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現
代
社
会
は
画
一
的
で
自
由
の
な
い
鉄
の
檻
な
の
か
。

ア
メ
リ
カ
政
治
文
化
の
今
日
の
内
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
定
義
す
る
の
に

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
用
い
る
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
コ
ー
ル
バ
ー
グ

森
川
剛
光
訳

《
解　
説
》

こ
こ
に
訳
出
し
た
の
は
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
コ
ー
ル
バ
ー
グ
氏
の
論
文 “T

he M
odern W

orld as a M
onolithic Iron C

age? 

U
tilizing M

ax W
eber to D

efine the Internal D
ynam

ics of the A
m

erican Political C
ulture Today. ”

（2001

）で

あ
る
。M
ax W

eber Studies 

二
〇
〇
一
年
一
号
（
増
補
改
訂
前
に
一
度
一
九
九
七
年
にPartisan R

eview
 

六
四
巻
二
号

﹇1997

﹈
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
）
に
掲
載
さ
れ
、
そ
の
後
独
仏
伊
西
の
各
国
語
に
翻
訳
さ
れ
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま

たG
erm

an Politics and Society 

誌
二
一
号
に
掲
載
さ
れ
た “T

he Influence of Political C
ulture U

pon C
ross-C

ultural 

M
isperceptions and Foreign Policy: T

he U
nited States and G

erm
any. ”

（2003

）も
訳
出
し
、
本
号
別
稿
と
な
っ
て
い

る
。
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183 現代社会は画一的で自由のない鉄の檻なのか。

コ
ー
ル
バ
ー
グ
氏
に
つ
い
て
紹
介
す
る
必
要
は
も
う
な
い
と
思
う
が
（
例
え
ば
甲
南
大
学
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
会
訳
『
マ
ッ

ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
比
較
歴
史
社
会
学
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
九
年
の
訳
者
後
書
き
を
参
照
）、
手
短
に
略
歴
を
述

べ
よ
う
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
コ
ー
ル
バ
ー
グ
氏
は
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
で
歴
史
学
のB

.A
.

取
得
後
、
一
九
七
〇
年
よ
り
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
立
大
学
ス
ト
ー
ニ
ー
ブ
ル
ッ
ク
校
で
社
会
学
を
学
び
、
一
九
七
八
年
に
は
同
校
でPh.D

 

を
取
得
。
そ
れ
に
先
だ
っ

て
七
三
〜
七
八
年
は
ド
イ
ツ
の
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
で
、
ド
イ
ツ
文
化
社
会
学
の
重
鎮
、
故
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
H
・
テ
ン
ブ

ル
ッ
ク
教
授
に
師
事
し
た
。
一
九
九
二
年
に
は
ボ
ス
ト
ン
大
学
社
会
学
部
助
教
授
、
九
六
年
よ
り
同
大
学
准
教
授
の
職
を
務

め
ら
れ
て
い
る
。
主
な
研
究
分
野
は
社
会
学
理
論
、
ア
メ
リ
カ
社
会
論
、
比
較
政
治
文
化
論
で
あ
り
、『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
比
較
歴
史
社
会
学
』
出
版
後
、
現
代
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
リ
ア
ン
で
あ
る
こ
と
は
贅
言
を
要
し
な
い
だ
ろ

う
。
こ
こ
に
訳
出
し
た
論
文
及
び
別
稿
で
訳
出
し
た
論
文
は
そ
れ
ぞ
れ
教
授
の
専
門
で
あ
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
理
論
に
基
づ
い
た
ア

メ
リ
カ
社
会
論
、
米
独
比
較
文
化
論
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
論
文
は
有
名
な
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
鉄
の
檻
テ
ー
ゼ
」
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
コ
ー
ル
バ
ー
ク
氏
に

よ
れ
ば
、「
鉄
の
檻
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
」
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
モ
デ
ル
ネ
観
を
要
約
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
同
時
代
診
断
は
こ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
よ
り
、
ず
っ
と
分
節
化
さ
れ
た
複
雑
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
。
第
一
に
メ
タ
フ
ァ
ー

を
使
う
時
も
、
非
常
に
限
定
的
に
用
い
て
お
り
、
第
二
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
――
ニ
ー
チ
ェ
、
ジ
ン
メ
ル
と
違
い
――
モ
デ
ル
ネ

の
成
果
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
の
み
評
価
し
た
の
で
は
な
く
、
肯
定
す
べ
き
所
は
肯
定
し
て
い
る
。
第
三
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
学

は
「
鉄
の
檻
」
と
い
う
社
会
哲
学
な
い
し
は
、
歴
史
哲
学
的
な
テ
ー
ゼ
よ
り
は
ず
っ
と
複
雑
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
代
社
会
と

過
去
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
を
確
認
し
た
あ
と
、
コ
ー
ル
バ
ー
グ
氏
は
ア
メ
リ
カ
政
治
文
化
の
分
析
に
向
か
う
。
カ
ル
ビ
ニ

ズ
ム
の
伝
統
に
根
ざ
し
た
ア
メ
リ
カ
政
治
文
化
で
は
「
原
理
的
価
値
の
た
め
に
共
同
体
を
改
革
――
行
為
――
す
る
よ
う
に
個

人
に
課
せ
ら
れ
た
シ
ビ
ッ
ク
的
理
想
の
高
い
要
求
に
よ
り
、
現
世
支
配
の
個
人
主
義
は
永
続
的
に
活
性
化
さ
れ
」
て
い
る
と
い
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う
。「
植
民
地
時
代
と
初
期
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
誠
実
さ
、
フ
ェ
ア
プ
レ
イ
、
社
会
的
信
用
、
善
意
、
平
等
な
待
遇
――

こ
れ
は
一
つ
の
エ
ー
ト
ス

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
が
――
と
い
う
シ
ビ
ッ
ク
的
理
想

0

0

0

0

0

0

0

は
公
的
領
域
に
浸
透
し
、
活
動
的
個
人
主
義
を
全
く

の
利
益
追
求
、
権
謀
術
数
、
自
己
中
心
主
義
、
日
常
生
活
で
の
無
限
の
誘
惑
の
中
で
の
放
縦
と
い
っ
た
も
の
か
ら
引
き
離
し
て

お
り
」、
経
済
的
官
僚
制
的
合
理
主
義
の
貫
徹
す
る
「
鉄
の
檻
」
と
し
て
の
公
的
領
域
と
そ
の
避
難
所
と
し
て
の
私
的
領
域
と

い
う
二
分
法
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
は
適
用
で
き
な
い
の
だ
と
論
じ
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
氏
の
論
考
は
選
ば
れ
た
地
と
し
て
の

ア
メ
リ
カ
、
道
徳
的
な
ア
メ
リ
カ
人
と
い
う
ア
メ
リ
カ
賛
美
に
し
か
見
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

に
基
づ
い
た
シ
ビ
ッ
ク
的
理
想
は
、
現
代
ア
メ
リ
カ
で
は
官
僚
制
の
「
鉄
の
檻
」
で
は
な
く
、
別
の
脅
威
に
曝
さ
れ
て
い
る
と

い
う
。
そ
れ
は
消
費
エ
ン
タ
メ
文
化
で
あ
り
、「
現
世
支
配
的
個
人
主
義
」、「
消
費
者
エ
ン
タ
メ
産
業
」、「
シ
ビ
ッ
ク
的
領
域

の
理
想
」
と
い
う
三
局
の
緊
張
関
係
が
二
〇
世
紀
末
か
ら
二
一
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
社
会
を
特
徴
づ
け
て
い
る
と
結
論
づ
け

て
い
る
。

な
お
訳
者
が
ス
イ
ス
在
住
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
参
照
文
献
の
邦
訳
に
全
て
あ
た
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
引
用
部

分
は
邦
訳
が
手
許
に
あ
っ
た
文
献
も
適
宜
訳
し
直
し
て
あ
り
、
邦
訳
の
参
照
ペ
ー
ジ
を
全
て
挙
げ
る
こ
と
が
不
可
能
な
の
で
、

ス
タ
イ
ル
の
統
一
を
考
え
て
、
邦
訳
ペ
ー
ジ
数
は
省
略
し
た
。
関
係
者
の
方
々
に
は
ご
理
解
と
ご
寛
恕
を
願
い
た
い
。
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185 現代社会は画一的で自由のない鉄の檻なのか。

鉄
の
檻

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
現
代
社
会
を
《
鉄
の
檻
》
と
し
て
描
写
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
世
紀
末
の
他
の
ほ
と
ん
ど
の
ド

イ
ツ
人
の
同
僚
た
ち
と
と
も
に
、
彼
は
近
代
資
本
主
義
の
登
場
を
戦
慄
と
凶
兆
と
と
も
に
見
た
の
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
鉄
の
檻
を
ど

の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
比
喩
は
彼
の
近モ
デ
ル
ネ代
観
を
正
確
に
表
現
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
よ
り
一
般
的
に
い

え
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
著
名
な
社
会
学
上
の
論
考
は
、
二
一
世
紀
の
端
緒
に
い
る
今
日
の

0

0

0

ア
メ
リ
カ
人
が
、
自
ら
の
社
会
を
理
解
し
、
と
り

わ
け
そ
の
《
政
治
文
化
》
を
理
解
す
る
一
助
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

彼
の
最
も
有
名
な
論
文
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
で
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
一
六
・
一
七
世

紀
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
《
世
俗
内
》
禁
欲
が
《
職
業
》
の
観
念
を
誕
生
さ
せ
た
と
論
じ
た
。
仕
事
へ
の
こ
の
方
法
的
生
活
態
度
――
《
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
》
――
は
そ
れ
が
一
八
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
植
民
地
に
広
ま
る
に
従
い
、
そ
の
宗
教
的
基
礎
を
失
っ
た
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
相
続
人
で
あ
る
資
本
主
義
の
精
神
は
高
度
に
組
織
化
さ
れ
た
産
業
資
本
主
義
の
誕
生
の
産
婆
役
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
我
々
は
今
日
こ
の
「
近
代
的
な
経
済
秩
序
の
コ
ス
モ
ス
の
中
」
に
生
ま
れ
つ
い
て
お
り
、
職
業
観
念
を
土
台
と
し
て
体
系

