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ウ

= 

ノ、

ー
の
初
期
の

研
究

-

1

浸
債
値
性
理
論
の
成
立
序
説
1

1

出

口

勇

蔵

現
代
は
経
掛
事
に
向
勺
て
大
き
た
糊
換
を
要
求
し
て
ゐ
る
。
経
椅
撃
の
硝
換
と
は
し
か
し
何
を
意
味
す
る
で
あ
ら
う
か
。
経
持
組
十

の
叫
剖
象
が
歴
史
上
い
ま
だ
嘗
て
現
れ
た
こ
と
の
友
い
新
し
い
事
態
か
ら
吸
み
取
ら
れ
る
と
云
ふ
だ
け
の
意
味
、
邸
ち
針
象
の
方
向
時

換
L

〈
一
ー
ん
だ
け
の
窓
味
そ
そ
れ
ば
持
つ
一
I
E
b
a
の
む
あ
ら

F

っ
か
。
新
し
も
さ
-
つ
で
め
る
た
ら
ぽ
ー

そ
の
刺
棋
は
取
材
の
目
新
し
さ
で

あ
る
に
過
ぎ
友
い
で
あ
ら
う
。
現
代
の
要
求
し
て
ゐ
る
特
捜
と
は
決
し
て
と
の
や
う
友
安
易
友
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
現
貨
の
新

し
い
事
態
を
ば
、
遁
去
を
負
び
未
来
を
苧
む
も
の
と
し
て
把
握
す
る
と
こ
ろ
の
、
先
づ
以
て
主
瞳
的
な
る
締
換
で
左
け
れ
ば
た
ら
な

い
。
邸
ち
経
済
皐
の
、
政
治
経
済
皐
と
し
て
此
科
壌
の
壌
問
的
本
質
の
自
費
の
質
的
特
換
で
た
け
れ
ば
去
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
の

主
鐙
的
怠
る
縛
換
に
於
い
て
は
、
し
か
し
、
綿
ぺ
て
過
去
の
経
済
事
の
方
法
論
が
無
線
な
る
も
の
と
し
て
た
だ
棄
て
ら
れ
る
の
で
は

た
く
し
て
、
そ
れ
ら
と
の
徹
底
的
な
る
針
決
に
於
い
て
、
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
に
悩
ん
だ
課
題
を
ば
自
ら
の
課
題
と
も
し
て
憶
す
る

と
こ
ろ
友
〈
取
上
げ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
遂
げ
た
解
決
よ
り
も
一
一
唐
具
鵠
的
危
る
解
決
を
力
強
〈
提
出
す
る
こ
と
に
上
っ
て
、
そ
れ

ら
の
解
決
の
持
つ
制
限
を
踏
越
え
、
且
つ
そ
れ
ら
の
歴
史
的
友
る
ま
た
自
受
の
階
居
に
於
い
て
の
佼
置
を
明
確
に
指
し
示
さ
う
と
す

ウ
ヱ

I
パ
ー
の
初
期
の
研
究

第
四
十
八
巻

八
二
五

第
五
貌

九
七



ウエ
1
バ
ー
の
初
期
の
研
究

第
四
十
八
巻

八
二
六

第
五
銃

九
戸、

る。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ

1
パ
l
の
方
法
論
は
、
現
代
の
経
済
壌
の
殆
ど
み
友
が
そ
れ
に
依
嫁
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
意
味
に
於
い
て
、
か

か
る
観
貼
よ
り
し
て
改
め
て
新
し
く
顧
み
ら
れ
る
こ
と
を
、
現
代
の
糊
燥
期
は
切
貨
に
要
求
し
て
ゐ
る
と
一
広
は
一
泣
け
れ
ば
な
ら
た
い
。

と
と
ろ
で
従
来
の
ウ
エ

1
パ
l
の
方
法
論
に
閥
ず
る
多
〈
の
研
究
に
は
、
常
時
の
方
法
論
的
思
想
と
ウ
ヱ

l
パ
ー
の
完
成
し
た
形
の

方
法
論
の
論
理
的
構
成
と
を
比
較
す
る
と
云
ふ
方
法
が
支
配
的
に
採
用
さ
れ
た
や
ろ
に
忠
は
れ
る
。
け
れ
ど
も
私
は
紋
の
一
方
法
論
を

生
成
の
過
程
れ
於
い
て
把
へ
、
営
時
の
枇
合
的
状
況
の
下
に
あ
っ
て
方
法
論
的
た
ア
ポ
リ
ナ
に
直
面
し
た
彼
が
自
ら
の
感
問
的
人
格

の
決
意
と
し
て
そ
れ
の
解
決
を
示
し
た
姿
を
ば
、
跡
づ
け
て
見
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
か
く
追
及
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
五
日
々
自

身
に
封
し
で
も
課
題
性
を
持
つ
問
題
が
そ
れ
の
歴
史
的
た
る
解
決
の
様
相
と
共
に
一
層
明
か
に
た
る
で
る
ら
う
か
ら
で
あ
る
。

ウ
エ

1
パ
1
の
方
法
論
は
云
ふ
ま
で
も
友
く
理
想
型
理
論
と
波
慣
値
性
理
論
と
の
こ
つ
を
含
む
。
又
そ
の
後
者
が
そ
れ
の
理
論
ず

友
は
ち
「
債
値
討
論
」
と
そ
れ
の
賓
践
的
た
る
腸
結
と
し
て
の
「
講
檀
の
評
債
」
の
問
題
と
に
、

ウ
エ

1
パ
ー
に
於
い
て
分
け
ら
れ
て
ゐ

る
と
と
も
周
知
の
事
責
で
あ
る
。
理
想
型
理
論
と
拘
置
債
値
性
理
論
と
は
、
従
来
の
研
変
に
於
い
て
は
屡
k

切
り
離
し
て
そ
れ
ぞ
れ
別

個
に
考
察
さ
れ
て
来
た
も
の
の
ゃ
う
で
る
る
が
、
賓
は
統
一
的
に
、
或
は
相
互
柿
完
的
に
理
解
さ
れ
止
な
け
れ
ば
友
ら
な
い
。
而
も
そ

の
際
一
居
根
祇
的
で
あ
っ
て
決
定
的
友
意
義
を
持
つ
も
の
は
淡
債
値
性
理
論
で
あ
る
と
云
は
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
L
で

と
の
雨
者
の
関
係
に
就
い
て
一
言
す
る
左
ら
ば
、
渡
債
値
性
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
想
型
は
認
識
の
手
段
と
し
て
成
立
し
、

と
の
も
の
に
関
す
る
理
論
は
そ
の
営
然
在
る
蹄
結
と
し
て
「
債
値
討
論
」
を
提
供
し
、
「
講
{
慢
の
評
慎
一
の
問
題
は
そ
れ
の
必
然
的
た
る

賞
践
的
要
求
と
た
る
、

と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

乙
の
波
債
値
性
理
論
の
成
立
の
過
程
を
営
時
の
祉
合
的
環
境
と
ウ
エ

1
パ
1
の

撃
問
的
人
格
と
の
相
即
に
於
い
て
一
示
し
、
方
法
論
的
危
る
問
題
と
そ
れ
の
ウ

z
l
パ
1
的
解
決
の
特
性
と
を
見
究
め
、
而
し
て
新
し



い
解
決
へ
の
見
透
し
を
つ
け
よ
う
と
云
ふ
こ
と
が
、
本
稿
と
そ
れ
の
績
稿
と
よ
り
成
る
此
試
論
の
目
的
で
あ
る
。

一一

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ

1
パ

1
は
飽
く
ま
で
貫
理
を
追
求
す
る
思
索
家
で
あ
り
、
良
心
的
友
る
教
師
で
あ
り
、
又
極
め
て
慎
重
友
る
政

治
家
で
あ
っ
た
。
而
し
て
同
時
に
又
、
彼
自
身
は
さ
う
云
は
れ
る
こ
と
を
常
に
恒
ん
だ
に
も
拘
ら
や
、
ヤ
ス
メ

l
ス
が
一
式
ふ
が
如
く

現
代
的
な
る
許
皐
者
で
も
あ
っ
た
同
署
々
は
、
彼
の
個
性
を
形
づ
く
る
主
要
注
る
契
機
を
三
つ
取
上
げ
る
と
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

そ
の
一
は
賓
践
的
H

政
治
的
素
質
で
あ
る
。
政
治
家
を
父
に
持
っ
た
彼
が
平
く
主
り
政
治
的
闘
心
を
喚
起
さ
れ
た
と
と
は
常
然
で
あ

