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13 R・ニーバー政治倫理学とM・ヴェーバー歴史社会学

R
・
ニ
ー
バ
ー
政
治
倫
理
学
と
M
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
歴
史
社
会
学

――
民
主
制
論
を
め
ぐ
っ
て
――　
（
試
論
）

田　

中　

豊　

治

は
じ
め
に

R
・
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
が
「
原
罪
教
義
」
に
依
拠
し
て
、
人
間
の
罪
の
自
覚
か
ら
具
体
的
現
実
の
諸
問
題
、
と
く
に
「
社
会
悪
」
の
現
実

に
積
極
的
に
か
か
わ
り
、
能
動
的
に
立
ち
向
か
う
、
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
性
格
を
具
え
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
）
1
（

。

そ
れ
は
、
近
代
自
由
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
楽
観
論
に
た
っ
た
現
実
理
解
や
、
神
と
人
間
の
関
係
の
断
絶
と
し
た
が
っ
て
人
間
的
努

力
の
根
本
的
不
毛
性
と
を
前
提
と
し
た
現
実
に
対
す
る
消
極
的
静
観
な
い
し
現
実
無
関
心
的
な
そ
れ
と
異
な
り
、
社
会
問
題
を
「
社
会
悪
」

の
具
象
化
と
し
て
捉
え
て
、
こ
の
問
題
に
積
極
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
、
そ
の
克
服
に
向
け
て
正
面
か
ら
向
き
合
お
う
と
す
る
意
欲
に
み
ち
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
た
め
に
は
、
克
服
対
象
に
つ
い
て
の
客
観
的
に
妥
当
な
合
理
的
か
つ
正
確
な
認
識
を
獲
得
す
る
こ
と
が
、
信
仰
の
内

面
的
証
し
の
問
題
と
し
て
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
こ
と
は
ニ
ー
バ
ー
神
学
が
、
近
代
的
学
問
（W

issenschaft

）
の
中
で
も
と
り
わ
け
て
政
治
哲
学
な
い
し
政
治
倫
理
学
に
深
い
関
連

を
も
つ
ば
か
り
か
、
と
く
に
合
理
的
経
験
科
学
（
人
間
、
社
会
、
歴
史
、
文
化
な
ど
を
取
り
扱
う
歴
史
的
社
会
科
学
）
と
密
接
に
連
繋
な
い
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し
交
錯
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
実
際
、
さ
ま
ざ
ま
に
錯
綜
し
複
雑
に
絡
み
あ
う
歴
史
的
社
会
的
現
実
を
正

確
か
つ
合
理
的
に
把
握
し
、
こ
れ
に
及
ぶ
か
ぎ
り
周
到
か
つ
適
切
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
合
理
的
経
験
科
学
的
認
識
の
獲
得
は
不
可
欠
で

あ
り
、
文
字
ど
お
り
信
仰
の
一
部
と
し
て
、
経
験
科
学
的
研
究
の
動
向
と
成
果
に
対
し
て
も
た
え
ず
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
こ
う
も
い
え
よ
う
か
。
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
は
、「
社
会
悪
」
の
克
服
に
向
け
て
真
の
信
仰
の
実
を

あ
げ
る
た
め
に
、
経
験
科
学
的
認
識
に
よ
っ
て
つ
ね
に
積
極
的
に
媒
介
さ
れ
、
こ
れ
を
深
く
内
面
化
さ
せ
て
ゆ
く
と
い
う
す
こ
ぶ
る
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
性
格
を
有
し
て
い
る
、
と
。
そ
こ
に
ニ
ー
バ
ー
神
学
が
、
経
験
科
学
と
く
に
歴
史
的
社
会
科
学
と
重
な
り
あ
う
――
も
ち
ろ
ん
両

者
の
緊
張
に
み
ち
た
根
本
的
異
質
性
を
認
め
た
上
で
――
あ
る
種
の
親
近
性
を
も
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
M
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
学
問
、
と
く
に
そ
の
核
心
を
な
す
「
歴
史
社
会
学
」
的
研
究
は
、
あ
く
ま
で
歴
史
的
現
実
の
経
験
科
学

的
研
究
の
一
環
と
し
て
追
及
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
す
で
に
別
の
機
会
に
論
じ
た
よ
う
に
、
そ
の
根
底
に
一
種
の
神
学
的
契
機
を
蔵

し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
彼
の
学
問
に
た
ん
な
る
客
観
合
理
的
認
識
の
枠
を
超
え
て
、
問
題
発
見
的
な
い
し
問
題
構
成
的
で
か
つ
内
面
衝
迫

的
な
起
動
志
向
性
（
ヴ
ェ
ー
バ
ー
風
に
い
え
ば
「
プ
ラ
ー
グ
マ
」
的
性
格
）
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）
2
（

。

こ
の
報
告
で
は
、
主
に
ニ
ー
バ
ー
の
『
光
の
子
と
闇
の
子
』（
一
九
四
四
）
の
論
述
を
手
が
か
り
に
、
彼
の
「
民
主
制
」（dem

ocracy

）

論
に
伏
蔵
さ
れ
た
歴
史
社
会
学
的
要
素
を
掘
り
お
こ
し
、
こ
れ
を
一
箇
の
歴
史
像
と
し
て
構
成
し
て
、
こ
れ
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
歴
史
社
会
学

的
「
民
主
制
」（D

em
okratie

）
論
な
ら
び
に
そ
こ
に
伏
在
す
る
神
学
的
契
機
を
批
判
的
か
つ
相
互
媒
介
的
に
つ
き
合
わ
せ
、
民
主
制
に
内

包
さ
れ
た
思
想
的
歴
史
社
会
学
的
問
題
性
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
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Ⅰ　

ニ
ー
バ
ー
の
民
主
制
論
（
1
）

1

ニ
ー
バ
ー
は
上
記
の
著
作
刊
行
の
前
年
、『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
第
二
巻
（
一
九
四
三
）
第
九
章
「
神
の
王
国
と
正
義
の
た
め
の
闘
い
」

で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
）
3
（

。

「
民
主
制
の
達
成
し
た
諸
成
果
」
は
、「
利
害
の
あ
ら
ゆ
る
相
克
が
紛
争
当
事
者
の
一
方
の
勝
利
に
終
わ
る
か
、
あ
る
い
は
〔
第
三
の
〕
優

勢
な
強
制
的
勢
力
に
双
方
が
屈
服
す
る
か
」
と
い
う
（
ル
タ
ー
や
ホ
ッ
ブ
ズ
な
ど
の
）「
悲
観
主
義
」
な
ら
び
に
「
同
胞
愛
理
想
に
対
す
る

統
治
と
正
義
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
を
純
粋
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
捉
え
る
考
え
方
」
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
悲
観
主
義
や
否
定
的
な
捉
え
方
に
陥

る
の
で
は
な
く
、「
利
害
と
利
害
と
を
調
整
す
る
こ
と
が
、
優
勢
な
強
制
勢
力
の
干
渉
な
し
に
広
い
範
囲
で
可
能
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
こ

と
は
歴
史
が
す
で
に
証
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
う
も
い
っ
て
い
る
。「
共
通
の
問
題
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
統
合
し
、
寛
容
可
能
な
正
し
い
解
決
に
到
達
す
る

と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
能
力
は
、
自
分
自
身
の
利
害
と
は
別
の
利
害
を
考
慮
す
る
と
い
う
人
間
の
能
力
の
存
在
を
証
明
す
る
。
し
か
し
に

も
拘
ら
ず
、
相
争
う
利
害
や
見
解
の
統
合
は
な
ま
や
さ
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
一
定
の
諸
条
件
の
下
で
は
不
可
能
と
な
る
こ
と
も
あ
る
と
い

う
事
実
は
、
人
間
の
理
性
の
公
平
性
に
対
す
る
過
度
に
単
純
な
信
頼
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
も
の
で
あ
る
。（
し
た
が
っ
て
）
集

合
的
経
験
の
中
で
ゆ
っ
く
り
と
練
成
さ
れ
た
正
義
の
ル
ー
ル
と
原
理
と
を
、
単
に
社
会
的
責
務
だ
と
す
る
考
え
の
道
具
だ
と
み
な
す
こ
と

は
、
単
に
利
己
的
利
害
の
道
具
と
み
な
す
こ
と
と
同
様
に
、
誤
り
で
あ
ろ
う
」。
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ニ
ー
バ
ー
の
民
主
制
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
深
い
洞
察
は
、
民
主
制
が
単
な
る
政
治
的
技
術
や
機
構
に
解
消
さ
れ
え
な
い
深
い
「
よ
り
現

実
主
義
的
な
哲
学
的
宗
教
的
根
拠
）
4
（

」）
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
彼
の
考
え
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
民
主
制
の
政
治
哲
学
的
な
い
し

政
治
倫
理
学
的
特
質
に
か
ん
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
は
同
章
で
、「
人
間
社
会
に
お
け
る
民
主
制
的
正
義
の
〔
こ
れ
ま
で
の
〕
全
発
展
」
の
基
礎

に
は
、「
統
治
に
も
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
に
も
本
来
具
わ
っ
て
い
る
道
徳
的
両
義
性
（m

oral am
biguity

）
に
つ
い
て
の
あ
る
含
蓄
深
い
考
え

方
（com

prehension
）
が
存
在
す
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
）
5
（

。

そ
れ
は
、
こ
の
「
道
徳
的
両
義
性
」
が
統
治
の
原
理
の
内
奥
で
、
統
治
に
対
す
る
抵
抗
の
原
理
を
体
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
（
つ
ま
り

「
統
治
」
と
は
そ
れ
自
体
に
対
す
る
「
抵
抗
の
原
理
」
を
統
治
の
本
質
的
核
心
部
分
に
内
蔵
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
）
な
の
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
こ
そ
「
民
主
制
社
会
が
達
成
し
た
最
高
の
成
果
」
な
の
で
あ
る
。「
こ
の
よ
う
に
し
て
〔
こ
う
し
た
考
え
方
に
基
づ
い
て
〕
市
民
は
統

治
の
不
当
な
誅
求
に
対
し
て
は
抵
抗
で
き
る
『
憲
法
的
』〔
先
験
的
規
定
〕
パ
ワ
ー
で
武
装
さ
れ
て
い
る
。
も
し
も
支
配
者
に
対
す
る
批
判

が
よ
り
よ
き
統
治
の
た
め
の
装
置
で
あ
り
、
決
し
て
統
治
そ
の
も
の
を
脅
か
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
に
統
治
概
念
が
考
え
ら
れ
る
な

ら
ば
、
市
民
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
ア
ナ
ー
キ
ー
を
引
き
お
こ
す
こ
と
な
く
、
不
当
な
誅
求
に
対
し
て
抵
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
」。

2

と
こ
ろ
で
、
民
主
制
的
正
義
の
基
礎
に
あ
っ
て
統
治
と
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
と
に
と
も
に
具
わ
っ
て
い
る
「
道
徳
的
両
義
性
に
つ
い
て
の
含

蓄
あ
る
考
え
方
」
と
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。

ニ
ー
バ
ー
は
、
前
二
者
に
か
ん
し
て
同
章
の
別
の
箇
所
で
、「
統
治
に
具
わ
る
悪
徳
と
必
要
性
」
と
「
社
会
的
勢
力
の
自
由
な
相
互
作
用

に
具
わ
る
危
険
と
必
要
性
」
と
い
う
二
箇
の
両
義
性
を
挙
げ
、
両
者
を
そ
の
よ
う
に
「
理
解
」
す
る
こ
と
が
、
民
主
制
的
正
義
の
理
解
に
対
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す
る
「
最
大
の
寄
与
」
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
と
し
て
い
る
）
6
（

。
つ
ま
り
統
治
に
は
専
制
的
指
向
と
い
う
「
悪
徳
」
と
秩
序
の
法
的
維
持
指
向

と
い
う
「
必
要
」、ま
た
社
会
的
勢
力
の
相
互
作
用
に
は
ア
ナ
ー
キ
ー
指
向
の
「
危
険
」
と
自
由
な
生
命
力
の
調
和
的
実
現
指
向
の
「
必
要
」、

と
い
う
相
反
的
両
義
性
指
向
が
そ
れ
ぞ
れ
の
内
奥
に
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
の
「
理
解
」（
自
覚
な
い
し
自
戒
）
の
獲
得
こ
そ
が
、

「
民
主
制
的
正
義
」
の
実
現
に
「
最
大
の
寄
与
」
を
果
た
し
た
の
で
あ
り
、
歴
史
上
そ
う
し
た
理
解
に
最
も
近
づ
い
た
の
は
、
一
群
の
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
た
ち
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
理
解
」
獲
得
の
背
後
に
は
、
ニ
ー
バ
ー
独
自
の
人
間
観
と
歴
史
観
が
あ
る
）
7
（

。
す
な
わ
ち
人
間
の
本
性
は
、
本
来
「
生
命
力
と

理
性
（
す
な
わ
ち
肉
体
と
魂
）
の
統
合
」（the unity of vitality and reason, the unity of body and soul

）
で
あ
る
と
と
も
に
、「
自
恣

と
過
信
の
強
烈
か
つ
執
拗
き
わ
ま
り
な
い
人
間
の
罪
の
力
」（the force of hum

an sin, the persistent tendency to regard ourselves 

as m
ore im

portant than any one else and to view
 a com

m
on problem

 from
 the standpoint of our ow

n interest

）
で
あ
る
と
い

う
両
義
的
性
質
を
具
え
て
い
る
の
で
、
人
間
の
営
み
の
集
積
で
あ
る
歴
史
も
ま
た
、
互
い
に
相
反
す
る
善
悪
い
ず
れ
の
方
向
に
も
向
か
う
可

能
性
を
つ
ね
に
蔵
し
て
い
る
と
い
う
原
理
的
な
「
非
決
定
性
」（indeterm

ination

）
を
本
質
と
し
て
い
る
（「
歴
史
の
中
に
普
遍
的
理
性
は

な
い
）
8
（

」）。
こ
の
歴
史
の
「
非
決
定
性
」
に
対
し
て
、
人
間
は
「
生
命
力
と
理
性
の
統
合
」
と
し
て
の
「
本
性
」
の
働
き
で
正
面
か
ら
立
ち
向

か
い
、（「
シ
ラ
と
カ
リ
ュ
ブ
デ
ィ
ス
」
の
神
話
に
も
た
と
え
ら
れ
る
）
歴
史
上
最
大
の
難
問
た
る
「
双
子
の
悪
」（「
専
制
と
ア
ナ
ー
キ
ー
」）

へ
の
転
落
の
可
及
的
回
避
と
よ
り
よ
き
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
可
及
的
創
出
と
を
め
ざ
す
自
発
的
努
力
へ
と
駆
り
た
て
ら
れ
る
。
と
同
時
に
、
そ

の
努
力
自
体
が
「
強
烈
執
拗
な
罪
の
力
」
の
働
き
に
よ
っ
て
新
た
な
る
堕
罪
を
不
可
抗
的
に
招
き
よ
せ
る
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
（「
歴
史
の

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」）
が
、
歴
史
を
永
遠
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
劇
的
な
過
程
と
す
る
。

「
民
主
制
の
最
高
の
成
果
」
と
は
、
人
間
と
歴
史
の
こ
う
し
た
両
義
性
を
正
面
か
ら
見
据
え
て
、
真
実
を
的
確
に
認
識
し
永
遠
に
続
く
人

間
の
能
動
的
努
力
の
最
良
の
手
段
と
し
て
、
正
義
実
現
の
統
治
原
理
を
発
見
し
た
点
に
あ
る
）
9
（

。

と
も
あ
れ
そ
れ
は
、「
正
義
の
創
造
的
可
能
性
に
対
す
る
責
務
」
と
「
政
治
の
道
徳
的
両
義
性
に
由
来
す
る
〔
不
可
抗
的
な
〕
罪
と
犯
罪
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（sin and guilt

）
の
自
覚
」
を
背
負
う
キ
リ
ス
ト
者
ニ
ー
バ
ー
が
、「
神
の
王
国
」（「
人
間
と
歴
史
の
終
末
」）
に
向
け
て
「
深
遠
な
る
正
義

の
た
め
の
闘
い
」
を
あ
く
ま
で
続
け
よ
と
い
う
信
仰
（「
信
仰
に
よ
る
正
当
化
の
体
験
（the experience of justification by faith

）」）
由

来
の
戒
命
か
ら
導
き
だ
し
た
民
主
制
の
理
念
的
特
質
で
あ
る
と
い
え
よ
う
）
10
（

。

3

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
宗
教
的
契
機
に
深
く
根
ざ
し
統
治
上
独
特
な
機
能
論
的
特
質
を
具
え
た
民
主
制
の
成
立
を
、
ニ
ー
バ
ー
は
近
世
初

期
の
宗
教
思
想
史
的
な
ら
び
に
世
俗
社
会
史
的
諸
事
情
の
所
産
と
み
て
い
た
）
11
（

。

近
世
初
期
の
宗
教
改
革
の
激
動
の
中
で
「
民
主
制
的
正
義
（
の
思
想
）
に
対
す
る
最
大
の
寄
与
」
は
、
上
記
の
よ
う
に
統
治
と
パ
ワ
ー
バ

ラ
ン
ス
の
両
義
性
の
理
解
に
も
っ
と
も
近
づ
い
た
一
群
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
た
ち
に
よ
る
も
の
で
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
見

通
し
を
結
び
つ
け
て
い
た
近
代
的
ア
ン
グ
リ
カ
ン
」（
た
と
え
ば
、T. H

ooker

）、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
」、「
半
セ
ク

ト
主
義
的
運
動
」
な
ら
び
に
「
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
を
初
期
の
悲
観
主
義
か
ら
救
い
だ
し
た
後
期
の
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
」
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。

と
く
に
半
セ
ク
ト
主
義
者
（R

. W
illiam

s

）、
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
（J. M

ilton

）、
後
期
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
（S. R

utherford

）
は
、「
政

治
生
活
に
つ
い
て
の
よ
り
総
括
的
で
含
蓄
に
富
ん
だ
思
想
を
発
展
さ
せ
た
）
12
（

」。
彼
ら
は
不
当
な
権
力
的
支
配
に
対
す
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
「
不

服
従
の
許
容
」
を
「
官
職
上
の
抵
抗
」
と
い
う
限
定
的
範
囲
か
ら
「
庶
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
代
表
の
抵
抗
」
へ
と
拡
大
し
、
神
の
統
治
と

現
実
の
統
治
の
区
別
を
明
確
に
し
て
、「
特
定
の
統
治
に
対
す
る
不
当
な
尊
崇
か
ら
宗
教
的
良
心
を
自
由
に
し
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
的
態

度
を
確
立
し
た
」。
ま
た
統
治
が
「
尊
崇
」
に
値
す
る
の
は
、
た
ん
に
統
治
が
人
間
に
と
り
世
俗
的
必
要
事
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
統
治

の
ル
ー
ツ
が
、
人
間
が
意
識
し
て
作
り
あ
げ
た
も
の
で
な
く
そ
れ
に
先
立
ち
、
そ
も
そ
も
神
が
（
必
要
と
認
め
て
）
人
間
に
与
え
た
「
賜

物
」（gift

）
で
あ
る
た
め
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
は
こ
の
「
賜
物
」
と
し
て
の
統
治
を
「
宗
教
的
畏
敬
」
の
念
を
も
っ
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て
尊
崇
し
、
現
実
の
統
治
構
築
の
行
為
の
重
要
性
と
正
義
実
現
の
責
任
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
統
治
と
は
、

統
治
者
と
被
統
治
者
と
の
た
ん
な
る
世
俗
的
二
者
関
係
で
は
な
く
、「ruler people and G

od 

の
三
者
間
の
〔
神
聖
な
〕
契
約
」
す
な
わ

ち
「
正
義
の
契
約
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
契
約
の
遂
行
に
は
「
た
ん
な
る
秩
序
と
平
和
よ
り
も
む
し
ろ
正
義
が
、
統
治
の
た
め
の
判
断
基

