妻
Φぴ
Φ
「"
一Q。
㊤○。ρ

一
◎。卜。目
一〇
㎝
Q。

噂
ω
O
]。
も
う

一
つ
は
、
「内
地
植
民
」
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
散
逸
す
る
農
業
労
働
者
を
土
地
に
定
住
さ
せ
、
彼
ら
が
独
立

自

営

し

た

農

民

層

へ
と

上

昇

す

る
機

会

を

促

進
す

る

こ
と

で
あ

る

口
玄
住
●レ
。。
。。闘
濠
田

だ
が
、
こ
れ
ら
の
施
策
は
経
済
政
策
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る

べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
農
業
労
働
制
度
を
東
部

エ
ル
ベ
地

域
の
社
会
組
織
と
見
な
し
て
、
そ
の
政
治
的
意
義
を
も
視
野
に
収
め
て
い
る
と

す
れ
ば
、
社
会
政
策
も
経
済
領
域
を
越
え
た
次
元
に
ま
で
拡
大
し
て
解
釈
さ
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
自
由
を
望
む
主
観
的
な
起
動
力
を
媒
介
と
す

る
こ
と
で
、
二
つ
の
政
策
は
、
政
治
的
な
意
味
を
担
う
真
の
社
会
政
策

へ
と
至

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
別
の
箇
所
で
、
こ
の
政
策
が

「国
民
的
な
モ
メ
ン
ト

p
p
冖δ
コ
巴
Φ
ζ
o
ヨ
①
葺
」
に
深
く
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い

る
。
も
し
国
民
と

い
う
観
点
が
欠
け
る
な
ら
ば
、
社
会
政
策
は

一
貫
し
た
基
準

を
も
ち
え
ず
、
誤

っ
た
結
果
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
こ
れ
こ
そ

が
第

一
に
実
践
的
な
も
の
」
だ
か
ら
で
あ
る
ロ
互
9
仁
Q。
0
11
9。9。
]。

3

国
民
国
家
と
そ
の
担

い
手

3
1
1

国
民
国
家
と

い
う
枠
組

み

社
会
政
策

の
目
的
は
、
労
働
制
度
に
関
す
る
技
術
的
問
題
や
生
活
条
件
に
対

す
る
種

々
の
社
会
保
障
な
ど
経
済
事
象
の
改
革
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多

い
が
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
が
究
極
的
な
価
値
基
準
と
し
て
設
定
し
た
の
は
ド
イ
ツ
国

民
国
家
そ

の
も

の
で
あ

っ
た
。

ウ

ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば

、

「
国
家
理
性

ω
β
簿
ω蠢
一ω
o⇒
」
[一σ
凶匹
.℃一〇〇
〇
H
ωω
]こ
そ
が
社
会
政
策
問
題
に
お
い
て
つ
ね
に
唯
.

一
の
規
範
的
な
基
準
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
七
世
紀
以
降
、
ド
イ
ツ
の
国

家
行
政
に
関
す
る
知
識
体
系
は

一
般
に
官
房
学
困
曽
3
興
巴
鼠

。。ωΦ
湯
9
鋤
冲
と
し
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て
発
達
し
て
き
た
が
、
こ
の
伝
統
か
ら
派
生
し
た
理
念
が

「国
家
理
性
」
で
あ

る
。
「国
家
理
性
」
と
は
、
神
や
自
然
の
掟
に
基
づ
い
瓷
か
つ
て
の
支
配
理
念
か

ら
離
れ
て
、
国
家
と

い
う
世
俗
的
な
政
治
組
織
そ
の
も
の
の
強
化
と
発
展
を
目

的
と
し
た
特
有
の
理
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

」
八
九
五
年
に
行

つ
た
教
授
就
任
講
演

『国
民
国
家
と
経
済
政
策
』
の
な
か

で
昌
ウ
ェ
ー
バ
ー
は

「国
家
理
性
」
と

い
う
理
念
を
以
下
の
よ
う
に
敷
衍
し
て

い
る
。
「ド
イ
ツ
の
経
済
政
策
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、
…
…
そ
の
個
々
の
場
合

に
最
終
的
か

つ
決
定
的
な
判
決
を

下
す
べ
き
な

の
は
、
わ
が
国
民
の
、
ま
た
そ

の
国
民
を
担
う
ド
イ
ツ
国
民
国
家

の
、
経
済
的

・
政
治
的
な
権
力
利
害
で
あ
る
」

[≦
Φσ
Φ巨
一
。。㊤
9
㎝
①
一11
一り
。。
N
紹
冒

し
た
が
っ
て
、
「経
済
政
策
に
関
す
る
科
学
」

は
政
治
の
侍
女
で
あ

っ
て
、
「国
民

の
権
力
利
害
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
こ
そ
行

使
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
農
業
労
働
者
周
題
で
提
示
し
た
社
会