っ
た
け
れ
刊
と
も
、
彼
自
ら
に
そ
れ
に
際
や
る
資
質
が
た
け
れ
ば
、
彼
の
如
く
に
、

多
忙
な
る
研
究
と
教
授
と
の
生
活
の
聞
に
も
、
傷

い
た
健
康
を
い
た
は
り
な
が
ら
の
静
か
恋
し
か
し
嬰
富
友
成
果
を
生
ん
だ
研
究
生
品
川
の
聞
に
も
、
常
に
政
治
に
針
し
て
深
い
理
解
を

持
、
烈
し
い
情
熱
を
肱
ら
せ
て
、
講
演
に
、
新
聞
雑
誌
へ
の
頻
繁
た
る
寄
稿
K
、
精
力
的
た
あ
活
動
を
一
H

主
催
つ
づ
判
る
乙
と
は
不

可
能
で
あ
っ
た
。

一
冗
々
一
行
動
的
生
活
を
忠
排
的
た
る
準
究
生
活
よ
り
も
好
ん
だ
彼
は
、

「
シ
ガ
ー
を
〈
は
へ
ソ
フ
ァ
ー
に
寝
そ
べ
っ

て
左
ぐ
さ
み
に
考
へ
て
」
出
来
る
昼
間
を
以
て
職
業
と
す
る
と
と
を
肯
ん
ぜ
友
か
っ
た
が
、
遂
に
ベ
ル
リ
ン
大
事
の
法
律
壌
の
講
師

と
L
て
就
峨
ず
る
こ
と
に
決
し
た
時
、

そ
れ
は
そ
の
峨
業
の
教
育
的
た
る
側
面
が
貨
践
的
に
活
動
し
て
ゐ
る
と
一
五
ふ
カ
エ

1
バ
l

k

と
っ
て
飲
〈
と
と
の
出
来
ぬ
感
情
を
ば
満
足
さ
せ
る
で
あ
ら
う
と
云
A
希
望
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
彼
は
斎
く
し
て
既
に
曲
学
生

遠
か
ら
未
来
の
ド
イ
ツ
の
指
導
者
と
し
で
仰
が
れ
J
二
十
三
歳
の
経
済
製
の
教
授
は
代
議
士
と
し
て
出
馬
す
る
と
と
を
懇
請
さ
れ
た
。

欧
洲
大
戦
が
初
ま
っ
た
時
、
彼
は
敢
然
と
し
て
健
康
に
犠
へ
得
る
程
度
の
軍
務
に
服
し
、
未
曾
有
の
戦
が
終
ら
ん
と
す
る
に
首
っ
て

は
途
に
『
ド
イ
ツ
民
主
常
-
』
よ
り
出
て
閤
舎
選
呆
に
立
候
補
し
よ
う
と
決
意
し
、
ま
た
戦
後
に
は
ド
イ
ツ
岡
家
代
表
の
随
員
と
し
て

ウ
エ

1
〆
1
の
初
期
の
研
究

第
四
十
八
巻

第
五
識

ノ1

七

丸
丸

Carl Jas戸 TS; Max vVeber， S.叫・
51'1.は以下の叙述を Marianne Weber Max VVeber Ein Lebentbilrl と Max
Weber; Jugendbriefe 主に負ってゐる。 Lかし一々その典擦を示す煩雑を避
けた。
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ウ
エ

1
バ
ー
の
初
期
の
研
究

第
四
十
八
巻

丹、

l¥. 

第
五
競

O 
O 

ヴ
ヱ
ル
サ
イ
ユ
に
赴
い
て
、
敗
戦
闘
の
苦
汁
を
身
を
以
て
慌
験
し
た
の
で
る
っ
た
。
ー
ー
そ
の
二
は
倫
理
的
世
界
観
で
あ
る
。
父
親

の
血
統
か
ら
世
俗
的
H
寅
践
的
な
る
資
質
を
承
け
た
ウ
ヱ

1
パ
1
は
、
母
親
か
ら
は
深
い
心
情
を
徳
一
へ
ら
れ
ま
た
母
に
上
っ
て
費
限

さ
れ
た
。

彼
に
滞
〈
影
響
を
及
ぼ
し
た
忠
相
仙
波
に
は
ア
メ
リ
カ
の
間
愛
主
義
の
使
徒
、

千

ヤ

y
-一
ン
グ
(
d
F

ぺ

戸

内

7
5口一口
m
M叶
抽
O

L

阿
国

t)
が
あ
り
、

カ
ン
ド
と
7

イ
ヒ
テ
が
あ
っ
た
。
精
榊
的
自
由
、
「
営
矯
」
に
よ
る
人
格
の
「
自
己
限
定
」
は
彼
の
終
生
堅
持
し
た
生

活
府
小
川
崎

E
る
り
、

点
一
任
志
議
ユ
常
に
加
力
に
波
の
一
7
札
引
を
結
慨
し
た
。

市
し
ご
皮
亡
あ
っ
て
土
週
t
J
k
u
k
r
吐
き
4

内
定
コ
ヨ
巾
立
ヨ

)

h

l
什

4
l

、
M

↓

h
L二

1
l
n
p
l
t
f
u
i
t
-
-

律
的
友
る
人
絡
の
護
展
と
云
ふ
と
と
で
る
る
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

1

1

第
三
に
吾
々
は
邸
事
性
(
明
日
正
戸
nFro-
時
)
を
皐
げ
-
泣
け

れ
ば
友
ら
左
い
。

ウ
エ

1
パ
1
は
若
く
し
て
既
に
彼
の
強
親
友
る
知
性
を
経
験
可
能
な
る
領
域
に
限
定
し
，
ょ
う
と
し
、
認
識
を
飽
〈

ま
で
も
経
験
的
事
貨
に
印
せ
し
め
、
知
性
が
観
念
的
思
排
の
不
透
明
を
ま
と
っ
た
り
感
情
的
激
越
の
育
目
に
走
っ
た
り
す
る
こ
と
を

極
度
に
嫌
悪
し
た
。
而
し
て
経
験
的
事
責
に
劃
し
で
も
ま
た
、
若
し
議
論
が
償
値
判
断
に
亙
る
時
に
は
、
個
人
的
た
る
意
見
を
遁
ぺ

て
も
そ
れ
を
他
人
に
強
要
す
る
が
如
き
と
と
は
決
し
て
し
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
叉
彼
は
他
人
が
知
的
廉
直
を
越
え
て
個
人
的
意
見
を

経
験
的
認
識
の
名
に
於
い
て
述
べ
る
こ
と
を
も
拒
絶
し
た
。

ベ
ル
リ
ン
大
撃
の
息
辛
時
代
に
ト
ラ
イ
チ
ユ
ケ
の
己
2
m
m
o
m
-
R
F
Z
Z

日間一
g
S『一
ω
n
r
友
講
義
振
り
を
腕
蔑
し
て
ゐ
た
が
、
此
性
向
が
後
年
の
彼
の
方
法
論
に
ま
で
深
く
濠
透
し
た
と
と
は
、
の
ち
ほ
ど
見
ら

れ
る
で
あ
ら
う
。

ヤ
ス
パ

I
ス
は
ウ
エ

1
パ
1
の
卸
事
性
を
四
百
言
ぺ
Z
T
ν
ω

と
形
容
し
て
ゐ
る
。

次
に
吾
々
は
ウ
ヱ

1
パ
ー
が
生
き
た
環
境
に
就
い
て
概
略
を
遁
べ
て
た
か
友
く
は
友
ら
友
い
。
油
相
が
生
き
た
時
代

(H
∞E
l
H
2
5

は
ド
イ
ツ
帝
閣
の
建
設
か
ら
第
一
安
世
界
戦
争
の
終
熔
に
ま
で
及
ん
で
ゐ
る
。
而
し
て
彼
が
政
治
的
闘
心
に
溢
れ
た
科
事
者
と
で
登

揚
し
始
め
た
八

0
年
代
は
、
所
謂
ピ
ス
マ
ル
ク
時
代
の
第
二
期
た
よ
ぴ
第
三
期
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
開
局
し
て
ゐ
た
。
第
一
一
期
ご
八
七



八
八
六
)
は
枇
舎
経
済
政
策
に
於
け
る
閏
由
主
義
か
ム
保
譲
主
義
へ
の
方
向
締
換
と
、

政
治
的
に
は
保
守
的
勢
力
の
攻
勢
と
を
以
て

特
徴
づ
け
る
と
と
が
出
来
る
。
卸
ち
、
ド
イ
ツ
は
一
八
七
九
年
以
来
、
保
護
貿
易
主
義
に
陣
換
し
て

7

y
チ
ェ
ス
グ

1
主
義
と
訣
別

し
、
ピ
ス
マ
ル
ク
は
『
文
化
闘
争
』
を
撤
慶
し
て
保
守
的
勢
力
の
不
満
を
除
き
、
『
枇
合
主
義
鎮
座
法
』
の
制
定
に
よ
っ
て
枇
舎
民
王