準
（criterion
）
と
な
っ
た
。」
そ
し
て
、「
民
主
制
的
批
判
主
義
」
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
「
正
義
（
を
達
成
す
る
た
め
）
の
装
置
と
な
っ
た
」

の
で
あ
る
）
13
（

。

ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
世
界
に
お
け
る
「
民
主
制
的
正
義
の
確
立
」
に
は
、
こ
う
し
た
統
治
概
念
の
意
味
転
換
に
加
え
て
、
後
期
カ
ル
ヴ
ィ

ニ
ス
ト
や
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
だ
け
で
な
く
「
あ
ま
た
の
宗
教
的
な
ら
び
に
世
俗
的
運
動
」
も
ま
た
多
大
な
寄
与
を
果
た
し
た
。「
自
治

権
の
擁
護
な
ら
び
に
自
治
権
の
表
明
の
効
果
的
な
憲
法
的
形
式
の
入
念
な
工
夫
」
は
実
に
「
こ
れ
ら
の
運
動
の
成
果
」
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
運
動
は
、
近
代
的
産
業
の
発
達
で
「
新
な
経
済
力
」
の
担
い
手
と
な
っ
た
「
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
」
の
勃

興
、「
合
理
的
な
近
代
的
産
業
技
術
」
の
発
達
な
ら
び
に
「
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
批
判
的
預
言
者
宗
教
的
流
れ
」
の
深
ま
り
を
強
力
に
促
進

し
、
近
代
民
主
制
の
興
隆
に
甚
大
な
寄
与
を
果
た
し
た
）
14
（

。

こ
う
し
て
ニ
ー
バ
ー
は
、「
正
義
の
た
め
の
闘
い
」
に
か
ん
す
る
政
治
的
神
学
的
考
察
を
と
お
し
て
、
政
治
と
い
う
人
間
の
営
為
の
中
で

民
主
制
が
独
自
に
果
た
し
た
役
割
（
と
く
に
正
義
の
擁
護
の
た
め
の
抵
抗
権
の
正
当
化
達
成
の
仕
組
み
と
し
て
の
そ
れ
）
を
問
題
と
し
、
そ

の
成
立
の
歴
史
的
経
緯
と
宗
教
的
根
拠
と
を
解
明
し
た
。
こ
う
し
た
民
主
制
の
い
わ
ば
統
治
機
能
論
的
な
意
義
の
解
明
に
対
し
て
、
次
の

『
光
の
子
と
闇
の
子
』（
一
九
四
四
）
で
は
、
同
じ
く
政
治
神
学
的
に
で
あ
る
が
、
民
主
制
自
体
を
よ
り
い
っ
そ
う
内
面
的
に
掘
り
下
げ
、
そ

の
政
治
倫
理
の
宗
教
的
核
心
（「
原
罪
」
に
根
源
を
も
つ
「
謙
虚
」
と
「
寛
容
」
の
徳
）
に
光
を
あ
て
て
論
じ
て
い
る
。
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Ⅱ　

ニ
ー
バ
ー
の
民
主
制
論
（
2
）

1

『
光
の
子
と
闇
の
子
』
の
副
題
は
「
民
主
制
の
立
証
と
伝
統
的
民
主
制
擁
護
論
の
批
判
」（A

 V
indication of D

em
ocracy and a C

ritique 

of its T
raditional D

efense

）
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
、
従
来
の
伝
統
的
な
擁
護
論
に
孕
ま
れ
た
誤
謬
な
い
し
盲
点
の
批
判
的

考
察
を
と
お
し
て
、
民
主
制
の
核
心
に
あ
る
も
の
を
取
り
だ
し
真
の
民
主
制
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
、
と
い
う
ニ
ー
バ
ー
の
意
図
が
こ
め
ら

れ
て
い
る
。

彼
は
同
書
（
一
九
四
四
年
初
版
）
冒
頭
の
「
序
言
」
で
、「
私
の
確
信
」（m

y conviction

）
と
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
）
15
（

。

「
民
主
制
は
、
近
代
の
歴
史
で
歩
み
を
共
に
し
て
き
た
リ
ベ
ラ
ル
な
文
化
が
付
与
し
た
正
当
性
の
保
証
よ
り
も
は
る
か
に
強
く
、
人
々

に
そ
の
正
当
視
を
要
請
す
る
（has a m

ore com
pelling justification

）、
そ
し
て
は
る
か
に
よ
り
現
実
主
義
な
そ
の
弁
護
を
要
求
す
る

（requires a m
ore realistic vindication

）」。
つ
ま
り
民
主
制
に
は
そ
の
正
当
性
を
認
め
る
よ
う
に
人
々
を
つ
き
動
か
す
、
何
か
宗
教
的
信

仰
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
人
々
を
そ
う
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
強
い
衝
迫
力
が
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
そ
こ
に
は
、「
よ
り
い
っ
そ
う

現
実
に
即
し
た
形
で
」（「
よ
り
現
実
主
義
的
に
」）
こ
の
「
正
当
化
へ
の
衝
迫
」
を
「
立
証
的
に
擁
護
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
激

し
い
要
請
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
要
請
は
近
代
史
の
中
で
民
主
制
と
密
接
な
関
係
を
保
ち
つ
づ
け
て
き
た
「
リ

ベ
ラ
ル
な
文
化
」
が
想
定
し
て
い
た
も
の
よ
り
も
、
は
る
か
に
強
烈
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
民
主
制
の
本
質
に
か
ん
す
る
こ
の
「
確

信
」
は
、
民
主
制
が
従
来
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て
き
た
通
念
的
理
解
よ
り
も
、
は
る
か
に
深
遠
な
思
想
性
な
い
し
信
仰
に
も
似
た
精
神
的
緊
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迫
性
を
内
包
し
た
重
い
概
念
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
民
主
制
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
た
ん
な
る
政
治
様
式
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
う

し
た
思
想
性
の
根
拠
に
ま
で
掘
り
下
げ
て
、
か
つ
ま
た
抽
象
的
な
い
し
観
念
的
で
な
く
具
体
的
な
歴
史
的
現
実
に
即
し
た
形
で
再
構
成
す
る

べ
き
だ
、
と
い
う
要
請
へ
と
導
か
れ
る
。

こ
う
し
た
文
脈
で
ニ
ー
バ
ー
の
所
説
を
読
む
と
き
、
彼
の
考
え
る
真
の
民
主
制
と
は
、
近
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
自
由
主
義
文
化
が
想
定
し

近
代
の
構
成
要
素
と
み
な
し
て
き
た
民
主
制
と
は
、
か
な
り
質
的
に
異
な
る
も
の
で
、
彼
は
両
者
の
そ
う
し
た
根
本
的
な
違
い
を
深
く
考
慮

し
つ
つ
、
真
の
民
主
制
の
特
質
を
そ
の
歴
史
的
成
立
の
経
緯
の
中
に
探
っ
た
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
）
16
（

、
民
主
制
に
は
「
一
時
的
に
有
効
な
要
素
」
と
「
恒
久
的
に
有
効
な
要
素
」
と
が
ふ
た
つ
と
も
内
包
さ
れ
て
い
る
。

前
者
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
制
」
と
し
て
、「
母
体
で
あ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
明
」
の
特
徴
を
具
え
、
近
代
最
盛
期
一
九
世
紀
に
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
を
迎
え
た
が
、
二
〇
世
紀
以
降
、「
重
大
な
危
機
」
に
直
面
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
は
真
の
民
主
制
と
し
て
「
自
由
と
秩
序
が
矛

盾
す
る
こ
と
な
く
互
い
に
支
え
あ
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
社
会
組
織
の
恒
久
的
に
貴
重
な
形
態
」
な
い
し
人
間
に
と
っ
て
「
永
久
に
有
効
な

社
会
的
政
治
的
組
織
の
形
態
」
で
あ
る
。
後
者
は
、
前
者
が
強
調
す
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
犠
牲
に
す
る
自
由
や
個
人
の
尊
重
と
異
な

り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
秩
序
の
枠
組
み
の
中
で
自
由
を
保
持
す
る
。
む
し
ろ
人
間
の
「
本
質
的
な
自
由
」
の
積
極
的
能
動
的
行
使
に
よ
り
、

「
無
限
の
多
様
性
と
拡
が
り
の
中
で
、
人
間
の
歴
史
を
創
造
し
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
諸
組
織
を
苦
心
し
て
創
り
だ
す
」。
そ
れ
は
個
人
単
独
で

は
不
可
能
な
、
隣
人
た
ち
同
士
で
責
任
を
分
か
ち
あ
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
の
相
互
関
係
の
中
で
の
「
生
の
充
実
」
の
達
成
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
個
人
は
真
の
生
の
充
実
達
成
の
た
め
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
働
き
を
必
要
と
す
る
が
、
他
方
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
ま
た
個
人
の
能
動
的
創

造
行
為
に
よ
っ
て
活
性
化
さ
れ
、
歴
史
の
深
遠
な
可
能
性
の
実
現
（
普
遍
的
価
値
の
昂
揚
）
に
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
生
ま
れ

る
真
の
民
主
制
を
土
台
と
し
て
、
個
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
文
化
創
造
に
向
け
て
の
相
補
的
相
乗
的
関
係
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
）
17
（

。と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
両
者
の
相
補
的
相
乗
的
関
係
は
、
歴
史
的
に
は
「
封
建
的
秩
序
と
中
世
文
化
に
対
す
る
近
代
の
反
逆
」
に
よ
っ
て
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創
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
社
会
秩
序
の
中
に
新
し
い
生
命
力
が
認
め
ら
れ
か
つ
主
張
さ
れ
た
こ
と
と
、
人
類
の
文
化
的
営
為
の
中
に
新
し
い

次
元
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
」
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
。
こ
の
「
近
代
の
反
逆
」
は
、（「
も
ち
ろ
ん
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
特
有
の
利
害
の
混
入
を
含

み
な
が
ら
も
」）「
高
潔
な
理
想
主
義
」（a generous idealism

）
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
、「
中
世
社
会
の
未
熟
か
つ
か
り
そ
め
の
統
一
と
文

化
の
固
定
化
」
に
挑
戦
し
た
か
ぎ
り
で
、
そ
し
て
ま
た
種
々
の
新
し
い
社
会
的
文
化
的
可
能
性
を
発
展
さ
せ
た
か
ぎ
り
で
、「
真
に
民
主
制

的
（truly dem

ocratic

）」
で
あ
っ
た
）
18
（

。

し
か
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
利
害
関
心
と
「
近
代
科
学
に
導
か
れ
た
新
思
想
」
と
に
よ
る
反
逆
の
帰
結
と
し
て
、
近
代
文
化
は
、
科
学
崇

拝
、
自
然
因
果
律
へ
の
盲
目
的
拝
跪
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
人
間
の
思
索
の
一
義
的
重
視
、
と
い
う
没
宗
教
的
性
質
（「
近
代
の
世
俗
的
理
想
主

義
」）
を
加
速
度
的
に
濃
厚
に
お
び
て
ゆ
き
、
そ
の
結
果
、
民
主
制
的
文
明
の
荒
廃
を
招
い
た
。
と
り
わ
け
「
世
俗
化
（
非
宗
教
化
）
さ
れ

た
」
理
想
主
義
者
た
ち
（「
愚
か
な
光
の
子
ら
」）
の
、
人
間
の
理
性
的
能
力
を
無
批
判
に
確
信
し
個
人
の
自
由
が
も
た
ら
す
無
秩
序
の
危
険

を
曖
昧
に
す
る
素
朴
な
楽
観
主
義
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
、
人
間
に
は
理
性
的
能
力
が
本
来
的
に
欠
如
し
て
い
る
と
主
張
し
非
民
主
制
的
専

制
主
義
の
政
治
理
論
に
走
る
虚
無
的
悲
観
主
義
は
と
も
に
近
代
文
化
が
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
の
「
独
り
よ
が
り
の
浅
薄
な
人
間
観
」（fatuous 

and superficial view
 of m

an

）
に
立
っ
て
、
深
遠
な
宗
教
的
精
神
を
衰
弱
な
い
し
喪
失
さ
せ
た
こ
と
の
必
然
的
帰
結
な
の
で
あ
っ
た
）
19
（

。

こ
の
点
で
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
制
を
基
盤
と
し
た
調
和
的
社
会
発
展
を
主
張
す
る
近
代
の
社
会
哲
学
も
、
階
級
闘
争
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

独
裁
に
よ
っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
近
代
の
克
服
と
社
会
主
義
に
よ
る
調
和
的
社
会
の
到
来
を
信
じ
る
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
哲
学

も
、
同
様
で
あ
る
。
両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
近
代
の
世
俗
主
義
的
楽
観
主
義
に
基
づ
く
人
間
の
本
質
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
自
覚
の
欠
如
、

つ
ま
り
他
者
へ
の
献
身
に
よ
っ
て
自
己
を
実
現
し
「
真
実
に
生
き
よ
う
と
す
る
意
欲
」
と
他
者
に
対
す
る
あ
く
な
き
威
信
と
自
身
の
栄
光
を

求
め
て
「
権
力
を
得
よ
う
と
す
る
意
欲
」、
と
い
う
自
己
矛
盾
性
に
つ
い
て
の
深
刻
な
反
省
の
欠
如
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
自
覚
や
反
省
の

根
幹
を
な
す
根
元
的
な
罪
の
自
覚
の
欠
如
、
で
あ
る
）
20
（

。
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2

ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
）
21
（

、
近
代
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
の
諸
学
派
は
す
べ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
原
罪
の
教
義
」（the doctrine of original sin

）

を
拒
否
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
理
論
か
ら
「
真
の
英
知
」（real w

isdom

）
を
奪
っ
て
き
た
。
し
か
し
ニ
ー
バ
ー
は
「
原
罪

教
義
の
真
理
」
こ
そ
、
人
類
史
が
「
全
ペ
ー
ジ
を
あ
げ
て
」
証
明
し
て
き
た
ま
ぎ
れ
も
な
い
真
実
の
真
理
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ

人
類
は
「
社
会
理
論
や
政
治
理
論
に
重
要
な
貢
献
を
な
す
」
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
の
自
覚
の
「
必
要
性
」
を
強
調
す
る
。
つ
ま
り
社

会
理
論
も
政
治
理
論
も
原
罪
教
義
を
核
心
と
し
て
構
想
さ
れ
、
人
類
史
は
人
間
が
犯
す
個
人
悪
お
よ
び
社
会
悪
の
原
罪
と
苦
難
の
歴
史
と
し

て
、
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
原
罪
教
義
が
開
示
す
る
「
厳
粛
か
つ
真
実
な
人
間
観
」（
人
間
の
実
存
に

対
す
る
繊
細
か
つ
真
実
な
る
教
え
）
こ
そ
は
、
人
間
が
人
間
た
る
以
上
内
有
す
る
本
来
的
な
道
徳
的
不
完
全
さ
（「
人
間
の
悪
に
対
す
る
能

力
」）
し
た
が
っ
て
堕
罪
へ
の
運
命
的
な
不
可
避
的
不
可
抗
性
と
い
う
真
実
を
、
人
間
に
不
断
に
突
き
つ
け
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

真
実
を
認
め
る
こ
と
を
拒
否
し
、
人
間
を
「
善
に
対
す
る
能
力
」
に
み
ち
た
本
質
的
に
「
無
害
な
も
の
」（
理
性
的
で
「
善
な
る
も
の
」）
と

す
る
楽
観
論
的
人
間
観
に
た
っ
た
と
こ
ろ
に
、
ま
さ
し
く
近
代
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
の
蹉
跌
と
堕
落
へ
の
逃
れ
よ
う
も
な
い
陥
穽
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、「
民
主
制
的
文
明
の
若
さ
と
力
が
人
間
の
判
断
と
心
の
混
乱
の
誤
り
に
打
ち
勝
っ
て
い
た
」「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
全
盛
時
代
」
に

は
、
こ
う
し
た
「
重
大
な
欠
陥
は
比
較
的
無
害
で
あ
っ
た
」
が
、
近
代
の
破
綻
が
深
刻
と
な
っ
た
今
、
民
主
制
理
論
の
虚
偽
の
部
分
を
識
別

し
真
実
の
核
心
に
立
ち
返
っ
て
、「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
明
」
の
「
虚
偽
な
る
も
の
の
破
滅
」
か
ら
「
民
主
制
の
生
命
の
中
に
あ
る
〔
真
に
〕
価

値
の
あ
る
も
の
を
救
出
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
22
（

。

さ
て
、
宗
教
的
信
念
に
ま
で
深
め
ら
れ
た
原
罪
の
真
摯
な
自
覚
は
、
人
々
を
「
宗
教
的
謙
虚
」（religious hum

ility

）
の
意
識
へ
と
導
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く
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
事
情
に
想
到
す
る
か
ら
で
あ
る
）
23
（

。
――
人
間
の
「
生
命
力
」（vitality

）
は
個
人
と
し
て
も
集
団
と
し
て
も
、
創

造
的
成
果
と
と
も
に
破
滅
的
害
悪
を
も
た
ら
す
。
し
か
も
単
純
直
截
に
識
別
で
き
な
い
矛
盾
に
み
ち
た
両
義
的
「
不
確
実
性
」
を
具
え
て
い

る
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
生
命
力
の
諸
形
態
の
間
に
は
不
断
の
緊
張
が
生
起
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
に
展
開
す
る
個
人
と
社
会
と
の
複
雑
な

相
関
関
係
の
中
で
、
個
人
の
生
命
力
の
創
造
的
可
能
性
は
、
自
然
の
過
程
を
超
え
て
前
途
を
透
視
し
歴
史
を
創
造
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
同
時

に
そ
の
「
破
壊
的
可
能
性
」
は
歴
史
を
不
確
か
な
も
の
と
し
、
破
局
へ
と
導
く
。

個
人
は
、「
人
間
精
神
の
自
由
」
に
よ
り
所
属
す
る
社
会
と
歴
史
を
超
越
し
、
時
代
的
地
理
的
制
約
を
つ
き
ぬ
け
た
普
遍
的
価
値
の
昂
揚

を
も
た
ら
す
伏
能
性
を
も
つ
と
同
時
に
、
所
詮
、
社
会
的
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
全
体
の
制
約
を
う
け
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
産
物
（
被
造
物
）

で
あ
り
、
あ
く
ま
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
必
要
と
す
る
非
自
己
完
結
的
他
存
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
両
義
性
を
免
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
近

代
の
自
由
主
義
文
化
が
賞
揚
す
る
個
人
の
自
己
充
足
の
理
想
（
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
個
人
主
義
）
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
被
造
物
神
格
化
に
つ
な
が

る
も
っ
と
も
重
大
な
第
一
の
罪
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
個
人
が
自
己
完
結
的
存
在
で
「
歴
史
的
運
命
」
を
も
左
右
で
き
る
と
す

る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
観
念
も
、
生
命
と
歴
史
に
か
ん
す
る
機
械
論
的
着
想
に
た
つ
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
唯
物
論
的
観
念
も
、
い
ず
れ
も
人
間
の
生

命
の
こ
の
両
義
的
深
遠
性
に
対
す
る
配
慮
を
欠
く
点
で
、
ひ
と
し
く
誤
っ
て
い
る
）
24
（

。

両
者
に
共
通
の
欠
陥
は
、
こ
の
配
慮
に
ま
で
想
到
す
る
人
間
精
神
の
究
極
の
広
大
さ
、
創
造
と
破
滅
の
両
方
向
に
向
か
っ
て
（
自
己
が
そ

の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
）
自
然
と
歴
史
の
両
過
程
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
人
間
の
「
超
越
的
自
由
」
を
考
慮
に
入
れ
な
い
で
、
人
間
を
理

解
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
自
由
」
こ
そ
が
、
人
間
の
測
り
知
れ
ぬ
創
造
力
と
破
壊
力
の
両
方
を
証
明
す
る
も
の

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
の
生
命
力
が
創
造
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
事
実
が
、
自
由
社
会
の
存
在
意
義
を
正
当
化
す
る
と
同
時