政
策
案
ー
1
東
部
国
境
の
閉
鎖
と

「内
地
植
民
」
ー

も
、
ま
さ
に
ド
イ
ツ
の

「文
化
水
準
」
を
維
持
し
、
そ
の

「権
力
利
害
」
を
強
化
す
る
こ
と
を
究
極
の
目

標
と
し
た
も

の
だ

っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
要
求
に
従
う
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
国
民
国

家
は

「世
界
権
力
的
な
地
位
」
に
準
じ
て
絶
え
ず
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
地
位
を
確
保
す
る
た
め
に
は
政
治
的
鍛
練
を
十
分
受
け
た

「国
民
の
権
力

利
害
の
担

い
手
」
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
。
つ
ま
り
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る

「政
治
的
な
価
値
基
準
」
は
、
そ
う
し
た
担
い
手
の

「政
治
的
成
熟
の
度
合

い
」

を
測
る
こ
と
に
至
る
の
で
あ
る
。

「被
支
配
者
の
経
済
状
態

い
か

ん
が
社
会
政
策
問
題
の
究
極
に
あ
る
問
い
で

は
な

い
。
支
配
し
上
昇
す
る
階
級

の
政
治
的
資
格

い
か
ん
が
そ
れ
で
あ
る
」

[ま
一山
●h
鳶
11
①
昌
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
初
期
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
基
本
的
な
視
角

は

「国
民
国
家
と
そ
の
担

い
手
」
.と
い
う
図
式
に
結
実
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

階
級
と

い
う
経
済
的
集
団
を
通
過
し
な
が
ら
、
成
熟
し
た
政
治
的
諸
力
が
国
民

国
家
と
適
合
的
に

一
致
し
て
社
会
的
な
統
合
力
を
発
揮
す
る
こ
と
、

」こ
の
調
和

的
ビ
ジ
ョ
ン
こ
そ
ウ

ェ
ー
バ
ー
が
望
ん
だ
も
の
だ

っ
た
。
社
会
政
策
そ
の
も
の

が
力
を
持

つ
の
で
は
な
く
、
現
実
の
諸
力
が
そ
れ
を
取
り
巻
く
諸
条
件
に
上
手

く
適
合
し
た
場
合
に
の
み
社
会
政
策
は
有
効
た
り
え
る
。
「社
会
と
い
う
肉
体
の

血
脈
に
噺
鮮
な
血
を
流
そ
う
と
努
め
る
こ
と
が
、
唯

一
の
現
実
的
な
社
会
政
策

だ
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
肉
体
が
こ
の
新
し

い
体
液
に
よ

っ
て
経
済
を
営
み
、
そ
れ
で
強
健
に
な
る
か
ど
う
か
は
肉
体
自
身
に
任
せ
て
お

け
ば
よ
い
」

の
で
あ
る
[≦
傷び
興
μ
Q。Φ
ω
pH
一り
㎝。。
b
◎。
]。

ウ

ェ
ー
バ
ー
が
価
値
基
準
を
厳
密
に
定
式
化
し
た
背
景
に
は
、
激
化
す
る
イ

デ
オ
ロ
ギ
i
闘
争
と

い
う
昏
迷
し
た
現
状
が
あ

っ
た
。
当
時
の
議
論
を

一
瞥
す

れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
農
業
労
働
者
問
題
も
決
し
て
評
価
が
固
ま

っ
た
問
題
で

は
な
い
。
台
頭
す
る
社
会
民
主
主
義
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
保
守
主
義
な
ど
宀
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
影
響
力
は
調
査
の
解
釈
そ
の
も

の
を
左
右
す
る
ほ
ど
強
く
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
2
.。
杜
会
政
策
の
在
り
方
を
有
効
に
議
論
す
る
た
め
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
社
会
認
識
と
社
会
政
策
を
結
ぶ

一
貫
し
た
価
値
基
準
を
意

識
的
に
選
択
し
、
か
つ
他
人
に
対
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
た
ウ

ェ
ー
バ
ー
は
、
自
ら
の
応
答
と
し
て

「国
家
理
性
」
を
選
択
し
た
。
後
に
学
問

論
と
し
て
開
花
す
る
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
ま
さ
に
実
践
の
な
か
で
培
わ
れ
た
も