窯
の
進
出
を
挫
き
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
中
間
に
立
つ
自
由
主
義
政
黛
を
ば
分
裂
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
又
第
三
期
(
一
八
八
七
九
O
)
に

就
い
て
見
ら
れ
る
特
徴
は
、
保
守
篤
と
自
由
黛
と
の
強
化
さ
れ
た
る
プ
ロ
ッ
ク
の
下
に
ピ
ス
マ
ル
ク
の
大
陸
政
策
が
成
功
し
、

v
f

ツ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
い
て
ヘ
ゲ
モ
ュ
ー
を
掌
慢
し
た
こ
と
、
而
し
て
そ
れ
に
作
っ
て
ド
イ
ツ
の
資
本
主
義
が
成
熟
し
て
植
民
政
策

に
積
極
的
な
鴻
撲
が
行
は
れ
始
め
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
る
と
一
氏
び
得
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
二
つ
の
時
期
を
通
ビ
て
も
街
、
経
済
的

進
山
川
へ
の
遣
を
歩
い
た
プ
ル
ヂ
ヨ
ア
ジ

l
は
政
治
的
に
は
設
一
一
一
同
穫
が
狭
少
で
あ
っ
て
、
政
治
的
に
J

ニ
か
ア
一
ナ
イ
ー
ブ

hz
撮
っ
て
ゐ

た
の
は
依
然
と
し
て
ユ
ン
カ
ー
で
あ
っ
た
と
一
五
ふ
と
ど
は
時
一
ら
泣
か
っ
た
。
政
治
と
経
併
と
の
間
に
著
し
い
一
哨
般
が
そ
と
陀
は
児
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

ウ
エ

1
バ
1
は
と
の
ド
イ
ツ
ブ
ル
ヂ
ヨ
ア
ジ

1
の
典
担
的
放
政
葉
、

ベ
ン
エ
ク
ゼ
ン
の
率
ゐ
た
『
国
民
向
巾
黛
』
の
比
較
的
有
力

-
注
業
員
の
子
と
し
て
生
れ
た
。
し
か
し
二
十
歳
の
ウ
エ

1
パ
1
は
既
に
、

父
親
の
政
治
的
現
想
と
は
少
し
違
っ
て
、

「
園
民
的
機
力

園
出
菰
の
寅
現
」
と
云
ふ
と
と
を
政
治
的
理
想
と
し
た
と
と
が
吾
々
の
注
目
を
引
〈
。
彼
が
経
済
単
一
・
や
枇
合
同
政
策
に
興
味
を
持
ち
始
め

た
の
は
一
八
八
六
年
、
二
十
二
裁
の
時
で
る
っ
た
が
、
彼
に
こ
の
闘
心
を
懐
か
せ
た
も
の
は
枇
曾
問
題
研
究
の
二
つ
の
闇
憾
で
あ
っ

た

一
つ
は
云
ふ
ま
で
も
友
く
『
枇
合
政
策
皐
舎
」
で
あ
り
、
他
は
新
敬
一
柳
皐
者
の
闇
醐
阪
で
あ
っ
た
。

一
八
七
三
年
に
成
立
し
た
『
枇

舎
政
策
恩
一
合
』
は
、

ピ
ス
マ
ル
ク
自
ら
が
枇
曾
政
策
を
賓
施
し
始
め
た
八
一
年
以
来
、
社
合
政
策
を
以
て
岡
家
機
関
に
直
接
に
働
ら

ウ
エ
!
パ
!
の
初
期
の
研
究

第
四
十
八
巻

A 

:lu 

第
五
貌

C 



円

孟

I
バ
!
の
初
期
的
研
究

第
四
十
八
巻

第
五
披

O 

八
三

O

き
か
け
る
と
云
ふ
最
初
の
目
的
を
拾
て
て
、
一
専
ら
杭
合
問
題
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
を
行
。
て
ゐ
た
。

ウ
エ

l
バ
l
は
此
曲
学
舎
に

九

O
年
に
入
舎
し
た
の
で
あ
る
。
他
方
、

新
教
榊
事
者
を
ひ
き
ゐ
て
ゐ
た
ア
ド
ル
フ
・
シ
ユ
ト
エ
ツ
カ
l

(EC一
『
山
門
出
口

r
ゆ
る
は
『
新

教
枇
合
合
議
』

2
2
2但
コ

1
5
7
t
S
N
E
o
-ハ0
3同
『
命
的
問
)

を
開
催
し
て
、

敬
舎
の
枇
合
問
題
に
針
す
る
態
度
を
討
議
せ
し
め
て
を
り
、

そ
れ
の
第
二
悶
命
日
議
l
i
l
そ
こ
で
は
峨
物
史
観
の
克
服
が
数
曾
の
最
も
重
要
た
る
課
題
で
あ
る
と
論
ぜ
ら
れ
で
ゐ
た
!
lー
に
、
'
ウ
ヱ

ー
パ

1
は
母
と
共
に
問
め
て
出
席
し
、
以
後
そ
れ
に
閥
係
し
て
彼
の
生
泥
の
親
友
、
政
治
家
7

リ

l
rリ
ヴ

E
e
ナ
ウ
7

V

と
相
識

っ
た
の
で
あ
る
。

ウ
ェ
l
パ
ー
が
『
枇
合
同
政
策
皐
合
」
に
入
ム
切
回
し
た
時
、
そ
と
で
は
首
時
激
烈
と
な
っ
た
農
業
問
題
の
解
決
に
資
す
る
た
め
に
、
農

業
第
働
者
の
欣
態
に
闘
す
る
調
査
が
行
は
れ
、
彼
は
そ
の
最
も
重
要
友
る
部
門
を
捻
賞
し
て
司
法
官
試
制
の
勤
務
の
傍
ら
研
究
を
。

づ
け
、
翌
年
経
済
感
上
の
最
初
の
九

C
O頁
に
上
る
弊
仇
を
発
表
し
て
、

一
躍
農
業
問
題
の

J

専
門
家
の
列
に
互
し
た
の
で
る
る
。
又

一
方
で
数
曾
の
手
を
通
じ
て
行
は
れ
た
『
新
教
枇
合
議
』

の
同
じ
く
農
業
務
働
者
に
闘
す
る
調
資
に
も
、
彼
は
参
加
し
て
報
告
を
行

っ
て
ゐ
る
。

峨
を
ベ
ル
リ
ン
大
事
に
奉
じ
て
法
律
撃
の
講
義
と
演
習
と
岡
家
試
験
委
員
と
し
て
の
峨
務
と
に
多
忙
左
生
活
を
治
る
か
た
は
ら
、

上
漣
の
調
査
の
整
理
に
熱
中
し
、
又
ナ
ウ
マ
ン
の
請
を
容
れ
て
ゴ
エ
ツ
テ
イ
ン
ヂ
ン
の
持
働
者
叢
書
に
『
取
引
所
論
』
を
書
い
た
。

彼
が
フ
ラ
イ
プ
ル
ヒ
よ
り
招
勝
を
受
け
て
同
大
撃
の
経
済
皐
の
教
授
に
就
任
し
た
の
も
そ
の
年
一
で
あ
る
c

彼
の
経
済
摩
へ
の
聯
向
の

理
由
の
一
つ
は
、
此
科
畢
が
彼
の
貧
践
的
闘
心
を
よ
り
多
く
満
足
せ
し
め
る
と
云
ふ
こ
と
、

文
乙
の
若
い
科
皐
が
法
律
事
に
も
ま
し

て
文
化
史
・
思
想
史
・
哲
事
へ
の
直
接
の
道
を
聞
く
と
云
ふ
乙
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
特
向
後
の
最
初
の
護
表
が
翌
九
五
年
に
同
大
串

Die Lage rler Landarbeiter im ostelbischen Deutschl叩 d(1891) 
Die B品目e(1894). 
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で
行
っ
た
就
任
講
演
『
園
民
圏
一
致
と
圃
民
経
済
政
策
〕
で
あ
る
。
此
講
演
は
彼
の
一
身
上
に
於
い
て
外
面
的
な
ら
び
に
内
面
的
に
一

締
機
を
劃
す
る
時
期
の
労
作
で
あ
る
と
一
去
ふ
意
味
か
ら
も
、
又
彼
の
初
期
の
研
究
を
考
祭
す
る
に
最
も
適
し
た
も
の
で
る
る
と
云
ふ

意
味
か
ら
も
、
深
〈
讃
み
取
ら
る
べ
き
文
厭
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
。
蓋
し
、

と
と
に
営
時
の
ウ
ェ

l
バ
1
の
経
済
墜
に
寄
せ
た
闘

心
と
現
賓
の
問
題
の
庵
理
の
方
向
と
が
い
き
い
き
と
浮
び
出
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
、

と
れ
を
以
て
彼
の
初
期
の
研
究

を
代
表
せ
し
め
つ
つ
、
彼
の
営
時
の
思
想
を
突
に
窺
ひ
た
い
と
忠
ふ
c

ウ
エ

l
パ
ー
が
此
就
任
誹
演
に
於
い
て
誠
一
べ
た
と
と
が
ら
は
、
彼
が
そ
れ
を
印
刷
に
附
す
る
に
討
っ
て
自
ら
書
い
て
ゐ
る
や
号
に
.

