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彼
が
日
本
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
多
く
の
読
者
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
の
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
は
彼
の
経
歴
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
る
。
’
九
○
○
年
生
れ
の
フ
ロ
ム
は
、
そ
の
青
年
期
を
第
一

次
大
戦
後
の
激
動
期
の
ド
イ
ツ
で
送
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期
の
影
響
を
直
接
彼
自
身
の
こ
と
ば
の
中
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

四
九

Ｅ
・
フ
ロ
ム
は
第
一
一
次
大
戦
後
の
日
本
で
大
そ
う
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
社
会
学
者
で
あ
る
。
日
本
訳
さ
れ
た
彼
の
著
書
は
十
一
一
冊
に
の

ぼ
る
が
、
こ
れ
は
彼
が
一
九
一
一
一
四
年
ナ
チ
ス
に
追
わ
れ
て
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
て
以
後
英
語
で
あ
ら
わ
し
た
著
作
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
と

い
え
る
ほ
ど
の
量
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
版
を
重
ね
て
お
り
、
一
九
五
一
年
に
最
初
に
繍
訳
さ
れ
た
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
は
一
一

九
版
に
至
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
フ
ロ
ム
は
本
国
に
お
け
る
よ
り
も
日
本
に
お
い
て
よ
り
大
き
な
読
者
を
も
つ
社
会
学
者
だ
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。

１

「
Ｌ
・
フ
ロ
ムｌ
疎
外
論
と
社
会
学
（
２
）
１
１

の
疎
外
論

溝

信

蝋



五
○

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
そ
こ
で
彼
は
、
社
会
の
歴
史
的
な
性
格
と
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
の
社
会
と
個
人
と
の
か
か
わ
り

合
い
を
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
主
と
し
て
精
神
分
析
学
を
学
ん
だ
フ
ロ
ム
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
単
に
フ
ロ
ィ
ド
か
ら

の
み
で
は
な
く
マ
ル
ク
ス
か
ら
も
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
由
来
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
後

に
批
判
す
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
影
響
は
、
フ
ロ
ム
に
対
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
よ
そ
お
い
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
マ
ル

ク
ス
理
解
は
多
く
の
不
十
分
さ
を
残
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
欠
陥
を
含
み
つ
つ
も
、
一
応
マ
ル
ク
ス
主
義
を
理
解
し
、
そ

れ
に
共
感
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
は
他
の
ア
メ
リ
カ
社
会
学
者
と
は
決
定
的
に
異
る
点
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
同
時
に
こ
の
こ
と
と
当
然
結
び
つ
く
の
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
で
教
育
を
受
け
た
フ
ロ
ム
が
、
後
に
示
す
一
面
性
を
も
ち
な
が
ら
も
、
弁

証
法
的
思
考
方
法
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
社
会
学
と
の
本
質
的
な
相
違
を
生
み
出
し
て
い
る
。

彼
の
経
歴
か
ら
も
う
ひ
と
つ
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
政
治
的
関
心
な
い
し
実
践
的
関
心
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
条
件

下
に
お
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
思
想
の
故
に
ナ
チ
ス
。
ド
イ
ツ
を
追
わ
れ
る
身
と
な
っ
た
彼
に
と
っ
て
こ
れ
は
当
然
の

こ
と
で
あ
っ
た
が
、
と
り
わ
け
彼
の
初
期
の
研
究
は
こ
の
関
心
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
権
威
主
義
的
性
格
」
と

い
う
概
念
が
形
成
さ
れ
る
過
程
で
は
、
次
の
よ
う
な
実
践
的
関
心
、
す
な
わ
ち
、
一
九
一
一
一
○
年
に
ナ
チ
ズ
ム
に
反
対
し
て
い
る
多
く
の
労

働
者
や
勤
め
人
が
、
「
も
し
戦
う
べ
き
と
き
が
き
た
と
き
、
彼
ら
は
は
た
し
て
彼
ら
の
主
義
の
た
め
に
戦
う
か
ど
う
か
」
と
い
う
実
践
的

（
１
）

関
心
が
、
出
発
点
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
関
心
が
、
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
に
お
け
る
分
析
と
し
て
結
実
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
に