的
に
働
く
よ
う
な
動
機
づ
け
を
失
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
、「
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
機
械
制
生
産
の
技
術
的
経
済
的
諸
条
件
と
結
び
つ
き
」、

我
々
が
生
き
残
る
た
め
に
は
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
強
制
し
て
い
る
。「
圧
倒
的
な
力
」
が
資
本
主
義
を
し
っ
か
り
と
固
定
し
、
そ

し
て
行
政
と
市
場
の
偶
然
性
と
い
う
《
道
具
的
理
性
》
に
基
づ
い
た
強
力
な
構
造
が
我
々
の
生
活
を
決
定
し
て
い
る
。「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
達
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186

は
職
業
人
た
ら
ん
と
欲
し
た
。
我
々
は
今
日
そ
う
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
）
1
（

」。
こ
の
動
か
し
が
た
い
《
鉄
の
檻
》
は
今
や
我
々
の
生
活
を
取
り

囲
ん
で
い
る
）
2
（

。

ひ
と
た
び
方
法
的
な
仕
事
へ
の
動
機
づ
け
が
複
雑
に
絡
み
つ
く
と
、
仕
事
が
崇
拝
の
対
象
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
価
値
と
い
う
も
の
は
も

は
や
決
定
的
で
は
な
い
し
、
あ
る
い
は
「
現
代
の
工
業
労
働
」
に
お
い
て
育
成
さ
れ
も
し
な
い
。「《
職
業
を
求
め
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る

義
務
》
と
い
う
観
念
は
、
も
は
や
宗
教
と
い
う
実
体
の
中
に
固
定
さ
れ
て
い
な
い
信
仰
の
幽
霊
と
し
て
、
今
や
我
々
の
生
活
の
中
を
徘
徊
し

て
い
る
」。
更
に
こ
の
《
隷
従
の
檻
》
で
か
く
も
大
量
に
生
産
さ
れ
た
物
質
的
財
貨
は
「
い
つ
で
も
脱
ぎ
捨
て
ら
れ
る
薄
い
外
套
」
で
は
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
「
ま
す
ま
す
増
大
し
、
最
後
に
は
人
々
の
上
に
逃
れ
が
た
い
――
歴
史
上
か
っ
て
な
か
っ
た
ほ
ど
の

――
力
を
獲
得
す
る
）
3
（

」。
加
え
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
強
調
す
る
の
だ
が
、
西
洋
に
お
け
る
近
代
資
本
主
義
の
進
展
に
平
行
し
て
、
特
殊
な
組

織
が
発
達
す
る
。
そ
れ
は
資
本
主
義
の
機
能
に
と
り
わ
け
適
合
し
、
そ
の
不
可
欠
の
価
値
を
強
調
す
る
。
技
術
的
処
理
能
力
に
長
け
た
行
政

組
織
で
あ
る
。

訓
練
を
受
け
た
専
門
的
労
働
の
特
殊
化
、
権
限
の
分
割
、
勤
務
規
則
及
び
階
層
的
に
段
階
づ
け
ら
れ
た
服
従
関
係
を
も
っ
た
官

僚
制
組
織
は
…
…
未
来
の
隷
従
の
容
器
を
作
り
出
す
働
き
を
し
て
い
る
。
も
し
も
純
技
術
的
に
優
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、﹅

即
ち
合
理
的
な

0

0

0

0

0

0

、﹅

官0

僚
に
よ
る
行
政
と
事
務
処
理
と
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、﹅

人
間
に
と
っ
て

0

0

0

0

0

0

、﹅

懸
案
諸
問
題
の
解
決
方
法
を
決
定
す
る
際
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、﹅

唯
一
究
極
の

0

0

0

0

0

価
値
で
あ

0

0

0

0

る
と
す
る
な
ら
ば

0

0

0

0

0

0

0

、
人
間
は
、
た
ぶ
ん
い
つ
の
日
か
古
代
エ
ジ
プ
ト
国
家
の
土
民
の
よ
う
に
、
力
な
く
あ
の
隷
従
に
順
応
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
官
僚
制
は
、
他
の
い
か
な
る
支
配
構
造
と
比
べ
て
も
お
話
に
な
ら
ぬ
く
ら
い
確
実

に
、
あ
あ
し
た
仕
事
を
や
る
か
ら
で
あ
る
（W

eber 1968b: 140

）
4
（2

）。

こ
の
鉄
の
檻
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
官
僚
制
の
支
配
は
権
力
を
独
占
す
る
幹
部
官
僚
と
公
務
員
と
い
う
カ
ー
ス
ト
を
生
ぜ
し
め
る
。
こ
れ
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187 現代社会は画一的で自由のない鉄の檻なのか。

が
生
じ
た
程
度
に
、
各
個
人
は
「
そ
の
仕
事
…
…
そ
の
階
級
、
…
…
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
そ
の
職
業
」
に
束
縛
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ

れ
と
同
様
に
官
僚
制
と
結
び
つ
い
た
「
身
分
秩
序
」
も
課
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。（W

eber 1968b: 1402/332

）。
純
粋
な
起
業
家
と
政
治

的
指
導
者
の
発
達
の
機
会
は
「
機
械
の
よ
う
に
禁
欲
的
に
合
理
的
な
」
こ
の
強
固
に
階
層
化
さ
れ
た
社
会
に
お
い
て
消
え
去
る
（W

eber 

1968b
: 1402/333

）。
こ
の
官
僚
制
幹
部
の
「
避
け
が
た
い
権
力
」
が
支
配
す
る
な
ら
ば
、「
社
会
的
無
能
力
者
の
平
和
主
義
」、
あ
ら
ゆ

る
社
会
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
喪
失
、
そ
し
て
社
会
全
体
に
わ
た
る
完
全
な
停
滞
が
結
果
と
し
て
生
じ
る
だ
ろ
う
（W

eber 1968b: 1402

―

403/333

―34; 1978: 281
―83/62

―65

を
見
よ
）。

こ
の
鉄
の
檻
の
社
会
は
、
兄
弟
愛
、
同
情
、
英
雄
的
な
倫
理
的
行
動
の
存
在
す
る
余
地
は
な
く
、
一
方
で
は
ま
す
ま
す
非
人
格
的
で
慎
重

な
官
僚
制
幹
部
の
価
値
――
義
務
、
時
間
厳
守
、
確
実
性
、
位
階
秩
序
の
遵
守
等
――
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
、
他
方

で
は
利
害
と
利
益
の
道
具
的
な
打
算
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
未
だ
感
情
と
人
格
に
定
位
し
た
価
値
が
脈
打
っ

て
い
る
親
密
圏
と
い
う
私
的
領
域
へ
の
撤
退
――
そ
し
て
私
的
領
域
の
洗0

練0

――
は
美
的
感
覚
に
お
い
て
適
度
の
尊
厳
を
も
っ
た
唯
一
の

生
き
残
り
の
手
段
と
見
な
さ
れ
る
。《
温
か
い
家
庭
の
団
ら
ん
》
は
避
難
所
と
な
る
。
暖
か
く
深
い
絆
が
見
出
さ
れ
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ

る
。
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
で
シ
ビ
ッ
ク
的
美
徳
と
公
的
倫
理
を
見
出
す
こ
と
は
全
く
で
き
な
い
。
そ
し
て
同
様
に
、
私
的
領
域
を
包
含
す
る
ほ
と

ん
ど
の
価
値
は
、
か
つ
て
――
主
に
宗
教
的
だ
っ
た
時
代
の
――
単
な
る
瀕
死
の
遺
産
と
し
て
の
み
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
今
や
、
全

能
で
無
慈
悲
な
打
算
、
操
作
及
び
道
具
的
理
性
の
拡
張
に
よ
り
死
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
（W

eber 1930: 181

―82/203

―204; 1946b
: 

155/612; 1946a: 128/560

）。

現
代
の
無
数
の
解
釈
が
、
こ
の
描
写
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
我
々
の
時
代
の
同
時
代
診
断
で
あ
る
と
と
っ
て
き
た
。
彼
は
陰
気
で
、
悪
夢

に
取
り
付
か
れ
た
よ
う
な
人
物
と
し
て
、
宿
命
論
的
で
絶
望
的
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
英
雄
的
で
ス
ト
イ
ッ
ク
な
人
物
と
し
て
描
か
れ

て
き
た
。
そ
の
肩
の
上
に
二
〇
世
紀
と
い
う
冷
酷
な
重
荷
を
運
び
な
が
ら
血
を
流
し
て
い
る
巨
人
と
し
て
。

彼
の
近モ
デ
ル
ネ代
観
は
多
く
の
世
紀
末
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
理
論
家
か
ら
ず
っ
と
隔
た
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
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れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ス
ト
達
は
到
来
し
つ
つ
あ
る
産
業
主
義
の
時
代
を
《
進
歩
》
と
し
て
、
文
明
の
新
し
い
前
進
と

し
て
、
人
類
の
勝
利
に
満
ち
た
進
化
の
更
な
る
段
階
と
し
て
言こ
と
ほ祝
い
だ
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
産
業
化
さ
れ
た
世
界
に
お
い
て
開
か

れ
た
参
加
、
公
的
な
理
想
、
公
的
な
倫
理
、
市
民
権
及
び
人
格
的
自
由
と
い
う
広
く
深
い
シ
ビ
ッ
ク
的

0

0

0

0

0

領
域
を
発
見
し
た
あ
ら
ゆ
る
《
民
主

主
義
の
理
論
家
達
》
と
意
見
を
異
に
し
て
い
る
。
一
九
五
〇
年
代
に
ま
だ
著
述
活
動
を
行
っ
て
い
れ
ば
、
彼
は
《
近
代
化
論
者
達
》
に
鋭
い