「
岡
氏
粧
情
的
現
象
を
汗
慣
す
る
に
際
し
て
の
個
人
的
な
、
又
そ
の
限
り
に
於
い
て
『
仁
し
槻
的
』
投
立
場
を
公
に
一
不
し
且
つ
現
由
づ

け
る
と

ι」
で
あ
っ
た
。
経
済
政
策
の
則
る
ぺ
き
債
値
の
規
準
に
就
い
て
の
ウ
エ

1
パ
l
自
ら
の
個
人
的
た
見
解
が
、
そ
と
に
は
吐

露
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。

彼
は
自
ら
の
即
事
性
に
中
川
貨
に
、
農
業
持
働
者
に
闘
す
る
調
査
か
ら
得
た
一
つ
の
事
責
を
述
べ
る
こ
と
を
以
て
、
そ
の
講
演
を
初

め
る
。
そ
れ
は
周
プ
ロ
イ
セ
ン
の
農
業
持
働
者
の
欣
態
で
る
る
。
そ
の
地
方
に
見
立
っ
て
ゐ
る
特
色
は
、

地
味
の
甚
だ
し
い
相
違
と

ユ
ン
カ

1
と
小
農
と
の
階
級
針
立
と
ド
イ
ツ
人
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
の
民
族
的
剖
立
と
で
あ
る
。

ウ
エ

1
バ
ー
は
そ
の
地
方
の
人
口

の
構
成
を
調
べ
て
、
経
済
的
文
化
と
生
活
程
度
の
高
さ
と
ド
イ
ツ
人
の
人
口
密
度
と
が
相
臆
巳
て
を
り
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
は
逆
に
経

済
的
文
化
が
去
く
れ
生
活
程
度
が
低
い
地
方
に
集
ま
る
事
賓
の
る
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
此
事
貨
は
肉
蝉
的
・
精
榊
的
の
生
活
像
件

へ
の
適
癒
力
が
雨
民
族
に
於
い
て
具
一
な
る
と
云
ふ
と
と
か
ら
生
や
る
と
親
る
。
+
引
に
彼
は
人
口
の
増
減
を
そ
の
地
方
陀
求
め
て
突
の
一

ウ
エ
『
バ
ー
の
初
期
の
研
究

第
四
十
八
巻

丹、

O 

第
五
挽

Der N.tion.lst..t und die Volkswi[uchaftspolitik (18'15) 
Der Nationabtaat und die VolkswiJrl:;chaftspolitik (MaxWeber: Gesammelte 
poIitische Schriften， S. 7). 
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ウ
ヱ

I
パ
ー
の
初
期
の
研
究

第
四
十
八
巻

i¥ 

第
五
競

O 
四

傾
向
の
存
す
る
と
と
を
後
見
す
る
、
邸
ち
そ
こ
で
は
経
済
的
文
化
が
高
上
し
て
資
本
主
義
と
の
接
簡
面
が
ふ
え
れ
ば
ふ
え
る
程
、

y
カ

1
の
所
領
地
は
崩
壊
し
、
そ
の
た
め
に
土
着
の
ド
イ
ツ
人
は
漸
弐
に
減
少
し
て
、

そ
の
代
り
に
甜
茶
の
栽
培
の
た
め
に
ポ

1
ラ

ン
ド
人
の
季
節
勢
働
者
が
増
加
す
る
と
云
ふ
と
と
。
此
事
賓
と
此
傾
向
と
に
直
面
し
て
、

ド
イ
ツ
の
経
済
政
策
は
如
何
在
る
方
向
に

一
一
一
十
一
歳
の
教
授
は
此
問
題
に
針
し
で
端
的
に
「
ド
イ
ツ
人
の
江
揚
L

か
ら
ご
つ
の
要
求
を
示
し
た
、

向
け
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。

ー

、
E
く

一
に
東
部
図
境
の
閉
鎖
、
二
に
岡
家
の
土
地
質
上
げ
左
ド
イ
ツ
農
民
の
組
紘
的
植
民
と
の

上
述
の
一
ド
イ
ツ
園
民
粧
桝
の
事
賓
と
そ
れ
K
劃
す
る
ウ

z

l
バ
1
の
個
人
的
危
る
政
策
の
要
求
と
か
ら
、
図
民
経
済
政
策
の
憤
値

の
規
準
と
云
ふ
原
理
的
な
る
問
題
の
考
察
へ
と
議
論
は
進
め
ら
れ
る
。
而
し
て
彼
自
ら
の
立
揚
が
突
の
や
う
に
主
張
せ
ら
れ
る
。
「
経

済
的
強
展
過
程
が
問
題
と
さ
れ
る
と
き
に
は
、
園
民
の
権
力
慣
値

E
R
E
-
z
o
E
E
)
と
云
ふ
も
の
が
究
極
の
決
定
的
た
債
値
で
あ
っ

て
、
園
民
の
経
済
政
策
は
こ
の
債
値
に
役
立
つ
ぺ
〈
樹
て
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
国
民
粧
品
何
政
策
に
闘
す
る
科
壌
は
政
治
的
科
撃
で
る

る
。
そ
れ
は
政
治
壌
の
一
下
僕
で
あ
る
。
L

し
か
し
そ
れ
は
「
そ
の
時
k

の
支
配
的
た
る
槽
力
所
有
者
ゐ
よ
ぴ
階
級
の
そ
の
日
そ
の
日

の
政
治
」

の
下
僕
で
は
友
く
し
て
、
「
岡
氏
の
永
続
的
及
る
権
力
政
治
的
慣
値
」
の
下
僕
友
の
で
あ
る
。

V
イ
ツ
の
岡
家
が
さ
ろ
で
る

る
B

ど
と
ろ
の
園
民
園
家
と
は
「
園
民
の
現
世
の
権
力
組
織
」
で
る
る
。
故
に
園
民
国
家
に
於
い
て
は
「
図
民
経
済
的
左
る
考
察
の
究

極
の
憤
値
の
規
準
も
亦
、
吾
K

に
と
っ
て
は
「
国
策
』
(
凶

E
Z
E
E
-ニ
で
る
る
の
で
な
け
れ
ば
左
ら
友
い
。
而
し
て
乙
と
に
云
ふ

と
と
ろ
の
闘
策
と
は
、
「
ド
イ
ツ
の
園
民
経
済
政
策
に
つ
い
て
の
究
極
の
決
定
的
危
る
裁
決
ば
、
我
図
民
国
家
の
経
済
的
お
よ
び
政
治

的
樺
力
使
値
に
則
る
べ
き
で
あ
る
と
云
ふ
要
求
」
を
意
味
す
る
に
外
た
ら
・
な
い
の
で
あ
る
。

と
の
主
張
は
、
し
か
し
、
静
岡
時
の
経
桝
政
策
に
針
す
る
諸
々
の
他
の
主
張
に
劃
し
て
如
何
去
る
地
位
を
占
め
る
の
で
あ
ら
う
か
。 ニ'-

ibid. S. 20. 
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如
何
た
る
結
論
を
現
貸
の
動
向
に
叫
到
し

τ輿
へ
る
で
あ
ら
う
か
。
ま
た
経
済
壌
の
開
学
問
的
性
格
に
向
っ
て
如
何
友
る
蹄
結
を
質
す
で

あ
ら
う
か
。

と
れ
ら
の
諸
附
却
を
市
川
に
明
か
に
す
る
と
と
が
吾
h

の
目
的
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
。

先
づ
最
初
に
上
の
主
張
と
ド
イ
ツ
的
現
賓
と
の
筏
接
左
る
聯
闘
が
顧
み
ら
れ
友
く
で
は
友
ら
友
い
。

ピ
ス
マ
ル
ク
の
波
落
は
ド
イ

ツ
政
治
経
済
欣
勢
の
一
輯
機
を
意
味
す
る
。
彼
の
後
継
者
カ
プ
リ

1
ヴ
イ
の
時
代
(
一
八
九
O

九
四
)
は
、
前
時
代
に
政
治
的
に
は
昇

息
し
て
ゐ
た
自
由
主
義
が
資
本
主
義
の
猪
占
段
階
へ
の
護
展
と
共
に
復
活
し
て
、
封
建
的
勢
力
と
改
め
て
闘
争
を
開
始
し
た
時
期
で