に
、
同
じ
く
人
間
の
も
つ
破
壊
性
と
い
う
事
実
が
、
社
会
の
中
で
の
人
間
の
自
由
に
制
約
を
加
え
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
）
25
（

。

自
由
主
義
的
民
主
制
の
伝
統
は
、
人
間
の
理
性
に
対
す
る
無
条
件
の
信
頼
に
基
づ
い
て
、
こ
の
互
い
に
矛
盾
す
る
二
要
請
に
応
え
よ
う
と

し
た
。
し
か
し
自
由
主
義
者
が
彼
ら
の
理
解
す
る
自
然
法
に
基
づ
い
て
、
人
間
理
性
を
「
無
実
存
的
」
な
も
の
と
し
て
描
き
だ
し
て
も
、
た
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と
え
そ
れ
が
「
も
っ
と
も
理
想
的
で
抽
象
的
な
道
徳
的
原
理
」
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
歴
史
の
中
の
も
の
と
し
て
現

実
に
「
定
義
」
づ
け
ら
れ
る
時
に
は
、
そ
こ
に
た
え
ず
「
利
害
や
情
熱
〔
の
腐
敗
〕
が
忍
び
こ
む
」。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
理
性
の
表
白

で
あ
っ
て
も
ロ
ゴ
ス
化
さ
れ
一
箇
の
「
歴
史
的
現
実
」
と
な
っ
た
と
き
に
は
、「
誤
謬
や
罪
を
助
長
さ
せ
よ
う
と
す
る
誘
惑
」
に
陥
ら
な
い

も
の
は
何
ひ
と
つ
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
要
す
る
に
あ
ら
ゆ
る
社
会
は
、
実
定
法
や
拘
束
の
判
断
基
準
と
し
て
正
義
の
生
き
た
原
理

を
必
要
と
す
る
が
、
そ
う
し
た
原
理
の
も
っ
と
も
深
遠
な
も
の
は
理
性
を
超
越
し
て
お
り
、
実
存
の
意
味
づ
け
に
つ
い
て
の
宗
教
的
観
念
の

中
に
根
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」。
し
た
が
っ
て
「
こ
の
よ
う
な
原
則
を
書
き
あ
ら
わ
し
た
歴
史
的
文
書
は
こ
と
ご
と
く
修
正
を
必
要
と

す
る
」
の
で
あ
り
、「
も
し
そ
れ
が
固
定
的
な
も
の
〔
絶
対
的
な
も
の
〕
に
な
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
高
次
の
正
義
の
潜
在
的
可
能
性
を
阻
害

す
る
こ
と
と
な
る
）
26
（

」。

こ
う
し
た
覚
醒
的
認
識
は
、「
後
続
す
る
諸
時
代
に
や
が
て
顕
現
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
い
っ
そ
う
高
次
の
正
義
を
、
一
時
代
の
頭
脳
が
前

も
っ
て
予
見
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
人
間
の
被
造
物
と
し
て
の
自
覚
が
生
む
精
神
的
謙
虚
さ
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
こ
そ
民
主
制
の
み
が
、
社
会
の
土
台
で
あ
り
民
主
制
の
道
徳
的
前
提
で
あ
る
も
の
を
、
た
え
ず
吟
味
と
再
検
討
の
も

と
に
さ
ら
す
と
い
う
「
民
主
制
の
究
極
の
自
由
」
の
正
し
さ
を
「
正
当
化
す
る
」。
な
ぜ
な
ら
こ
う
し
た
「
自
由
」
に
よ
っ
て
の
み
、「
歴
史

に
お
け
る
新
し
い
生
命
力
を
早
ま
っ
て
抑
制
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
」
か
ら
で
あ
る
）
27
（

。

と
こ
ろ
で
こ
の
こ
と
は
、
人
間
の
自
由
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
秩
序
の
関
係
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
近
世
初
期
、
中
世
世
界
の
（
即
自

的
な
）
宗
教
的
社
会
的
統
一
の
崩
壊
は
、
宗
教
的
文
化
的
社
会
的
政
治
的
経
済
的
等
々
の
多
種
多
様
な
集
団
の
発
展
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ

こ
に
は
そ
う
し
た
多
様
性
な
い
し
多
元
性
に
由
来
す
る
不
調
和
な
い
し
分
裂
の
危
険
も
ま
た
、
深
刻
な
も
の
と
な
っ
た
。
一
七
世
紀
は
そ
う

し
た
分
裂
の
絶
頂
期
で
あ
る
。
と
同
時
に
一
七
世
紀
は
、
そ
う
し
た
分
裂
を
収
束
し
そ
う
し
た
多
様
性
に
何
ら
か
の
新
た
な
文
化
統
一
を
賦

与
す
る
唯
一
の
解
決
策
と
し
て
、「
宗
教
的
寛
容
」
の
原
理
に
基
づ
く
民
主
制
の
登
場
を
み
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
民
主
制
は
、

歴
史
の
仮
借
な
き
力
で
創
造
さ
れ
た
文
化
的
宗
教
的
多
元
主
義
の
成
果
で
も
あ
っ
た
）
28
（

。
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人
間
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
で
の
多
様
な
自
己
表
現
の
噴
出
と
、
そ
こ
に
不
可
避
的

に
生
ま
れ
て
く
る
不
調
和
の
危
険
の
増
大
、
こ
の
緊
張
を
前
者
の
促
進
と
後
者
の
回
避
に
向
け
て
の
方
図
の
探
求
へ
転
換
さ
せ
る
こ
と
こ

そ
、
民
主
制
の
真
の
役
割
で
あ
り
、
そ
れ
を
根
底
か
ら
支
え
る
も
の
は
宗
教
的
寛
容
の
ほ
か
に
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
あ
ら
ゆ
る
文
化
的
組
織

の
基
底
と
頂
点
と
は
宗
教
的
で
あ
り
」
政
治
的
原
理
を
産
み
だ
す
道
徳
的
基
準
の
究
極
の
源
も
ま
た
、
宗
教
的
思
想
や
伝
統
に
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
宗
教
的
寛
容
に
由
来
す
る
こ
う
し
た
近
代
の
多
元
主
義
の
下
で
の
政
治
的
寛
容
は
、
か
く
し
て
民
主
制
の
根
本
原
理
と
な
っ
た
。
つ

ま
り
民
主
制
探
求
の
究
極
的
根
幹
は
宗
教
的
真
理
の
洞
察
に
遡
及
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
洞
察
を
軸
に
し
て
人
間
の
多
様
な
文
化
志
向
の

豊
か
な
展
開
と
調
和
を
は
か
っ
て
ゆ
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
真
正
の
普
遍
主
義
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
こ
と
」、
が
民
主
制
の
根
本
的
役
割

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
）
29
（

。

こ
れ
は
、
宗
教
と
文
化
の
多
様
と
統
一
の
問
題
に
対
し
て
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
よ
う
に
宗
教
上
の
多
様
性
を
克
服
し
て
宗
教
と
文
化
の
本

来
的
統
一
を
と
り
戻
そ
う
と
す
る
宗
教
的
ア
プ
ロ
ー
チ
や
、
近
代
の
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
の
よ
う
に
伝
統
的
な
歴
史
的
諸
宗
教
の
否
認
に
よ
っ

て
文
化
的
統
一
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
非
宗
教
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
に
対
し
て
、
あ
く
ま
で
宗
教
的
伝
統
を
維
持
し
つ
つ
し
か
も
宗
教
的
多
様

性
の
中
で
、
宗
教
的
生
命
力
と
文
化
的
統
一
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
高
次
の
宗
教
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
）
30
（

。

3

ニ
ー
バ
ー
は
あ
ら
ま
し
以
上
の
よ
う
な
考
察
に
基
づ
い
て
、「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
制
」
か
ら
真
の
民
主
制
を
区
別
し
、
民
主
制
に
内
包
さ

れ
る
「
一
時
的
」
で
な
い
「
恒
久
的
に
有
効
な
要
素
」
を
抽
出
し
て
、
そ
の
特
質
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
世
界
史
の
悠
久
な
歩
み

の
中
で
、「
封
建
的
秩
序
と
中
世
文
化
に
対
す
る
広
汎
な
反
逆
」
の
過
程
で
、
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
明
の
一
環
と
し
て
創
出
さ
れ
た
。
ま
た

そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
社
会
的
諸
事
情
と
絡
ま
り
あ
い
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
明
の
圧
倒
的
世
俗
化
（
非
宗
教
化
）
の
奔
流
に
さ
ら
さ
れ
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な
が
ら
も
、
き
わ
め
て
高
度
に
宗
教
性
を
お
び
た
精
神
的
運
動
の
輝
か
し
い
成
果
と
し
て
、
民
主
制
本
来
の
宗
教
的
契
機
を
保
持
す
る
も
の

で
あ
る
。

で
は
、
真
の
民
主
制
を
深
く
規
定
し
そ
の
成
立
の
酵
母
と
な
っ
た
そ
う
し
た
宗
教
的
契
機
の
歴
史
的
成
立
の
経
緯
に
つ
い
て
、
ニ
ー
バ
ー

は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
で
ニ
ー
バ
ー
が
特
段
に
重
視
す
る
の
は
、
や
は
り
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
宗
教
体
験
」
で
あ
る
）
31
（

。
と
い
う
の
は
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
民
主
制
は
本
質
的
に
「
一
七
世
紀
の
（
こ
の
宗
教
体
験
の
）
産
物
」
だ
か
ら
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
民
の
み
が
、
中
世
の
宗
教
的

社
会
的
統
一
の
崩
壊
で
生
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
経
済
的
宗
教
的
諸
集
団
の
自
由
な
主
張
の
無
秩
序
な
乱
立
と
い
う
「
文
化
的
多
様
性
の
問
題
」

に
対
し
て
宗
教
的
に
正
面
か
ら
対
処
し
、
さ
ら
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
中
で
も
と
り
わ
け
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ツ
と
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
が
、

「
純
粋
」
か
つ
積
極
的
に
「
宗
教
的
寛
容
」
の
真
理
性
を
信
じ
、
そ
の
信
念
に
基
づ
い
て
「
問
題
」
を
民
主
制
に
よ
っ
て
解
決
で
き
た
国
だ

か
ら
で
あ
る
）
32
（

。

こ
の
「
寛
容
」
こ
そ
、
い
か
な
る
高
遠
な
真
理
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
も
、
そ
こ
に
忍
び
こ
む
「
誤
り
と
罪
、
有
限
性
と
偶
然
性
の
要
素
」

の
不
可
避
的
混
在
を
真
実
と
し
て
受
け
と
め
る
「
宗
教
的
謙
虚
」
と
こ
の
謙
虚
に
根
源
を
も
つ
宗
教
的
精
神
の
体
得
と
の
顕
れ
な
の
で
あ

り
、
彼
ら
の
ほ
か
に
「
ル
ネ
サ
ン
ス
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
う
け
た
穏
健
な
ア
ン
グ
リ
カ
ン
の
一
部
」
と
、
一
部
の
セ
ク
ト
（sect

）

を
含
む
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
の
能
動
的
な
働
き
に
よ
っ
て
、
歴
史
上
は
じ
め
て
現
実
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
る
）
33
（

。

こ
の
一
七
世
紀
の
宗
教
的
遺
産
が
非
常
に
強
烈
か
つ
活
力
に
み
ち
て
い
た
が
故
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
ほ
ど
に
文

化
を
世
俗
化
す
る
こ
と
な
く
「
宗
教
の
自
由
」
を
確
立
で
き
た
。
こ
れ
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
、
他
の
国
々
ほ
ど
に
著
し
い
宗
教
の
多
様

性
を
も
た
ず
、
基
本
的
な
宗
教
の
同
質
性
を
保
持
し
て
い
た
と
い
う
歴
史
的
な
好
条
件
も
有
利
に
働
い
た
）
34
（

。
ま
た
経
済
的
に
は
歴
史
的
に
ス

カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
国
と
と
も
に
、
農
耕
封
建
社
会
か
ら
の
古
い
観
念
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
法
外
な
個
人
主
義
と
産
業
労
働
者
の
非

現
実
的
集
産
主
義
と
の
両
方
を
緩
和
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
両
者
の
対
立
も
軽
減
さ
れ
て
い
た
の
で
、
財
産
問
題
を
め
ぐ
る
党
派
間
の
論
争
の
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土
台
と
な
る
「
公
分
母
」
の
発
見
に
有
利
で
あ
っ
た
）
35
（

。
そ
し
て
政
治
的
に
も
、
古
い
封
建
的
財
産
観
を
抱
く
保
守
党
と
穏
や
か
な
マ
ル
キ
シ

ズ
ム
的
教
説
を
ふ
き
こ
ま
れ
た
労
働
党
と
の
溝
が
、
ア
メ
リ
カ
の
対
立
勢
力
間
の
そ
れ
ほ
ど
深
刻
で
は
な
か
っ
た
の
で
、「
国
内
の
平
和
と

秩
序
」
が
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
は
る
か
に
安
定
し
て
い
た
）
36
（

。
さ
ら
に
国
際
的
に
み
て
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
ア
メ
リ
カ
に
較
べ
て
有
利
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
民
の
利
害
は
、「
自
己
の
生
存
の
た
め
に
は
る
か
に
切
実
に
世
界
の
安
全
保
証
を
必
要

と
し
て
い
る
」
点
で
、
他
の
諸
国
民
の
そ
れ
と
一
致
し
て
お
り
、
か
つ
世
界
問
題
に
勢
力
を
振
る
う
こ
と
で
も
、
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
長
い
経

験
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
長
い
歴
史
経
験
に
よ
り
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
、
自
ら
の
権
力
衝
動
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
は
る
か
に
強
力
か
つ

慎
重
に
、
批
判
的
自
制
力
を
行
使
す
る
こ
と
を
学
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
時
と
し
て
、
そ
れ
が
「
偽
善
と
見
せ
か
け
」
に
見
え
よ

う
と
も
〔
イ
ギ
リ
ス
の
狡
さ
！
〕、
そ
れ
は
「
倫
理
と
政
治
の
間
の
約
束
の
不
可
避
な
付
随
物
」
な
の
で
あ
り
、「
政
治
の
権
力
衝
動
を
良
心

の
支
配
下
に
お
こ
う
と
す
る
努
力
」
の
現
れ
な
の
で
あ
る
）
37
（

。

と
も
あ
れ
「
民
主
制
の
寛
容
の
最
高
の
形
態
」
が
、「
神
の
無
条
件
的
特
性
」
と
「
人
間
の
営
み
の
条
件
づ
け
ら
れ
た
特
性
」
と
の
違
い

の
自
覚
に
促
迫
さ
れ
た
宗
教
的
謙
虚
と
宗
教
的
寛
容
と
い
う
深
遠
な
る
「
宗
教
的
洞
察
」
に
基
づ
く
も
の
と
す
れ
ば
、
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
「
宗
教
体
験
」
こ
そ
、
真
の
民
主
制
の
基
礎
を
創
出
し
た
原
点
（「
真
実
の
基
礎
」）
と
し
て
、
い
い
か
え
れ
ば
「
真
正
の
普
遍
主

義
」
を
達
成
す
る
唯
一
の
そ
れ
と
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
の
民
主
制
論
の
核
心
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
民
主
制
の
正
当
性
に
対
す
る

彼
自
身
の
ゆ
る
ぎ
な
い
信
仰
的
確
信
に
基
づ
い
て
、
そ
の
「
擁
護
」
の
た
め
に
「
現
実
主
義
的
な
哲
学
的
宗
教
的
根
拠
」
を
示
そ
う
と
す
る

神
学
的
人
間
学
的
民
主
制
論
で
あ
る
）
38
（

。

こ
れ
に
対
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
歴
史
社
会
学
で
は
、
あ
く
ま
で
経
験
科
学
的
視
点
か
ら
民
主
制
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
解
明
さ
れ
、
彼
の

学
問
的
構
想
の
中
に
ど
の
よ
う
な
位
置
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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Ⅲ　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
民
主
制
論
（
1
）

1

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
民
主
制
（D

em
okratie

）
に
か
ん
す
る
論
説
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
き
わ
め
て
広
く
深
く
、
そ

の
射
程
は
彼
の
学
問
の
全
体
的
構
想
に
ま
で
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
浩
瀚
な
遺
著
『
経
済
と
社
会
』
の
諸
処
（
と
く
に
「
支
配
の

諸
類
型
」「
支
配
の
社
会
学
」）
に
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
形
で
、
決
疑
論
的
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ひ
と
ま
ず
こ
れ
を
手
が
か
り
に
し

て
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
）
39
（

。

周
知
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、「
支
配
」
と
は
「
特
定
の
命
令
に
対
し
て
他
者
の
服
従
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
機
会
」
の
こ

と
で
、
さ
ら
に
服
従
者
が
そ
の
支
配
関
係
を
「
正
統
」（Legitim

ität

）
と
み
な
す
「
正
統
性
信
仰
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
ば
あ
い
、

こ
れ
を
「
正
統
的
支
配
」
と
し
た
。
正
統
的
支
配
は
「
支
配
の
正
統
性
根
拠
」
の
違
い
に
よ
っ
て
「
依
法
的
」「
伝
統
的
」「
カ
リ
ス
マ
的
」

の
三
類
型
に
類
別
さ
れ
る
。
し
か
し
民
主
制
は
範
疇
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
三
類
型
と
は
異
な
る
統
治
原
理
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、

「
カ
リ
ス
マ
的
正
統
性
原
理
」
の
「
反
権
威
主
義
的
転
釈
」
の
結
果
成
立
す
る
も
の
で
、
社
会
学
的
に
み
れ
ば
、「
支
配
」
と
は
別
種
の
統
治

原
理
と
し
て
構
想
さ
れ
る
）
40
（

。

別
の
機
会
に
論
述
し
た
よ
う
に
）
41
（

、「
カ
リ
ス
マ
的
支
配
」
と
は
本
来
、
被
支
配
者
が
、
カ
リ
ス
マ
を
保
持
す
る
支
配
者
の
カ
リ
ス
マ
的
権

威
を
支
配
の
「
正
統
性
の
根
拠
」
と
し
て
承
認
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
服
従
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
関
係
で
あ
る
が
、
こ
の
関
係
が
逆

転
し
、
被
支
配
者
の
承
認
が
正
統
性
の
結
果
で
な
く
不
可
欠
の
根
拠
と
み
な
さ
れ
る
場
合
、
そ
こ
に
「
民
主
制
的
正
統
性
」
が
成
立
す
る
。
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そ
の
結
果
と
し
て
支
配
者
は
、「
被
支
配
者
た
ち
の
好
意
と
委
任
〔
恩
寵
〕
に
よ
る
ヘ
ル
（H

err

）」「
自
由
に
選
挙
さ
れ
た
支
配
者
」
へ
と

「
転
化
」
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
「
民
主
制
的
正
統
性
」
で
あ
り
、
そ
の
典
型
と
し
て
「
指
導
者
民
主
制
」
の
成
立
が
あ
る
。
こ
れ
は

カ
リ
ス
マ
的
原
理
の
否
定
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
カ
リ
ス
マ
的
資
質
の
保
持
を
認
め
つ
つ
「
反
権
威
主
義
的
に
解
釈
が
え
さ
れ
る
」（anti-

autoritäres um
gedeutet w

erden

）
こ
と
に
よ
っ
て
、「
支
配
」（H

errschaft

）
を
「
指
導
」（Führung

）
に
転
換
す
る
、
し
た
が
っ
て

「
支
配
者
」（H

err
）
は
「
指
導
者
」（Führer

）
と
な
る
、
と
い
う
統
治
原
理
の
成
立
で
あ
る
）
42
（

。
た
だ
し
「
支
配
」
か
ら
「
指
導
」
へ
の
移

行
は
不
可
逆
的
一
方
通
行
的
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
両
方
向
的
か
つ
流
動
的
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
民
主
制
の
統
治
原
理
と
し
て
の
構
造
的
な