不
同
意
を
示
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
近
代
化
論
者
達
は
皆
、
資
本
主
義
そ
れ
自
体
が
民
主
主
義
を
引
き
起
こ
し
、
民
主
主
義
は
大
ま
か
に
産
業

主
義
の
前
進
と
平
行
し
て
進
む
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
（Parsons 1966, 1971

を
見
よ
）。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば

ア
メ
リ
カ
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
…
…
今
日
の
高
度
資
本
主
義
に
《
民
主
制
》
と
の
、
あ
る
い
は
（
語
の
あ
ら
ゆ
る
意
味
で

の
）《
自
由
》
と
の
選
択
的
親
和
性
を
帰
属
さ
せ
る
な
ど
、
全
く
笑
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
む
し
ろ
資
本
主
義
の
支
配

の
も
と
で
、
い
か
に
し
た
ら
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
全
て
の
こ
と
が
長
期
間
持
続
し
て
い
く
こ
と
が
《
可
能
》
で
あ
る
か
と
い
う
こ

と
な
の
だ
（W

eber 1978; 282/333; trans. A
ltered; see 1968b; 1403

）。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鉄
の
檻
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
二
〇
世
紀
に
つ
い
て
の
複
雑
な
見
解
を
要
約
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
第
一
に
鉄
の
檻
と
は
、
実
在
な
い
し
は
短
期
の
シ
ナ
リ
オ
と
い
う
よ
り
も
、
我
々
の
地
平
に
生
じ
得
る

0

0

0

0

悪
夢
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
構
成
し
た
の
で
あ
る
。
仮
定
法
、
限
定
的
な
表
現
（
一
七
八
頁
の
引
用
を
見
よ
）
と
複
合
的
な
先
行
条
件
が
、
彼
が
こ
の

語
句
を
用
い
る
際
に
は
ほ
と
ん
ど
常
に
付
着
し
て
い
る
（1968a: 960

―61/554, 969

―71/559

―60, 991/572; 1968b: 1403

―1404/333

―

335; M
om

m
sen 1974b: 86

―87

）。

第
二
に
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
主
と
し
て
近モ
デ
ル
ネ代

社
会
を
――
そ
れ
が
個
人
に
付
与
す
る
自
由
と
権
利
及
び
自
律
的
な
個
人
と
い
う
ま

さ
に
そ
の
観
念
を
特
に
――
歓
迎
し
た
し

0

0

0

0

0

、
彼
の
同
僚
の
大
部
分
の
ナ
イ
ー
ブ
な
ロ
マ
ン
主
義
と
過
去
を
軽
蔑
し
た
。「
と
い
う
の
は
結
局
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の
所
、《
人
権
》
の
時
代
の
こ
の
偉
大
な
成
果
な
し
に
我
々
が
（
我
々
の
中
で
最
も
保
守
的
な
も
の
で
さ
え
）
そ
も
そ
も
生
き
て
い
け
る
と

信
じ
る
の
は
、
ひ
ど
い
自
己
欺
瞞
で
あ
る
か
ら
だ
」（W

eber 1968b: 140

）
5
（3

）。
強
力
で
競
合
す
る
政
党
、
権
力
の
立
憲
的
な
分
割
、
政
治

家
の
《
責
任
倫
理
》、
市
民
的
自
由
の
憲
法
上
の
保
障
、
選
挙
権
の
拡
張
を
支
持
し
て
彼
は
演
説
と
執
筆
に
飽
く
こ
と
は
な
か
っ
た
（W

eber 

1968b: 1462/406; 1946a: 115

―27/545

―59 

を
見
よ
）。
民
主
制
が
可
能
な
の
は
強
力
な
議
会
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
だ
け
だ
と
彼
は
激
し

く
主
張
し
、
強
力
な
議
会
を
彼
は
自
分
が
提
唱
す
る
《
人
民
投
票
的
指
導
者
民
主
制
》
の
政
治
的
指
導
者
の
訓
練
場
と
見
な
し
た
（W

eber 

1968b: 1409

―14/341
―50; M

om
m

sen 1974a: 44

―71; 1974b
: 72

―94

）。
そ
し
て
彼
は
官
僚
制
の
権
力
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
多
元

主
義
的
に
競
合
す
る
利
益
集
団
を
維
持
す
る
様
々
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
建
設
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
と
い
う
の
は
「
我
々
《
個
人
主
義
者
》

と
《
民
主
的
》
制
度
の
信
奉
者
は
物
質
的
な
状
況
と
い
う
《
流
れ
に
抗
し
て
》
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」（W

eber 1978: 

282; 281

―282/63 

を
見
よ
）
6
（

）。
彼
の
同
時
代
人
、
と
り
わ
け
ニ
ー
チ
ェ
と
ゲ
オ
ル
グ
・
ジ
ン
メ
ル
の
間
で
か
く
も
有
名
だ
っ
た
宿
命
論
と

絶
望
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
鋭
い
評
価
が
混
ぜ
合
わ
さ
っ
た
懐
疑
主
義
が
彼
の
立
場
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
産
業

社
会
は
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
倫
理

0

0

的
に
導
か
れ
た
個
人
の
自
律
性
の
発
達
の
機
会
を
提
供
す
る
と
彼
は
信
じ
た
の
で

あ
る
（W

eber 1946a: 115

―27/545

―59; 1968a: 960
―61/554, 979

―80/565; 1207

―1210/724

―726; 1978: 282/64; Löw
ith 1970; 

M
om

m
sen 1974b: 21

―43, 86

―87, 93

―95; K
alberg 2000b

を
見
よ
）。

第
三
に
二
〇
世
紀
を
鉄
の
檻
と
し
て
見
た
社
会
理
論
家
と
し
て
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
一
般
的
な
肖
像
は
、
彼
の
社
会
学
的
な
論
考
よ
り
も
政

治
的
及
び
社
会
哲
学
的
な
論
考
か
ら
大
部
分
引
き
出
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
比
較
歴
史
社
会
学
は
、
む
し
ろ
ず
っ
と
分
節
化
さ
れ
た

記
述
を
提
示
し
て
い
る
。
社
会
学
上
の
論
考
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
現
代
産
業
都
市
社
会
に
関
す
る
彼
の
態
度
は
、
鉄
の
檻
の
メ
タ
フ
ァ
ー
が

示
唆
す
る
よ
り
も
、
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
よ
り
分
節
化
さ
れ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
る
。
誤
っ
て
彼
の
立
場
と
思
い
込
ま
れ
て
い
る
グ
ロ
ー
バ
ル
で
、
不
可

逆
的
で
一
枚
岩
の
発
展
よ
り
も
、
彼
の
注
意
を
捉
え
て
い
る
の
は
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
、
と
り
わ
け
国
民
国
家
の
そ
れ
で
あ
る
。
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よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
よ
り
分
節
化
さ
れ
た
分
析

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
《
社
会
﹇
複
数
形
で
あ
る
こ
と
に
注
意
﹈》
を
様
々
な
ス
ピ
ー
ド
で
展
開
す
る
行
為
の
競
合
し
、
互
い
に
作
用
し
合
う
領

域
の
配
列
か
ら
構
成
さ
れ
、
緩
や
か
に
の
み
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
し
た
。
そ
れ
は
宗
教
領
域
的
、
経
済
領
域
的
、
法
的
領
域
、
支

配
、
身
分
集
団
、
そ
し
て
家
族
の
領
域
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
（W

eber 1930: 75

―78/60

―62; 1968a; K
alberg 1994: 104, 149

―51: 

1998: 221

―25

を
見
よ
）。
こ
の
理
解
に
よ
り
、
彼
は
、
現
在
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
場
合
に
も
、
過
去
の
発
展
が
す
こ
ぶ
る
重
要
で
あ

る
と
確
信
し
て
い
た
。
同
様
に
彼
が
確
信
し
て
い
た
の
は
、
習
慣
、
慣
習
、
法
、
支
配
関
係
、
そ
し
て
遥
か
な
過
去
に
生
じ
た
価
値
が
現
在

に
、
多
元
的
な
、
し
か
し
し
ば
し
ば
曖
昧
な
仕
方
で
浸
透
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
社
会
を
《
伝
統
的
》
か
《
近
代
的
》
か

《
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
》
か
《
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
》
か
に
分
け
る
概
念
化
や
今
日
の
近
代
化
と
政
治
的
発
展
の
構
造
機
能
主
義
学
派
の
よ
う

な
概
念
化
を
、
包
括
的
す
ぎ
る
と
拒
否
し
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ま
た
、
過
去
の
行
為
が
現
在
に
も
全
く
影
響
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
衝

撃
度
に
お
い
て
残
っ
て
い
る
、
長
期
的
な
重
要
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
見
方
を
拒
否
し
た
。
過
去
と
い
う
も
の
は
現
在
と
の
数
千

年
の
裂
け
目
に
も
生
き
続
け
う
る
と
彼
は
主
張
す
る
。
そ
の
中
心
的
な
核
に
お
い
て
す
ら
。《
新
し
い
も
の
》
と
い
う
唐
突
な
外
観
で
さ
え
、

――
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
の
極
端
な
権
力
さ
え
――
過
去
と
の
つ
な
が
り
を
完
全
に
絶
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。「
ど
こ
に
お
い
て
も
過
去

か
ら
事
実
上
伝
承
さ
れ
た
も
の
は
、
今
日
妥
当
し
て
い
る
も
の
の
父
で
あ
っ
た
」（W

eber 1968a: 2

）
7
（9

）。
歴
史
と
い
う
も
の
は
追
放
さ
れ

て
し
ま
う
ど
こ
ろ
か
、
現
在
と
相
互
交
渉
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
過
去
の
影
響
を
認
め
な
け
れ
ば
、
現
在
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
説
明
す
る
い
か