あ
り
、
大
陸
政
策
の
勝
利
を
謡
歌
し
た

F
イ
ツ
が
更
に
世
界
政
策
を
行
ふ
帝
闘
主
義
的
F
イ
ツ
に
移
行
し
よ
う
と
す
る
過
渡
期
で
る

っ
た
。

前
代
の
保
護
主
義
は
圏
外
市
揚
の
獲
得
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
再
び
自
由
主
義
的
諸
政
策
(
閥
税
改
正
・
税
制
改
革
・
農
村
自
治
制
の

費
地
)

に
よ
っ
て
取
っ
て
代
ら
れ
よ
う
と
し
、

一
方
で
は
軍
備
の
芳
賀
が
以
前
に
も
ま
し
て
叫
ば
れ
て
ゐ
た
。

ウ
エ

l
パ
ー
が
問
題

と
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
め
紙
況
に
つ
い
て
二
百
す
乙
な
ら
ば
.
山
川
代
代
於
い
て
ヲ
て
と

K
'げ
は
れ
た
日
ハ
松
山
策
(
ぷ
|
一
7
y
v

人
及
υ
H
1
7

ン

y
語
の
崩
遂
、
植
民
委
員
曾
の
創
設
等
)
は
後
退
し
て
、
自
由
主
義
的
政
策
は
ロ
シ
ヤ
と
の
通
商
傑
約
二
凡
九
四
)
の
締
結
と
恋
っ
て
結

寅
し
、
東
部
園
境
の
閉
鎖
は
解
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

ウ
エ

1
パ

1
の
主
張
の
背
景
に
は
、
此
事
情
の
あ
る
と
と
が
忘
れ
ら
れ
で
は

た
ら
た
い
。
而
し
で
カ
プ
リ

l
ヴ
イ
に
次
ぐ
ホ

l
エ
ン
ロ

1
エ
の
時
代
(
一
八
九
五
一
九
O
O
)
は
.
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
が
宰
相
の

意
を
顧
慮
せ
や
し
て
直
接
に
世
界
政
策
を
費
施
し
て
、
前
代
の
特
徴
が
更
に
明
療
に
現
れ
始
め
た
時
期
、
帝
園
主
義
が
旗
械
を
明
か

に
し
は
じ
め
た
時
期
で
あ
り
、

又
そ
れ
に
催
地
じ
で
ド
イ
ツ
の
イ
ン
テ
リ
ヂ
ン
ツ
イ
ア
が
帝
図
主
義
的
政
策
に
関
心
を
持
ち
は
じ
め
た

時
で
あ
っ
た
。
此
雰
園
気
と
ウ
エ

1
パ
1
の
主
張
と
の
聞
に
密
接
な
る
聯
闘
の
あ
る
乙
と
は
疑
ふ
こ
と
が
出
来
た
い
の
で
あ
る
。

市
引
に
吾
L
R

は、

ウ
エ

l
パ
l
の
主
張
か
ら
見
れ
ば
経
済
政
策
の
債
値
の
規
準
に
関
す
る
営
時
の
種
々
な
る
主
張
は
如
何
に
批
判
せ

ウ
ヱ

1
バ
ー
の
初
期
の
研
究

第
四
十
八
巻

i¥、

第
五
競

O 
五



ウ
エ

T

パ
ー
の
一
初
期
の
研
究

第
四
十
八
巻

C 
ノ、

第
五
銃

八
三
四

ウ
エ

l
パ

1
は
云
ふ
、
彼
の
主
張
を
・
印
ち
「
こ
の
阿
国
め
て
草
純
な
る

真
理
を
ば
語
る
こ
と
が
、
外
在
ら
ね
吾
々
ド
イ
ツ
歴
史
接
汲
の
門
弟
遼
に
は
、
全
然
不
必
要
で
あ
ら
う
か
」
と
。
蓋
し
彼
の
観
る
と
こ

ら
れ
る
か
と
云
ふ
と
と
を
、
確
か
め
た
け
れ
ば
な
ら
た
い
。

ら
に
従
へ
ば
、
営
時
の
諸
家
の
主
張
に
は
何
れ
も
「
判
断
の
究
極
の
主
樫
的
な
中
綾
」
が
明
瞭
で
泣
く
、
「
白
血
児
的
友
自
己
抑
制
示

飲
け
て
ゐ
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
批
判
の
劉
象
と
し
て
彼
に
よ
っ
て
取
上
げ
ら
れ
る
主
張
は
、

マ
ン
チ
主
ス
タ
ー

}
放
"
誹
楠
田
枇
品
問
主
義
"
廿
砕
い
れ
V

教
的
批
人
命
主
義
の
そ
れ
ら
で
あ
っ
た
。

経
済
恩
一
者
が
「
個
有
の
白
魔
的
た
債
値
判
断
」
を
ば
免
れ
う
る
と
云
ふ
幻
想
に
|
|
彼
等
が
行
ふ
分
析
や
詮
明
の
出
登
貼
そ
の
も

の
が
既
に
或
債
値
判
断
を
含
ん
で
ゐ
る
こ
と
を
自
賛
せ
や
に
l

l
陥
っ
て
ゐ
る
立
揚
が
二
つ
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
立
揚
は
、
「
特
に
上

か
ら
」
卸
ち
「
大
ド
イ
ツ
閣
家
の
行
政
史
の
高
所
か
ら
」
園
民
経
済
に
臨
ま
う
と
す
る
講
檀
枇
曾
主
義
の
そ
れ
で
る
る
。
そ
れ
は
倫

理
的
危
る
憤
値
規
準
を
掲
げ
る
が
、
そ
の
意
味
は
、
経
済
政
策
と
は
園
民
経
怖
の
倫
理
化
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
経
消
現
象
治
よ

ぴ
経
済
制
度
そ
れ
自
ら
が
桁
し
て
ゐ
る
と
乙
ろ
の
倫
理
性
を
ば
強
調
す
る
と
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
ゐ
の
づ
と
現
れ
る
と
考
へ
る
。

か
ら
政
策
の
慎
値
の
規
準
は
現
貨
の
園
民
経
済
そ
れ
自
身
に
内
在
し
て
ゐ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
だ
が
此
立
揚
は
、

乙
の
主
張
を
在
す

と
と
に
よ
っ
て
不
知
不
識
「
岡
家
の
熊
護
者
」
に
な
る
と
と
ろ
の
「
官
僚
の
意
識
」
か
ら
生
や
る
も
の
に
外
友
ら
友
い
と
云
ふ
と
と

を
、
自
賛
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

第
二
の
立
場
は
園
民
経
済
を
「
下
か
ら
」
観
察
し
よ
う
と
し
、

ー「

と混

の i屯
L立と
易し
は た
不車宝
生日 評ヰ
不自守
~，利
「害
上闘
昇年

か
ら
如
何
に
し
て
上
昇
階
級
の
解
放
闘
争
が
浮
か
び
出
る
か
と
云
ふ
大
芝
居
を
見
ょ
う
」
と
す
る
。

階
級
」

の
身
方
と
友
り
、

そ
の
階
級
の
経
済
的
勝
利
は
や
が
て
そ
れ
の
成
員
が
「
経
済
的
に
一
居
程
度
の
高
い
人
聞
の
類
現
」
を
表

示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
来
る
。
『
勝
て
ば
官
軍
』
と
も
云
ふ
べ
き
此
立
揚
に
立
っ
と
き
、
歴
史
的
護
展
に
就
い
て
吾
人 プさ

ihirl. S. 22. 

ibid. S5. 22， 2.，¥・ 私は以前に此立場を U ユモラーとワグナ戸主の人間皐をま且
及することによって批判して、「政策研究の:立場の自 i=:~省察」が紙けてゐると遮
へ、ウエーパーと同ピ結論に主主、した。(本誌第四十五怪第三抗上の制稿「所詔
倫理的経済撃に於ける人間接J)
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が
行
ふ
べ
き
批
判
が
、

疋
に
そ
れ
を
必
妥
と
す
る
そ
の
時
に
、

吾
々
か
ら
去
っ
て
行
く
。
而
し
て
「
経
済
力
と
図
民
の
政
治
的
指
導

に
か
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
〈
批
判
せ
ら
れ
て
ゐ
る

の
た
め
の
峨
務
と
は
常
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
友
い
こ
と
を
忘
却
す
る
誘
惑
」

立
場
が
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
派
の
そ
れ
で
る
る
こ
と
は
明
か
で
あ
ら
う
。
第
三
に
ウ
ヱ

l
パ

I
は
基
督
教
枇
曾
主
義
の
立
場
を
も
次
の

と
の
往
々
に
し
て
第
一
の
立
場
と
同
一
視
せ
ら
れ
る
立
場
は
世
の
中
を
幸
聞
に
す
る
と
云
ふ
「
幸
縞
主
義
」
を