亡
命
し
帰
化
し
て
か
ら
の
彼
は
、
か
な
り
の
期
間
実
践
的
活
動
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
関
心
を
う
し
な
っ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
最
近
ア
メ
リ
カ
社
会
党
に
入
党
し
た
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
よ
う
。
彼
の
こ
と
ば
に
よ
れ
ば
、
こ
の

た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、

間
の
事
情
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。



現
在
わ
れ
わ
れ
は
、
新
聞
で
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
ベ
ト
ナ
ム
政
策
に
反
対
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
学
者
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
に
、
彼
の
名
前
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
も
、
彼
の
実
践
的
関
心
が
、
常
に
、
身
に
ふ
り
か
か
る
火
の
粉
を
ふ
り
払
う
と
い
う
よ

う
な
防
衛
的
性
格
を
も
つ
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
限
界
は
認
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
後
に
示
す
よ
う
に
、
彼
の
理

論
に
根
ざ
す
本
質
的
な
限
界
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
・
マ
ル
ク
ス
主
義
を
理
解
し
、
か
つ
実
践
的
関
心
を
も
つ
こ
と
は
、
社
会
科
学
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
主
義
が
一
定
の
地
位
を

し
め
、
か
つ
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
社
会
的
役
割
が
常
に
問
題
と
さ
れ
て
来
た
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
多
く
の
読
者
を
見
出
す
た
め
の
か

な
り
決
定
的
な
要
因
な
の
で
あ
る
。
右
に
見
た
フ
ロ
ム
の
経
歴
は
、
多
く
の
不
十
分
さ
を
残
し
つ
つ
も
か
な
り
の
程
度
に
こ
の
条
件
を
満

た
し
て
い
る
。
彼
が
日
本
で
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
の
背
景
的
な
要
因
と
し
て
は
こ
の
よ
う
な
事
情
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
よ
り
本
質
的
な
要
因
は
、
そ
の
よ
う
な
経
歴
を
通
し
て
、
彼
が
何
を
問
題
と
し
て
来
た
か
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
求
め
ら
る
べ

き
な
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
回
答
も
す
で
に
右
に
述
べ
た
事
情
の
う
ち
に
あ
る
程
度
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
問
題
と

し
て
来
た
の
は
「
社
会
と
個
人
」
で
あ
り
（
「
マ
ル
ク
ス
と
フ
ロ
イ
ド
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
彼
は
社
会
を
歴
史
的
な
も
の
と
前
提

す
る
。
し
か
し
、
そ
う
前
提
し
つ
つ
、
彼
は
、
社
会
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
社
会
が
個
人
を
い
か
に
形
づ
く
る

か
、
つ
ま
り
社
会
の
要
求
が
い
か
に
個
人
の
う
ち
に
内
面
化
さ
れ
、
そ
し
て
い
か
に
し
て
彼
を
あ
る
行
動
に
か
り
立
て
る
か
を
問
題
と
す

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

五
一

『
だ
か
ら
（
政
治
は
気
質
的
に
わ
た
し
に
は
不
向
き
だ
か
ら
ｌ
引
用
者
）
わ
た
し
は
、
最
近
震
で
、
っ
霞
リ
ァ
メ
リ
ヵ
社
会
党
に
入
党
し
て
平
和
運

動
に
熱
を
い
れ
る
ま
で
、
い
か
な
る
党
派
に
も
属
さ
な
か
っ
た
。
つ
い
に
実
際
活
動
を
決
意
し
た
の
は
、
自
分
の
能
力
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
変
っ
た

か
ら
で
は
な
く
、
糸
ず
か
ら
破
局
へ
の
道
を
選
ぼ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
恐
み
へ
る
世
界
情
勢
の
中
で
の
自
分
の
義
務
を
考
え
る
と
、
受
け
身
の
ま
ま
で

い
て
は
い
け
な
い
、
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。
」
（
２
）



こ
の
問
題
意
織
は
こ
れ
以
後
一
貫
し
て
彼
を
と
ら
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
道
す
じ
を
解
明
す
る
に
当
っ
て
、
フ
ロ
イ

ド
の
方
法
ｌ
特
に
無
意
織
の
領
域
に
つ
い
て
の
そ
れ
’
１
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
．
こ
の
方
法
論
に
関
し
て
も
彼
は
一
貫