の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身

「国
家
と
国
民
の
利
害
は
個

々
の
社
会
階
層
の
利

害
と
異
な
る
」
ロ
σ
一α
●レ
。。O
山
。。
宀11
。。凸
と
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、.権
力
利
害
の
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担

い
手
を

一
つ
の
階
層
に
委
任
す

る
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
ウ
ェ
ー
バ
ー
が

想
定
し
て
い
る
の
は
、、
利
害
の
観
点
か
ら
は

一
致
す
る
こ
と
な
く
対
立
し
合
う

諸
階
層
の
競
合
状
態
だ
と
言
え
る
。
農
業
労
働
調
査
の
分
析
結
果
に
お
い
て
も
、

彼
は
決
し
て
ユ
ン
カ
ー
層
の
廃
絶
を
望
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
ゆ
今
日
で
も

地
方
政
治
の
重
要
な
担

い
手
と
し
て
、
ま
た
ま
す
ま
す
強
力
と
な
っ
て
い
く
都

市
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
層
の
権
力
偏
重
に
対
抗
す
る
対
重
と
し
て
、
ユ
ン
カ
」
層
の
意

義
を
積
極
的
に
考
え
て
い
る
。

ヘ
ニ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
民
と
は

コ

箇

の
場
」
[に
Φp
蝕
ω"
お
。。
刈
脾
一Φ
Φ
㌍

Φ
㎝]で
あ
り
、
言
う
な
れ
ば
諸
階
層
が
そ
れ

ぞ
れ
の
力
を
引
き
伸
ば
す
現
実
の
ア
リ
ー
ナ
な
の
で
あ
る
心

3
-

2

新
し

い
エ
ー
ト
ス

で
は
、
い
か
な
る
階
層
が
ド
イ

ツ
国
民
国
家
を
担
う
資
格
に
も

っ
と
も
ふ
さ

わ
し

い
の
か
。
・
ウ

ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
い
ま
や
営
利
行
動
に
溺
れ
た
ユ
ン
カ

ー
層
も
、
ま
た
強
権
的
な
ビ

ス
マ
ル
ク
体
制
が
負

の
遺
産
と
な

っ
て

「政
治
的

な
俗
物
根
性
」
に
浸
り
き

っ
た
市

民
階
級
も
、
と
も
に
政
治
的
な
資
格
を
失

っ

て
い
る
。
ま
た
近
代
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
も
、
確
か
に
階
級
闘
争
を
通
じ
て
自

己
利
益
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
姿

に
は
何
ら
か
の
成
熟
ぶ
り
を
認
め
る
こ
と
が
.

で
き
る
が
、
政
治
的
に
見
れ
ば
、
彼
ら
の
指
導
者
と
し
て
の
資
質
も
ま
だ
ま
だ

未
成
熟
で
将
来
は
決
し
て
明
る
く
な

い
[≦
9
Φ且

一。。
㊤9

α
①
①-零
一
鯉
一Φ
。。
N
α
?

①
巳
。
た
だ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
者
階
級
に
は
他
の
階
級
に
は
見
出

せ
な

い
政
治
的
潜
在
力
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
暗
示
す

る
の
で
あ
る
。

先
の
農
業
労
働
調
査
に
お
い
て
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
は
農
業
制
度
の
編
成
替
え
の

理
由
を
社
会
制
度
上
の
要
因
だ
け
で
は
な
く
、
主
観
的
な
モ
メ
ン
ト
、

つ
ま
り

「自
由
の
魔
力
」
冨

算
b
紹
11
濠
]と

い
う
部
分
に
ま
で
立
ち
入

っ
て
考
察
し
た
。

た
だ
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
評
価
し
た
の
は
、
狭
い
個
人
的
な
性
向
で
は
な
く
、
上

昇
七
つ
つ
あ
る
階
級
か
ら
生
じ
る
集
団
的
な
諸
力
、
つ
ま
り
社
会
秩
序
を
新
た

に
築
き
う
る
倫
理
的
な
潜
勢
力
の
可
能
性
で
あ
る

3.。
そ
れ
が
、
同
時
代

の
エ

ー
ト
ス
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ウ

ェ
コ
バ
ー
の
評
価
は
晩
年
に
至

っ
て
も
変
わ
る

こ
と
な
く
、

い
っ
そ
う
明
確
に
定
式
化
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
「大
衆
の
精
神