両
義
指
向
的
動
的
不
安
定
性
が
あ
る
こ
と
に
あ
ら
か
じ
め
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
指
導
」
と
「
支
配
」
と
は
ど
う
違
う
の
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
指
導
」
に
つ
い
て
「
支
配
」
に
与
え
た
定
義
の

よ
う
な
明
確
な
用
語
法
を
示
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
重
要
概
念
と
し
て
多
用
し
て
い
る
。
R
・
ベ
ン
デ
ィ
ッ
ク
ス
に
よ
れ
ば
）
43
（

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は

こ
の
両
者
の
範
畴
的
区
別
を
用
語
法
の
上
で
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
両
者
の
違
い
を
十
分
理
解
し
た
上
で
論
述
し
て
い
る
と
し
、
あ
ら
ま
し

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
――
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
カ
リ
ス
マ
的
支
配
」
に
は
、「
カ
リ
ス
マ
的
指
導
の
結
果
と
し
て
の
支
配
」
と
「
カ

リ
ス
マ
的
権
威
の
結
果
と
し
て
の
支
配
」
と
い
う
微
妙
に
異
な
る
二
種
の
支
配
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
違
い
は
、
前
者
（
指
導
）
は
相
手

に
た
だ
「
要
請
す
る
だ
け
」（only request

）
で
そ
こ
に
「
結
果
」
と
し
て
支
配
が
生
じ
る
協
力
的
支
配
な
い
し
非
支
配
的
服
従
な
の
に
対

し
て
、
後
者
（
権
威
）
は
「
要
求
す
る
」（require

）
と
い
う
強
制
を
伴
う
本
来
的
支
配
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
「
指
導
」

は
、（
指
導
が
行
わ
れ
る
状
況
の
下
で
の
）「
指
導
者
の
人
格
的
資
質
」
に
あ
く
ま
で
「
依
存
」
し
て
い
る
の
で
、「
指
導
関
係
」
は
あ
く
ま

で
「
人
間
が
基
本
的
に
重
要
性
を
も
つ
」
指
導
者
と
被
指
導
者
の
「
人
格
的
関
係
」
を
軸
と
し
た
関
係
な
の
に
対
し
て
、「
権
威
」
に
伴
う

服
従
強
制
は
、「
服
従
者
が
た
と
え
命
令
者
を
知
ら
な
く
て
も
命
令
に
従
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
没
人
格
的
〔
機
械
的
〕
服
従
関

係
が
基
本
で
あ
り
、
支
配
者
は
権
威
を
体
現
す
る
「
象
徴
」
に
す
ぎ
な
く
な
る
。

さ
て
「
指
導
者
民
主
制
」
の
中
で
も
、「
も
っ
と
も
重
要
な
類
型
」
が
「
人
民
投
票
的
民
主
制
」
で
あ
る
）
44
（

。
T
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
が
ヴ
ェ
ー
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バ
ー
『
支
配
の
社
会
学
』
の
「
人
民
投
票
的
民
主
制
」
の
箇
所
を
、「
民
主
制
に
基
づ
い
て
正
統
化
を
行
う
手
段
と
し
て
人
民
投
票
制
を
用

い
る
こ
と
は
、
民
主
制
が
指
導
の
重
要
な
役
割
に
結
合
す
る
最
高
の
顕
著
な
タ
イ
プ
で
あ
る
」
と
要
訳
し
て
い
る
よ
う
に
）
45
（

、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は

こ
の
「
人
民
投
票
的
民
主
制
」
を
特
段
に
重
視
し
て
い
る
。
し
か
し
人
民
投
票
的
民
主
制
は
、「
そ
の
真
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
一
種
の
カ
リ

ス
マ
的
支
配
、
す
な
わ
ち
被
支
配
者
の
意
思
を
根
源
と
し
こ
の
意
思
に
よ
っ
て
の
み
存
続
す
る
正
統
性
と
い
う
形
式
の
下
に
隠
さ
れ
た
カ
リ

ス
マ
的
支
配
で
あ
り
」（「
い
わ
ゆ
る
人
民
投
票
的
支
配
と
い
う
民
主
制
的
体
制
）
46
（

」）、
歴
史
上
し
ば
し
ば
「
革
命
的
人
民
投
票
的
独
裁
制
」
と

し
て
現
れ
る
よ
う
に
、「
人
民
投
票
的
支
配
」
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
一
面
に
お
い
て
「
指
導
」
原
理
に
た
つ
「
民
主
制
」、
他
面
「
支
配
」
原

理
に
基
づ
く
「
独
裁
制
」
と
い
う
両
義
的
性
格
が
、
い
わ
ば
表
裏
一
体
の
関
係
で
結
び
つ
い
て
お
り
、
両
者
の
桔
衡
の
上
に
成
立
し
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
こ
の
概
念
は
、
状
況
如
何
で
ど
ち
ら
の
極
へ
も
傾
く
可
能
性
を
秘
め
た
、
そ
の
意
味
で
（
内
に
矛
盾
を
抱
え
た
）
構
造
的
に
流

動
的
な
き
わ
め
て
不
安
定
な
「
過
渡
的
性
格
」
を
お
び
て
い
る
（
支
配
↓
独
裁
（「
カ
エ
サ
ル
主
義
」））、
あ
る
い
は
指
導
↓
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム

（「
指
導
者
な
き
民
主
制
））。
と
同
時
に
、
指
導
者
の
「
カ
リ
ス
マ
的
指
導
」
と
被
指
導
者
の
「
指
導
者
に
対
す
る
熱
情
的
な
帰
依
と
信
頼
」

と
の
結
合
が
産
み
だ
す
「
非
日
常
的
」
活
動
力
は
、
強
烈
な
能
動
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
秘
め
て
お
り
、
事
態
の
根
本
的
転
換
を
革
命
的
に
推
進

す
る
と
い
う
躍
動
的
契
機
を
も
併
せ
も
っ
て
い
る
）
47
（

。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
指
導
者
民
主
制
や
そ
の
中
で
も
人
民
投
票
的
民
主
制
＝
支
配
を
重
視
す

る
の
は
、「
民
主
制
」
と
い
う
統
治
原
理
の
こ
の
不
安
定
か
つ
流
動
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
、
変
革
の
旗
手
に
も
反
動
の
拠
点
に
も
な
り
う
る

両
義
的
構
造
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

こ
の
「
人
民
投
票
的
民
主
制
＝
支
配
」
の
「
大
部
分
」
は
、
近
代
議
会
制
の
「
政
党
指
導
者
制
」
に
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
先
蹤
は
歴
史

上
、
西
洋
古
典
古
代
・
中
世
・
近
世
の
「
自
治
都
市
」
の
あ
ま
た
の
革
命
的
な
急
進
運
動
や
統
治
形
態
の
中
に
頻
出
し
て
お
り
、
ヴ
ェ
ー

バ
ー
は
そ
れ
ら
の
用
例
を
、
上
記
の
呼
称
の
ほ
か
に
「
民
主
制
的
独
裁
制
」「
急
進
的
民
主
制
」「
カ
エ
サ
ル
主
義
」
等
々
と
表
記
し
て
い

る
）
48
（

。こ
う
し
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
民
主
制
そ
し
て
ま
た
「
人
民
投
票
的
民
主
制
＝
支
配
」
に
つ
い
て
の
決
疑
論
は
、
彼
の
歴
史
社
会
学
の
構
想
に
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お
い
て
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
た
、
彼
の
学
問
的
営
為
に
ひ
そ
む
思
想
的
課
題
な
い
し
戦
略
と
ど
う
か
か

わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

2

す
で
に
別
稿
で
た
び
た
び
論
述
し
た
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
歴
史
社
会
学
の
「
普
遍
的
問
題
設
定
」
と
し
て
、（
西
洋
人
に
と
っ
て
）

「
普
遍
的
と
思
わ
れ
て
い
る
文
化
諸
現
象
」
が
生
起
し
た
因
果
連
関
の
追
及
を
掲
げ
、
そ
の
「
文
化
の
普
遍
史
の
中
心
問
題
」
を
世
界
史
上

西
洋
で
の
み
十
全
な
形
成
を
み
た
独
自
の
社
会
層
で
あ
る
「
西
洋
市
民
層
」
の
発
生
史
論
的
考
察
（genetisches D

enken

）
に
お
い
た
）
49
（

。

彼
の
分
析
方
法
は
研
究
史
上
「
複
眼
的
考
察
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
ま
ず
ひ
と
つ
は
、
人
間
生
活
に
お
け
る
「
経
済
の
土
台
と
し
て
の

重
要
性
」
に
か
ん
が
み
、
各
文
化
社
会
の
経
済
社
会
的
諸
条
件
を
中
心
と
す
る
も
っ
ぱ
ら
外
的
物
質
的
諸
事
情
の
因
果
連
関
の
分
析
的
整
序

な
ら
び
に
人
間
の
「
生
活
態
度
」
を
規
定
す
る
「
能
力
と
気
質
」
の
考
察
つ
ま
り
人
間
行
為
の
起
動
因
と
な
る
意
識
な
い
し
動
機
の
意
味
連

関
（「
逆
の
因
果
関
連
」）
の
理
解
的
把
握
で
あ
る
。
両
者
の
関
係
は
、
前
者
が
経
済
を
土
台
と
す
る
人
間
の
外
的
社
会
的
世
界
の
「
利
害

状
況
」
に
す
ぐ
れ
て
か
か
わ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
古
く
は
「
呪
術
的
お
よ
び
宗
教
的
諸
力
と
そ
れ
へ
の
信
仰
に
基
づ
き
倫
理
的
義
務
観

念
」
に
も
及
ぶ
人
間
の
内
的
心
的
世
界
に
か
か
わ
り
を
も
つ
、
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
さ
ら
に
い
ま
ひ
と
つ
、
別
の
観
点
か
ら
掘
り
下
げ
る

と
、
両
者
の
根
底
に
あ
っ
て
内
面
的
に
人
間
の
思
考
や
行
為
を
規
定
す
る
人
間
の
物
質
的
な
ら
び
に
観
念
的
「
利
害
関
心
」
と
、
究
極
的
に

は
「
文
化
」
を
倫
理
的
に
根
底
で
支
え
る
何
ら
か
の
（
す
ぐ
れ
て
宗
教
に
由
来
す
る
）「
理
念
」
と
の
相
関
の
追
求
で
あ
る
）
50
（

。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
歴
史
社
会
学
は
「
理
念
と
利
害
状
況
の
社
会
学
」（
H
・
ガ
ー
ス
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
歴
史
は
、
人
間
の
外
的
利
害

状
況
と
内
的
倫
理
的
理
念
と
の
相
反
的
か
つ
相
乗
的
な
相
互
媒
介
的
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
時
代
の
転
換
期
に
は

「
理
念
」
が
創
り
だ
し
た
「
世
界
像
」
が
「
転
轍
手
」
と
し
て
歴
史
の
軌
道
を
決
定
し
、
そ
の
軌
道
の
上
を
「
利
害
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
が
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人
間
の
思
考
や
行
為
を
お
し
す
す
め
る
、
と
い
う
す
こ
ぶ
る
躍
動
的
歴
史
構
成
的
な
展
開
を
み
せ
る
）
51
（

。
し
た
が
っ
て
彼
が
描
こ
う
と
す
る
普

遍
史
的
歴
史
像
は
た
ん
な
る
静
態
的
自
然
史
過
程
で
は
な
く
て
、
す
ぐ
れ
て
動
態
的
劇
的
人
間
史
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
と
り
わ
け
歴
史

の
転
換
を
呼
び
お
こ
す
変
革
の
解
明
を
焦
点
に
し
て
構
成
さ
れ
る
。
上
述
の
「
文
化
普
遍
史
の
中
心
問
題
」
た
る
「
近
代
市
民
層
」
の
発
生

史
論
的
究
明
は
、
ま
さ
し
く
彼
の
普
遍
史
構
想
の
か
な
め
を
な
す
も
の
で
、
近
世
初
頭
に
世
界
史
的
転
換
を
呼
び
お
こ
し
た
成
立
期
「
市
民

層
」
の
「
利
害
状
況
」
と
「
理
念
」
と
の
相
互
媒
介
的
関
連
の
分
析
を
中
心
と
し
て
展
開
し
て
お
り
、
民
主
制
論
は
ま
さ
し
く
そ
の
一
環
を

な
す
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
市
民
層
こ
そ
近
世
初
頭
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、「
近
代
」
に
向
け
て
政
治
的
経
済
的
宗
教
的
社
会
的
変
革
動
向
に
主
導
的

役
割
を
果
た
し
た
当
時
の
新
興
中
産
市
民
層
（「
興
隆
し
つ
つ
あ
る
中
産
市
民
層
」）
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
当
時
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、

と
く
に
そ
の
純
粋
培
養
的
と
も
い
え
る
高
度
の
発
展
を
み
た
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
歴
史
過
程
に
着
目
し
、
比
較
史
的
手
法
を
用
い
て

こ
の
発
生
期
市
民
の
歴
史
像
を
「
理
念
型
」
と
し
て
彫
塑
し
、
彼
の
普
遍
史
的
比
較
分
析
の
座
標
軸
に
据
え
る
と
同
時
に
、
こ
の
発
生
期
市

民
成
立
に
収
斂
す
る
世
界
的
規
模
で
の
普
遍
史
的
歴
史
像
の
構
築
を
企
図
し
た
）
52
（

。

こ
の
市
民
層
は
、
政
治
経
済
宗
教
社
会
等
の
人
間
の
全
文
化
領
域
に
携
わ
る
社
会
層
で
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
な
範
疇
と
し

て
構
成
し
た
）
53
（

。
――
経
済
的
に
は
貧
富
の
背
反
対
立
よ
り
も
む
し
ろ
利
害
を
共
有
す
る
「
統
一
的
社
会
階
級
」、
政
治
的
に
は
支
配
と
被
支

配
と
が
一
致
す
る
自
治
の
「
公
共
市
民
」、
身
分
的
に
は
自
立
し
た
生
活
基
盤
を
も
つ
「
文
化
人
」
と
し
て
の
「
所
有
と
教
養
の
人
々
」
と

い
う
三
要
素
か
ら
な
る
複
合
的
社
会
層
で
あ
る
。
こ
の
社
会
層
は
「
日
常
的
状
態
」
で
は
、
要
素
市
民
そ
れ
ぞ
れ
の
範
疇
的
成
立
も
三
者
全

体
が
連
繋
す
る
統
合
結
集
も
成
立
し
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
市
民
と
し
て
の
そ
の
複
合
的
ま
と
ま
り
も
ゆ
る
く
流
動
的
な
い
し
拡
散
的
で
す

こ
ぶ
る
不
安
定
な
構
造
な
の
だ
が
、
歴
史
的
転
換
期
の
よ
う
な
「
非
日
常
的
」
状
況
で
は
、
既
成
の
権
威
主
義
的
な
権
力
支
配
体
制
の
強
圧

に
抗
す
る
と
い
う
共
通
の
利
害
関
心
で
結
ば
れ
、
互
い
に
連
繋
し
あ
っ
て
反
権
威
的
反
権
力
的
集
団
へ
と
糾
合
結
集
し
、
全
文
化
領
域
に
わ

た
る
複
合
的
統
一
的
市
民
層
と
い
う
一
箇
の
社
会
層
を
形
成
す
る
（「
市
民
層
」
の
範
疇
的
成
立
）。
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ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
歴
史
的
激
動
の
「
非
日
常
的
」
過
程
を
主
導
し
た
革
命
派
市
民
層
の
中
に
各
要
素
市
民
の

連
繋
と
結
集
に
よ
る
こ
う
し
た
複
合
的
市
民
層
範
疇
の
顕
現
を
み
る
と
と
も
に
、
彼
ら
の
結
集
と
闘
争
を
根
底
で
支
え
か
つ
鼓
舞
し
た
契
機

と
し
て
、
外
的
実
践
的
活
動
の
面
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
上
「
空
前
絶
後
の
英
雄
的
行
動
」（「
こ
の
国
の
最
後
の
英
雄
主
義
」）
と
い
わ
れ

る
よ
う
な
、「
市
民
層
」
の
果
敢
な
行
動
に
あ
ら
わ
れ
た
「
真
正
カ
リ
ス
マ
」
の
発
現
、
そ
し
て
内
的
精
神
的
に
は
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
」

の
呼
称
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
倫
理
的
預
言
者
宗
教
と
し
て
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
（「
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
偉
大
な
パ
ト
ス
」）
に
よ
る

市
民
層
の
深
い
信
仰
的
覚
醒
、
を
看
取
し
た
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
絶
対
王
制
の
聖
俗
両
面
に
わ
た
る
家
産
制
的
専
制
支
配

（
W
・
ロ
ー
ド
の
「
有
機
体
的
社
会
体
制
」）
に
対
す
る
闘
争
と
い
う
、「
非
日
常
的
」
状
況
に
促
迫
さ
れ
た
外
的
利
害
と
内
的
理
念
と
の
全

機
構
的
一
体
化
が
も
た
ら
し
た
「
非
日
常
的
」
社
会
層
の
成
立
で
あ
る
）
54
（

。

こ
の
革
命
的
市
民
層
の
中
核
を
な
す
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
市
民
」
と
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
ジ
ェ
ン
ト
ル
メ
ン
」
こ
そ
が
「
政
治
的
に
強
大

で
」「
統
治
の
上
か
ら
決
し
て
無
視
で
き
な
い
自
覚
的
市
民
層
」
で
あ
り
、「
被
支
配
者
の
支
配
へ
の
能
動
的
参
与
」
を
柱
と
す
る
「
自
由
な

共
同
組
織
（G

em
einw

esen

）
と
し
て
政
治
的
に
構
成
さ
れ
た
政
治
団
体
」「
政
治
団
体
の
自
由
な
仲
間
の
自
由
な
協
力
に
よ
る
行
政
」
す

な
わ
ち
「
市
民
的
民
主
制
」
の
担
い
手
で
あ
っ
た
）
55
（

。
こ
の
「
市
民
的
民
主
制
」
は
、
革
命
的
昂
揚
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
飾
る
「
ク
ロ
ム

ウ
ェ
ル
の
独
裁
制
」
に
お
い
て
「
人
民
投
票
的
指
導
者
民
主
制
」
に
帰
結
し
た
。
因
み
に
こ
の
独
裁
制
を
支
え
る
軍
事
的
支
柱
が
「
神
の
栄

光
の
た
め
に
の
み
戦
う
」「
市
民
軍
と
し
て
の
自
覚
」
を
も
ち
、「
聖
者
の
軍
隊
」
と
し
て
「
軍
事
規
律
と
信
仰
規
律
を
一
体
化
」
し
た
「
良

心
の
士
」
か
ら
な
り
た
っ
て
い
た
よ
う
に
）
56
（

、「
人
民
投
票
的
民
主
＝
独
裁
制
」
の
成
立
に
は
、
宗
教
的
契
機
が
と
り
わ
け
密
接
に
関
連
し
て

い
た
。
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Ⅳ　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
民
主
制
論
（
2
）

1

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
一
七
世
紀
西
欧
を
「
宗
教
的
生
命
に
み
ち
み
ち
た
時
代
」
と
捉
え
、
と
り
わ
け
こ
の
時
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
か
ん
し

て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
『
法
の
精
神
』
を
引
用
し
て
（「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
は
信
仰
と
営
業
と
自
由
の
三
者
に
つ
い
て
世
界
の
い
か
な
る
民
族

よ
り
も
は
る
か
に
す
ぐ
れ
て
い
る
」）、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
「
熱
烈
な
信
仰
心
の
記
録
」
と
「
営
利
活
動
領
域
で
の
卓
越
」
お

よ
び
「
自
由
主
義
的
な
政
治
制
度
」
と
の
密
接
な
「
関
連
」
の
追
究
を
、「
倫
理
」
論
攷
の
主
要
テ
ー
マ
に
据
え
た
）
57
（

。

革
命
派
市
民
層
が
変
革
に
向
け
て
昂
揚
す
る
「
非
日
常
的
」
激
動
の
中
で
、
こ
の
三
者
の
旺
勢
な
活
動
と
緊
密
な
糾
合
に
よ
っ
て
、
変
革