し
て
い
る
。
青
年
期
に
フ
ロ
ィ
ド
と
マ
ル
ク
ス
に
出
あ
っ
た
フ
ロ
ム
は
、
前
者
か
ら
「
個
人
生
活
を
支
配
す
る
法
則
」
を
、
後
者
か
ら

『
社
会
の
法
則
ｌ
つ
ま
り
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
を
め
ぐ
る
法
則
」
を
導
き
出
し
、
そ
の
「
総
合
を
め
ざ
す
の
で
あ
蕊
わ
れ

わ
れ
は
後
に
こ
の
「
総
合
」
が
い
か
に
な
さ
れ
る
か
を
見
る
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
、
前
号
で
述
べ
た
現
代
的
状
況
と
深
く
か
か
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
正
気
の

社
会
』
（
一
九
五
五
）
に
お
い
て
、
疎
外
の
概
念
を
軸
と
し
て
、
こ
の
問
題
意
識
の
も
と
に
現
代
社
会
の
分
析
を
は
じ
め
て
後
、
こ
の
か
か

わ
り
合
い
は
よ
り
強
い
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
、
前
号
で
述
べ
た
問
題
、
疎
外
が
各
人
に
い
か
な
る
形
の
疎
外
感
を
与
え
る
か
、
こ
の
疎

外
感
が
ど
う
い
う
道
す
じ
を
た
ど
っ
て
運
動
な
い
し
行
動
に
至
る
か
の
問
題
が
、
彼
の
中
心
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
日
本
で
多

く
の
読
者
を
も
つ
本
質
的
な
理
由
は
彼
の
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
こ
そ
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
も
、
疎
外
論
を
中
心
に
、
彼
の
思
考
を
た
ど
っ
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
・

注
（
１
）
Ｅ
・
フ
ロ
ム
、
谷
口
訳
『
革
命
的
人
間
』
（
創
元
新
社
一
九
六
○
）
四
六
ペ
ー
ジ
。

仁
Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

る
の
で
あ
る
。
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
に
お
い
て
彼
は
こ
の
問
題
意
識
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
し
か
し
人
間
は
歴
史
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
歴
史
も
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
こ
の
一
見
矛
盾
し
た
こ
と
が
ら
を
解
決
す
る
の

が
、
社
会
心
理
学
の
領
域
で
あ
る
。
社
会
心
理
学
の
仕
事
は
、
社
会
過
程
の
結
果
と
し
て
、
》
情
熱
や
欲
求
や
不
安
が
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
発
展
す
る

か
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
に
特
殊
な
形
と
な
っ
た
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
今
度
は
逆
に
、
ど
の
よ
う
に
生
産
的
な
力
と
な
っ
て
社
会
過
程

を
作
っ
て
い
く
の
か
も
、
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
３
）

五
一

一



フ
ロ
ム
の
疎
外
論
は
、
彼
の
主
張
全
体
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
一
一
面
的
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
彼
は
、
マ
ル
ク
ス
の
疎
外
の
概
念
を
、

あ
る
側
面
の
強
調
、
あ
る
側
面
の
無
視
と
い
う
不
十
分
さ
は
あ
る
に
し
て
も
、
か
な
り
正
確
に
理
解
し
、
そ
れ
を
概
念
規
定
の
基
礎
に
す

え
て
い
る
。
し
か
し
他
方
、
彼
の
主
要
な
課
題
は
、
マ
ル
ク
ス
を
借
り
て
定
義
さ
れ
た
こ
の
疎
外
が
、
人
間
の
内
面
に
お
い
て
た
ど
る
心

理
的
メ
カ
ー
ー
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
彼
は
、
フ
ロ
イ
ド
以
外
に
頼
る
べ
き
道
し
る
べ
を
も
た
な
い
。
そ
の
結

果
、
そ
の
分
析
の
各
所
に
示
唆
に
富
ん
だ
指
摘
を
残
し
な
が
ら
も
、
全
体
と
し
て
は
観
念
論
に
お
ち
こ
ま
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
、
こ
の
過
程
を
た
ど
っ
て
、
ま
ず
彼
の
疎
外
の
概
念
を
全
体
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