を
名
誉
と
同
志
愛
国
ξ
Φ
⊆
昌
α
函
o
ヨ
Φ
蕁
島
ω0
7
9。
坤
の
う
え
に
う
ち
立
て
よ
う
ど

す
る
国
が
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
労
働
者
の
経
済
闘
争
と

い
う
日
常
に
お

い
て
も
、
名
誉
と
同
志
愛
の
感
情
こ
そ
が
大
衆
を
教
育
す
る
に
あ
た

っ
て
唯

一

の
決
定
的
な
倫
理
的
諸
力
の
も
と
に
な
る
こ
と
、
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
諸
力
を
自

由
に
発
揮
さ
せ
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
ほ
か
で
も
な
い
こ
の
こ

と
こ
そ
、
純
粋
に
政
治
的
な
見
方
を
す
れ
ば
、
な
お
長
期
に
わ
た

っ
て
存
続
せ

ざ
る
を
え
な

い
資
本
主
義
時
代
の

「社
会
民
主
主
義
」
な
る
も
の
の
意
味
な
の

で
あ
る
」
[≦
①σ
Φ民
一〇
一〇。
"ω
8
"
一㊤○。卜。
'ω
鼻
Q。冒

確
か
に
、
労
働
者
た
ち
が

「名
誉
と
同
志
愛
」
と
い
う

エ
ー
ト
ス
を
体
現
し

た
と
し
て
も
、
世
界
を
相
手
に
し
た
国
民
国
家
の
政
治
的
指
導
を
行
な
う
に
は
、

や
は
り
多
く
の
障
壁
が
残
る
だ
ろ
う
。
ま
し
て
や
、
近
代
の
政
治
シ
ス
テ
ム
が

も
は
や
過
剰
な
ま
で
に
制
度
化
、
、官
僚
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
労
働
者

に
よ
る
実
際
の
政
権
運
営
は
不
可
能
に
近
い
と
言
え
る
。
だ
が
、
人
々
を
政
治

の
自
覚

へ
と
誘
導
し
、
そ
の
結
果
、
生
み
出
さ
れ
る
実
践
的
な
起
動
力
を
認
め

た
う
え
で
、
あ
え
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
に
至
っ
た
。
「も
し
も

実
際
に

「労
働
貴
族
」
が
生
ま
れ
、
こ
の
も
の
が
今
日
の
労
働
運
動
に
は
な
い
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政
治
的
感
覚
を
身
に
つ
け
る
よ
う
に
な
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
と
き
こ
そ
、
今

で
も
ま
だ
市
民
の
腕
に
は
重
す
ぎ
る
か
と
思
わ
れ
る
槍
は
、
彼
ら
の
幅
広

い
肩

に
か
つ
が
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
[≦
Φげ
Φ民
員
◎。0
9
零
b。
11
一〇
。。b。b
昌
,4、。

ウ

ェ
ー
バ
ー
が

・「労
働
貴
族
」
と
言
う
背
景
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
事
例
、
と

り
わ
け
経
済
的
な
利
害
闘
争
か
ら
端
を
発
し
て
、
ま
と
ま

っ
た
政
治
活
動

へ
と

発
展
し
た
経
緯
を
持

つ
労
働
組
合

が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『プ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
の
な
か
で
宗
教
的
な
世
俗
内

禁
欲
の
エ
」
ト
ス
が
有
す
る
意
義
が
重
要
視
さ
れ
た
の
も
、
そ
の
実
践
的
な
起

動
力

へ
の
憧
憬
と
い
う
点
で
、
ド
イ

ツ
の
現
状
分
析
と
二
重
写
し
に
感
じ
ら
れ

る
。
ま
す
ま
す
進
展
す
る
資
本
主
義
経
済
の
な
か
で
、
宗
教
が
も
た
ら
し
た
か

つ
て
の
倫
理
的
な
意
味
づ
け
が
消
え
去
り
、
「鉄
の
檻
」
と

い
う
制
度
的
な
抜
け

殻
だ
け
が
残

っ
た
い
ま
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
の
実
践
的
な
返
答
の

一
つ
が

「名
誉
と

同
志
愛
」
と

い
う
同
時
代
の
エ
ー
ト
ス
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ

り
に

「自
由
の
魔
力
」
か
ら

「名
誉
と
同
志
愛
」
に
至
る
ま
で
、
同
時
代
の
実
践

的
な
起
動
力
、

つ
ま
り
エ
ー
ト
ス
と
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
記
述
し
た
も
の
は
、

か
つ
て
の
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
的
な
市
民
社
会
が
前
提
と
し
て
い
た
政
治
的
権
利
と
は