の
達
成
が
と
げ
ら
れ
た
こ
と
は
上
述
し
た
が
、
そ
の
社
会
的
か
つ
信
仰
的
基
盤
と
な
っ
た
も
の
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
組
織
形
態
で
あ
っ

た
。
な
か
で
も
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
有
力
な
グ
ル
ー
プ
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
」（
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
派
・
メ
ノ
ナ
イ
ト
派
・
と
く
に
ク

エ
ー
カ
ー
派
）
の
組
織
原
理
を
体
現
す
る
「
ゼ
ク
テ
」（Sekte
）
は
、
信
仰
上
「
普
遍
性
を
断
念
し
本
質
的
に
そ
の
成
員
の
完
全
に
自
由
な

合
意
に
基
づ
か
ざ
る
を
え
な
い
宗
教
的
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
種
の
「
結
社
」（Verein

）
と
し
て
、「
ア
ン
シ
ュ
タ
ル

ト
」（A

nstalt

）
と
し
て
の
「
キ
ル
ヘ
」（K

irche

）
の
教
権
制
的
統
制
や
教
会
官
僚
制
支
配
に
抗
し
て
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
よ
る
直
接

民
主
制
的
行
政
の
維
持
」
を
要
求
す
る
点
で
、「
民
主
制
の
構
造
と
の
内
面
的
選
択
的
親
和
性
」
を
有
し
、
純
粋
で
あ
る
ほ
ど
「
良
心
の
自

由
の
要
求
の
も
っ
と
も
固
有
の
担
い
手
」
と
し
て
、「
国
家
と
教
会
の
分
離
」
や
「
宗
教
的
寛
容
」
を
め
ざ
さ
ざ
る
を
え
な
い
）
58
（

。

こ
の
点
で
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
中
心
的
担
い
手
た
る
「
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
（
長
老
派
・
独
立
派
・
会
衆
派
な
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ど
）」
も
、
組
織
と
し
て
は
「
キ
ル
ヘ
」
原
理
に
た
つ
と
は
い
え
、「
予
定
」
教
義
と
「
官
職
カ
リ
ス
マ
の
貶
価
」
と
い
う
精
神
貴
族
主
義
的

カ
リ
ス
マ
原
理
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、「
聖
餐
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
官
職
に
比
し
て
非
常
に
強
い
重
要
性
を
も
つ
と
い
う
意
味
で
内
面
的
に
ゼ

ク
テ
に
き
わ
め
て
接
近
」
し
て
お
り
（
ニ
ー
バ
ー
風
に
い
え
ば
「
半
セ
ク
ト
」）、
と
く
に
独
立
派
会
衆
派
と
ゼ
ク
テ
と
の
親
縁
性
は
著
し

い
）
59
（

。と
こ
ろ
で
ゼ
ク
テ
（
な
ら
び
に
組
織
原
理
上
ゼ
ク
テ
に
近
い
キ
ル
ヘ
）
は
、
日
常
的
に
密
接
な
人
的
組
織
関
係
に
あ
る
同
信
者
同
士
が
聖

餐
を
共
に
す
る
「
小
さ
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
」
と
し
て
成
立
し
、
こ
の
「
個
別
聖
餐
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
無
条
件
の
主
権
を
も
つ
」
と
す
る
「
小
地
域

個
別
的
聖
餐
ゲ
マ
イ
ン
デ
主
権
の
原
理
」
を
主
張
す
る
。
そ
の
結
果
「
直
接
民
主
制
的
行
政
」
の
維
持
が
要
請
さ
れ
、
小
地
域
少
人
数
と
い

う
規
模
の
制
約
、
高
度
の
専
門
的
知
識
と
業
務
を
必
要
と
し
な
い
素
人
行
政
（
専
門
官
僚
制
の
欠
如
）
の
下
で
の
み
成
立
可
能
と
い
う
組
織

上
の
制
約
に
阻
ま
れ
て
、
国
家
の
よ
う
な
広
域
的
持
続
的
統
治
運
営
と
発
達
し
た
合
理
的
専
門
官
僚
制
の
下
で
は
、
そ
の
「
首
尾
一
貫
し
た

成
立
」
は
す
こ
ぶ
る
困
難
で
あ
る
。
こ
の
点
は
ゼ
ク
テ
に
近
い
独
立
派
や
会
衆
派
の
場
合
も
、
彼
ら
の
聖
餐
ゲ
マ
イ
ン
デ
重
視
と
官
職
カ
リ

ス
マ
貶
視
か
ら
、
ほ
ぼ
同
様
の
限
界
を
伴
っ
た
。
と
く
に
「
行
政
業
務
の
量
的
質
的
発
達
」
に
よ
っ
て
「
行
政
目
的
の
た
め
の
特
別
な
永
続

的
社
会
的
組
織
」
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、「
直
接
民
主
制
」
は
、「
名
望
家
合
議
制
」
ま
た
は
「
筆
頭
首
席
者
を
頂
点
に
し
て
全
役
員

が
階
層
制
的
に
下
属
す
る
単
独
的
統
治
」
の
形
を
と
る
こ
と
、
が
多
く
み
ら
れ
た
）
60
（

。

2

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
、
中
世
西
欧
の
辺
境
に
位
置
す
る
征
服
国
家
と
し
て
「
厳
格
な
家
産
制
的
中
央
集
権
行
政
」
を
実
現
し
、「
封
建
国
家

の
枠
内
で
」「
軍
事
的
に
も
政
治
的
に
も
高
度
に
国
内
の
平
和
化
」
を
達
成
し
た
が
、
強
力
な
家
産
官
僚
制
の
欠
如
と
慢
性
的
な
財
政
逼
迫

と
に
よ
り
比
較
史
的
に
み
て
、
王
権
は
各
地
の
在
地
名
望
家
層
に
大
幅
に
依
存
す
る
世
界
史
上
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
と
並
ぶ
屈
指
の
「
大
名
望
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家
国
家
」
で
あ
っ
た
）
61
（

。
こ
の
在
地
名
望
家
層
は
、「
農
村
」（country

）
の
下
級
貴
族G

entry 

と
「
都
市
」（corporate tow

n

）
の
特
権
的

上
層
市
民
層Livery

と
の
融
合
社
会
層
（
広
義
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
）
か
ら
な
り
た
つ
。
中
世
後
期
に
は
彼
ら
を
選
出
母
胎
と
す
る
「
庶
民

院
」（H

ouse of C
om

m
ons

）
が
、
封
建
的
上
流
領
主
層
の
「
貴
族
院
」（H

ouse of Lords

）
を
抑
え
、
王
権
に
直
結
し
て
国
政
の
主
導

権
を
掌
握
し
、
非
民
主
的
家
産
制
的
専
制
支
配
の
支
柱
と
な
っ
た
。
と
り
わ
け
近
世
初
頭
の
家
産
制
的
集
権
国
家
（
絶
対
王
制
）
の
「
特
権

と
独
占
の
政
策
」（「
身
分
制
的
独
占
主
義
的
重
商
主
義
」）
は
、
こ
れ
ら
の
名
望
家
層
の
国
庫
寄
生
的
金
権
ギ
ル
ド
的
独
占
を
積
極
的
に
擁

護
し
、
反
対
派
を
弾
圧
し
た
）
62
（

。

革
命
に
帰
結
し
た
弾
圧
反
対
闘
争
の
核
心
は
、
体
制
の
権
力
的
専
制
支
配
と
そ
の
支
柱
を
な
し
た
特
権
的
名
望
家
行
政
の
打
破
に
あ
り
、

革
命
推
進
派
は
最
終
的
に
そ
れ
に
成
功
し
た
）
63
（

。
そ
れ
は
名
望
家
行
政
の
形
を
残
し
な
が
ら
、
従
来
の
王
権
と
結
び
つ
い
た
特
権
的
金
権
政
治

的
な
そ
れ
か
ら
「
純
粋
名
望
家
行
政
の
も
っ
と
も
徹
底
し
た
タ
イ
プ
の
ひ
と
つ
」
へ
の
転
換
、
す
な
わ
ち
名
望
家
行
政
の
範
疇
的
機
能
転
化

（
名
望
家
行
政
の
理
念
的
昇
華
）
を
と
げ
た
。「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
市
民
」
と
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
」
に
よ
る
一
七
世
紀
の

大
変
革
こ
そ
、「
没
支
配
的
団
体
行
政
」
の
一
種
と
し
て
の
真
の
名
望
家
行
政
の
範
疇
的
形
成
を
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
影
響
の
下
に
、
旧
来
の
世
俗
的
特
権
享
受
の
有
無
を
柱
と
す
る
外
的
世
俗
的
（
没
精
神
的
）

身
分
観
か
ら
、
合
理
的
職
業
倫
理
に
基
づ
く
「
生
活
の
方
法
的
陶
治
」
に
よ
る
宗
教
的
な
「
思
想
の
身
分
」
の
保
持
の
有
無
を
柱
と
す
る
内

的
精
神
的
身
分
観
へ
の
転
換
（「
精
神
的
貴
族
主
義
」
の
成
立
に
よ
る
身
分
の
「
脱
呪
術
化
」）
に
よ
り
、「
独
特
な
タ
イ
プ
の
気
品
」
に
満

ち
役
得
を
斥
け
無
報
酬
で
使
命
と
し
て
職
務
を
引
き
受
け
る
こ
と
（unpaid buraucracy

）
を
「
社
会
的
名
誉
」
な
い
し
「
身
分
的
習
律
」

と
み
な
す
「
市
民
的
」
名
望
家
層
の
輩
出
で
あ
る
）
64
（

。

一
八
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
一
七
世
紀
の
大
変
革
の
成
果
と
し
て
、
近
代
的
中
央
集
権
国
家
の
成
立
と
と
も
に
、「
地
域
自
治
」
が
「
国

民
的
守
護
神
」
と
し
て
「
賛
美
」
さ
れ
た
地
域
自
治
全
盛
の
時
代
だ
が
、
こ
の
両
者
の
成
立
と
発
展
を
担
っ
た
の
も
彼
ら
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
革
命
以
前
の
「
大
権
の
王
国
」（K

ingdom
 of Prerogative

）
に
代
わ
る
「
影
響
力
の
王
国
」（K

ingdom
 of Influence

）
に
お
い
て
、
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彼
ら
は
「
治
安
判
事
」（Justice of Peace

）
と
し
て
、
居
住
地
の
地
域
行
政
を
全
面
的
に
担
い
、
ま
た
中
央
で
は
、
彼
ら
を
選
出
母
胎
と

し
た
庶
民
院
で
名
実
と
も
に
国
政
を
担
い
、「
身
分
政
党
的
議
会
運
営
」
に
よ
っ
て
議
会
制
民
主
主
義
を
実
現
し
た
。
こ
の
議
会
運
営
（
議

院
内
閣
制
）
に
み
ら
れ
る
「
政
党
指
導
者
制
」
は
上
述
の
と
お
り
、
指
導
者
民
主
制
の
「
も
っ
と
も
重
要
な
類
型
」
た
る
「
人
民
投
票
的
支

配
」
の
代
表
例
（
典
型
）
で
あ
る
）
65
（

。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
う
し
た
地
域
行
政
（「
治
安
判
事
」
行
政
）
に
体
現
さ
れ
た
「
没
支
配
的
団
体
行
政
」
と
し
て
の
「
名
望
家
支
配
」

お
よ
び
国
制
レ
ベ
ル
で
は
議
会
に
お
け
る
「
政
党
指
導
者
制
」
に
表
出
さ
れ
る
「
純
粋
民
主
制
」
の
一
種
と
し
て
の
「
人
民
投
票
的
支
配
」

が
、「
歴
史
上
政
治
的
合
理
主
義
を
産
み
落
と
す
た
め
の
き
わ
め
て
重
要
な
酵
素
と
し
て
不
可
欠
な
も
の
」
と
み
な
し
た
）
66
（

。
前
者
は
「
直
接

民
主
制
」
か
ら
の
「
移
行
」
形
態
で
あ
り
、
後
者
は
「
指
導
者
民
主
制
」
の
「
も
っ
と
も
重
要
な
類
型
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
担
い
手

は
、「
近
代
」
構
築
の
精
神
的
社
会
的
大
変
革
を
主
導
し
た
「
市
民
層
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
両
者
は
、「
何
よ
り
も
」
こ
の
変
革
的
市
民

範
疇
の
宗
教
的
世
俗
的
刻
印
を
お
び
た
「
市
民
的
民
主
制
」
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
実
に
市
民
的
民
主
制
こ
そ
は
上
述
の
と
お
り
、「
倫
理
」

論
攷
の
主
要
テ
ー
マ
た
る
近
世
初
頭
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
市
民
層
の
「
熱
烈
な
信
仰
心
」
と
「
卓
越
し
た
営
利
活
動
」「
自
由
主
義
的
政
治
制
度
」

と
の
関
連
追
求
の
結
果
明
ら
か
と
な
っ
た
事
実
、
す
な
わ
ち
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
市
民
層
が
身
を
も
っ
て
体
現
し
た
、
内
的
精
神
的
に
は
宗
教
の

深
み
に
底
礎
さ
れ
た
理
念
と
、
外
的
社
会
的
に
は
政
治
や
経
済
で
実
現
さ
れ
た
合
理
的
利
害
状
況
と
の
統
合
の
成
果
な
の
で
あ
り
、
そ
の
純

粋
型
は
、
近
世
初
頭
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
世
界
史
的
転
換
過
程
の
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

因
み
に
直
接
民
主
制
は
、
建
国
期
ア
メ
リ
カ
で
い
っ
そ
う
純
粋
培
養
的
な
発
達
を
と
げ
、
上
述
の
「
小
地
域
個
別
的
聖
餐
ゲ
マ
イ
ン
デ
主

権
原
理
」
を
主
張
す
る
ゼ
ク
テ
は
、
そ
の
「
派
生
物
」
と
と
も
に
「
ア
メ
リ
カ
の
不
文
の
し
か
し
も
っ
と
も
重
要
な
憲
法
的
要
素
の
ひ
と

つ
」
と
な
っ
て
お
り
、「
ア
メ
リ
カ
の
民
主
制
は
相
互
に
関
連
の
な
い
諸
個
人
の
砂
の
集
積
物
で
は
な
く
、
宗
教
的
世
俗
的
を
問
わ
ず
ゼ
ク

テ
や
結
社
や
ク
ラ
ブ
か
ら
な
る
ひ
と
つ
の
混
成
物
」
を
形
づ
く
っ
た
）
67
（

。

こ
う
し
て
、「
カ
リ
ス
マ
的
正
統
制
原
理
の
反
権
威
主
義
的
転
釈
」（
意
味
転
換
）
に
よ
る
特
異
な
統
治
類
型
（「
非
正
統
的
支
配
」）
と
し



39 R・ニーバー政治倫理学とM・ヴェーバー歴史社会学

て
決
疑
論
的
に
概
念
構
成
さ
れ
た
「
民
主
制
」
は
、
彼
の
「
普
遍
史
的
構
想
」
の
中
で
は
、
あ
ま
た
の
民
主
制
類
型
の
中
で
も
特
殊
に
「
市

民
的
民
主
制
」
に
、
し
か
も
特
定
の
歴
史
的
画
期
に
形
成
さ
れ
世
界
史
の
根
本
的
構
造
転
換
を
主
導
し
た
歴
史
的
範
疇
と
し
て
の
そ
れ
に
収

斂
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
考
察
は
す
ぐ
れ
て
歴
史
理
論
的
性
格
を
色
こ
く
お
び
る
も
の
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
普
遍
史
的
考
察
」
は
、
年
代
的
（
歴
史
縦
断
的
）
な
ら
び
に
地
理
的
（
地
球
横
断
的
）
に
、
世
界
的
視
野

の
下
に
全
歴
史
過
程
を
一
箇
の
「
文
化
史
」
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
年
代
的
に
は
古
代
と
中
世
と
近
代
の
、

地
理
的
に
は
西
洋
と
非
西
洋
の
、
比
較
史
的
考
察
を
い
わ
ば
縦
横
に
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
「
西
洋
市
民
層
」（
そ

の
不
可
欠
の
構
成
要
素
と
し
て
「
市
民
的
民
主
制
」）
の
発
生
史
の
普
遍
史
的
意
義
を
批
判
的
に
追
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
晩
年
の
大
著

『
宗
教
社
会
学
論
集
』
な
ら
び
に
遺
稿
『
経
済
と
社
会
』
所
収
の
あ
ま
た
の
関
連
論
述
は
、
こ
の
問
題
に
か
ん
す
る
比
較
史
的
検
討
を
と
お

し
て
、
こ
の
課
題
の
解
明
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
）
68
（

。

詳
細
は
別
の
機
会
に
譲
る
と
し
て
大
筋
を
示
せ
ば
、（
1
）原
生
的
（
血
縁
制
的
）
呪
術
制
的
制
約
の
解
体
度
、（
2
）日
常
生
活
上
の
経

済
合
理
性
の
発
達
度
、（
3
）自
弁
武
装
原
則
を
軸
と
す
る
民
衆
の
「
軍
事
的
自
主
性
」
の
成
立
を
源
泉
と
す
る
政
治
的
自
立
性
（
自
治
）

の
発
達
度
、（
4
）家
産
制
支
配
の
根
幹
を
な
す
家
族
的
同
族
観
念
の
破
砕
に
よ
る
「
公
共
」
観
念
の
発
達
度
、（
5
）「
倫
理
的
預
言
者
宗
教
」

の
発
達
度
、
そ
し
て（
5
）以
上
の
諸
要
因
の
相
関
的
総
合
的
発
達
を
土
台
と
し
て
形
成
さ
れ
る
特
異
な
社
会
層
た
る
「
市
民
層
」
の
形
成

成
熟
度
、
を
座
標
軸
と
し
て
、
世
界
史
上
重
要
な
諸
文
化
世
界
を
批
判
的
に
比
較
検
討
し
た
結
果
と
し
て
、
――
そ
れ
ぞ
れ
異
質
な
独
自
性

を
も
つ
諸
世
界
文
化
は
、
あ
く
ま
で
こ
の
比
較
基
準
に
即
し
た
か
ぎ
り
で
相
互
に
関
連
づ
け
ら
れ
相
対
化
さ
れ
て
、
そ
こ
に
形
成
さ
れ
る
世

界
的
「
布
置
連
関
」（K

onstellation

）
の
下
で
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
独
自
性
を
、
よ
り
相
対
化
さ
れ
た
レ
ベ
ル
で
再
認
識
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
）
69
（

。
そ
れ
は
、
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
成
立
期
西
洋
市
民
層
（
市
民
的
民
主
制
）
の
歴
史
的
特
質
と
意
義
を
い
っ
そ
う
深
く
批
判
的
に
捉
え

な
お
す
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
と
く
に
西
洋
史
内
的
比
較
を
超
え
て
西
洋
と
非
西
洋
の
比
較
を
立
論
の
根
底
に
据
え
る
こ
と
に
よ
り
、
考
察

は
人
類
史
的
普
遍
史
と
し
て
の
展
望
の
下
に
相
対
化
さ
れ
、
一
段
と
厚
み
と
深
み
を
増
す
も
の
と
な
る
。
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3

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
民
主
制
概
念
の
根
幹
に
あ
る
「
カ
リ
ス
マ
の
反
権
威
主
義
的
転
釈
」
に
よ
る
カ
リ
ス
マ
的
「
支
配
」
の
カ
リ
ス
マ
的

「
指
導
」
へ
の
転
換
が
、
上
述
の
と
お
り
前
者
か
ら
後
者
へ
の
不
可
逆
的
一
方
通
行
で
な
く
両
方
向
的
か
つ
流
動
的
で
あ
る
こ
と
を
み
て
い

た
が
、
さ
ら
に
「
内
的
カ
リ
ス
マ
的
資
質
」
に
裏
打
ち
さ
れ
た
独
自
の
使
命
感
を
も
つ
「
指
導
者
民
主
制
」（
↓
人
民
投
票
的
民
主
制
）
の