マ
ル
ク
ス
の
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
の
英
訳
版
に
、
フ
ロ
ム
は
、
「
マ
ル
ク
ス
の
人
間
概
念
』
と
い
う
標
題
の
も
と
に
ア
メ
リ
カ
の

読
者
を
対
象
と
し
た
か
な
り
長
文
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
を
附
し
、
疎
外
の
概
念
を
軸
と
し
つ
つ
マ
ル
ク
ス
の
思
想
を
解
説
し
て
い

る
。
こ
の
解
説
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
あ
る
側
面
が
強
調
さ
れ
他
の
側
面
が
ネ
グ
レ
ク
ト
さ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
点
を
含
ん
で
は
い

る
が
、
し
か
し
ま
ち
が
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
マ
ル
ク
ス
の
労
働
の
概
念
が
解
説
さ
れ
る
と
と
も
に
、
疎
外
の
概
念
は
次
の
よ

う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「
疎
外
（
…
…
）
と
は
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
人
間
が
、
世
界
の
把
握
に
お
い
て
、
行
為
主
体
と
し
て
自
己
自
身
を
経
験
せ
ず
、
世
界
（
自
然
、
他

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

五
三

／■、／■、／へ

４３２
～ノ、_ノ、_ノ

Ｅ
・
フ
ロ
ム
、
阪
本
・
森

Ｅ
・
フ
ロ
ム
、
日
高
訳
『

『
疑
惑
と
行
動
』
第
一
章
。

２

阪
本
・
志
貴
訳
「
疑
惑
と
行
動
』
（
創
元
新
社
一
九
六
○
）
一
六
ペ
ー
ジ
。

日
高
訳
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
（
創
元
社
一
九
五
一
）
二
○
ペ
ー
ジ
。

（



し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
疎
外
概
念
は
ま
さ
に
散
見
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
し
、
彼
の
主
題
で
も
な
い
。
経
済
構
造
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
性

が
社
会
生
活
に
与
え
る
決
定
的
か
つ
不
可
避
的
な
影
響
力
を
認
め
た
上
で
彼
は
た
だ
ち
に
そ
の
心
理
的
メ
カ
ー
ー
ズ
ム
の
追
求
に
う
つ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
疎
外
に
関
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
原
因
論
と
は
別
に
、
疎
外
を
生
み
出
す
、
あ
る
い
は
経
済
構
造
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
る
疎
外
を
受
け
入
れ
る
、
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
も
、
自
己
の
活
動
の
結
果
が
逆
に
自
己
を
支
配
す
る
と
い
う
疎
外
の
概
念
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
疎
外
の

基
本
的
な
概
念
と
結
び
つ
い
て
、
そ
れ
が
、
資
本
の
蓄
積
が
自
己
目
的
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
だ
と
い
う
原
因
把
握
も
、
彼

非
常
に
単
純
化
さ
れ
た
表
現
で
は
あ
る
が
、
対
象
的
世
界
が
自
己
に
疎
遠
な
も
の
と
し
て
、
自
己
に
敵
対
し
た
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と

い
う
疎
外
の
基
本
的
な
概
念
は
正
し
く
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
彼
自
身
の
主
張
と
し
て
語
っ
た
と
き
に
は
次
の
よ
う
に
な

の
著
書
の
各
所
に
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

る
。

「
疎
外
と
は
、
人
間
が
自
分
じ
し
ん
を
例
外
者
と
し
て
経
験
す
る
経
験
様
式
を
意
味
す
る
。
人
間
が
自
分
じ
し
ん
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ

と
い
っ
て
も
い
い
。
人
間
は
自
分
じ
し
ん
を
、
世
界
の
中
心
だ
と
か
、
自
分
の
行
為
の
創
造
者
と
し
て
経
験
す
る
の
で
は
な
く
て
、
か
れ
の
行
為
と
、

そ
の
結
果
が
主
人
公
と
な
り
、
人
間
は
こ
れ
に
服
従
す
る
か
、
そ
れ
を
崇
拝
し
か
ね
な
い
こ
と
に
な
る
。
疎
外
さ
れ
た
人
間
は
、
他
人
と
だ
れ
と
も
直