ま

っ
た
く
異
な

っ
た
地
平
に
立

っ
て
い
る
。
伝
統
的
な
権
利
が
法
体
系
と
い
う

前
提
の
も
と
に

一
種
の
特
権
と
し
て
成
り
立

っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ウ
ェ
ー

バ
ー
が
着
目
し
た
主
観
的
な
モ
メ
ン
ト
は
法
概
念
で
は
捉
え
き
れ
な
い
諸
要
素

・か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
農
業
労
働
者
た
ち
が
求
め
た
自
由
は
、
日
々
の
生
活

の
糧
と
い
う
経
済
事
情
に
基
づ
い
た
合
理
的
判
断
を
越
え
て
、
む
し
ろ

「衝
動
」

と
し
て
捉
え
ら
れ
、
逆
説
的
に
、
こ
の
点
こ
そ
が
新
た
な
政
治
運
動
を
形
づ
く

っ
て
い
く
源
泉
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ド
ン
ズ

ロ
が
述
べ
た
よ
う
に
、
近

代
社
会
の
構
成
原
理
が
伝
統
的
な
権
利
概
念
の
無
効
化
か
ら
生
じ
た
と
す
れ
ば
、

い
っ
た
い
政
治
は
い
か
な
る
原
理
の
も
と
で
成
り
立

つ
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
か
け
に
対
す
る
回
答
の

一
つ
が
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
の
エ
ー
ト
ス
と
い

う
視
点
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。

エ
ー
ト
ス
の
核
心
の

一
つ
は
、
人
間
を

「人
間

本
性
」
と
い
う
形
而
上
学
的
な

「
元
的
解
釈

コ
ー
ド
か
ら
脱
却
さ
せ
て
、
宗
教
、

文
化
、
民
族
、
階
層
な
ど
開
か
れ
た
観
点
か
ら
の
解
釈
を
可
能
に
し
た
点
に
あ

る
。
こ
の
点
、
人
間
を
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
な
属
性

へ
と
結
び

つ
け
て
理
解
す

・る
エ
ー
ト
ス
は
、
社
会
調
査
と
き
わ
め
て
親
和
性
が
高
い
と
言
え
る
。
な
ぜ
な

ら
、
ま
さ
に
社
会
調
査
の
目
的
は
、
諸
科
学
を
使

っ
て
複
雑
化
す
る
社
会
領
域

の
中
で
生
じ
て
い
る
諸
力
の
多
層
的
な
影
響
関
係
を
調
べ
る
こ
と
に
あ

っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
エ
ー
ト
ス
と

い
う
視
点
は
、

一
方
で
権
利
を
も

っ
た

自
由
な
主
体
と
い
う
法
的
な
資
格
づ
け
を
留
保
し
つ
つ
、
他
方
で

「名
誉
や
同

志
愛
」
な
ど
情
動
の
領
域
に
ま
で
及
ぶ
新
た
な
行
為
基
準
の
あ
り
方
を
前
面
に

押
し
出
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
領
域
で
進
行
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
解

釈
行
為
そ
の
も
の
が
、
同
時
代
の
人
間
像
を
た
え
ず
更
新
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

か
つ
て
の
伝
統
社
会
で
は
、
個
人
の
エ
ー
ト
ス
は
宗
教
や
権
威
に
よ

っ
て
倫

理
的
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
が
、
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
無
自
覚
な

ま
ま
に
受
容
さ
れ
て
き
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
だ
が
、

ヘ
ニ
ス
が
言
う
よ
う
に
、

近
代
的
経
済
秩
序
が

「
社
会
関
係

の
倫
理
的
解
釈
不
可
能
性
」
[出
Φ
p
巳
ω
"

一
㊤。。刈
11
一〇⑩
仁

O
⑩]を
も
た
ら
し
た
結
果
、
こ
の
倫
理
的
な
実
践
的
起
動
力
が
さ
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ま
ざ
ま
な
解
釈
行
為
そ
の
も
の
に
委
ね
ら
れ
る
余
地
が
生
じ
た
。

一
方
で
、
医

学
、
生
理
学
な
ど
に
基
づ

い
た
自
然
科
学
的
な
解
釈
が
、
他
方
で
、
人
間
の
心

理
的
要
因
を
含
む
社
会
科
学
的
な
解
釈
が
共
存
し
つ
つ
推
し
進
む
な
か
.、.、
ウ

ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
あ
り
方
を
積
極
的
に
、
あ
る
い
は
不
可
避
的

な
も

の
と
し
て
選
択
的
に
取
り
入
れ
、
新
た
な
政
治
原
理
を
創
出
す
る
た
め
の

足
掛
り
と
し
た
の
で
あ
る
。

後
年
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
は
、
『社
会
学

・
経
済
学
に
お
け
る

「価
値
自
由
」
の
意

味
』
(一り
一刈
)の
な
か
で
以
下
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
「
い
か
な
る
種
類
の
も
の