な
る
試
み
も
見
込
み
の
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
な
の
で
あ
る
（K

alberg 1994; 158

―67, 187.89; 1997

を
見
よ
）。

例
え
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
一
七
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
植
民
地
で
成
立
し
た
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
弱
体
化
・
世
俗
化
し
た
形
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式
で
今
日
の
ア
メ
リ
カ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
も
持
続
し
て
い
る
様
々
な
あ
り
方
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
資
本
主
義
の
明
白
な

支
持
で
あ
り
、
独
立
独
歩
の
個
人
主
義
で
あ
り
、
国
家
（
特
に
強
力
な
国
家
）
に
対
す
る
不
信
で
あ
り
、
そ
れ
が
提
供
す
る
基
本
的
な
未
来

と
チ
ャ
ン
ス
に
対
す
る
指
向
で
あ
り
、
知
覚
さ
れ
た
悪
に
対
す
る
不
寛
容
、
慈
善
組
織
へ
の
高
度
の
援
助
、
民
間
団
体
設
立
の
際
の
素
早

さ
、
目
標
を
決
め
、
自
分
の
運
命
を
形
成
し
、
社
会
的
に
上
昇
す
る
個
人
の
能
力
へ
の
強
い
信
頼
で
あ
る
。
官
僚
制
化
、
都
市
化
、
近
代

資
本
主
義
の
勃
興
と
い
っ
た
巨
大
な
構
造
転
換
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
よ
う
な
過
去
か
ら
の
遺
産
は
今
日
も
持
続
し
、
産
業
主
義
の
画
一

化
を
強
制
す
る
《
構
造
的
強
制
》
に
浸
透
し
て
い
る
し
、
絡
み
合
っ
て
い
る
と
彼
は
論
ず
る
（W

eber 1930: 155

―183/63

―206: 1946c: 

1985

を
見
よ
）。
現
代
社
会
は
新
し
い
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
過
去
か
ら
の
断
絶
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
過
去
と
現
在
の
混
合
物
――
そ
れ
も

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

0

0

0

0

0

0

0

混
合
物
――
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
の
分
析
の
流
儀
は
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
国
を
精
密
に
調
査
す
る
こ
と
を
擁
護

し
て
い
る
。
単
一
事
例
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
の
ユ
ニ
ー
ク
さ

0

0

0

0

0

が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（K
alberg 1994: 81

―84

）。

例
え
ば
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
と
も
に
世
紀
末
の
き
わ
め
て
高
度
な
工
業
社
会
で
あ
っ
た
が
、
多
く
の
重
要
な
差
異
に
よ
り
互
い

に
異
な
っ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
は
強
力
な
社
会
福
祉
国
家
で
あ
り
、
強
力
な
エ
リ
ー
ト
官
僚
、
権
力
の
権
威
主
義
的
な
集
中
、
弱
体
な
議
会
、

《
羊
の
群
れ
の
よ
う
に
治
め
ら
れ
る
》
受
動
的
な
一
般
市
民
、
国
家
の
権
威
を
支
持
す
る
国ラ
ン
デ
ス
キ
ル
ヒ
ェ

家
教
会
、
――
大
陸
的
な
――
公
布
さ
れ
た
憲

法
の
み
に
係
留
し
て
い
る
《
形
式
的
合
理
的
な
》
法
体
系
、
位
階
制
的
な
社
会
慣
習
を
も
ち
、
工
業
化
は
国
家
に
よ
り
《
上
か
ら
》
指
導
さ

れ
た
（W

eber 1968b: 1381

―469/306

―443; M
om

m
sen 1974b: 83

―86; K
alberg 1987

を
見
よ
）。
ド
イ
ツ
と
は
き
わ
め
て
異
な
っ
た

形
態
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
る
。
非
中
央
集
権
的
で
《
弱
い
国
家
》、
政
治
権
力
の
分
割
、
能
動
的
な
一
般
市
民

と
自
発
的
結
社
の
偏
在
、
平
等
主
義
的
な
社
会
パ
タ
ー
ン
、
教
会
と
国
家
の
分
離
、
反
権
威
主
義
的
宗
教
制
度
、《
下
か
ら
》
の
工
業
化
、

そ
し
て
（
憲
法
に
基
づ
い
て
い
る
と
は
い
え
）
イ
ギ
リ
ス
・
コ
モ
ン
ロ
ー
の
先
例
主
義
に
由
来
す
る
法
シ
ス
テ
ム
（W

eber 1988: 438

―

48; 1946c; 1968a: 1197

―1210/717

―26; 1985; M
om

m
sen 1974b: 79

―86, 92

―95; K
alberg 1997

を
見
よ
）。
最
後
に
公
務
員
の
社
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会
的
威
信
は
、
ド
イ
ツ
で
は
高
く
、
鉄
の
檻
モ
デ
ル
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、
米
国
で
は
異
常
な
ほ
ど
に
低
い
と
見
ら
れ

た
。

官
吏
自
身
の
社
会
的
評
価
は
――
新
規
開
拓
地
で
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
――
社
会
階
層
が
ひ
ど
く
不
安
定
で
、
営
利

活
動
の
大
き
な
余
地
が
あ
る
た
め
に
、
専
門
的
な
訓
練
を
受
け
た
行
政
へ
の
需
要
と
身
分
的
な
因
習
の
支
配
が
共
に
格
別
に
弱

い
と
こ
ろ
で
は
、
特
に
低
い
こ
と
が
常
で
あ
る
。
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
そ
う
な
の
で
あ
る
（W

eber 1968a: 96 （
8
）

0

）。

そ
れ
故
に
、
も
う
一
度
い
え
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
現
代
を
画
一
的
な
《
鉄
の
檻
》
と
見
た
と
い
う
一
般
的
な
叙
述
は
拒
否
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
彼
の
社
会
学
上
の
論
考
が
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業
国
家
の
政
治
文
化
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
）
9
（

。《
官
僚
制
化
》

と
い
う
点
で
さ
え
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
事
例
特
有
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
を
主
張
し
て
い
る
。

官
僚
制
化
が
ど
の
よ
う
な
特
殊
な
方
向
に
発
展
し
た
か
は
絶
え
ず
個
々
の
歴
史
的
事
例
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

故
に
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
官
僚
制
化
の
進
展
を
見
せ
て
い
る
現
代
国
家
す
ら
、
国
家
組
織
内
部
で
官
僚
制
の
権
力
が
普
遍
的

に
例
外
な
く
増
大
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
こ
こ
で
は
未
決
の
ま
ま
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
。
官
僚
制
そ
れ
自
体

の
権
力
が
増
大
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
ゆ
え
ア
プ
リ
オ
リ
に
は
…
…
決
定
で
き
な
い
」（W

eber 1968a: 99

）
10
（1

）。

そ
う
す
る
と
、
彼
の
比
較
史
的
論
考
で
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ど
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
描
写
し
た
の
だ
ろ
う
か
）
11
（

。
彼
の
分
析
は
今
日

で
す
ら
、
世
紀
末
ア
メ
リ
カ
社
会
の
内
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
特
に
そ
の
政
治
文
化
に
対
す
る
有
益
な
洞
察
を
提
供
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
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ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
治
文
化
論

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ア
メ
リ
カ
の
遺
産
に
特
有
な
も
の
と
し
て
珍
し
い
デ
ュ
ア
リ
ズ
ム
を
見
て
い
た
。
主イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

導
権
を
発
揮
し
、
活
動
的
で
、
起
業

家
的
な
《
現
世
支
配
》
の
個
人
主
義
は
伝
統
に
よ
っ
て
抑
え
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
比
較
的
少
な
く
、
一
見
し
て
反
対
の
も
の
と
並
立
し
て

い
る
。
個
人
を
利
己
的
計
算
を
超
え
て
牽
引
し
導
き
、
共
同
体
の
改
善
へ
と
向
か
わ
せ
る
理
想
と
価
値
と
い
う
有
名
な
シ
ビ
ッ
ク
領
域

0

0

0

0

0

0

で
あ

る
。
ア
メ
リ
カ
の
形
態
を
な
し
て
い
る
シ
ビ
ッ
ク
的
構
成
要
素
と
世
界
支
配
的
な
構
成
要
素
が
と
も
に
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
は
っ
き
り
と

弱
体
化
し
て
い
た
こ
と
を
彼
は
認
め
て
は
い
た
け
れ
ど
も
、
他
の
点
で
は
か
く
も
両
立
不
可
能
な
諸
力
の
絡
み
合
い
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
魅
了

し
た
）
12
（

。
彼
が
探
求
か
ら
得
た
結
論
は
、
偶
然
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
こ
の
二
つ

0

0

の0

――
自
己
と
共
同
体
――
へ
の
定
位
は
ア
メ
リ
カ
の
土
壌
、

特
に
そ
の
宗
教
史
に
深
く
根
を
お
ろ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
（W

eber 1930: 155

―183/ 163

―206; 1946c; 1985; 1968a: 1204

―11/721

―26

を
見
よ
）。現

世
支
配
個
人
主
義
と
市
民
社
会
と
い
う
理
想
の
宗
教
的
起
源

ア
メ
リ
カ
の
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
宗
派
――
カ
ル
ビ
ニ
ス
ト
、
敬
虔
派
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
、
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
、
ク
ウ
ェ
ー
カ
ー
、
メ

ノ
ナ
イ
ト
教
会
――
は
強
烈
で
、
職
務
に
定
位
し
た
個
人
主
義
を
呼
び
起
こ
し
た
。
こ
れ
ら
の
信
徒
は
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
的
衝
動
に
対
し
て

《
不
寝
番
》
を
続
け
る
よ
う
に
と
り
わ
け
期
待
さ
れ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
世
俗
的
な
快
楽
と
い
う
堕
落
へ
の
誘
惑
物
を
慎
む
こ
と
へ
の
誓
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い
は
並
は
ず
れ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
信
徒
の
内
的
な
自
己
自
身
の
力
量
へ
の
全
面
的
な
信
頼
も
期
待
さ
れ
た
。《
善
悪
》
が
厳
密
に
道
徳