対
極
に
は
、
そ
う
し
た
資
質
と
使
命
感
に
欠
け
る
（
カ
リ
ス
マ
性
な
き
）「
職
業
政
治
家
」
に
よ
る
「
指
導
者
な
き
民
主
制
」
が
あ
る
こ
と
、

ま
た
民
主
化
に
は
「
被
支
配
者
の
支
配
へ
の
能
動
的
参
与
」
に
基
づ
い
た
「
能
動
的
民
主
化
」（
↓
「
合
議
制
」）
の
対
極
に
、
被
支
配
者
の

「
権
利
の
平
等
」
と
い
う
純
形
式
的
な
横
な
ら
び
の
要
請
か
ら
身
分
的
階
層
差
別
を
排
除
し
ひ
た
す
ら
「
被
支
配
者
集
団
の
平
準
化
」
を
め

ざ
す
受
動
的
民
主
化
」（
↓
官
僚
制
）
が
あ
る
こ
と
、
を
も
み
て
い
た
。
つ
ま
り
民
主
制
も
ま
た
あ
ま
た
の
両
義
指
向
性
を
具
え
た
意
味
で

す
こ
ぶ
る
流
動
的
不
安
定
な
構
造
概
念
な
の
で
あ
る
）
70
（

。

民
主
制
と
は
か
く
し
て
、
つ
ね
に
指
導
か
ら
支
配
へ
の
逆
行
、
カ
リ
ス
マ
的
資
質
と
使
命
感
な
き
職
業
政
治
家
に
よ
る
衆
愚
政
治
へ
の
転

落
、
受
動
的
平
準
化
に
向
け
て
の
官
僚
制
的
統
制
の
浸
潤
、
と
い
っ
た
壊
頽
に
対
す
る
反
省
と
軌
道
修
正
の
不
断
の
努
力
を
迫
ら
れ
る
統
治

概
念
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
内
部
に
極
度
の
矛
盾
と
緊
張
を
孕
ん
だ
概
念
で
あ
り
、
ま
た
矛
盾
と
緊
張
を
孕
む
こ
と
に
よ
っ
て
時
と
し
て
内

発
的
変
革
の
熱
い
パ
ト
ス
を
秘
め
プ
ラ
ー
グ
マ
的
イ
ン
パ
ク
ト
に
富
ん
だ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
装
置
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
、
す
こ
ぶ
る
パ
ラ

ド
ク
シ
カ
ル
な
概
念
な
の
で
あ
る
）
71
（

。（
丸
山
眞
男
の
「
永
久
革
命
と
し
て
の
民
主
主
義
」。）

上
述
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
う
し
た
「
革
命
」
と
し
て
の
民
主
制
の
発
現
を
歴
史
的
に
は
近
世
初
頭
の
、
世
界
史
的
大
転
換
を
お

し
す
す
め
た
「
興
隆
市
民
層
」
の
営
為
の
中
に
探
り
あ
て
た
。
し
か
し
歴
史
的
に
は
周
知
の
と
お
り
大
転
換
の
完
了
と
と
も
に
、
こ
の
市
民

層
の
内
奥
に
凝
結
さ
れ
て
い
た
「
非
日
常
的
」「
反
権
威
主
義
的
」
な
（「
空
前
絶
後
の
英
雄
的
行
動
」
に
み
る
）「
真
正
カ
リ
ス
マ
」
の
発
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現
は
、「
カ
リ
ス
マ
の
（
不
可
避
的
な
）
日
常
化
」
に
よ
り
衰
弱
な
い
し
空
洞
化
を
き
た
し
、
ポ
ス
ト
近
代
の
圧
倒
的
な
合
理
主
義
的
世
俗

化
（
脱
宗
教
化
）
の
奔
流
の
中
で
消
失
し
て
い
っ
た
）
72
（

。

そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
変
革
期
の
複
合
的
市
民
層
を
支
え
て
い
た
（「
非
日
常
性
」
に
お
い
て
の
み
成
立
可
能
な
）
カ
リ
ス
マ
的
プ
ラ
ー
グ

マ
の
解
体
と
消
失
で
あ
り
、
そ
こ
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
各
文
化
領
域
の
世
俗
化
（
脱
宗
教
化
）
に
伴
う
「
徹
底
的
合
理
化
」（D

urchrationa-

lisierung

）
の
帰
趨
と
し
て
、
人
間
的
内
実
の
「
皆
無
」（N

ichts

）
な
「
精
神
の
な
い
専
門
人
」「
心
の
な
い
享
楽
人
」
が
跋
扈
す
る
無
人

間
的
「
機
械
的
化
石
化
」
世
界
の
到
来
を
予
見
し
た
）
73
（

。
民
主
制
は
か
つ
て
の
変
革
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
失
い
、
完
成
さ
れ
た
合
理
的
近
代
国

家
機
構
の
一
環
で
あ
る
合
理
的
官
僚
制
（「
生
き
た
機
械
」）
の
「
鋼
鉄
の
檻
」
の
中
で
形
骸
化
空
洞
化
さ
れ
、「
受
動
的
民
主
化
」
の
道
を

歩
む
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
「
市
民
的
民
主
制
」
の
崩
壊
な
い
し
解
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
う
し
た
ポ
ス
ト
近
代

の
診
断
に
対
し
て
、
彼
の
民
主
制
論
は
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の
歴
史
社
会
学
の
構
想
に
立
ち
返
っ
て
考
え
て
み

よ
う
。

4

最
晩
年
の
巨
篇
『
世
界
宗
教
の
経
済
倫
理
』「
序
説
」
の
中
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
近
代
特
有
の
「
主
知
主
義
的
合
理
主
義
」
が
陥
い
る

デ
ィ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
、
あ
ら
ま
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
）
74
（

。
――
近
代
の
主
知
主
義
的
合
理
主
義
思
考
は
、「
現
世
か
ら
超
越
的
価
値

を
剥
ぎ
と
り
」「
非
人
格
的
法
則
に
支
配
さ
れ
る
コ
ス
モ
ス
」
と
い
う
「
合
理
化
さ
れ
た
世
界
像
」
を
構
築
し
、
自
然
と
人
間
に
か
ん
す
る

合
理
的
認
識
と
合
理
的
支
配
を
め
ざ
す
の
だ
が
、「
合
理
化
の
徹
底
」
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
そ
れ
と
と
も
に
こ
の
同
じ
「
主
知
主
義
」
が

「
抑
え
が
た
い
要
求
」
と
し
て
、
徹
底
的
合
理
化
思
考
と
は
矛
盾
す
る
「
超
越
的
価
値
の
所
有
」
を
激
し
く
「
希
求
す
る
」
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
こ
の
抑
え
が
た
い
要
求
が
「
否
応
な
く
回
帰
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
場
所
」
い
い
か
え
れ
ば
回
帰
の
精
神
的
故
郷
（
原
点
）
こ
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そ
、
ま
さ
し
く
あ
の
近
世
初
頭
の
（「
興
隆
市
民
層
」
の
）「
合
理
的
組
織
的
生
活
様
式
」
が
形
成
さ
れ
た
「
決
定
的
時
代
」
に
、「
そ
の
担

い
手
で
あ
っ
た
社
会
層
」（
興
隆
市
民
層
）
の
「
外
的
社
会
的
お
よ
び
内
的
心
理
的
利
害
状
況
に
よ
っ
て
歴
史
的
か
つ
社
会
的
に
強
く
規
定

さ
れ
た
非
合
理
的
諸
前
提
」
す
な
わ
ち
宗
教
的
信
仰
に
源
泉
を
も
つ
「
超
現
実
的
価
値
」、
へ
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
関
心
な
の
だ
と
い
う
。

上
述
し
た
と
お
り
こ
の
「
決
定
的
時
代
」
こ
そ
、
近
世
初
頭
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
生
起
し
た
「
偉
大
な
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
」
お
よ
び

（「
良
心
の
自
由
の
確
立
を
核
と
し
た
」）「（
不
可
譲
の
）
人
権
の
時
代
」
で
あ
り
）
75
（

、
そ
の
主
導
的
担
い
手
こ
そ
「
興
隆
市
民
層
」（「
ピ
ュ
ー

リ
タ
ン
的
市
民
」
と
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
ジ
ェ
ン
ト
ル
メ
ン
」）
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
歴
史
社
会
学
は
、
そ
の
全
体
系
を
あ
げ
て
、

（
そ
の
後
の
歴
史
的
推
移
と
帰
結
を
見
す
え
つ
つ
）
こ
の
「
決
定
的
時
代
」
の
「
偉
大
な
る
」
歴
史
的
転
換
の
解
明
に
焦
点
を
定
め
、
こ
の

「
市
民
層
」
の
「
外
的
社
会
的
・
内
的
心
理
的
利
害
状
況
」
と
彼
ら
を
つ
き
動
か
す
「
理
念
」
と
を
ひ
ろ
く
古
今
東
西
の
世
界
史
的
文
化
比

較
を
通
じ
て
、
つ
ぶ
さ
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
の
普
遍
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
学
問
的
営
為

を
支
え
て
い
る
精
神
的
動
因
（
神
学
的
と
も
い
う
べ
き
動
機
）
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
倫
理
」
論
攷
末
尾
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ポ
ス
ト
近
代
の
無
人
間
的
な
「
機
械
的
化
石
化
」
世
界
の
到
来
に
対
峙
す
る
も
の
と
し
て
、「
預

言
者
の
新
な
出
現
」
な
い
し
「
か
つ
て
の
思
想
や
理
想
の
力
強
い
復
活
」
の
可
能
性
を
予
測
な
い
し
期
待
し
た
）
76
（

。「
職
業
と
し
て
の
学
問
」

論
攷
末
尾
で
は
「
現
代
の
新
し
い
預
言
者
や
救
世
主
を
待
望
す
る
す
べ
て
の
人
々
」
に
呼
び
か
け
て
、「
知
的
誠
実
の
徳
」
に
導
か
れ
て
人

類
の
苦
難
の
全
歴
史
過
程
の
学
問
的
に
明
晰
な
合
理
的
認
識
の
獲
得
に
努
め
、「
各
自
の
仕
事
に
つ
き
日
々
の
要
請
に
応
え
る
」
よ
う
に
慫

慂
し
た
）
77
（

。
ま
た
「
職
業
と
し
て
の
政
治
」
論
攷
で
は
）
78
（

、「
精
神
的
に
死
ん
で
い
な
い
人
間
」
に
向
か
っ
て
、
政
治
特
有
の
「
倫
理
的
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
」
す
な
わ
ち
「
責
任
倫
理
」
と
「
心
的
倫
理
」
の
二
律
背
反
的
相
克
に
身
を
も
っ
て
立
ち
向
か
い
、
そ
の
両
全
的
達
成
に
渾
身
の

力
を
ふ
り
絞
る
と
と
も
に
そ
の
緊
張
に
耐
え
ぬ
く
「
成
熟
し
た
人
間
」、
そ
し
て
両
倫
理
の
緊
張
的
統
合
に
向
か
っ
て
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
を
す

る
こ
と
で
育
成
さ
れ
る
「
政
治
へ
の
召
命
を
も
ち
う
る
真
の
人
間
」、
こ
う
し
た
「
人
間
」
に
対
す
る
深
い
「
感
動
」
を
示
し
、
共
鳴
と
期

待
を
寄
せ
た
。
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彼
ら
は
「
現
実
の
世
の
中
が
い
か
に
愚
か
で
卑
俗
で
あ
っ
て
も
断
じ
て
挫
け
な
い
」「
ど
ん
な
事
態
に
直
面
し
て
も
『
そ
れ
に
も
拘
ら

ず
！
』（dennoch!

）
と
言
い
き
る
自
信
の
あ
る
人
間
」
な
の
で
あ
り
、
本
稿
で
縷
説
し
て
き
た
と
お
り
ま
さ
し
く
ヴ
ェ
ー
バ
ー
歴
史
社
会

学
の
か
な
め
を
な
す
「
市
民
」
で
あ
る
。
い
や
、
た
ん
に
学
問
的
研
究
の
中
心
テ
ー
マ
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
そ
う
し
た
研
究
の
豊
か
な

成
果
に
裏
打
ち
さ
れ
て
、「
市
民
」
は
、
現
実
の
政
策
提
言
に
か
か
わ
る
彼
の
発
言
で
も
つ
ね
に
中
心
的
位
置
を
占
め
て
い
た
。

『
政
治
論
集
』
所
収
の
あ
ま
た
の
時
事
論
説
は
、
こ
の
「
市
民
」
に
よ
る
、「
民
主
制
」
の
確
立
、「
市
民
の
国
」
へ
の
憧
憬
、
市
民
の

「
不
可
譲
の
自
由
と
人
権
」
の
擁
護
、「
誇
り
」「
自
尊
心
」「
責
任
と
自
覚
と
自
信
」
を
も
つ
「
市
民
層
」
の
育
成
陶
治
を
、
根
本
的
か
つ
焦

眉
の
課
題
と
し
て
終
始
力
強
く
論
じ
て
い
る
）
79
（

。

こ
う
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
、
歴
史
社
会
学
的
研
究
と
い
う
認
識
の
営
み
と
現
実
的
政
策
提
言
に
積
極
的
に
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
旺
盛
な
実

践
的
意
欲
と
は
、
彼
自
身
の
「
問
題
関
心
」
の
下
で
密
接
に
関
連
づ
け
ら
れ
相
互
に
媒
介
さ
れ
あ
う
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
周

知
の
と
お
り
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
「
問
題
関
心
」
の
根
底
に
あ
る
「
価
値
」（「
当
為
」
へ
の
要
請
）
を
、「
価
値
自
由
」
原
則
に
則
り

学
問
的
認
識
か
ら
即
自
的
〔
連
続
的
〕
に
導
出
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
し
て
峻
拒
す
る
。
む
し
ろ
価
値
自
由
の
両
義
性
を
踏
ま
え
て
、「
価

値
か
ら
の
自
由
」
の
徹
底
的
遵
守
の
下
に
「
価
値
へ
の
自
由
」
の
積
極
的
自
覚
的
投
企
、
す
な
わ
ち
学
問
的
に
は
合
理
的
証
明
不
可
能
（
そ

の
意
味
で
あ
く
ま
で
超
合
理
的
）
だ
と
い
う
自
覚
に
た
つ
自
己
の
立
脚
点
の
選
択
的
確
立
を
積
極
的
に
要
請
す
る
。
こ
れ
こ
そ
「
現
世
の
脱

呪
術
化
の
完
了
」
に
よ
る
、
ポ
ス
ト
近
代
の
「
徹
底
的
合
理
化
」
の
進
行
で
甦
っ
た
多
様
な
価
値
相
互
の
永
遠
の
相
克
（「
神
々
の
闘
争
」）

の
中
で
、「
認
識
の
木
の
実
」
に
よ
っ
て
「
価
値
」
の
問
題
に
直
面
し
た
認
識
者
（「
精
神
的
に
死
ん
で
い
な
い
人
間
」）
が
、「
神
と
悪
魔
の

い
ず
れ
か
の
選
択
」
を
通
じ
て
「
世
界
生
起
の
意
味
を
創
造
し
」「
自
己
の
運
命
を
選
び
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
「
わ
れ
わ
れ
の
文

化
の
宿
命
」
で
あ
る
、
と
す
る
）
80
（

。

と
こ
ろ
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
か
つ
て
「
人
間
の
尊
厳
」
に
つ
い
て
、
知
的
に
「
誠
実
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
間
に
は
「
学
問
的
に
論
証
可

能
な
理
想
の
発
見
は
不
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
論
証
不
可
能
な
理
想
が
提
示
す
る
「
極
楽
郷
」
に
憩
う
魂
の
平
安
よ
り
も
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む
し
ろ
平
安
で
な
い
と
い
う
こ
と
、「
魂
の
不
安
」
こ
そ
が
「
わ
れ
わ
れ
の
人
間
と
し
て
の
尊
厳
の
聖
痕
（Stigm

a

）
で
あ
る
」
と
語
っ
た

（
一
九
〇
九
年
「
社
会
政
策
学
会
大
会
で
の
発
言
）
81
（

」）。
こ
の
魂
の
平
安
の
喪
失
す
な
わ
ち
不
安
の
苦
し
み
に
、Stigm

a

（
恩
恵
の
烙
印
│
十

字
架
上
の
傷
痕
）
と
し
て
の
神
与
の
尊
厳
を
み
よ
う
と
す
る
逆
説
こ
そ
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
精
神
的
立
脚
点
、
す
な
わ
ち
魂
の
平
安
（
救
い
）

の
希
求
と
い
う
人
間
の
自
然
の
本
性
と
、
そ
れ
と
は
全
く
倒
錯
し
た
魂
の
不
安
の
受
忍
に
尊
厳
を
み
る
反
自
然
的
な
真
に
宗
教
的
な
パ
ト
ス

と
の
、
高
度
に
精
神
的
な
緊
張
へ
の
自
覚
的
投
企
、
を
示
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

思
う
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
神
学
と
は
「
救
い
（
魂
の
平
安
）
の
主
知
的
合
理
化
」
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
が
、

魂
の
平
安
な
ら
ざ
る
こ
と
に
真
の
人
間
的
「
尊
厳
」
の
矜
持
す
な
わ
ち
魂
の
平
安
（
救
い
）
を
み
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
神
学
的
に

み
て
、
知
的
理
性
と
の
不
断
の
緊
張
の
下
に
、
明
ら
か
に
宗
教
的
回
心
に
も
似
た
覚
醒
（
精
神
の
昂
揚
）
が
あ
る
。
こ
の
覚
醒
に
基
づ
く
緊

張
の
積
極
的
受
忍
こ
そ
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
「
宗
教
的
な
る
も
の
」（das R

eligiöse

）
の
真
髄
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
宗
教
的
」
と
も
い
え
る
高
度
か
つ
不
断
の
自
覚
的
緊
張
に
積
極
的
に
身
を
お
き
能
動
的
に
耐
え
る
と
こ
ろ
に
、
彼
の
民
主
制
論
の

核
心
も
ま
た
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

結
び

ニ
ー
バ
ー
も
ヴ
ェ
ー
バ
ー
も
と
も
に
、
個
的
主
体
と
し
て
の
人
間
な
ら
び
に
彼
ら
を
構
成
単
位
と
し
て
形
成
さ
れ
る
社
会
に
注
目
す
る
。

神
学
者
ニ
ー
バ
ー
の
場
合
に
は
、「
原
罪
」
に
起
因
し
人
間
が
運
命
的
に
背
負
う
「
個
人
悪
」
と
「
社
会
悪
」
の
本
質
と
そ
の
克
服
の
方

図
を
め
ぐ
っ
て
、
宗
教
を
根
底
に
も
つ
人
間
の
内
面
的
世
界
の
あ
り
方
か
ら
、
真
の
民
主
制
の
理
念
性
と
そ
の
実
現
の
た
め
の
諸
条
件
を
政

治
倫
理
学
的
に
追
究
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
社
会
科
学
者
と
し
て
、
人
間
の
営
為
を
直
接
に
支
配
す
る
「
物
質
的
観
念
的
利
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害
関
心
の
状
況
」
と
人
間
を
内
面
か
ら
精
神
的
に
つ
き
動
か
す
「
理
念
」
と
の
相
互
媒
介
的
相
乗
作
用
の
諸
相
を
、
類
型
学
的
方
法
を
用
い

て
考
察
す
る
。

こ
う
し
た
課
題
を
追
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
両
者
は
と
も
に
研
究
対
象
た
る
諸
事
情
を
、
人
間
の
営
為
が
作
り
だ
す
「
歴
史
」（
歴
史
的

プ
ロ
セ
ス
）
と
し
て
捉
え
る
。
と
く
に
近
世
初
頭
宗
教
改
革
期
の
宗
教
的
な
ら
び
に
世
俗
社
会
的
諸
相
を
貫
い
て
実
現
さ
れ
た
急
激
な
時
代