接
ふ
れ
あ
わ
な
い
の
承
で
な
く
、
自
分
じ
し
ん
と
も
ふ
れ
あ
う
こ
と
が
な
い
。
か
れ
は
、
他
人
と
同
じ
よ
う
に
、
ふ
つ
う
の
意
味
と
、
常
識
を
も
つ
も

の
と
し
て
経
験
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
自
分
じ
し
ん
と
も
、
外
界
と
も
生
産
的
な
関
係
を
も
っ
て
い
な
い
。
」
（
２
）

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

五
四
，

人
、
及
び
彼
自
身
）
が
彼
に
と
っ
て
疎
遠
な
も
の
と
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
対
象
と
し
て
彼
の
上
に
、
彼
に
敵
対
し
て
立

っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
が
彼
自
身
の
創
造
物
で
あ
る
場
合
に
さ
え
そ
う
で
あ
る
。
疎
外
と
は
、
主
と
し
て
、
世
界
及
び
自
己
自
身
を
、
対
象
か
ら

切
り
離
さ
れ
た
主
体
と
し
て
受
身
的
に
、
受
動
的
に
、
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
（
１
）



こ
の
「
羊
と
し
て
の
本
性
」
と
「
人
間
と
し
て
の
本
性
」
の
並
存
を
、
彼
は
人
間
に
お
け
る
本
質
的
な
分
裂
・
矛
盾
と
考
え
て
い
る
よ

う
で
あ
る
ｂ
中
世
封
建
社
会
は
、
共
同
体
に
個
人
を
包
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
前
者
に
根
ざ
す
要
求
に
満
足
を
与
え
て
い
た
ｂ
こ
れ
に
対

し
て
、
近
代
社
会
は
各
個
人
を
独
立
し
た
主
体
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
は
後
者
に
根
ざ
す
要
求
を
満
足
さ
せ
る

た
め
の
ひ
と
つ
の
条
件
を
作
り
出
す
は
ず
の
も
の
で
あ
る
が
、
な
お
十
分
に
発
展
し
な
い
人
間
は
「
羊
と
し
て
の
本
性
」
を
捨
て
き
れ
な

い
。
そ
こ
で
自
然
及
び
社
会
（
な
い
し
は
人
間
）
と
自
己
を
結
び
つ
け
る
「
第
一
次
的
絆
」
を
う
し
な
っ
た
人
間
は
、
も
う
一
度
こ
の
自

由
を
捨
て
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
羊
と
し
て
の
本
性
」
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
孤
独
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
「
自
由
か

ら
の
逃
走
」
が
生
じ
る
の
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
形
態
と
し
て
「
権
威
主
義
」
、
「
破
壊
性
」
、
「
機
械
的
画
一
性
」
の
三
つ
を
あ
げ
る
の
で
あ

（
４
）

（
５
）

る
。
後
に
彼
は
、
疎
外
が
「
自
由
か
ら
の
逃
走
」
の
一
形
態
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
と
き
疎
外
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
の

は
主
と
し
て
「
機
械
的
画
一
性
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
『
自
由
か
ら
の
逃
走
」
の
中
で
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
の
特
殊
な
メ
ヵ
ー
ー
ズ
ム
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
大
部
分
の
正
常
な
ひ
と
ぴ
と
の
と
っ
て
い
る
解
決
方
法
で
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
個
人
が

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

五
五

こ
こ
で
は
彼
の
人
間
学
が
出
発
点
と
な
る
の
で
あ
る
。
彼
の
人
間
把
握
に
関
し
て
は
こ
れ
か
ら
も
何
回
か
た
ち
も
ど
っ
て
問
題
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
さ
し
当
り
批
判
を
抜
き
に
し
て
そ
の
典
型
的
な
叙
述
の
ひ
と
つ
を
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。

「
人
間
は
生
来
群
集
動
物
で
あ
る
。
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
の
行
動
は
、
指
導
者
に
従
お
う
と
す
る
本
能
的
衝
動
に
よ
っ
て
、
ま
た
自
分
の
ぐ
る
り
の
他
の

者
達
と
密
接
に
接
触
し
よ
う
と
す
る
本
能
的
衝
動
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
羊
で
あ
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
の
生
存
に
と
っ
て
も
っ
と
も
恐

ろ
し
い
事
は
、
群
と
の
接
触
が
絶
た
れ
、
孤
立
し
て
し
ま
う
事
で
あ
る
。
正
邪
、
真
偽
は
群
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
単
な
る
羊