で
あ
れ
、
社
会
関
係
な
る
も
の
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
…
…
そ
こ

で
は
ど
の
よ
う
な
人
間
類
型
が
支
配
的
類
型
と
な
る
最
適
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え

ら
れ
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
吟
味
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
な
け
れ
ば
経
験

的
研
究
は
万
全
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
意
識
的
に
主
観
的
な
評
価
で

あ
れ
、
客
観
的
妥
当
を
要
求
す
る
評
価
で
あ
れ
、
と
も
か
く
何
ら
か
の
評
価
に

必
要
な
事
実
的
基
盤
と
い
う
も
の
も
総
じ
て
存
在
し
え
な
い
か
ら
だ
」
[≦
Φσ
①
門"

一㊤
一メ

α
嵩
目
一〇◎。卜。
]。
確
か
に
、
い
か
な
る

「人
間
類
型
」
を
望
む
べ
き
か
之
い

う
価
値
判
断
こ
そ
が
、
こ
の
文
章

の
中
心
的
な
問
題
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
」

が
、
同
時
に
チ
ャ
ン
ス
を
曖
昧
な
も
の
に
し
な
い
た
め
に
は
、
経
験
的
な
研
究

と
い
う

「事
実
的
基
盤
」
が
不
可
欠
と
な
る
の
も
、
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
新
た
な
政
治
原

理
の
推
進
力
と
な
る
同
時
代
の
エ
ー
ト
ス
は
、

社
会
調
査
と

い
う

「事
実
的
基
盤
」
の
利
点
を
有
効
に
活
用
し
て
は
じ
め
て
成

立
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
だ
が
、
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
の
は
、
こ
の
社
会
調

査
が
利
点
だ
け
を
も
た
ら
し
た
わ

け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
わ
ば
、

ウ

ェ
ー
バ
ー
の
同
時
代
の
エ
ー
ト
ス
と
は
、
社
会
調
査
が
は
ら
む
光
と
影
の
危

う
い
均
衡
の
・?
え
で
成
り
立

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

若
き
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
社
会
調
査
を
通
じ
て
、
エ
ー
ト
ス
に
導
か
れ
た
社
会

的
諸
力
と
国
民
国
家
の

一
致
と
い
う
基
本
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
作
り
上
げ
、

国
内
統

一
を
目
的
と
し
た
政
治
体
制
を
構
想
し
た
。
つ
ま
り
、
増
大
し
つ
つ
あ

る
社
会
的
諸
力
を
国
民
国
家
と
い
う
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
結
び
つ
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
諸
力
を
安
定
し
た
道

へ
と
方
向
づ
け
た
の

で
あ
る
。
た
だ
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と

っ
て
、
こ
れ
は
国
家
権
力
の

一
方
的
な
肥

大
化
、
あ
る
い
は
国
家
主
義
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
国
家
と
社
会
領
域
の

補
完
関
係
を
意
味
し
て
い
る
。
国
民
国
家
と
は

一
つ
の
参
照
軸
な
の
で
あ

っ
て
、

「
「自
助
」
に
代
え
て

「国
家
救
助
」
を
、
経
済
的
諸
力

の
自
由
な
活
動
に
代
え

て
経
済
生
活
の
国
家
的
規
制
を
」
.と

い
う
わ
け
で
は
な

い
[≦
①び
Φ
汎

一。。
0
9

0①
O
陛
お
。。N

凹
-紹
]。
そ
の
点
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
構
想
し
た
政
治
体
制
は
い
わ

ゆ
る
福
祉
国
家
の
枠
組
み
に
収
ま
る
も

の
で
あ
る
。
た
だ
、
社
会

の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
を
社
会
的
諸
力
が
担
う
同
時
代

の
エ
ー
ト
ス
に
依
拠
さ
せ
て
い
た
点
が
、

彼
の
視
角
に
福
祉
国
家
と
い
う
原
理
そ
の
も

の
を
内
側
か
ら
組
み
か
え
る
余
地

を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。

だ
が
、
そ
の
同
じ
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
子
ヴ
が
、
結
果
的
に
社
会
的
な
排
除
を
追

認
す
る
形
と
な

っ
た
。
確
か
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
同
時
代
の
エ
ー
ト
ス
を
摘
出

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
社
会
的
な
諸
力
の
上
昇
過
程
を
評
価
す
る
こ
と
に
至