の
観
点
で
理
解
さ
れ
た
と
し
て
も
、
秘
跡
あ
る
い
は
他
の
儀
式
は
献
身
を
補
助
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
牧
師
さ
え
も
救
済
の
保
証

を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
怒
っ
た
全
能
で
復
讐
の
神
で
あ
る
旧
約
聖
書
の
神
の
前
に
孤
独
に
立
た
さ
れ
、
孤
独
に
責
任
を
負
い
、

献
身
の
み
が
彼
ら
が
予
定
さ
れ
た
身
分
で
あ
る
こ
と
を
必
ず
《
証
明
》
で
き
る
と
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
最
も
重
大
な
問
題
に
関
す
る
恐
怖
を

克
服
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
「
私
は
救
わ
れ
た
も
の
の
一
人
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
（W

eber 1930: 104

―105/94, 

123/122; 1968a: 1198
―1200/717

―19

）。

け
れ
ど
も
禁
欲
と
い
う
命
法
――
被
造
物
的
衝
動
を
訓
化
す
る
た
め
に
英
雄
的
な
規
律
に
よ
り
個
人
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
焦
点
を
当
て
る
こ

と
――
は
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
課
せ
ら
れ
た
要
求
の
一
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
信
徒
に
は
、
神
の
国
を
地

上
に
創
出
す
る
こ
と
で
世
俗
の
悪
を
《
支
配
す
る
》
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
悪
を
赦
す
こ
と
も
悪
を
分
離
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
の

で
、
世
界
支
配
と
い
う
宗
教
義
務
は
献
身
へ
の
命
令
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
神
の
命
令
に
従
っ
て
、
世
俗
の
悪
に
反
し
て

0

0

0

行
為
せ
よ
、
必
要

と
あ
ら
ば
世
俗
的
権
威
と
世
論
に
反
し
て
も
。
こ
の
故
に
、
こ
れ
ら
の
信
者
は
妥
協
、
忠
告
、
黙
想
へ
と
向
か
う
個
人
主
義
を
実
践
し
た

こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
、
不
屈
の
《
世
俗
内
》
個
人
主
義
が
陶
冶
さ
れ
、
初
期
の
ア
メ
リ
カ
人
達
に
不
屈
の
態
度
と
伝
統
と
対

決
す
る
能
力
の
点
で
た
く
ま
し
い
楽
観
主
義
を
与
え
た
。
全
体
と
し
て
の
社
会
の
変
革
――
神
の
国
の
建
設
――
が
そ
の
目
標
と
な
っ
て
い

る
（W

eber 1930: 108

―109/99

―101, 223n. 27/96n.3; 1946c: 321/234

―35; 1985: 10

―11/392

―94; 1968a: 1207

―09/724

―72

）
13
（6

）。

そ
れ
故
、
共
同
体
の
改
善
は
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
達
に
と
っ
て
、
宗
教
的
義
務
眼
目
で
あ
り
神
へ
の
奉
仕
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
別
の
仕
方
で
も
同
様
に
生
じ
た
。
既
に
注
記
し
た
よ
う
に
、
献
身
は
信
者
の
中
心
問
題
――
彼
ら
の
個
人
の

0

0

0

救
済
状
態
――

に
関
す
る
不
確
実
さ
に
伴
う
、
身
も
心
も
苛
む
不
安
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
と
り
わ
け
カ
ル
ビ

ニ
ズ
ム
は
彼
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
自
分
自
身
が
救
わ
れ
た
も
の
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
確
信
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の

よ
う
に
働
く
特
殊
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
強
調
し
て
い
る
。
も
し
――
物
質
的
繁
栄
と
定
義
さ
れ
た
――
世
俗
内
で
の
成
功
が
達
成
さ
れ
た
な
ら
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ば
、
信
者
は
全
知
全
能
の
神
が
恩
寵
を
与
え
て
く
れ
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
神
は
そ
の
よ
う
な
《
し
る

し
》
を
予
定
さ
れ
た
も
の
の
み

0

0

に
与
え
た
も
う
、
と
。
著
し
く
強
力
な
《
心
理
的
報
奨
金
》
は
こ
の
よ
う
に
し
て
方
法
的
な
仕
事
へ
の
報
酬

と
な
っ
た
。
体
系
的
な
労
働
を
通
じ
て
の
み
物
質
的
繁
栄
は
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
（W

eber 1930: 172/192; 1968a: 572

―73/346

―47, 

1197

―200/717
―19, 1203

―210/721

―2

）
14
（6

）。

注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
個
人
の

0

0

0

救
済
状
態
の
確
証
の
探
求
に
よ
り
究
極
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
て
も
、
こ
の
労
働
の
強
化
は
ま
さ
に
信

者
の
共
同
体
へ
の

0

0

0

0

0

参
与
を
強
調
す
る
効
果
を
も
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
教
理
に
よ
り
、
救
わ
れ
た

も
の
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
会メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ

員
権
の
《
証
明
》
を
一
人
で
作
り
出
す
よ
う
に
放
り
出
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
職
業
へ
の
献
身
的
な
方

法
的
労
働
は
――
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
――
そ
の
個
人
に
の
み
奉
仕
す
る
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
よ
り
も
、
神
の
栄
光
は

信
者
に
神
の
代
理
と
し
て
働
き
、
神
の
名
誉
を
祝
し
て
人
間
の
地
上
に
お
け
る
王
国
の
栄
光
を
創
り
出
す
こ
と
を
要
求
し
た
。
そ
れ
故
に
、

労
働
は
方
法
的
に
な
り
、
け
れ
ど
も
自
己
中
心
的
な
個
人
の
利
害
関
心
か
ら
離
れ
、
よ
り
ず
っ
と
広
い
任
務
に
定
位
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
任
務
＝
伝
道
は
宗
教
的

0

0

0

義
務
を
構
成
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
労
働
は
信
徒
を
共
同
体
へ
と
結
合
し
、
物
質
的
財
貨
の
蓄

積
を
狙
う
功
利
主
義
的
計
算
よ
り
ず
っ
と
広
い
目
的
の
た
め
に
行
わ
れ
た
。
こ
こ
に
は
は
っ
き
り
と
し
た
二
元
論
が
見
て
取
れ
る
。
現
世
支

配
の
個
人
主
義
は
個
人
の
権
利
と
、
彼
ら
の
個
人
的
運
命
の
形
成
と
再
形
成
を
行
う
能
力
に
焦
点
を
当
て
て
い
た
。
け
れ
ど
も
共
同
体
と
そ

の
改
善
へ
の
参
画
へ
の
同
様
に
強
力
な
推
進
力
も
存
在
し
て
い
た
。

更
に
、
禁
欲
的
で
《
世
俗
》
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
よ
り
共
同
体
へ
の
参
画
に
課
せ
ら
れ
た
心
理
的
報
償
に
よ
っ
て
上
述
の
組
織

は
《
社
会
的
担
い
手
》
と
し
て
結
晶
化
す
る
。
信
頼
と
援
助
の
場
と
し
て
の
家
族

0

0

は
こ
の
組
織
に
お
い
て
存
在
す
る
の
で
、
こ
れ
は
集
団
参

加
の
た
め
の
存
続
可
能
で
自
然
な
《
訓
練
場
》
と
し
て
役
立
っ
た
。
こ
こ
で
、
信
者
同
士
の
世
俗
的
ミ
リ
ュ
ー
の
中
で
、《
自
治
の
ル
ー
ル
》

と
集
団
へ
の
奉
仕
の
観
念
が
学
ば
れ
た
。
シ
ビ
ッ
ク
行
動
主
義
へ
の
推
進
力
は
、
成
果
志
向
の
個
人
主
義
へ
の
推
進
力
で
も
あ
り
、
宗
教
的

経
験
か
ら
結
晶
化
し
、
ア
メ
リ
カ
植
民
地
の
初
期
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
幅
広
い
痕
跡
を
残
し
た
（W

eber 1946c, 1985

を
見
よ
）。
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仕
事
中
心
主
義
と
経
済
的
成
功
の
宗
教
的
重
要
性
、
そ
し
て
神
の
命
令
に
関
す
る
禁
欲
的
で
厳
格
な
誓
い
に
よ
り
、
信
頼
、
誠
実
な
助
言

及
び
フ
ェ
ア
プ
レ
イ
の
倫
理
は
商
業
上
の
関
係
に
と
っ
て
す
ら
堅
固
な
理
想
と
し
て
構
成
さ
れ
た
。
こ
の
領
域
で
ひ
と
た
び
確
立
さ
れ
る

と
、
地
域
差
に
よ
っ
て
様
々
な
程
度
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
理
想
は
政
治
領
域
に
も
持
ち
込
ま
れ
、
誠
実
さ
、
社
会
的
信
頼
、
善
意
、
公

共
生
活
一
般
へ
の
フ
ェ
ア
プ
レ
イ
と
い
う
強
力
な
理
想
を
作
り
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
理
想
は
一
九
世
紀
半
ば
の
工
業
化
の
開
始
ず
っ
と
以
前

に
生
じ
、
公
的
領
域
へ
の
強
力
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。《
公
的
倫
理
》
の
シ
ビ
ッ
ク
的
領
域

0

0

0

0

0

0

0

が
生
ま
れ
、
選
出
さ
れ
た
公
務
員
は
こ
の
高
い

理
想
を
遵
守
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
）
15
（

。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
強
力
な
シ
ビ
ッ
ク
的
理
想
は
諸
国
民
の
政
治
文
化
に
ま
れ
に
し
か
現
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
を
産
業
化
に
伴
っ

て
現
れ
る
も
の
と
し
て
、
進
化
論
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（Parsons 1966, 1971; K

alberg 1993, 1997

を
見
よ
）
16
（

）。
そ
の
上
、

現
世
支
配
的
個
人
主
義
と
平
行
し
て
現
れ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
ま
れ
で
あ
る
と
彼
は
信
じ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