の
変
化
を
、
全
人
類
史
を
分
か
つ
一
大
転
換
点
（
分
水
嶺
）
と
し
て
、
と
も
に
特
段
に
重
視
し
た
点
で
も
、
両
者
の
問
題
構
想
は
重
な
る
。

ニ
ー
バ
ー
は
、
人
間
の
「
生
命
力
」（vitality

）（
人
間
を
つ
き
動
か
す
内
面
的
契
機
）
が
伴
わ
ざ
る
を
え
な
い
不
可
避
的
か
つ
深
遠
な
矛

盾
的
両
義
性
、
す
な
わ
ち
人
間
の
「
超
越
的
自
由
」
が
産
み
だ
す
創
造
性
と
破
壊
性
（
道
徳
的
に
は
善
と
悪
）
に
つ
い
て
の
宗
教
的
倫
理
的

自
覚
と
活
力
が
、
近
世
初
頭
（
つ
ま
り
近
代
の
宗
教
的
伝
統
の
活
力
が
世
俗
化
の
激
浪
の
中
に
い
ま
だ
呑
み
こ
ま
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

宗
教
的
時
代
）
に
、
一
群
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
た
ち
と
く
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
間
で
培
養
さ
れ
た
宗
教
的
「
謙
虚
」
と
「
寛

容
」
の
精
神
を
生
み
、
こ
の
宗
教
的
精
神
革
命
が
「
政
治
的
寛
容
」
に
基
づ
く
真
の
民
主
制
の
母
胎
と
な
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
精
神

革
命
を
軸
と
し
た
あ
ま
た
の
宗
教
的
政
治
的
経
済
的
社
会
的
な
変
革
の
諸
運
動
の
う
ね
り
が
、
互
い
に
重
な
り
あ
っ
て
人
類
史
の
大
転
換
と

と
も
に
古
典
的
民
主
制
の
理
念
的
か
つ
制
度
的
成
立
の
原
動
力
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
民
主
制
を
根
底
で
支
え
る
宗
教
的
精
神
の
衰

弱
（
世
俗
化
の
圧
倒
的
進
行
）
に
伴
っ
て
、
民
主
制
の
形
骸
化
と
危
機
を
迎
え
た
。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
こ
の
危
機
に
対
処
し
真
の
民
主

制
を
再
建
す
る
こ
と
が
、
ま
さ
し
く
現
代
焦
眉
の
問
題
で
あ
る
。

一
方
ヴ
ェ
ー
バ
ー
も
ま
た
、
近
世
初
頭
が
「
並
々
な
ら
ぬ
宗
教
の
世
紀
」
で
あ
り
、「
理
念
」
と
「
利
害
状
況
」
の
相
即
し
た
大
転
換
期

で
あ
っ
た
と
捉
え
、
変
革
の
中
心
的
担
い
手
た
る
「
興
隆
中
産
市
民
」
を
つ
き
動
か
し
深
い
宗
教
性
を
お
び
た
新
た
な
「
理
念
の
成
立
」
と

彼
ら
の
「
物
質
的
観
念
的
利
害
関
心
」
の
新
た
な
展
開
、
両
者
の
統
合
の
経
緯
と
結
果
、
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
し
た
。
し
か
し
大
転
換
の
完
了

を
み
た
ポ
ス
ト
近
代
は
、「
徹
底
的
合
理
化
」
の
際
限
の
な
い
進
行
と
と
も
に
当
初
の
意
図
と
全
く
異
な
る
危
機
的
状
態
に
陥
っ
た
（「
意
図

と
結
果
の
く
い
ち
が
い
」）。
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こ
う
し
て
両
者
は
、
と
も
に
「
歴
史
」
を
、（
人
間
の
主
意
的
行
動
に
特
段
の
問
題
関
心
を
示
す
こ
と
な
く
単
な
る
自
然
史
と
し
て
み
る

諸
説
を
斥
け
て
）、
宗
教
的
精
神
史
と
世
俗
的
社
会
史
と
が
絡
み
あ
う
劇
的
躍
動
的
人
間
史
の
過
程
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
宗

教
者
（
キ
リ
ス
ト
者
）
と
し
て
、
問
題
を
内
面
的
に
人
格
的
主
意
的
宗
教
的
信
仰
の
あ
り
方
と
関
連
さ
せ
て
、
社
会
科
学
的
研
究
成
果
の
援

用
と
そ
れ
へ
の
神
学
的
寄
与
を
も
考
慮
し
つ
つ
、
人
間
精
神
の
宗
教
的
核
心
に
迫
る
形
で
民
主
制
論
を
展
開
し
た
。

対
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
あ
く
ま
で
社
会
科
学
の
領
域
か
ら
、
人
間
の
存
在
を
非
人
格
的
事
象
の
客
観
的
実
在
と
し
て
対
象
化
し
て
捉

え
、
た
と
え
ば
人
間
を
つ
き
動
か
す
固
有
な
人
間
的
性
質
た
る
「
倫
理
」（E

thik

）
も
「
エ
ー
ト
ス
」（E

thos

）（
倫
理
的
な
気
風
、
な
ら

わ
し
）
と
捉
え
る
こ
と
で
（
規
範
概
念
の
存
在
概
念
へ
の
方
法
的
組
み
か
え
と
問
題
局
面
の
方
法
的
一
面
化
）、
事
象
の
首
尾
一
貫
し
た
客

観
合
理
的
法
則
論
的
認
識
の
獲
得
を
め
ざ
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
組
み
か
え
と
限
定
に
よ
る
非
人
格
的
客
観
合
理
的
知
識
体
系
の
構
築

は
、
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
る
全
人
間
的
人
格
性
の
歪
曲
な
い
し
否
定
で
あ
り
、
研
究
者
は
つ
ね
に
、
こ
の
否
定
の
方
法
論
的
暴
力
が
生
み

だ
す
認
識
の
仮
設
性
な
い
し
虚
構
性
を
自
覚
し
そ
の
緊
張
に
耐
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
「
人
格
性
」
の
否
定
、
い
っ
た
ん

な
ま
み
の
「
人
間
」
を
消
去
し
す
べ
て
を
物
象
化
し
非
人
間
的
で
客
観
的
な
法
則
論
的
認
識
を
獲
得
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
こ
の
否
定
的
認
識

に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
で
、
人
間
を
相
対
化
し
生
き
た
真
の
「
人
間
」
と
歴
史
的
躍
動
的
「
社
会
」
の
本
質
に
、
よ
り
鋭
く
的
確
に
迫
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
確
信
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
た
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
ま
さ
し
く
、
上
述
の
「
魂
の
不
安
こ
そ
が
人
間
尊
厳
の
聖
痕
」
な
の

で
あ
る
。

こ
の
点
で
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
原
罪
説
に
た
っ
て
、
両
義
的
矛
盾
を
本
性
と
す
る
人
間
に
対
し
て
「
理
性
の
絶
対
化
」
を
警
し
め
、
い
か
に

堅
く
信
仰
を
確
信
し
よ
う
と
も
人
間
の
営
為
に
よ
っ
て
概
念
的
に
ロ
ゴ
ス
化
さ
れ
た
教
義
が
示
現
す
る
真
理
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
（
し
た

が
っ
て
真
の
真
理
に
は
絶
対
に
到
達
で
き
な
い
）、
む
し
ろ
そ
こ
に
ひ
そ
む
堕
罪
の
不
可
抗
的
不
可
避
性
の
懼
れ
に
つ
い
て
の
不
断
の
自
覚

と
自
戒
を
促
し
、
自
己
の
不
完
全
さ
を
意
識
し
た
「
謙
虚
」
と
「
寛
容
」
を
真
の
民
主
制
の
根
底
に
据
え
た
の
も
、
真
の
信
仰
と
は
人
間
の

内
奥
で
、
確
信
と
懼
れ
と
が
不
断
か
つ
永
劫
に
せ
め
ぎ
あ
う
、
そ
の
意
味
で
す
こ
ぶ
る
不
確
定
な
む
し
ろ
不
穏
な
動
的
過
程
を
内
包
す
る
も



47 R・ニーバー政治倫理学とM・ヴェーバー歴史社会学

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
民
主
制
は
、
そ
う
し
た
自
覚
な
い
し
自
戒
を
保
持
し

そ
の
重
荷
（
十
字
架
）
に
絶
え
て
ゆ
く
上
で
、
人
類
が
発
見
到
達
し
た
最
適
か
つ
深
遠
な
統
治
方
法
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
と

み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
、
両
者
の
論
説
は
い
く
た
の
点
で
、
問
題
構
想
（Problem

atik

）
と
解
決
の
方
図
で
重
な
る
面
を
も
ち
な
が
ら
、
異
な
る
（
正
反

対
の
）
方
向
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
し
た
。
ニ
ー
バ
ー
の
政
治
倫
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
深
い
歴
史
洞
察
に
基
づ
い
て
「
個
人
悪
」
と

「
社
会
悪
」
の
諸
相
に
目
配
り
し
、
そ
の
動
向
の
綿
密
慎
重
な
考
察
を
彼
の
構
想
の
不
可
欠
な
要
因
と
し
て
含
み
つ
つ
も
、
そ
の
核
心
は
あ

く
ま
で
、
人
間
の
内
的
世
界
の
深
層
を
な
す
「
生
命
力
」
の
神
秘
を
い
わ
ば
縦
に
垂
直
的
に
深
く
掘
り
下
げ
て
ゆ
く
点
で
、
著
し
く
宗
教
性

を
お
び
神
学
に
傾
斜
し
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
う
し
た
内
的
世
界
を
も
一
定
の
方
法
的
配
慮
と
操
作

に
よ
っ
て
外
的
に
客
観
化
し
て
捉
え
て
歴
史
社
会
学
の
中
に
包
摂
し
、
人
間
の
外
的
世
界
た
る
社
会
的
人
間
関
係
の
諸
相
を
、
い
わ
ば
横
断

的
水
平
的
に
関
連
さ
せ
て
捉
え
る
客
観
的
歴
史
分
析
を
め
ざ
し
た
。
つ
ま
り
ニ
ー
バ
ー
の
考
察
が
、
人
間
の
精
神
的
内
奥
に
突
き
さ
さ
り

（penetrate

）
信
仰
の
世
界
に
お
け
る
「
絶
対
的
な
る
も
の
」
に
じ
か
に
向
き
あ
う
こ
と
を
迫
る
神
学
的
論
説
（
当
為
の
学
）
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
問
題
関
心
に
共
感
し
つ
つ
、
あ
く
ま
で
経
験
的
世
界
の
枠
内
に
あ
え
て
踏
み
と
ど
ま
り
、
客
観

的
歴
史
分
析
に
よ
っ
て
対
象
認
識
の
相
対
化
を
は
か
る
こ
と
で
、
こ
の
深
刻
か
つ
重
大
な
課
題
に
対
す
る
各
自
の
信
仰
的
「
決
断
」
の
た
め

に
必
要
な
可
及
的
に
精
確
適
切
な
判
断
材
料
を
提
供
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
科
学
的
（
人
文
・
社
会
科
学
的
）
論
説
（
存
在
の
学
）
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
両
者
は
重
な
り
あ
う
と
と
も
に
立
体
的
に
交
錯
す
る
。

両
者
は
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
内
部
に
、
内
的
外
的
両
契
機
の
烈
し
い
相
互
に
排
除
し
あ
う
対
立
を
含
む
と
同
時
に
、
他
方
で
は
互
い

に
相
手
を
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
吸
引
し
あ
う
緊
張
を
も
含
む
弁
証
法
的
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
も
具
え
て
い
る
。
こ
の
対
立
と
吸
引
の
動
的

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
ニ
ー
バ
ー
政
治
倫
理
学
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
歴
史
社
会
学
の
間
に
も
な
り
た
つ
よ
う
に
思
う
。
否
、
む
し
ろ
積
極
的
意
図
的

に
両
者
を
そ
う
し
た
関
係
に
お
い
て
重
ね
て
み
る
こ
と
で
、
両
者
を
批
判
的
に
相
対
化
し
互
い
に
相
手
を
自
己
の
内
に
批
判
的
契
機
と
し
て
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内
面
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
両
学
説
そ
の
も
の
の
よ
り
い
っ
そ
う
深
い
か
つ
生
産
的
な
理
解
に
到
達
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

「
現
実
」
に
対
す
る
学
的
認
識
の
地
平
、
射
程
距
離
の
拡
大
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
い
た
実
践
的
課
題
、
へ
の
よ
り
広
く
よ
り
深
遠
か
つ
的
確

な
方
図
の
提
示
に
寄
与
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　

注

【
主
な
引
用
文
献
の
略
記
】

•
 C

LaC
D

――R
. N

iebuhr, T
he C

hildren of Light and the C
hildren of D

arkness, A
 V

indication of D
em

ocracy and a C
ritique of its 

T
raditional D

efence, 1944.

〔
武
田
清
子
訳
『
光
の
子
と
闇
の
子
――
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
批
判
と
擁
護
』
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
〕

•
 N

D
oM

――R
. N

iebuhr, T
he N

ature and D
estiny of M

an, vol. II, chap. IX
, T

he K
ingdom

 of G
od and the Struggle for Justice, 1943.

•
 W

uG

――M
. W

eber, W
irtschaft und G

esellschaft, G
rundriss der Verstehenden Soziologie, 5rev. A

ufl., 3B
de. 1976.

 
T

dH

――M
. W

eber, D
ie T

ypen der H
errschaft.

〔
世
良
晃
志
郎
訳
『
支
配
の
諸
類
型
』
創
文
社
、
一
九
七
四
年
〕

 
R

S

（T
rV

）
――R

eligionssoziologie

（T
ypen religiöser Vergem

einschaftung

）〔
武
藤
一
雄
・
薗
田
宗
人
・
薗
田
坦
訳
『
宗
教
社
会
学
』
創

文
社
、
一
九
七
六
年
〕

 
R

S

――M
. W

eber, R
echtssoziologie

〔
世
良
晃
志
郎
訳
『
法
社
会
学
』
創
文
社
、
一
九
七
四
年
〕

 
PG

――M
. W

eber, Politische G
em

einschaften.

〔
浜
島
朗
訳
『
権
力
と
支
配
』
第
二
―
四
章
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
八
年
〕

 
SdH

――M
. W

eber, Soziologie der H
errschaft.

〔
世
良
晃
志
郎
訳
『
支
配
の
社
会
学
』
Ⅰ
、
Ⅱ
、
創
文
社
、
一
九
六
〇
―
二
年
〕

 
N

LH

（T
dS

）
――M

. W
eber, D

ie nichtlegitim
e H

errschaft

（T
ypologie der Städte

）.〔
世
良
晃
志
郎
訳
『
都
市
の
類
型
学
』
創
文
社
、
一
九 
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六
四
年
〕

•
 G

A
zR

S

――M
. W

eber, G
esam

m
elte A

ufsätze zur R
eligionssoziologie, 3B

de, 1920, Vorbem
erkung.

〔
大
塚
久
雄
・
生
松
敬
三
訳
「
序

言
」『
宗
教
社
会
学
論
選
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
二
年
、
以
下
『
論
選
』
と
表
記
〕

 
PE

-G
K

――M
. W

eber, D
ie protestantische E

thik und der G
eist des K

apitalism
us.

〔
大
塚
久
雄
訳
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理

と
資
本
主
義
の
精
神
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
〕

 
PS

-G
K

――M
. W

eber, D
ie Protestantische Sekte und der G

eist des K
apitalism

us.

〔
中
村
貞
二
訳
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
教
派

と
資
本
主
義
の
精
神
」『
ヴ
ェ
ー
バ
ー
宗
教
・
社
会
論
集
』（『
世
界
の
大
思
想
』
第
Ⅱ
期
第
7
）、
河
出
書
房
、
一
九
六
八
年
〕

 
W

E
dW

R

――M
. W

eber, D
ie W

irtschaftsethik der W
eltreligion, in: G

A
zR

S, E
inleitung; D

ie Zw
ischenbetrachtung.

〔
大
塚
・
生
松

訳
「
序
論
」、「
中
間
考
察
」『
論
選
』〕

 
K

uT

――M
. W

eber, K
onfuzianism

us und Taoism
us.

〔
木
全
徳
雄
訳
『
儒
教
と
道
教
』
創
文
社
、
一
九
七
一
年
〕

•
 G

A
zW

L

――M
. W

eber, G
esam

m
elte A

ufsätze zur W
issenschaftslehre, 4 A

ufl. 1973.

 
W

aB

――M
. W

eber, W
issenschaft als B

eruf.

〔
尾
高
邦
雄
訳
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
岩
波
文
庫
、
一
九
六
九
年
〕

 
O

sw
-spE

――M
. W

eber, D
ie ” O

bjektivität “ sozialw
issenschaftlicher und sozialpolitischer E

rkenntnis.

〔
富
永
祐
治
・
立
野
保
男
訳
、

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

 
SdW

ds-öW

――M
. W

eber, D
er Sinn der »W

ertfreiheit« der soziologischen und ökonom
ischen W

issenschaften.

〔
松
代
和
郎
訳
『
社

会
学
お
よ
び
経
済
学
の
「
価
値
自
由
」
の
意
味
』
創
文
社
、
一
九
七
六
年
〕

•
 G

A
zS-SP

――M
. W

eber, G
esam

m
elte A

ufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik, 1924.

•
 G

pS

――M
. W

eber, G
esam

m
elte Politische Schriften, 1958.

•
 Politik als B

eruf.

〔
脇
圭
平
訳
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
〇
年
〕

•
 E

R
M

W
zSP

――E
in R

undschreiben M
ax W

ebers zur Sozialpolitik.
（1912

）, herausgegeben und eingeleitet von B
ernhard 

Schäfers, Sozial W
elt, xviii, 1967.

〔
中
村
貞
二
訳
「
社
会
政
策
回
状
」
同
『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
』
未
來
社
、
一
九
七
六
年
〕

•
 W

G

――W
irtschaftsgeschichte: A

briß der der universalen Sozial- und W
irtschaftsgeschichte von M

ax W
eber, 3 durchgesehene 

und ergänzte A
uflage, besorgt von J. F. W

inkelm
ann, 1958.

〔
黒
正
厳
・
青
山
秀
夫
訳
『
一
般
社
会
経
済
史
要
論
』
上
・
下
、
岩
波
書
店
、
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一
九
五
四
・
五
五
年
〕

（
1
） R

. N
iebuhr C

LaC
D

.

〔
邦
訳
〕R

. W
. Lovin, Introduction, in: R

einhold N
iebuhr, T

he N
ature and D

estiny of M
an, vol. I, 1996.

（
2
） M

. W
eber G

A
zR

S,  

田
中
豊
治
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
学
問（W

issenschaft

）の
『
隠
し
味
』」
古
屋
安
雄
・
倉
松
功
・
近
藤
勝
彦
・
阿
久
戸
光
晴
編

『
歴
史
と
神
学
――
大
木
英
夫
教
授
喜
寿
記
念
献
呈
論
文
集
』
下
巻
、
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
。〔
以
下
、
田
中
「
隠
し
味
」
と
略

記
〕

（
3
） R

. N
iebuhr N

D
oM

.

（
4
） C

LaC
D

, xiii.

〔
邦
訳 

七
頁
〕

（
5
） N

D
oM

, p.268.

（
6
） Ibid., p.268.

（
7
） 

以
下
に
つ
い
て
は
、Ibid, pp.258ff., p.264, 270

（2

）.

（
8
） Ibid., p.252.

（
9
） Ibid., cf. p.268, 278.

（
10
） Ibid., p.284, 287.

（
11
） Ibid., pp.277f.

（
12
） Ibid., pp.279

―82.

（
13
） Ibid., p.267, pp.282f.

（
14
） Ibid., pp.263f., p.279.

（
15
） C

LaC
D

, xii.

〔
邦
訳 

六
頁
〕

（
16
） Ibid., pp.1

―5.

〔
邦
訳 

一
一
―
五
頁
〕

（
17
） Ibid., pp.50f.