政
策
の
憤
値
の
規
準
と
し
て
掲
げ
て
ゐ
る
。
け
れ

E
も
ド
イ
ツ
の
東
部
に
現
貫
に
起
り
つ
つ
あ
る
前
述
の
事
費
に
向
つ
て
は
、

や
う
に
批
判
す
る
。

-
〉

と
巨

抽
象
的
危
る
規
準
は
何
ら
積
極
的
な
る
政
策
を
斌
興
し
え
な
い
で
は
た
い
か
。
此
立
場
の
抽
象
性
に
つ
い
て
は
.
以
前
よ
り
ウ
ヱ

1

0

ハ
I
は
ナ
ウ
マ
ン
に
説
得
し
て
‘
大
き
な
影
響
曲
ピ
興
へ
て
ゐ
た
o
l
-
-
以
上
の
三
つ
の
彼
の
周
閣
に
立
。
て
ゐ
た
立
場
と
異
っ
て
、

ウ
エ

1
パ

l
は
自
ら
を
「
経
神
的
闘
民
主
義
符
」

(
m
r
o
g白
岡
山
内

r
t
Z
E
5
1
3
町
三
と
名
乗
っ
て
川
る
の

而
し
て
似
を
枇
ム
問
問
哨
閣
の
例
究

に
引
入
れ
た
一
一
つ
の
研
究
圏
轄
の
そ
れ
ぞ
れ
が
持
っ
て
ゐ
た
債
値
の
規
準
を
ば
不
明
瞭
で
あ
る
と
批
判
し
、
調
自
の
規
準
を
「
図
民

の
権
力
債
値
」
に
求
め
て
、
自
己
の
立
易
を
表
明
し
た
の
で
る
っ
た
。

こ
の
ウ
ェ

l
パ

1
の
凋
白
の
立
場
が
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
っ
た
か
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
吾
々
は
突
に
園
民
経
仰
や
岡
氏
園

家
を
ぽ
彼
が
如
何
な
る
も
の
と
考
へ
た
か
を
、
彼
か
ら
聴
か
な
け
れ
ば
友
ら
な
い
。

ウ
エ

l
バ
l
は
園
民
聞
に
は
如
何
友
る
世
に
も
守
闘
が
行
は
れ
る
こ
と
を
疑
は
な
い
。
平
和
の
傾
倒
凱
の
下
に
於
い
て
も
周
民
聞
の

経
済
闘
争
は
進
行
す
る
。
近
代
資
本
主
義
が
、
園
民
的
左
限
界
を
越
え
諸
々
の
園
民
を
包
括
す
る
と
こ
ろ
の
経
済
圏
慌
を
作
り
始
め

て
以
来
、
岡
氏
聞
の
そ
の
闘
争
は
止
ま
っ
た
か
と
云
へ
ぽ
、

さ
弓
で
は
左
く
し
て
、

「
園
民
経
済
的
友
る
閣
慌
も
亦
諸
々
の
圃
民
相

互
の
闘
争
の
一
つ
の
異
っ
た
形
態
で
あ
る
に
過
ぎ
友
い
。
而
も
そ
の
形
態
は
、
そ
れ
が
同
叩
者
と
し
て
の
岡
氏
自
ら
の
内
部
に
る
る

ウ
エ

I
パ

t
の
初
期
の
研
究

第
四
十
八
巻

第
五
競

O 
七

人
三
五

ebenda 
ibid. S. 22. 
Marianne Weber; ibirl. S. 144・
DeT Nationalstaai und die V~ikswirbchaftspoJjtik (Cit. Op. S. 24). 
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ウ
ヱ

1
パ

1
の
初
期
の
研
究

第
凶
十
八
巻

第
五
披

O 
i¥. 

八
三
六

諸
K

の
利
害
を
ば
そ
の
園
民
の
未
来
に
向
っ
て
相
闘
は
し
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
個
有
の
文
化
を
主
張
せ
ん
が
た
め
の
闘
争
争
鎮

め
た
ど
こ
ろ
か
却
て
叶
静
か
レ
い
か
た
や
う
た
形
態
で
あ
丸
。
」
亘
口
々
は
岡
民
と
し
て
吾
々
の
子
孫
に
到
し
て
遺
産
を
の
と
し
、
歴
史

に
封
し
で
責
任
を
負
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
遺
産
た
る
や
卒
和
や
人
聞
の
苧
耐
と
云
ふ
や
う
な
と
と
で
は
た
く
し
て
、
「
五
ロ
k

の
国
民
性
を
統
特
し
今
よ
り
も
一
一
盾
育
成
せ
ん
が
た
め
の
永
遠
の
闘
争
」
で
る
旬
、

済
的
組
織
」

そ
の
責
任
た
る
や
苦
々
が
彼
等
に
胎
す
「
園
民
経

「
特
力
使
用
範
国
」

B
E
E
-
Z四
S
E
E
d
)
に
針
し
て
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、

に
剥
し
て
で
は
友
く
し
て

ウ
エ

1
パ

1
は

剛
氏
絞
拙
仰
を
wu
闘
口
比
の
文
化
年
闘
の
一
形
態
と
し
て
、
且
っ
そ
れ
の
内
部
椴
椛
の
た
め
に
そ
の
年
闘
を
一
一
府
複
雑
お
ら
し
め
ぬ
も
の

と
し
て
考
察
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

然
ら
ぽ
彼
の
云
ふ
「
園
民
国
家
」
と
は
何
で
あ
る
か
。
先
に
一
言
し
た
や
う
に
、
そ
れ
は
「
園
民
の
現
世
の
模
力
組
織
」

で
あ
り

「
園
民
の
自
然
生
的
た
る
心
理
的
基
礎
」
に
基
い
て
ゐ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
質
は
吾
K

が
一
肺
秘
的
友
る
陵
昧
の
う
ち
に
か
〈
せ

ぽ
か
く
す
程
そ
れ
だ
け
牟
い
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
る
や
う
友
不
確
定
怠
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
叉
図
民
闘
家
の
心
理
的
某
礎
は
闘

闘
再
開
家
は
、
唯
物
史
観
が
主
張
す
る
や
う
に

『
上
部
構
造
』
で
あ
り
経
済
的
支
配
階
級
の
機
構
に
過
ぎ
な
い
や
う
友
も
の
で
も
決
し
て
た
い
の
で
あ
る
。
吾
K

は
こ
と
に
ウ
エ

1
パ

1
の
歴
史
事
沃
と
唯
物
史
観
と
の
図
家
論
に
射
す
る
批
判
を
一
読
み
取
る
こ
と
が
問
来
る
。
が
そ
れ
は
兎
に
角
、
彼
に
於
い
て
は
ド
イ

民
の
経
済
的
に
支
配
さ
れ
て
ゐ
る
階
級
の
裡
に
も
宿
っ
て
ゐ
る

-
も
の
で
あ
っ
て
、

ツ
園
家
は
正
に
と
の
園
民
園
家
友
の
で
あ
る
。

が
蛍
時
の

V
イ
ツ
園
家
が
完
全
な
る
国
民
画
家
で
る
っ
た
と
も
彼
は
考
へ
て
ゐ
友
い
。

そ
れ
は

E
人
ビ
ス
マ
ル
ク
の
餓
血
政
策
に
ひ
き
づ
ら
れ
て
出
来
た
と
こ
ろ
の
不
完
全
友
る
園
民
園
家
で
あ
り
、
「
若
気
の
あ
や
ま
ち
」

で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
た
。
だ
か
ら
、
若
し
そ
れ
が
ド
イ
ツ
の

の
終
結
で
あ
る
ぺ
〈
出
繋
黙
で
あ
る
べ
き
で
た
い

「
世
界
棲
力
政
策
」

ibid. S. 19・
ihid. S. 20. 

ibid. S. 19. S. 24・
Weber e:>唯物史視に掛十品見解は、『新設倫理と i!j本主義の持制IJの著者とし
ての彼に劃しては、重要なる研究テーマを提供すの。 しかレ此問題は本稿の
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と
す
る
な
ら
ば
、
寧
ろ
そ
れ
ば
す
て
ら
れ
改
法
さ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

と
の
不
完
全
友
る
閣
民
園
家
た
る
ド
イ
ツ
に
於
い
て
は
、

そ
れ
ゆ
ゑ
、
園
出
戒
の
権
力
慣
値
と
経
済
的
繁
栄
と
は
必
中
し
も
一
致
し
た
い
。
而
し
て
経
済
的
繁
柴
が
図
家
の
槽
力
慣
値
に
依
存
し

て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
、
英
国
に
於
け
る
ほ
ど
日
常
的
に
は
理
解
せ
ら
れ
や
、
そ
れ
が
理
解
せ
ら
れ
る
の
は
唯
h