で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
人
間
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
自
覚
を
も
ち
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
本
性
と
し
て
群
か
ら
独
立
し
て
い
る
理
性
を

も
つ
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
さ
ま
ざ
ま
の
行
動
は
、
真
理
が
他
の
者
達
に
も
共
有
さ
れ
る
か
さ
れ
な
い
か
に
か
か
わ
り
た
く
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考

の
結
論
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
」
（
３
）



そ
し
て
、
「
権
威
主
義
」
と
「
破
壊
性
」
が
ナ
チ
ズ
ム
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
し
た
の
に
対
し
、
「
機
械
的
画
一
性
」
こ
そ
が
現
在
の

「
わ
れ
わ
れ
の
文
化
」
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
た
ど
っ
て
来
る
と
明
ら
か
な
よ
う
に
、
フ
ロ
ム
が
具
体
的
に
疎
外
を
問
題
と
す
る
と
き
、
疎
外
は
、
す
で
に
資
本
主
義
社
会
に
で

は
な
く
、
そ
の
特
殊
二
十
世
紀
的
状
況
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
傾
向
が
強
ま
っ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
と
き
彼

が
疎
外
と
資
本
主
義
社
会
と
の
結
び
つ
き
と
い
う
基
本
的
な
概
念
規
定
の
す
べ
て
を
放
棄
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
十
九
世
紀

の
主
要
な
罪
が
搾
取
、
不
平
等
、
権
威
主
義
、
中
産
階
級
に
お
け
る
吝
音
や
自
己
本
位
の
個
人
主
義
等
に
求
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
一
一
十

世
紀
の
罪
は
放
任
主
義
に
よ
る
原
理
の
な
い
生
活
、
受
動
的
な
消
費
万
能
主
義
、
個
性
の
喪
失
、
自
分
自
身
を
商
品
化
す
る
態
度
、
ロ
ポ

（
７
）

シ
卜
化
等
々
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
彼
が
数
多
く
の
著
書
で
く
り
か
雲
Ｚ
し
批
判
す
る
の
は
、
自
分
自
身
を
商
品
化
す
る
態

度
す
な
わ
ち
『
市
場
的
構
え
」
ｌ
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
ｌ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
資
本
主
義
社
会
は
や
は
り

批
判
の
対
象
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
彼
が
資
本
主
義
社
会
の
一
一
十
世
紀
の
特
質
を
十
九
世
紀
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
き
、
独
占

と
い
う
構
造
的
な
変
化
を
無
視
し
て
、
現
象
形
態
の
比
較
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
や
は
り
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
る
ほ

ど
彼
は
資
本
の
集
中
に
つ
い
て
述
べ
は
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
自
営
業
者
が
減
少
し
て
新
中
流
階
級
が
増
大
し
た
と
い
う
事
実
を
述
べ

る
た
め
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
、
特
殊
二
十
世
紀
的
状
況
は
手
や
頭
脳
を
も
っ
て
す
る
労
働
が
機
械
に
よ
っ
て
お
き
か
え
ら
れ
る
こ
と
、

マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ー
ー
ヶ
ー
シ
ョ
ン
の
普
及
、
「
生
産
の
奇
蹟
」
に
よ
る
大
量
消
費
と
自
由
時
間
の
増
大
、
あ
る
い
は
ま
た
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

五
六

自
分
自
身
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
は
文
化
的
な
鋳
型
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
る
．
〈
１
ス
ナ
リ
テ
イ
を
、
完
全
に
受
け
い

れ
る
。
そ
し
て
他
の
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
な
、
ま
た
他
の
ひ
と
び
と
が
か
れ
に
期
待
す
る
よ
う
な
状
態
に
な
り
き
っ
て
し
ま

う
。
「
私
」
と
外
界
と
の
矛
盾
は
消
失
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
孤
独
や
無
力
を
恐
れ
る
意
識
も
消
え
る
。
」
（
６
）

「



塵

こ
の
傾
向
は
、
フ
ロ
ム
が
主
と
し
て
疎
外
の
心
理
的
メ
カ
ー
ー
ズ
ム
を
追
求
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
倍
加
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