〔
邦
訳 

五
六
―
七
頁
〕

（
18
） Ibid., p.12, 15.

〔
邦
訳 

二
二
、
二
四
頁
〕



51 R・ニーバー政治倫理学とM・ヴェーバー歴史社会学

（
19
） Ibid., pp.11

―5.

〔
邦
訳 

二
一
―
四
頁
〕

（
20
） Ibid., chap.1 ,esp II

―IV.

〔
邦
訳 

第
一
章
と
く
に
二
―
四
〕

（
21
） Ibid., pp.15

―9.

〔
邦
訳 

二
五
―
八
頁
〕

（
22
） Ibid., p.40.

〔
邦
訳 

四
六
―
七
頁
〕

（
23
） Ibid., pp.47
―9.

〔
邦
訳 

五
三
―
五
頁
〕

（
24
） Ibid., p.49, pp.50
―53.

〔
邦
訳 

五
五
頁
、
五
六
―
九
頁
〕

（
25
） Ibid., pp.59

―64.
〔
邦
訳 

六
五
―
七
〇
頁
〕

（
26
） Ibid., pp.70f.

〔
邦
訳 
七
五
―
六
頁
〕

（
27
） Ibid., p.74.

〔
邦
訳 

七
九
頁
〕

（
28
） Ibid., C

hap.4, esp. I.

〔
邦
訳 
第
四
章
と
く
に
Ⅰ
〕

（
29
） Ibid., p.124.

〔
邦
訳 

一
二
五
頁
〕

（
30
） Ibid., p.126.

〔
邦
訳 

一
二
七
頁
〕

（
31
） Ibid., p.120, pp.135f.

〔
邦
訳 

一
二
一
、
一
三
六
―
七
頁
〕

（
32
） Ibid., p.120.

〔
邦
訳 

一
二
一
頁
〕

（
33
） Ibid., pp.135

―6.

〔
邦
訳 

一
三
七
頁
〕

（
34
） Ibid., pp.128

―9, p.137.

〔
邦
訳 

一
三
〇
、
一
三
八
頁
〕

（
35
） Ibid., pp.89

―90, p.88, 117.

〔
邦
訳 

九
三
、
一
〇
〇
、
一
一
七
―
八
頁
〕

（
36
） Ibid., pp.105

―6.

〔
邦
訳 

一
〇
七
頁
〕

（
37
） Ibid., pp.184

―5.

〔
邦
訳 

一
八
三
―
四
頁
〕
因
み
に
ニ
ー
バ
ー
は
、「
宗
教
的
寛
容
」
の
歴
史
的
「
創
始
地
」
で
あ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
史
実

に
基
づ
い
て
、「
宗
教
的
寛
容
原
則
」
の
確
立
が
「
国
民
的
統
一
」
の
基
盤
で
あ
る
「
経
済
的
政
治
的
な
統
一
や
忠
誠
と
い
っ
た
他
の
諸
力
」
の

「
副
産
物
」
で
あ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
宗
教
的
観
念
に
「
実
存
の
意
味
づ
け
」
の
「
究
極
の
根
源
」
を
も
つ
政
治
的
経
済
的
諸
契
機
が
、
他

方
で
は
「
部
分
的
」
な
が
ら
逆
に
、
前
者
の
成
立
の
重
要
要
因
で
も
あ
る
と
い
う
両
者
の
相
互
媒
介
的
規
定
関
係
に
留
意
し
て
い
る
。
こ
の
点

は
、
ニ
ー
バ
ー
が
哲
学
的
に
、
即
自
的
宗
教
一
元
論
を
排
し
て
、
社
会
に
お
け
る
文
化
的
諸
契
機
の
相
対
的
自
律
性
を
認
め
、
そ
れ
ら
の
相
互
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作
用
に
よ
る
多
元
論
的
歴
史
理
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、
興
味
深
い
。R

. N
iebuhr, A

 N
ote on Pluralism

, in: J. C
ogley

（ed

）, R
eligion in 

A
m

erica: O
riginal E

ssay on R
eligion in a Free Society, 1958, p.46; cf R

. N
iebuhr C

LaC
D

, p.71, 125.

〔
邦
訳 

七
六
、
一
二
六
頁
〕

（
38
） Ibid., xiii, pp.135

―6.

〔
邦
訳 

七
、
一
三
六
―
七
頁
〕

（
39
） M

. W
eber T

dH
; SdH

; usw
.

（
40
） T

dH
, S.122.

〔
邦
訳 

三
―
五
頁
〕; SdH

, SS.541f.

〔
邦
訳 

三
頁
以
下
〕

（
41
） 

田
中
豊
治
『
ヴ
ェ
ー
バ
ー
都
市
論
の
射
程
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
〔
以
下
、
田
中
『
射
程
』
と
略
記
〕、
一
四
―
五
頁
。

（
42
） T

dH
, S.156.

〔
邦
訳 
一
三
八
頁
〕;  

田
中
「
隠
し
味
」、
四
九
四
頁
。

（
43
） R

. B
endix, M

ax W
eber: A

n Intellectual Portrait, 1962, p.298.

〔
折
原
浩
訳
『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
――
そ
の
学
問
の
包
括
的
一
肖
像
』

上
・
下
、
三
一
書
房
、
一
九
八
七
―
八
年
、
三
四
一
、
五
四
二
頁
〕; ders. M

ax W
eber, D

as W
erk, D

arstellung A
nalyse E

rgebnis 1964, 

S.226, 407.  

因
み
に
本
文
中
の
「
要
請
す
る
だ
け
」「
要
求
す
る
」
の
原
語
は
、
英
語
版
で
は ›only request‹ ›require‹,  

ド
イ
ツ
語
版
で
は 

›nur bitten
‹ ›fordern

‹ 

と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
相
違
は
い
っ
そ
う
明
白
で
あ
る
。

（
44
） T

dH
, S.156.

〔
邦
訳 

一
四
〇
頁
〕

（
45
） T. Parsons

（ed. w
ith an Introduction

）, M
ax W

eber: T
he T

heory of Social and E
conom

ic O
rganization, 2

nd pr., 1965, pp.387

―8.

（
46
） SaH

, S.665.

〔
邦
訳 

四
四
一
頁
〕

（
47
） T

dH
, S.157.

〔
邦
訳 

一
四
一
頁
〕

（
48
） A

.a.O
., SS.156

―7.

〔
邦
訳 

一
三
九
―
四
一
頁
〕; vgl. T

dS.; W
G

;  

田
中
『
射
程
』

（
49
） M

. W
eber G

A
zR

S, B
d. I. Vorbem

erkung, bes. S.10.

〔
邦
訳 
と
く
に
一
九
―
二
〇
頁
〕

（
50
） E

bd. S.12.

〔
同 

二
三
頁
〕

（
51
） G

A
z R

S, B
d. I, E

inleitung, SS.252f.

〔
邦
訳 

五
八
頁
以
下
〕

（
52
） 

田
中
『
射
程
』
と
く
に
Ⅳ
、
同
「
隠
し
味
」
を
参
照
せ
よ
。

（
53
） 

以
下
に
示
す
の
はW

G
 

す
な
わ
ち
ヴ
ェ
ー
バ
ー
最
晩
年
の
大
学
講
義
「
普
遍
的
社
会
経
済
史
要
綱
」›A

briß der universalen Sozial- und 

W
irtschaftsgeschichte‹

（
通
称
『
経
済
史
』›W

irtschaftsgeschichte‹

）「
第
四
章 
近
代
資
本
主
義
の
成
立 

第
七
節
市
民
」›4 K

ap. D
ie 

E
ntstehung des m

odernen K
apitalism

us §7 D
as B

ürgertum
‹ 

の
冒
頭
の
「
市
民
」
に
か
ん
す
る
ユ
ニ
ー
ク
だ
が
簡
潔
な
、
に
も
拘
ら
ず
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き
わ
め
て
内
容
豊
富
な
概
念
的
論
述
を
、
未
完
の
遺
稿N

LH

（T
dS

）を
は
じ
め
と
す
るW
uG

所
収
の
諸
論
攷
と
照
合
し
、
か
つ
ま
たG

A
zR

S, 

3B
de

の
浩
瀚
な
諸
論
攷
と
く
にPE

-G
K

と
重
ね
合
わ
せ
て
読
む
こ
と
か
ら
浮
か
び
上
が
る
歴
史
的
範
疇
と
し
て
の
「
市
民
」
像
を
要
約
的
に
論

述
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
田
中
『
射
程
』
を
参
照
せ
よ
。

（
54
） 

と
り
あ
え
ず
田
中
豊
治
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
理
論
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
」
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
、
第
一
五
号
、
一
九
九
九
年
。

（
55
） M

. W
eber K

uT, S.426.

〔
邦
訳 

二
二
五
頁
〕; R

S

（T
rV

）, S.313.

〔
邦
訳 

一
七
二
頁
〕; SdH

, SS.619f.

〔
邦
訳 

一
二
七
一
頁
〕; N

LH

（T
dS

）, 
s.765.

〔
邦
訳 
一
七
〇
頁
〕;  〔
田
中
『
射
程
』
一
六
一
―
三
頁
〕

（
56
） M

. W
eber PS-G

K
, S.231.

〔
邦
訳 

一
〇
六
頁
〕; vgl. W

E
dW

R
, D

ie Zw
ischen B

etrachtung, s.550.

〔
邦
訳 

一
二
三
頁
〕; SdH

, SS.693

―

4.

〔
邦
訳
Ⅱ
、
五
〇
九
―
一
〇
頁
〕

（
57
） M

. W
eber PE

-G
K

, S.29.
〔
邦
訳 

二
一
頁
〕;  

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
『
法
の
精
神
』『
世
界
の
大
思
想
』
16
（
河
出
書
房
、
一
九
六
九
年
）、
二
八
〇

頁
。

（
58
） SdH

, SS.721

―6.

〔
邦
訳
Ⅱ
、
六
四
四
―
五
六
頁
〕

（
59
） A

.a.O
., S.722.

〔
同
Ⅱ
、
六
四
六
頁
〕

（
60
） A

.a.O
., S.722, 724.

〔
同
Ⅱ
、
六
四
六
―
七
、
六
五
二
頁
〕; T

dH
, SS.169

―70

〔
邦
訳 

一
八
六
―
八
頁
〕; SdH

, S.540.

〔
邦
訳 

二
一
―
二
頁
〕

（
61
） SdH

, S.560, 561, 563, 590, 671.

〔
邦
訳
Ⅰ
、
八
五
―
六
、
八
九
、
一
九
二
頁
、
Ⅱ
、
四
六
三
頁
〕; R

S, SS.435f,. 509ff.

〔
邦
訳 

二
三
一
頁
以

下
、
五
二
五
頁
以
下
〕;  

田
中
『
射
程
』
一
一
四
―
二
〇
頁
。

（
62
） W

G
, S.298.

〔
邦
訳 

下
、
二
三
一
―
二
頁
〕; N

LH

（T
dS

）, SS.792f.

〔
邦
訳 

二
七
四
―
六
頁
〕; PE

G
K

, II, 2.

〔
邦
訳 

第
二
章 

二
〕;  

田
中
『
射

程
』
一
二
七
―
八
頁
。

（
63
） SdH

, SS.619f, S.617, 620, 623, 652.

〔
邦
訳
Ⅰ
、
二
六
五
、
二
六
七
―
八
、
二
七
一
、
二
七
二
、
二
七
三
、
二
八
四
―
五
頁
、
Ⅱ
、
二
九
三

頁
〕; W

G
, S.98, 108.

〔
邦
訳 

上
、
二
二
三
、
二
三
八
頁
〕; G

pS

（PaB
）, insb. S.522, 533.

〔
邦
訳 

と
く
に
三
七
、
五
一
頁
〕; T

dH
, S.174.

〔
邦

訳 

一
九
八
―
九
頁
〕; G

A
zR

S, 1B
d., K

uT, S.438.

〔
邦
訳 

二
五
二
―
三
頁
〕;  
田
中
『
射
程
』
一
二
七
―
八
、
一
三
一
―
二
、
一
三
五
頁
。

（
64
） PE

-G
K

, SS.162

―3.

〔
邦
訳 

二
一
〇
頁
〕;  

田
中
『
射
程
』
二
〇
一
―
二
頁
、
田
中
豊
治
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
ツ
ン
フ
ト
論
――
比
較
ツ
ン
フ
ト
史

研
究
へ
の
一
視
角
」
千
葉
大
学
教
養
部
研
究
報
告
、
A
―
一
三
、
一
九
八
〇
。
そ
の
他（
63
）提
示
の
諸
論
攷
を
参
照
せ
よ
。

（
65
） SdH

, S.618.

〔
邦
訳
Ⅰ
、
二
六
八
頁
〕; T

dH
, SS.170

―1.

〔
邦
訳 

一
八
九
―
九
一
頁
〕;  
田
中
『
射
程
』
九
七
―
九
頁
。
因
み
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
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は
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
初
め
て
地
域
際
的
国
民
的
市
民
身
分
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」（
傍
点
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
）
と
し
て
い
る
。

N
LH

（T
dS

）, s.764.

〔
邦
訳 

一
七
〇
頁
〕

（
66
） G

A
zR

S, B
d. I, W

E
dW

R
. S.274.

〔
邦
訳 

九
四
頁
〕

（
67
） SdH

, SS.722

―4.

〔
邦
訳
Ⅱ
、
六
四
六
―
五
〇
頁
〕; R

S

（T
rD

）S, S.277

―8.

〔
邦
訳
Ⅰ
、
八
八
―
九
頁
〕; PSG

K
, S.226.

〔
邦
訳 

一
〇
三
―
四

頁
〕

（
68
） N

LH

（T
dS

）
で
析
出
さ
れ
た
あ
ま
た
の
都
市
類
型
群
は
西
洋
市
民
層
発
生
史
論
的
視
角
か
ら
捉
え
る
な
ら
、
一
箇
の
世
界
史
的
「
布
置
連
関
」

›K
onstellation

‹ 
を
な
す
も
の
と
し
て
整
序
す
る
こ
と
が
可
能
あ
り
、
こ
れ
にG

A
zR

S, 3B
de.

（W
E

dW
R

）の
諸
世
界
宗
教
倫
理
の
分
析
を
重

ね
合
わ
せ
て
批
判
的
に
読
む
な
ら
ば
、
こ
の
点
は
明
白
で
あ
る
と
考
え
る
。
田
中
『
射
程
』
と
く
に
Ⅰ
―
Ⅲ
。

（
69
） （
68
）に
同
じ
。

（
70
） SdH

, SS.567

―9.

〔
邦
訳
Ⅰ
、
一
〇
六
―
一
一
一
頁
〕; T

dH
, S.157.

〔
邦
訳 

一
四
一
頁
〕; G

pS

（PaB

）, S.544

〔
邦
訳 

七
四
―
五
頁
〕; 

田
中

「
隠
し
味
」
四
九
四
―
六
頁
。

（
71
） G

pS

（Zw
ischen zw

ei G
esetzen

）〔
山
田
高
生
訳
「
二
つ
の
律
法
の
は
ざ
ま
」
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
『
政
治
論
集
』
Ⅰ
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
八
二
年
〕
は
こ
う
し
た
視
角
か
ら
味
読
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
72
） 

と
り
あ
え
ず
田
中
「
隠
し
味
」
五
〇
二
―
三
頁
。

（
73
） PE

-G
K

, SS.202

―4.

〔
邦
訳 

二
六
七
―
九
頁
〕

（
74
） W

E
dW

R
, E

inleitung, SS.253

―4.

〔
邦
訳 

五
九
―
六
一
頁
〕

（
75
） SdH

, S.701.

〔
邦
訳 

Ⅱ
、
五
七
〇
頁
〕

（
76
） PE

-G
K

, S.204.

〔
邦
訳 

二
六
八
―
九
頁
〕

（
77
） G

A
zW

L

（W
aB

）, S.613.

〔
邦
訳 

七
一
―
二
頁
〕

（
78
） G

pS

（PaB

）, S.559

―60.

〔
邦
訳 

一
〇
三
―
六
頁
〕

（
79
） G
pS 

所
収
の
諸
論
攷
、
と
く
に Zur Lage der bürgerlichen D

em
okratie in R

ußland; R
ußlands Ü

bergang zum
 Scheinkonstitutional-

ism
us

〔
林
道
義
訳
「
ロ
シ
ア
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
の
状
態
に
つ
い
て
」、「
ロ
シ
ア
の
似
而
非
立
憲
制
へ
の
移
行
」、『
ロ
シ
ア
革
命

論
』
福
村
出
版
、
一
九
七
二
年
〕; W

ahlrecht und D
em

okratie in D
eutschland; P

arlam
ent und R

egierung im
 neugeordneten 
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D
eutschland; D

eutschlands künftige Staatsform
; D

as neue D
eutschland: usw

.

〔「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
選
挙
法
と
民
主
主
義
」、「
新
秩

序
ド
イ
ツ
議
会
と
政
府
」「
ド
イ
ツ
将
来
の
国
家
形
態
」、「
新
し
い
ド
イ
ツ
」、
そ
の
他
〕; W

ebers zur Sozialpolitik, herausgegeben und 

eingeleitet von B
. Schäfers, in Sozial W

elt, xviii, 1967.

〔
前
掲
中
村
訳
、「
社
会
政
策
回
状
」〕

（
80
） G

A
zW

L
（O

sw
-spE

）, SS.154

―5

〔
邦
訳 

四
二
―
三
頁
〕; （SdW

ds-öW

）, SS.507

―8

〔
邦
訳 

三
八
―
四
一
頁
〕; （W

aB

）, SS.604

―5.

〔
邦
訳 

五
五
―
七
頁
〕;  

田
中
「
隠
し
味
」。

（
81
） G

A
zS-SP

（D
ebattereden auf des Tagung der Vereins für Sozialpolitik in W

ien 1909 zu den Verhandlungen über die Produktivität 

der Volksw
issenschaft.

）, S.420.  

因
み
に
一
九
〇
九
年
の
こ
の
発
言
は
、
一
九
一
三
年
論
攷
（SdW

ds-öW

﹇『「
価
値
自
由
」
の
意
味
』﹈―

（
80
）
に
上
掲
）
に
お
け
る
一
節
、「『
日
常
』
に
ひ
そ
む
浅
薄
化
」
に
抗
し
て
、「
認
識
の
木
の
実
」
が
諸
価
値
の
間
の
葛
藤
を
認
識
さ
せ
、「
神

と
悪
魔
の
間
の
選
択
」
を
と
お
し
て
「
自
己
の
運
命
」
を
選
ぶ
と
い
う
重
い
課
題
を
不
可
避
的
に
背
負
わ
せ
る
、
と
い
う
論
旨
の
背
面
を
な
す

も
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
のProblem

atik

は
、
こ
の
両
者
を
分
離
せ
ず
、
ま
た
安
易
に
合
一
さ
せ
ず
、
あ
く
ま
で
不
可
分
的
か
つ
緊
張
的
相

関
に
お
い
て
、
力
を
つ
く
し
て
捉
え
る
（
捉
え
き
る
！
）
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

本
論
文
は
J
S
P
S
科
研
費
、
基
盤
研
究
（
B
）「
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
宗
教
・
社
会
・
政
治
思
想
の
研
究
」（
研
究
代
表
者
：
高

橋
義
文
、
課
題
番
号
：
二
三
三
二
〇
〇
二
五
）
の
助
成
を
受
け
た
研
究
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

〈
付
記
〉

文
献
閲
読
に
か
ん
し
て
聖
学
院
大
学
大
学
院
ア
メ
リ
カ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
科
長
、
髙
橋
義
文
教
授
、
同
人
文
学
部
副
チ
ャ
プ
レ
ン
・
日
本
文

化
学
科
、
柳
田
洋
夫
准
教
授
の
ご
配
慮
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
本
稿
の
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
、
山
本
俊
明
氏
を
は
じ
め
聖
学
院
大
学
総
合
研
究

所
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
ふ
か
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。