異
常

と
ウ
エ
l
パ
ー
に
は
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

左
る
醒
問
、
戦
争
の
場
合
だ
け
で
あ
る
、

ウ
ヱ

1
パ
l
の
「
国
民
主
義
的
二
慌
佑
規
準
の
提
出
は
、
園
出
向
粧
品
円
K
M

よ
ぴ
岡
民
閥
家
の
以
上
の
如
引
き
把
握
に
基
い
で
ゐ
る
。
併

し
左
が
ら
彼
は
自
ら
の
慣
値
現
準
佐
提
出
す
る
と
と
の
み
を
以
て
満
足
す
る
と
占
は
出
来
攻
か
っ
た
。
彼
は
巾
引
に
北
パ
相
川
値
規
準
配
現

貨
に
自
ら
に
捲
ひ
、
闘
民
経
済
政
策
生
ば
自
ら
閥
民
の
名
に
於
い
て
貧
施
す
べ
き
者
は
何
人
で
あ
る
か
を
問
ひ
つ
め
る
。
首
時
の
諸

諸
の
偵
値
規
準
に
於
い
て

「

J
K
A
-
F
E
r
-
L
I
J
J
F
史
上
、

広

年

内

-LO古
E
J
U
H
，L
タ
'
保
W

七

自
ら
の
関
倫
明
惜
の
中
援
の
捨
常
汗
ナ
た
は
ち
「
経

っ
巨
曜
，
門
e
よ
る

vH
一五一

B

h

E

7

J

I

f

L

 

済
政
策
の
主
鑓
」
を
客
観
的
に
ド
イ
ツ
の
現
貨
の
内
部
か
ら
選
び
出
し
て
、
而
し
て
自
ら
の
主
張
の
客
期
的
唱
え
営
性
を
詮
明
し
左
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
際
「
闘
民
の
槽
力
債
値
」
を
「
主
鵠
的
な
る
中
按
」
と
し
て
行
動
し
う
る
資
格
を
持
つ
者
は
、
前

述
す
る
と
こ
ろ
よ
り
明
か
な
や
う
に
、
経
済
的
在
る
勢
力
の
所
有
者
と
必
中
し
も
一
致
せ
や
、
先
づ
以
て
「
政
治
的
成
執
亡
を
途
げ

て
ゐ
る
者
た
る
こ
と
を
必
裂
と
す
る
。
だ
か
ら
「
政
治
的
成
熟
」
と
云
ふ
と
と
が
、
現
貫
か
ら
政
策
の
主
慌
を
選
び
出
す
規
準
と
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
既
に
見
た
や
う
に
、
近
代
的
園
民
経
済
の
形
態
に
於
け
る
園
足
文
化
の
主
張
の
た
め
の
閣

争
は
、

「
園
民
自
ら
の
内
部
に
あ
る
諸
々
の
物
質
的
利
害
を
ば
そ
の
園
民
の
未
来
に
向
っ
て
相
闘
は
し
め
る
。
」
印
ち
政
治
的
成
熟
を

規
準
に
す
る
政
策
の
主
鰐
の
探
求
に
営
つ
て
は
、
物
質
的
利
害
に
碁
〈
国
民
内
部
の
闘
争
を
無
脱
す
る
と
と
は
出
来
左
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
ウ
ヱ

I
パ
ー
は
こ
の
探
求
を
諸
々
の
階
級
の
政
治
的
成
熟
知
何
と
云
ふ
形
で
行
び
、
各
階
級
を
遍
歴
す
る
。

ウ
主

l
パ

I
の
初
期
の
研
究

第
四
十
八
巻

八
三
七

第
五
貌

O 
え」

目的主は直接の閥係を持たない。
ibid. S. 24 u. SS. ;t:8--29・20) 



ウ

Z
1
.ハ
1
の
初
期
の
研
究

第
四
十
八
巻

結
伊
豆
披

C 

i¥. 

ノl

( 

ー
) 

ユ
ン
カ

l
(
特
に
プ
ロ
イ
セ
ン
の
)
|
|
ド
イ
ツ
帝
園
の
建
設
に
興
っ
て
力
が
あ
わ
官
僚
の
枇
合
的
地
盤
で
る
っ
た
ユ
ン
カ

1
土、』

ピ
ス
マ
ル
ク
の
失
脚
(
一
八
九
O
)
以
来
、

ド
イ
ツ
園
家
の
政
治
的
権
力
を
掌
握
す
る
に
遁
し
な
く
た
っ
て
ゐ
る
。
何
故
友
ら

資
本
主
義
の
棋
院
建
は
彼
等
の
枇
命
日
的
地
位
を
狭
少
に
し
て
、
政
治
的
知
性
は
都
市
に
移
り
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

、・」〆
，戸-、

ブ
ル
ヂ
ヨ
ア
ジ

l
l
iウ
ヱ
)
ハ

1
は
円
ら
一
五
ふ
、
ー
私
は
プ
ル
ヂ
ヨ
ア
階
級
の
一
員
で
あ

U
‘

さ
う
公
ふ
自
由
党
を
持
ち
、

又
そ
の
階
級
の
考
へ
や
辿
知
~
と
教
育
さ
れ
マ
来
た
。
け
れ
ど
も
、
円
身
よ
り
も
じ
し
の
階
級
に
も
、
自
身
よ
り
も
下
の
階
級
作
品
、

正
に
f
f
k

の
利
撃
の
職
務
で
る
る
。
」
と
。
而
し

又
自
ら
の
属
す
る
階
級
に
向
つ
で
も
、
嫌
が
ら
れ
る
こ
と
を
言
ふ
と
い
ふ
と
と
が
、

て
ド
イ
ツ
プ
ル
ヂ
ヨ
ア
ジ
l
の
政
治
的
成
熟
に
闘
し
で
は
、
彼
は
否
定
的
に
答
へ
ざ
る
を
得
た
い
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
国
家
の
建
設

は
彼
等
自
ら
の
業
績
で
は
友
く
、
岡
家
の
主
蹴
は
ユ
ン
カ
l
の
出
身
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
強
力
友
る
太
陽
」
は
徐
り
に
偉
大
す
ぎ

た
の
で
る
っ
て
、
彼
は
プ
ル
ヂ
ヨ
ア
ジ
l
の
内
部
で
漸
く
護
展
し
つ

L
あ
っ
た
政
治
的
判
断
能
力
を
ば
焼
き
つ
く
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
た
め
に
、
大
プ
ル
ヂ
ヨ
ア
ジ
1
は
今
日
で
も
筒
、
或
は
政
治
的
俗
人
根
性
を
股
せ
や
し
て
政
治
的
権
力
の
第
一
線
に
立
た
う
と

は
せ
や
、
或
は
叉
第
二
の
ピ
ス
マ
ル
ク
の
出
現
を
夢
み
て
ゐ
る
や
う
な
欣
態
で
る
り
、
小
プ
ル
ヂ
ヨ
ア
ジ

l
の
庚
い
居
も
亦
未
だ
に

政
治
的
に
決
し
て
費
醒
し
て
は
ゐ
左
い
の
で
あ
る
。

こ
の
人
々
の
政
治
的
未
成
熟
の
原
因
は
、
経
済
的
根
様
か
ら
で
は
友
〈
|
1
l
粧

済
的
に
は
最
も
有
力
で
あ
る
ー
ー
し
て
、
非
政
治
的
た
る
過
去
の
う
ち
に
、
卸
ち
彼
等
が
政
治
的
教
育
を
受
け
て
ゐ
た
い
と
云
ふ
こ

と
の
う
ち
に
、
求
め
ら
る
ぺ
き
で
る
る
。

( 

ー
) 

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
1
1
1
近
代
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
プ
ル
ヂ
ヨ
ア
的
理
想
の
遺
子
と
し
て
現
れ
て
ゐ
る
。
市
し
て
彼
等

の
最
高
居
は
、
プ
ル
ヂ
ヨ
ア
ジ

I
の
利
己
主
義
が
認
め
る
よ
り
も
遥
か
に
よ
く
経
済
的
に
は
成
熟
し
て
ゐ
る
。
併
し
左
が
ら
彼
等
が

ibid. S. 26. 21) 



政
治
的
に
成
熟
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
人
が
る
る
な
ら
ば
、