彼
が
、
疎
外
を
偶
像
崇
拝
と
同
一
の
現
象
と
し
て
説
明
す
る
場
合
に
’
そ
し
て
こ
の
把
握
は
彼
に
お
い
て
終
始
か
わ
ら
な
い
の
だ
が
１

１
も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
マ
ル
ク
ス
も
、
『
資
本
論
』
に
お
い
て
、
商
品
の
分
析
の
中
で
物
神
崇
拝
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
初
期
の
疎
外
の
概
念
を
発
展
さ
せ
た
考
え
方
で
も
あ
る
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
が
そ
れ
を
し
た
の
は
、
商
品
の
分

析
の
中
で
だ
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
商
品
と
は
人
間
の
あ
る
社
会
関
係
の
一
表
現
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
生
じ
る
物
神
崇
拝
は
社

会
関
係
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
分
析
を
通
じ
て
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
心
理
的
メ
ヵ
ー
ー
ズ
ム
を
問
題
と
す
る
フ
ロ
ム
は
、
こ
こ
か
ら
、
商
品
と
い
う
「
物
」
と
人
間
と
の
関
係
を
、
切
り
離
し
て
と
り
出
し

て
来
る
。
次
に
は
こ
れ
が
普
遍
化
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
一
方
で
は
、
物
が
す
べ
て
自
立
化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
自
立

化
を
も
た
ら
す
社
会
関
係
が
問
わ
れ
な
い
ま
ま
に
物
対
人
間
、
な
い
し
は
物
対
自
我
と
い
う
形
で
問
題
が
追
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他

方
で
は
、
一
切
の
崇
拝
が
偶
像
崇
拝
と
し
て
、
そ
れ
故
疎
外
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。

す
る
傾
向
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

市
場
の
成
立
等
々
個
々
ば
ら
ば
ら
に
切
り
離
さ
れ
た
現
象
と
し
て
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
は
ど
う
し
て
も
機

械
、
組
織
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
が
こ
の
特
質
を
生
み
出
す
原
因
と
し
て
浮
び
あ
が
っ
て
来
ざ
る
を
え
な
い
。
疎
外
を
特
殊

一
一
十
世
紀
的
状
況
と
し
て
と
ら
え
る
考
え
方
は
、
そ
れ
を
機
械
等
々
に
結
び
つ
け
る
考
え
方
に
通
じ
、
と
も
す
れ
ば
物
が
ひ
と
り
立
ち
を

「
す
べ
て
こ
う
い
う
現
象
ｌ
い
ろ
い
ろ
な
偶
像
崇
拝
、
神
の
偶
像
崇
拝
、
人
間
に
た
い
ず
ろ
偶
像
崇
拝
的
な
愛
情
、
政
治
的
指
導
者
や
国
家
の
崇

拝
へ
お
よ
び
非
合
理
的
な
情
熱
の
外
在
化
と
し
て
の
偶
像
的
な
崇
拝
１
１
の
す
べ
て
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
・
こ
れ
ら
が
疎
外
の
過
程
で
あ
る
こ
と
だ
。

じ
じ
つ
人
間
は
自
分
じ
し
ん
を
自
分
の
力
や
豊
か
さ
の
活
動
的
な
担
い
手
と
し
て
経
験
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
生
き
生
き
し
た
本
質
を
投
射
し

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

五
七



Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

五
八

た
、
か
れ
の
外
部
の
力
に
依
存
す
る
貧
し
い
「
物
体
」
だ
と
自
分
を
感
ず
る
。
」
（
８
）

た
し
か
に
、
例
え
ば
国
家
は
、
わ
れ
わ
れ
が
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
し
、
現
在
自
立
的
な
「
物
」
と
し
て
わ
れ
わ
れ
を
支
配
し
て
い
る

し
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
疎
外
を
見
出
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
階
級
社
会
に
お
い
て
国
家
が
被
支
配
階
級
か
ら
切
り
離
さ
れ

た
公
権
力
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
こ
そ
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
が
国
家
崇
拝
を
生
み
出
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な

い
．
そ
れ
故
、
も
し
そ
こ
に
完
全
な
民
主
主
義
が
保
証
さ
れ
た
な
ら
ば
Ｉ
と
は
い
っ
て
も
こ
れ
は
無
階
級
社
会
を
、
し
た
が
っ
て
国
家