テ
ィ
ズ
ム
の
共
通
の
基
礎
の
上
で
シ
ビ
ッ
ク
的
諸
価
値
は
活
動
的
個
人
主
義
と
相
互
に
絡
み
合
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
よ
り
堅
固
で
幅
広
く
な

る
と
、
シ
ビ
ッ
ク
領
域
は
個
人
主
義
を
指
導
す
る
権
力
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
自
己
中
心
的
な
物
質
的
繁
栄
の
み
の
追
求
か
ら
引
き

離
し
、
共
同
体
規
範
の
改
善
へ
向
か
わ
せ
、
そ
れ
に
応
じ
て
禁
欲
主
義
も
弱
ま
っ
て
い
っ
た
。
シ
ビ
ッ
ク
的
理
想
も
こ
の
個
人
主
義
が
単
な

る
道
具
的
で
利
害
得
失
の
自
己
中
心
的
な
計
算
に
た
や
す
く
退
廃
し
て
い
く
の
を
妨
げ
た
。
他
方
で
、
そ
れ
が
個
人
に
《
現
世
》
で
行
為
す

る
力
と
自
信
を
付
与
し
、
――
必
要
な
ら
ば
道
徳
的
観
点
で
――
価
値
原
理
・
権
利
と
い
っ
た
も
の
を
擁
護
す
る
力
を
与
え
た
の
で
、
大
き

な
障
害
に
当
た
っ
た
場
合
も
、
植
民
地
時
代
と
初
期
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
活
動
的
個
人
主
義
は
、
公
共
倫
理
を
繰
り
返
し
刷
新
し
た
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
《
現
世
に
定
位
し
た
》
個
人
主
義
は
、
権
威
と
権
力
に
対
立
す
る
個
人
の
権
利
と
い
う
自
立
し
た
観
念
が
社
会
学
的

に
有
意
味
な
仕
方
で
存
在
し
う
る
な
ら
ば
、
社
会
文
化
的
な
必
然
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
（W

eber 1968a: 1204

―11/721

―26; 

1988: 438

―4

）
17
（9

）。
逆
に
、
倫
理
的
価
値
の
た
め
に
共
同
体
を
改
革
――
行
為
――
す
る
よ
う
に
個
人
に
課
せ
ら
れ
た
シ
ビ
ッ
ク
的
理
想
の

高
い
要
求
に
よ
り
、
現
世
支
配
の
個
人
主
義
は
永
続
的
に
活
性
化
さ
れ
た
。
こ
の
相
互
に
維
持
す
る
力
学
は
固
定
化
し
た
（K

alberg 1997: 
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209

―16

）。

比
較
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
二
元
論
が
こ
の

0

0

政
治
文
化
を
特
徴
づ
け
て
い
た
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
見
て
い
た
。
更

に
、
鉄
の
檻
と
い
う
二
分
法
――
公
共
圏
に
技
術
的
・
行
政
的
・
市
場
的
強
制
が
浸
透
し
、
シ
ビ
ッ
ク
的
理
想
は
存
在
せ
ず
、
価
値
に
縛
ら

れ
な
い
粗
野
な
権
力
と
利
害
打
算
に
支
配
さ
れ
る
一
方
で
、
温
か
さ
と
共
感
と
い
う
親
密
な
関
係
を
陶
冶
す
る
非
政
治
的
で
私
的
な
避
難
所

と
い
う
二
分
法
――
を
粉
々
に
す
る
。
逆
に
、
植
民
地
時
代
と
初
期
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
誠
実
さ
、
フ
ェ
ア
プ
レ
イ
、
社
会
的
信
用
、

善
意
、
平
等
な
待
遇
――
こ
れ
は
一
つ
の
エ
ー
ト
ス

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
が
――
と
い
う
シ
ビ
ッ
ク
的
理
想

0

0

0

0

0

0

0

は
公
的
領
域
に
浸
透
し
、
活
動
的
個
人

主
義
を
全
く
の
利
益
追
求
、
権
謀
術
数
、
自
己
中
心
主
義
、
日
常
生
活
で
の
無
限
の
誘
惑
の
中
で
の
放
縦
と
い
っ
た
も
の
か
ら
引
き
離
し

た
。も

ち
ろ
ん
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
一
九
世
紀
末
と
二
〇
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
腐
敗
と
《
猟
官
制
》
が
広
く
残
っ
て
い
た
こ
と
、
権

力
と
露
骨
な
打
算
が
し
ば
し
ば
公
的
倫
理
を
圧
倒
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
は
公
的
な
エ
ー
ト
ス
に
関
す
る
倫
理

的
行
動
を
例
外
と
見
な
し
、
都
市
派
閥
の
政
治
腐
敗
は
著
し
く
広
ま
っ
て
い
る
と
見
て
い
た
（W

eber 1946a: 108

―10/538

―40; 1968b: 

1401/331; 1978: 281

―82/63

）。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
宗
教
史
に
深
く
根
ざ
し
た
シ
ビ
ッ
ク
的
美
徳
は
、
遺
産
と
な
っ
て

か
ら
さ
え
も
彼
に
重
要
な
社
会
学
的
衝
撃
を
与
え
続
け
た
。
鉄
の
檻
モ
デ
ル
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
全
く
異
な
っ
た
変
数
と
二
分
法
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
官
僚
、
国
家
の
法
律
、
閉
鎖
的
な
政
党
が
シ
ビ
ッ
ク
的
領
域
の
あ
ら
ゆ
る

0

0

0

0

理
解
を
包
囲
し
、
独
占
さ
え
し
て
し
ま
う
政
治

文
化
で
あ
っ
た
）
18
（

。
ユ
ニ
ー
ク
な
ア
メ
リ
カ
の
二
元
論
――
現
世
支
配
的
個
人
主
義
と
密
接
に
絡
み
合
っ
た
倫
理
的
価
値
が
浸
透
し
た
拡
大
さ

れ
た
シ
ビ
ッ
ク
的
領
域
――
に
よ
り
動
く
珍
し
い
振
り
子
運
動
は
大
部
分
、
ア
メ
リ
カ
政
治
文
化
の
動
的
で
落
ち
着
か
な
い
特
徴
を
説
明
す

る
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
論
じ
る
。
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ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
分
析
の
適
用
――
今
日
の
ア
メ
リ
カ
の
政
治
文
化

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ア
メ
リ
カ
政
治
文
化
の
古
典
的
二
元
論
を
適
切
に
記
し
た
け
れ
ど
も
、
ど
の
よ
う
に
弱
体
化
し
て
い
く
か
を
彼
は
は
っ
き

り
さ
せ
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
は
、
大
規
模
な
官
僚
制
化
は
結
局
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
工
業
化
に

も
付
随
し
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
れ
故
、
官
僚
の
権
力
と
威
信
の
増
大
が
生
じ
る
と
思
わ
れ
た
。
専
門
化
さ
れ
た
知
識
を
所
有
し
、
大

規
模
な
組
織
に
お
い
て
権
力
を
集
中
的
に
所
有
す
る
幹
部
官
僚
が
政
策
決
定
の
領
域
に
も
専
有
的
に
侵
入
し
、
開
か
れ
た
政
治
的
討
論
と
政

党
間
の
闘
争
、
公
的
領
域
の
理
想
の
わ
ず
か
な
遺
産
も
消
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
懸
念
し
た
。
そ
う
な
れ
ば
公
的
理
想
の
大

規
模
な
形
骸
化
が
進
行
し
、
高
貴
な
理
想
、
多
元
的
で
競
合
し
合
う
価
値
、
倫
理
的
行
動
を
欠
い
た
閉
鎖
的
で
、
頑
な
で
、
内
向
的
な
社

会
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
リ
ス
ク
を
回
避
し
、
臆
病
で
小
役
人
根
性
丸
出
し
の
官
僚
的
な
人
間
類
型
が
支
配
的
に
な
る
だ
ろ
う
（W

eber: 

1946a; 88/516

―17; 1968a: 971/560; 1968b: 1398/327

―328, 1400

―405/329

―36; 1978: 281

―82/61

―62; M
om

m
sen 1974b: 86

―

89, 92; R
oth 1985

）。

近
年
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
社
会
評
論
家
は
《
シ
ビ
ッ
ク
の
喪
失
》
と
公
的
倫
理
の
弱
体
化
が
生
じ
た
と
嘆
い
た
（E

tzioni 1997, 1998; 

B
ellah et al. 1985; Putnam

 1995; Selznic 1994 

を
見
よ
）。
し
か
し
、
こ
の
転
換
が
生
じ
た
の
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
明
ら
か
に
し
な
か
っ

た
理
由
に
よ
る
。
ご
く
最
近
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
政
治
史
は
繰
り
返
し
――
国
家
と
政
党
の
――
官
僚
制
化
に
対
す
る
大
衆
抗
議
運
動
の
波
に

よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
威
信
を
も
っ
た
幹
部
官
僚
の
カ
ー
ス
ト
化
は
結
晶
化
し
な
か
っ
た
）
19
（

。
そ
の
代
わ
り
、
シ
ビ
ッ
ク
的
価
値
の
弱

体
化
は
、
む
し
ろ
消
費
文
化
が
遍
在
す
る
よ
う
に
な
り
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
文
化
が
き
わ
め
て
活
況
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
シ
ビ
ッ
ク
的
領
域
の
理
想
に
対
立
し
、
競
合
す
る
き
わ
め
て
魅
力
的
な
領
域
な
の
で
あ
る
。
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ア
メ
リ
カ
の
現
世
支
配
的
個
人
主
義
は
、
自
己
中
心
的
な
物
質
的
繁
栄
と
シ
ビ
ッ
ク
的
価
値
の
布
置
関
係
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
ま
す
ま

す
少
な
く
な
り
、
自
己
中
心
的
な
物
質
的
繁
栄
と
消
費
エ
ン
タ
メ
文
化
に
ま
す
ま
す
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