そ
の
人
は
「
阿
護
者
」
で
あ
り
「
い
か
が
は
し
い
世
間
の
評
判
」
を
得
た
い
と

望
ん
で
ゐ
る
人
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
さ
う
云
ふ
ヂ
ヤ

l
ナ
リ
ス
ト
の
連
中
が
彼
等
に
信
ぜ
し
め
よ
う

と
し
て
ゐ
る
よ
り
も
、
寅
は
透
か
に
政
治
的
に
は
未
熟
左
の
で
あ
る
。
そ
の
ヂ
ヤ

1
ナ
リ
ス
ト
の
聞
で
は
百
年
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
の

『
図
民
協
議
合
』
の
追
憶
が
弄
ば
れ
て
ゐ
る
が
、
現
在
の
ド
イ
ツ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
中
か
ら
は
、
ヂ
ヤ
コ
パ
ン
程
の
一

a

反
抗
的
た

費
行
力
の
ひ
ら
め
き
」
も
「
関
代
的
情
熱
の
息
吹
」
も
見
出
す
こ
と
は
出
来
左
い
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
ウ
エ
l
パ
l
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

ー
ト
の
反
封
者
」
で
め
る
。
尤
も
彼
は
、
若
し
彼
等
が
政
治
的
感
売
の
捨
営
者
と
な
る
騰
に
は
プ
ル
ヂ
ヨ
ア
ジ
ー
よ
り
も
一
一
度
庚
い

範
聞
に
於
い
て
岡
口
氏
的
機
力
闘
川
値
を
権
ひ
う
る
ず
あ
ら
う
と
と
を
認
め
は
寸
る
。
け
れ
H

と
も
そ
れ
ま
で
は
的
前
途
法
議
で
あ
る
去
、

ョ

彼
は
考
へ
る
の
で
め
る
。

か
く
の
如
〈
政
治
的
成
熟
と
一
お
ふ
翻
拙
か
ら
各
階
級
の
吟
味
を
軍
一
ね
た
ウ
巴

l
パ
ー
は
、
法
廿
札
制
れ
の
階
級
K
於
い
て
も
現
賓
の

献
態
の
ま
ま
で
は
政
策
の
主
四
服
売
り
う
る
資
格
を
見
附
す
こ
と
が
出
来
友
か
っ
た
。
而
し
て
そ
こ
か
ら
し
て
次
の
如
き
と
の
講
演
の

結
論
が
導
き
出
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
今
日
の
と
と
る
‘
五
円
々
は
一
つ
の
と
と
を
見
る
、
印
ち

E
大
た
る
政
治
的
教
育
事
業
が
行
は

る
べ
き
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
、
而
し
て
五
口
々
に
と
っ
て
は
、
五
口
々
が
各
自
銘
々
の
小
さ
泣
範
間
K
於
い
て
次
の
課
題
を
、
即
ち
我
園

民
の
政
治
的
教
育
に
協
力
す
る
と
云
ふ
課
題
を
ば
今
に
し
て
自
費
す
る
と
云
ふ
と
と
ほ
ど
買
商
日
た
義
務
は
存
在
し
な
い
。
政
治
的

前
日

教
育
と
一
エ
ふ
こ
と
が
つ
ね
に
外
在
ら
む
吾
々
の
利
率
の
究
磁
の
目
標
で
も
・
な
け
れ
ば
友
ら
左
い
の
で
あ
る
。
」

ウ
ヱ

I
パ
1
は
現
貨
の
階
級
の
何
れ
も
が
直
ち
に
政
策
。
矯
蛍
者
た
り
え
な
い
と
と
を
主
張
す
る
と
は
云
へ
、
政
治
的
教
育
を
受

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
に
向
つ
て
の
可
能
性
を
最
も
多
く
持
っ
て
ゐ
る
も
の
を
指
摘
す
る
と
と
を
忘
れ
た
の
で
は
・
な
か
っ
た
。
「
或

階
級
に
政
治
的
指
導
の
資
格
が
あ
る
と
云
ふ
考
へ
を
生
ぜ
し
め
た
も
の
は
恒
に
経
済
的
権
力
の
獲
得
と
云
ふ
こ
と
で
る
っ
た
。
」
と
云

ひ
、
「
枇
舎
政
策
的
問
題
の
究
極
の
内
容
は
ま
た
、
被
支
配
者
の
経
済
欣
態
に
闘
す
る
問
題
で
は
な
く
し
て
、
寧
ろ
支
配
し
上
昇
し
つ

ウ
エ

1
バ
ー
の
初
期
の
研
究

第
四
十
八
巻

丹、

プし

第
五
披
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ウ

Z
1
バ

I
内
初
期
内
糾
究

第
阿
十
代
径

八
問
。

第
五
挽

つ
あ
る
階
級

ω政
治
的
資
格
に
闘
す
る
問
題
で
る
る
o
」
と
云
ふ
彼
に
あ
っ
て
は
、
ブ
ル
ヂ
ヨ
ア
ジ
ー
こ
そ
正
に
か
か
る
も
の
で
左
け

れ
ば
な
ら
や
、
彼
等
の
一
政
治
教
育
こ
そ
が
、
営
時
の
危
機
を
乗
り
切
る
最
初
の
方
策
で
友
け
れ
ば
友
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ー
ー

「
経
情
的
圏
民
主
義
者
」
ウ
エ
E

パ
ー
が
、
政
治
的
巴
は
、
プ
ル
ヂ
ヨ
ア
民
主
主
義
者
で
る
る
こ
と
が
、

一
居
精
確
に
は
帝
国
主
義
的

段
階
陀
捗
ら
う
と
す
る
時
期
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
、

EEe--月
過
こ
工
る
ロ

古

R
T
J

此
刷
川
町
わ
ら
ウ
ヱ

1
パ
1
の
恩
納
山
を
遣
及
す
る
と
と

も
亦
、
極
め
て
重
要
な
る
研
筑
の
テ
!
?
と
た
ら
・
た
く
て
は
た
ら
友
い
で
あ
ら
う
。

細
川
し
な
が
ら
本
杭
に
於
い
て
窓
附
さ
れ
る
の
は
紋
の
方
法
論
的
意
識
の
高
ま
り
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
方
訟
論
(
の
越
路
と
し
ザ

彼
の
初
期
の
研
究
の
持
つ
性
絡
を
ば
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
初
期
の
研
究
を
上
の
講
演
に
よ
っ
て
代
表
せ
し
め
つ
つ
、

と
の
観
鮪

よ
り
考
へ
る
時
、
否
k

に
得
ら
れ
る
結
論
は
次
の
や
う
に
在
る
で
あ
ら
う
。

1
1
i
ウ
エ

1
パ
ー
は
こ
L

で
は
行
動
の
主
鱒
と
し
て
意

慾
す
る
人
聞
と
し
て
現
れ
て
、
経
済
政
策
の
則
る
ぺ
き
慣
値
の
規
準
を
追
求
し
た
。
而
し
て
営
時
中
士
張
さ
れ
た
諸
々
の
慣
値
規
準
の

無
自
覚
性
と
抽
象
性
と
を
排
撃
し
て
、
経
済
と
政
治
と
を
分
ち
、
そ
の
聞
に
「
闘
氏
の
権
力
岡
田
値
」
を
介
在
せ
し
め
、
相
粧
桝
政
策
の
評

債
の
「
主
般
的
た
る
中
核
」
は
そ
の
権
力
慣
値
を
捨
ふ
と
こ
ろ
の
政
治
的
勢
力
に
あ
る
の
で
た
け
れ
ば
友
ら
ね
と
主
張
し
た
。
而
し

て
そ
の
慣
値
の
現
貫
的
な
る
櫓
営
有
を
ば
彼
は
逆
に
経
済
に
か
へ
っ
て
階
級
の
聞
か
ら
求
め
な
が
ら
、
遂
に
現
賞
か
ら
稜
見
す
る
乙

と
が
出
来
友
か
っ
た
時
、

三
縛
し
て
再
び
政
治
に
か
へ
り
、
政
治
教
育
を
興
と
す
こ
と
を
以
て
焦
眉
の
念
と
友
し
、
政
策
の
主
健
の

向
現
を
将
来
に
希
望
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
五
口
々
が
粧
品
何
事
の
方
法
論
に
闘
す
る
命
題
を
此
講
演
か
ら
求
め
る
友
ら
ば
、
次
の
二

つ
の
も
の
を
得
る
こ
と
が
問
来
る
。

て
「
説
明
的
な
る
お
よ
び
分
析
的
危
る
科
息
?
と
し
て
の
国
民
経
済
皐
は
園
際
的
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
そ
れ
が
債
値
評
債
を
行
ふ

や
否
や
、
そ
れ
は
五

Z
が
吾
々
自
身
の
内
に
見
出
す
と
と
ろ
の
そ
の
特
色
を
持
っ
た
人
聞
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
ゐ
も
」

二
、
「
政
治
的
教
育
と
云
ふ
こ
と
が
つ
ね
に
外
友
ら
ぬ
吾
々
の
科
撃
の
究
極
の
目
標
で
も
在
け
れ
ば
左
ら
友
い
の
で
る
る
。
」

傍E占はウェーバ・ーのもの。ibid. S. 29・
ibid. S. 19. 
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