っ

た
け
れ
ど
も
、
そ
の
過
程
に
並
行
し
た
諸
力
の
下
降
を
も
同
時
に
認
め
ざ
る
を

え
な
い
。
先
の
農
業
労
働
者
問
題
に
対
す
る
社
会
政
策
案
と
し
て
国
家
と

い
う

枠
組
み
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
国
民
国
家
の

「権
力
利
害
」
を
認
め
る

一
方
で
、
東
部
国
境
の
閉
鎖
と

い
う
ポ
ー
ラ
ン
ド
移
民
の
排
除
政
策
を
伴
う
も
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の
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
国
内
に
お
い
て
も
↓
ウ
・エ
ー
バ
ー
は
国
民
国
家

と
諸
個
人
と
の
調
和
的
な

一
致
を
構
想
し
た
が
、
そ
の

一
致
は
不
可
欠
な
過
程

と
し
て
諸
個
人
そ
れ
ぞ
れ
の
絶
え
間
な

い
選
別
作
業
を
要
請
し
て
い
る
。
ウ

ェ

ー
バ
ー
は
近
代
の
専
門
科
学
そ
の
も
の
が
も
つ
匿
名
の
力
を
意
識
的
に
認
め
て
、

し
ば
し
ば

「淘
汰
」
と

「適
応
」
と

い
う
生
物
学
的
概
念
を
使
用
し
た
結
果
、

彼
の
な
か
に
は
、
社
会
的
な
排
除
と

い
う
問
題
が

つ
ね
に
手
つ
か
ず
の
ま
ま
残

る
こ
と
に
な

っ
た
。

つ
ま
り
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
の
ジ
レ
ン
マ
は
、
社
会
的
な
諸
力

の
上
昇
¶
選
抜
〉
⊆
ω一Φ
ωΦ
過
程
と

、
社
会
的
諸
力
の
下
降
11
淘
汰
〉
⊆
ω
δ
ωΦ
過

程
と
い
う
二
重
の
過
程
が
同
程
度

に
許
容
さ
れ
う
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
、

今
後
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
視
角
に
内
在
す
る
ジ
レ
ン
マ
で
あ
る
。

ウ

ェ
ー
バ
ー
は
、
社
会
領
域
で
起
こ
り

つ
つ
あ
る
流
動
性
、

つ
ま
か
社
会
構

造
の
制
度
的
な
変
化
か
ら
個
人

の
心
理
的
な
変
化
に
至
る
時
代
の
転
換
を
視
野

に
入
れ
て
、
「自
由

の
魔
力
」
、
「名
誉
と
同
志
愛
」
ど
い
う
新
た
な
行
動
原
理
を

見
出
そ
う
と
し
た
。
だ
が
、
こ
の

「社
会
的
な
も
の
」
(ド
ン
ズ
ロ
)
が
は
ら
む

未
来

へ
の
可
能
性
が
社
会
的
な
排
除

へ
と
反
転
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ウ

ェ
ー

バ
ー
の
選
択
は
極
め
て
両
義
的
な
意
味
を
帯
び
る
こ
と
に
な

っ
た

の
で
あ
る
。

視
点
を
変
え
れ
ば
、
こ
・の
解
決
不
可
能
な
問
題
こ
そ
が
(
ウ

ェ
ー
バ
ー
に
同
時

代
に
対
す
る
さ
ら
な
る
働
き
か
け
を
、
新
た
な

エ
ー
ト
ス
の
萌
芽
に
対
す
る
さ

.

ら
な
る
期
待
を
与
え
る
こ
と
に
な

っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
噛
そ

の
後
の
歩
み
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
時
代
と
と
も
に
、
期
待
は
ま
す
ま

す
微
か
な
も
の
に
な

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

注(
1
)

ハ
ッ
キ

ン
グ
は

、
統
計

法
則

の
解
釈
を

め
ぐ
る
西

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

(イ
ギ

リ
ス

や

フ
ラ
ン
ス
)
と
東

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

(ド

イ
ツ
)