明
ら
か
な
の
は
他
の
ポ
ス
ト
工
業
国
と
比
較
で
き
な
い
ほ
ど
の
強
烈
さ
で
あ
る
。
元
々
シ
ビ
ッ
ク
領
域
と
完
全
に
絡
ま
り
合
い
、
そ
れ
に

よ
っ
て
鼓
舞
さ
れ
て
い
た
の
で
、
活
動
的
個
人
主
義
は
こ
の
主
導
的
力
か
ら
か
な
り
の
程
度
ま
で
推
進
力
を
得
て
い
た
が
、
い
ま
や
社
会
科

学
の
学
位
を
も
っ
た
マ
ジ
ソ
ン
通
り
の
取
締
役
に
体
系
的
に
誘
惑
さ
れ
、
洗
練
の
度
を
増
し
て
い
る
。
シ
ビ
ッ
ク
的
理
想
は
、
今
や
消
費
者

産
業
と
エ
ン
タ
メ
産
業
に
浸
透
さ
れ
た
《
公
共
圏
》
の
範
囲
に
ま
で
大
幅
に
縮
小
さ
れ
た
。
こ
の
両
者
は
、
友
愛
、
快
適
さ
、
興
奮
、
ロ
マ

ン
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
提
供
し
、
個
人
の
繁
栄
を
願
う
。

こ
の
新
し
い
政
治
文
化
は
旧
来
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
る
点
が
も
う
一
つ
あ
る
。
か
つ
て
の
二
元
論
に
は
任
務
志
向
型
個
人
主
義
が
自
己

中
心
主
義
に
陥
る
の
を
防
ぐ
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
果
た
す
強
力
な
シ
ビ
ッ
ク
的
内
容
が
含
ま
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
新
し
い
二
元
論
は
自
己
中

心
性
に
対
す
る
全
く
異
な
っ
た
障
壁
を
も
っ
て
い
る
。
共
同
体
の
改
善
と
市
民
的
共
同
体
へ
の
貢
献
は
、
神
の
よ
り
大
き
な
栄
光
の
た
め
の

悪
の
克
服
を
の
ぞ
け
ば
、
今
や
活
動
的
個
人
主
義
の
牽
引
力
と
し
て
は
骨
抜
き
に
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
《
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
な
も
の
》、

《
流
行
の
も
の
》、《
ト
レ
ン
デ
ィ
》
な
も
の
に
適
応
し
よ
う
と
す
る
微
妙
で
あ
か
ら
さ
ま
な
圧
力
が
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
。
か
つ
て
の
個
人

主
義
と
シ
ビ
ッ
ク
の
二
元
論
が
互
い
に
支
え
合
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

0

0

0

0

0

0

を
呼
び
起
こ
し
、
そ
れ
は
社
会
横
断
的
に
個
人
主
義
と
シ
ビ
ッ
ク
的
要
素

の
両
方

0

0

を
鼓
舞
し
た
の
に
対
し
、
個
人
主
義
／
消
費
エ
ン
タ
メ
の
二
元
論
は
異
な
っ
た
ア
ゲ
ン
ダ
を
追
求
す
る
。
結
局
は
個
人
が
物
質
的
繁

栄
の
み
に
定
位
す
る
こ
と
へ
の
障
害
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
消
費
エ
ン
タ
メ
文
化
は
こ
の
定
位
と
緊
密
に
協
力
し
合
っ
て

い
る
。
す
ぐ
に
は
明
ら
か
で
な
く
と
も
、
長
期
的
な
帰
結
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
個
人
主
義
は
弱
体
化
し
、
シ
ビ
ッ
ク
的
領
域
と
社
会
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
と
開
放
性
は
よ
り
大
き
な
社
会
的
画
一
主
義
に
向
か
う
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
変
貌
を
曖
昧
に
し
か
予
見
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
（W

eber 1930: 181

―82/203

―204

）、
こ
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル

な
転
換
に
彼
は
全
く
驚
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
超
越
的
な
戒
律
と
宗
教
的
価
値
へ
の
定
位
――
独
立
独
歩
と
現
世
支
配
的
個
人
主
義
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――
か
ら
生
じ
た
あ
る
単
一
の
要
素
が
後
の
歴
史
的
時
代
に
は
そ
の
不
可
避
な
反
対
物
へ
と
転
化
す
る
過
程
で
あ
る
。
即
ち
、実
体
を
伴
い
、

他
の
領
域
か
ら
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
る
シ
ビ
ッ
ク
的
領
域
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
皮
肉
な
ね
じ
れ
現
象
を
彼
は
発
見
し
て
い
た
し
、
東
西
の

歴
史
を
通
し
た
こ
の
秩
序
の
歴
史
的
重
要
性
の
見
え
ざ
る
帰
結
を
発
見
し
て
い
た
）
20
（

。
こ
の
ね
じ
れ
現
象
と
見
え
ざ
る
帰
結
は
彼
の
比
較
歴
史

社
会
学
と
い
う
ま
さ
に
基
礎
の
上
に
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
新
し
い
ア
メ
リ
カ
政
治
文
化
の
叙
述
は
、
シ
ビ
ッ
ク
的
理
想
が
ほ
ぼ
消
滅
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る

が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
経
験
的
社
会
学
の
中
心
に
あ
る
も
う
一
つ
の
基
礎
公
理
と
対
立
す
る
。
そ
れ
は
こ
の
巨
大
な
過
程
に
ま
た
別
の
光
を

投
げ
か
け
る
。
彼
は
再
三
再
四
、
ま
た
強
調
し
て
、
有
意
義
な
発
展
は
、
ひ
と
た
び
堅
固
に
社
会
学
的
に
係
留
さ
れ
れ
ば
、
国
民
の
社
会
的

風
景
か
ら
急
激
に
消
え
て
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
し
、
短
期
的
挑
戦
の
結
果
と
し
て
消
滅
す
る
こ
と
が
な
い
の
は
確
実
で
あ
る
と
論
じ
た
の

で
あ
る
）
21
（

。
過
去
に
し
っ
か
り
と
根
付
い
た
遺
産
は
生
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
も
し
過
去
に
根
付
い
た
活
動
に
定
位
す
る
《
社

会
的
担
い
手
》
と
し
て
役
立
つ
新
し
い
集
団
形
成
と
組
織
化
を
呼
び
起
こ
す
社
会
変
動
が
生
じ
た
な
ら
ば
）
22
（

。
長
期
の
休
止
状
態
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
遺
産
は
生
き
続
け
、
変
化
し
た
文
脈
に
お
い
て
よ
り
強
力
な
影
響
力
を
再
び
ふ
る
う
こ
と
を
待
っ
て
い
る
。
過
去
と
現
在
は
ヴ
ェ
ー

バ
ー
に
と
っ
て
、
緊
密
に
絡
み
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
）
23
（

。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
社
会
学
の
こ
の
主
要
教
義
を
認
識
す
れ
ば
、
上
述
の
分
析
の
再
考
が
強
い
ら
れ
る
。
個
人
主
義
／
消
費
者
エ
ン
タ
メ
と
い
う

二
元
論
は
新
し
い
ア
メ
リ
カ
の
政
治
文
化
を
不
完
全
に
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
現
世
支
配
的
個

人
主
義
、
消
費
者
エ
ン
タ
メ
産
業
、
並
び
に

0

0

0

シ
ビ
ッ
ク
的
領
域
の
理
想
と
い
う
三
頭
の

0

0

0

力
が
今
や
広
ま
っ
て
い
る
。
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
は

い
え
、
こ
の
理
想
は
、
長
期
的
で
宗
教
に
基
づ
い
た
行
動
パ
タ
ー
ン
に
深
く
根
ざ
し
た
お
か
げ
で
生
き
続
け
て
い
る
）
24
（

。
時
々
、
現
代
の
変
動

が
段
階
的
に
生
じ
る
中
で
、
こ
の

0

0

三
つ
の
領
域
は
境
界
を
維
持
し
続
け
、
様
々
な
程
度
に
互
い
に
対
抗
し
合
う
し
、
様
々
な
程
度
に
他
と
絡

み
合
い
浸
透
し
合
っ
て
い
る
。
時
に
は
こ
れ
ら
の
領
域
は
絶
え
間
な
く
競
合
し
合
い
、
時
に
は
強
固
に
協
力
し
合
う
。
ま
た
時
に
は
、
一
つ

の
領
域
が
他
の
領
域
に
対
し
て
、
支
配
的
に
な
る
）
25
（

。
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そ
れ
故
、
今
や
三
局
的
布
置
関
係
が
ア
メ
リ
カ
政
治
文
化
の
振
り
子
運
動
を
規
定
し
、
動
か
し
て
い
る
。
古
い
二
元
論
か
ら
断
絶
し
て
い

る
と
は
い
え
、
こ
の
新
た
な
形
態
も
ユ
ニ
ー
ク
で
、
他
の
い
か
な
る
ポ
ス
ト
産
業
諸
国
の
そ
れ
と
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
鉄
の
檻

モ
デ
ル
と
は
強
烈
な
対
照
を
な
し
続
け
て
い
る
。
ほ
ぼ
百
年
た
っ
て
も
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
学
の
根
本
的
な
位
相
が
そ
の
内

容
と
変
数
、
緊
張
関
係
と
内
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
判
明
す
る
の
に
役
立
っ
た
）
26
（

。

　
　
　
原
注

（
1
） W

eber, T
he Protestant E

thic

（Los A
ngeles: R

oxbury, 2002

）, p.123

（
強
調
は
原
文
）.  

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
の
こ
の
段
階
に
つ
い
て
は
他
の

と
こ
ろ
で
よ
り
詳
細
に
論
じ
た
。Stephen K

alberg, “Introduction to the Protestant E
thic ”

（Los A
ngeles: R

oxbury, 2002

）, pp. xxvii

―

xlviii. 