の
違

い
に

つ
い
て
、

や
や
戯

画
的

に
言
及
し

て

い
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば

、
西

の
主
流
は
個
人

主
義

的

で
リ

ベ
ラ
ル
な
解
釈

で
あ

る
の
に
対
し
、
東

の
主
流

は
集
団
主
義
的

で
保

守
的
な

解
釈

で
あ

る
冨

p
o
評
言
⑰q
口
O
㊤
ρ

ω
⊆n
ム
0
11
一
り
⑩
P
紹
ふ
。。
]。

(2
)
例
え

ば
、
調
査
担
当
者

の

一
人

で
あ

る
K

・
ケ

ル
ガ
L
は
、
労
働
力
確

保
と

い
う

点

に
問
題

を
限
定

し
て
農
場
主

⊥

雇
用
者

の
意
見
を

代
弁

し

て
い
た

。

そ
れ
に
対

し
て
、
社
会
民
主
主
義
者

の
B

・
シ

ェ
…
ン
ラ

ン
ク
は
労
働

者

の

生
活
水
準
を
向
上
さ
せ
る
こ
と

が
先
決
だ
と
真

っ
向
か
ら
反
対
し
た
[≦
Φ
げ
Φ
同
…

一◎。
㊤
ω
口。
樗
一
8
Q。
る

9
Q。
己
[9
ぴ
芝
①
一
一
り
①
◎。
]。

(
3
)
諸
階
層
か

ら
生
れ
る
諸
力
を
強
調
す

る
考

え
方
は
、

ニ
ー
チ

ェ
的

に
映

る
か

も
し
れ
な

い
。
『権
力

へ
の
意
志
』

の
な

か
で
、

ニ
ー
チ

ェ
は

「内
的
力

こ
そ

無
限

に
優
越

し
て

い
る
。
外
部
か
ら

の
影
響

の
ご
と
く
見
え

る
多

く

の
も

の

も
、
内
部

か
ら
の
力

の
順
応

に
す
ぎ

な

い
」
[窰

①
9
ω
昏
軌

一
〇
〇
①
11
δ
り
。。

讐
。。
己

と
述

べ
て
い
る
。
だ

が
、
ウ

ェ
ー

バ
ー
は
社
会

秩
序

の
基
盤
を
社

会
的
諸
力

の
展
開

へ
と
全
面
的

に
依
拠
さ
せ
る

の
で
は
な
く
、
国
家

に
よ
る
介
入
行
為
、

つ
ま
り
社
会
政
策

の
必
要
性
を

認
め
て
い
る
。

(4
)

一
九

〇
五
年

に
開
催
さ

れ
た
社
会

政
策

学
会

マ
ン

ハ
イ
ム
大
会

の
席
上

で
、

ウ

ェ
ー
バ
ー
は

「私

に
と

っ
て
労

働
組
合
は

「
個

の
固
有
価
値

に
ほ
か
な
ら

な

い
」
と
発

言
し
、
労
働
組
合

が
も

つ
特
別
な
意
義
を

こ
と
さ
ら
強
調

し
た

[≦
Φσ
Φ
同
μ
㊤
0
9

ω
Φ
○。
ロ
一
り
Q。
b。
為
呂
。

(5
)

こ
の
時
代
、
社
会

科
学
が
心

理
的
要
因

に
注
目

し
始
め

た
こ
と

に
対
し

て
、

ウ

ェ
…
バ
ー
は
敏
感

に
反
応
し

て

い
た
。

例
え
ば
、
実
際

に
工
場

に
潜

入
し

て
、
労
働
者

た
ち

の
生
活
や
考
え
を
書
き
留

め
た
ゲ
ー

レ
の
参

与
観
察
記
録

『工
場
労
働
者
と

し
て
の
三

ヶ
月
』

(一
。。
Φ
一
)
を

ウ

ェ
ー
バ
ー
は
高
く
評
価
し
、

労
働
者
た
ち

の
心
理
状
態

に
深

い
関
心
を
示

し
て

い
る
。
先

の
二

つ
の
農
業
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労
働
調
査

に
お

い
て
も

述
べ
た
よ
う

に
、
社
会

心
理

の
意
義

が
必
ず

し
も
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Max Weber and Contemporary Ethos (1) 
-A Start from "the Magic of Freedom"-

                     HIGUCHI Akihiko 

  In this article, I examine the relation between Max Weber and contemporary ethos. Finding out the 

psychological power of "the magic of freedom" in the inquiry into a problem of the rural laborers in East 

Elbian regions, he tied that power to the national state to design for a new political form. He turned his 

attention not only to the ethos of innerworldly asceticism in the past but also to the contemporary one. 

For that purpose it was necessary for Weber to carry out several social researches. 

  Weber's perspective originally supposes a fundamental transformation into the welfare state 

regime. The extension and autonomization of so-called the social different from the state or the market 

becomes more and more significant. In spite of his expectation, it brings about a difficult question. In 

other words, the mobility of the social changes into the inflexibility at last, so that social exclusion 

appears more obviously. This dilemma remains for late Weber.

Key Words 

  Max Weber 

  contemporary ethos 

  "the magic of freedom" 

  social research 

   the social
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