を
見
よ
。

（
2
） 

こ
の
フ
レ
ー
ズ
が
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
よ
る
《
鋼
鉄
の
檻 stahlhartes G

ehäuse

》
の
貧
弱
な
翻
訳
を
構
成
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
高

度
に
視ビ
ジ
ュ
ア
ル

覚
的
な
表
現
の
た
め
今
日
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。“Steel-hard casting ” 

が
よ
り
精
密
な
翻
訳
で
あ
る
。W

eber, Protestant E
thic, 

pp.245

―46, n. 129 

を
見
よ
。

（
3
） W

eber, Protestant E
thic, pp.123

―24.  

以
下
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
テ
キ
ス
ト
の
参
照
頁
は
、
最
初
に
英
語
訳
の
ペ
ー
ジ
数
を
挙
げ
、
次
に
ド
イ
ツ

語
版
の
ペ
ー
ジ
数
を
記
し
た
。
ド
イ
ツ
語
版
に
関
す
る
情
報
は
文
献
リ
ス
ト
を
参
照
﹇
訳
注
―
原
文
で
は
本
文
中
に
英
語
訳
が
引
用
さ
れ
、
脚

注
で
対
応
箇
所
の
ド
イ
ツ
語
版
が
引
用
さ
れ
て
い
た
が
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
に
訳
稿
で
は
原
文
引
用
は
省
略
し
た
﹈。

（
4
） W

eber 1968b

﹇1971

﹈: 332.

（
5
） W

eber 1968b

﹇1971

﹈: 333.
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（
6
） W

eber 1968b

﹇1971

﹈: 64.
（
7
） W

eber 1968a

﹇1976

﹈: 15.
（
8
） W

eber 1968a

﹇1976

﹈: 553.

（
9
） 

例
え
ば
、W

eber 1930; 1946c; 1985; 1968a: 889

―92/509

―11, 1059

―69/ 616

―24, 1204

―10/721

―26; 1968b
: 1400/329

―30, 1381

―

469/306
―406; 1978; 1994

を
見
よ
。1946a: 87

―114 

の
概
括
的
議
論
も
見
よ
。

（
10
） W

eber 1968a
﹇1976

﹈: 572.

（
11
） 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
は
、
更
にW

eber 1930; 1946c; 1968a: 1198

―210; 1985 

を
見
よ
。M

om
m

sen 1974b; R
oth 1985, 1987/717

―20; Scaff 1998 

も
見
よ
。

（
12
） 

ロ
ー
ト
（1985; 1987: 165
―200; 1997

）
と
モ
ム
ゼ
ン
（1974b

）
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
肯
定
的
な
米
国
観
が
彼
の
ド
イ
ツ
人
の
同
僚
た
ち
の

そ
れ
と
は
か
な
り
の
程
度
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
要
約
的
記
述
を
提
供
し
て
い
る
。
特
に
彼
は
ア
メ
リ
カ
人
の
独
立
独
歩
の
個
人
主

義
と
国
家
に
誇
張
的
な
権
威
を
認
め
た
が
ら
な
い
点
で
賞
賛
し
た
。
こ
の
二
つ
の
点
と
も
ド
イ
ツ
人
に
は
欠
け
て
い
る
と
彼
は
見
た
の
で
あ
る

（M
om

m
sen 1974b: 83

―86; R
oth 1993; 1997: 665

―70 

を
見
よ
）。

（
13
） 

全
く
世
俗
化
し
て
い
て
も
――
今
日
で
も
な
お
こ
の
一
組
の
価
値
と
一
部
に
は
伝
道
的
な
意
識
へ
の
係
留
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
外
交
政
策
と
の
選
択

的
親
和
性
に
つ
い
て
はK

alberg 1991 

を
見
よ
。

（
14
） 

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
極
度
に
複
雑
な
分
析
の
一
部
の
局
面
の
み
が
こ
こ
で
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。K

alberg 1996: 57

―61; 2000a 

を
見
よ
。

（
15
） 

そ
の
よ
う
な
シ
ビ
ッ
ク
的
領
域
が
十
分
に
展
開
し
た
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
選
出
さ
れ
た
公
務
員
に
よ
る
そ
の
価
値
へ
の
侵
害
は
特
に
言
及

さ
れ
る
だ
ろ
う
。（
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
や
モ
ニ
カ
ゲ
ー
ト
の
よ
う
な
）
著
し
い
場
合
に
は
、
国
民
は
激
し
く
反
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
の
数

パ
ラ
グ
ラ
フ
の
拡
張
版
に
つ
い
て
はK

alberg 1997: 212

―16 

を
見
よ
。

（
16
） 

そ
れ
故
、
こ
こ
で
と
ら
れ
て
い
る
立
場
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
プ
ロ
倫
」
に
お
け
る
議
論
と
全
く
類
似
的
で
あ
る
。《
経
済
倫
理
》（
資
本
主
義
の

精
神
）
の
起
源
は
《
経
済
形
式
》（
近
代
資
本
主
義
）
の
点
か
ら
は
説
明
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。W

eber 1930; 64

―67/49

―52, 75

―78/ 60

―

62 

を
見
よ
。
い
ず
れ
の
場
合
も
特
別
な
社
会
的
文
脈
に
注
意
が
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
17
） 

そ
れ
故
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ア
メ
リ
カ
政
治
文
化
の
こ
の
局
面
は
特
別
な
宗
教
的
根
源
を
も
っ
て
い
る
と
見
て
お
り
、
そ
れ
ら
す
べ
て
は
ド
イ
ツ

に
は
欠
け
て
い
る
と
見
て
い
た
。
こ
の
主
題
に
関
す
る
彼
の
初
期
の
関
心
を
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
著
作
は
刺
激
し
た
。Jellinek 1901; R

oth 1971; 
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M
om

m
sen 1974b: 76 

を
見
よ
。

（
18
） 
ド
イ
ツ
の
場
合
の
よ
う
に
（W

eber 1946a: 103/533, 111

―14/541

―45; 1968b; 1994

）。

（
19
） 
ロ
ー
ト
も
モ
ム
ゼ
ン
も
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
予
言
――
米
国
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
た
ど
っ
た
巨
大
な
官
僚
制
化
へ
の
道
を
た
ど
る
だ
ろ
う
――
は
誤
り

で
あ
っ
た
と
論
じ
た
。
ロ
ー
ト
は
分
析
を
拡
張
し
て
い
る
（R

oth 1985: 224

―28; 1987: 15

―57; M
om

m
sen 1974b: 89

）。
ド
イ
ツ
の
新
聞
で

過
去
二
〇
年
間
続
い
た
議
論
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
《
企
業
家
精
神
》
の
消
滅
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
議
論
は
ア
メ
リ
カ
の
新
聞
に
は
な
か
っ

た
が
、
こ
の
テ
ー
マ
の
経
験
的
な
探
求
に
適
切
な
出
発
点
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
20
） 「
プ
ロ
倫
」
の
最
も
著
名
な
例
は
、
宗
教
的
価
値
に
係
留
さ
れ
、
カ
ル
ビ
ニ
ズ
ム
の
《
方
法
的
生
活
態
度
》
は
富
を
作
り
出
し
た
が
、
そ
れ
が
最

後
に
は
ま
さ
に
宗
教
的
価
値
の
基
礎
を
掘
り
崩
し
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
予
期
せ
ざ
る
帰
結
を
証
明
す
る
や
り
方
の

一
つ
は
、《
カ
リ
ス
マ
の
日
常
化
》
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
彼
の
比
較
論
考
を
通
じ
て
繰
り
返
し
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
21
） 

禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
か
ら
生
じ
た
上
述
の
価
値
の
リ
ス
ト
を
見
よ
。
そ
れ
は
今
日
の
ア
メ
リ
カ
社
会
で
す
ら
顕
著
な
ま
ま
残
存
し

て
い
る
。K

alberg 1997 

も
見
よ
。

（
22
） 

担
い
手
の
組
織
と
し
て
の
教
会
と
セ
ク
ト
（《
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
》）
か
ら
身
分
層
と
し
て
の
市
民
的
で
自
発
的
な
結
社
（《
資
本

主
義
の
精
神
》）
へ
の
シ
フ
ト
の
成
功
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
《
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
テ
ー
ゼ
》
の
中
心
的
な
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
る

（K
alberg 1996: 62

―64

）。
社
会
的
担
い
手
層
に
つ
い
て
はK

alberg 1994: 58

―62 

を
見
よ
。

（
23
） 

ヴ
ェ
ー
バ
ー
社
会
学
で
こ
れ
が
生
じ
て
い
る
仕
方
に
つ
い
て
は
繰
り
返
し
論
じ
た
。K

alberg 1994: 158

―68, 187

―89; 1997: 212

―16; 1998: 

232

―35; 1999: 233

―36.

（
24
） 

そ
れ
ど
こ
ろ
か
古
典
的
な
ア
メ
リ
カ
の
二
元
論
は
、
こ
の
よ
り
宗
教
に
定
位
し
た
国
民
宗
教
に
お
い
て
（
例
え
ば
中
西
部
）、
明
ら
か
に
今
日
に

至
る
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
る
。

（
25
） 

シ
ビ
ッ
ク
的
理
想
の
持
続
の
証
拠
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
人
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
チ
ャ
リ
テ
ィ
活
動
に
比
較
的
参
加
す
る
度

合
い
が
高
い
こ
と
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
リ
ズ
ム
の
継
続
す
る
議
論
ま
で
（E

tzioni 1997, 1998 

を
見
よ
）。
更
な
る
証
拠
は
政
治
家
に
よ
る
、

ア
メ
リ
カ
の
外
交
政
策
に
シ
ビ
ッ
ク
的
理
想
の
生
存
力
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
継
続
す
る
試
み
、
そ
し
て
そ
れ
故
、
そ
れ
ら
に
普
遍
的
妥
当
性

を
付
与
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
見
ら
れ
う
る
（K

alberg 1991

）。

（
26
） 

ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
・
ヴ
ィ
ー
ス
＝
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
有
益
な
助
言
に
感
謝
し
た
い
。
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