の
消
滅
を
予
想
さ
せ
る
の
だ
が
ｌ
国
家
と
人
間
の
こ
の
よ
う
な
関
係
は
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
．

フ
ロ
ム
は
、
資
本
主
義
社
会
に
普
遍
的
な
現
象
と
し
て
疎
外
の
基
本
形
態
を
と
ら
え
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
そ
れ
が
人
間
に
及

ぼ
す
影
響
を
、
つ
ま
り
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
問
題
と
し
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
過
程
で
彼
は
と
も
す
れ
ば
こ
の
前
提
を
見

う
し
な
う
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
こ
の
過
程
は
逆
転
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
な
い
し
は
世
界
に
対
す
る
人
間
の
心
の
も
ち
方
が
疎
外

を
生
み
出
す
の
だ
と
い
う
論
理
に
お
ち
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
資
本
主
義
社
会
に
本
質
的
な
疎
外
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
っ
て
あ

ら
わ
れ
る
と
い
う
理
解
で
は
な
く
、
こ
の
社
会
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
と
の
関
連
に
お
い
て
疎
外
が
生
れ
る
と
い
う
理
解
が
生
じ
る
こ
と

に
な
る
。
疎
外
は
個
々
ば
ら
ば
ら
に
切
り
離
さ
れ
た
現
象
と
な
り
、
そ
の
解
決
は
心
の
も
ち
方
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
傾
向

は
、
フ
ロ
ム
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
と
い
う
よ
り
は
も
っ
と
激
し
い
頻
度
で
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
最
も
極
端
な
例
を
ひ
と
つ
あ
げ
よ
う
。
先
の
引
用
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
フ
ロ
ム
に
と
っ
て
、
疎
外
の
克
服
は
、
人
間
が
外
部
の

存
在
に
投
射
し
た
と
こ
ろ
の
「
生
き
生
き
し
た
本
質
」
を
自
己
の
う
ち
に
と
り
も
ど
す
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
生
き
生

き
し
た
本
質
」
を
と
り
も
ど
す
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
全
人
」
の
概
念
が
登
場
す
る
。
そ
れ
は
、
フ
ロ
イ
ド
の
精
神
構
造
の
概
念
を
受
け

つ
い
で
そ
の
対
極
に
立
て
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
フ
ロ
イ
ド
の
い
う
自
我
が
、
社
会
的
に
限
ら
れ
た
範
囲
で
し
か
感
じ
、
考
え
、



行
動
し
え
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
こ
と
ば
の
疎
外
」
と
い
う
問
藝
題
も
論
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
ゴ
ム
ま

り
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
ま
だ
そ
の
こ
と
ば
を
知
ら
な
い
幼
児
が
ゴ
ム
ま
り
に
対
し
て
も
つ
こ
と
の
で
き
た
生
き
生
き
と
し
た
感
動
を
一
示

し
え
な
い
・
お
と
な
が
、
「
ゴ
ム
ま
り
」
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
そ
の
概
念
を
頭
に
え
が
く
と
き
、
す
で
に
こ
の
幼
児
の
感
動
は
彼
か

ら
疎
外
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
社
会
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
自
我
は
、
あ
る
限
ら
れ
た
感
情
を
し
か
と
ら
え
え
な
い
。
幼
児
の

感
動
を
と
り
も
ど
す
ｌ
そ
れ
こ
そ
が
『
生
き
生
き
し
た
本
質
」
を
と
り
も
ど
す
こ
と
な
の
だ
が
Ｉ
た
め
に
は
、
無
意
識
の
領
域
を
意

識
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
「
全
人
」
の
回
復
で
あ
り
、
そ
し
て
疎
外
か
ら
の
回
復
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
彼
は
禅
ｌ
そ
れ
は
う
直
ム
に
と
っ
て
、
自
我
を
棄
て
去
り
、
『
全
人
』
的
に
感
じ
、
考
え
る
た
め
の
一
方
法

で
あ
る
Ｉ
に
対
し
て
も
強
い
興
味
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
疎
外
か
ら
の
回
復
が
論
じ
ら
れ
る
と
き
、
彼
が
完
全
な
観

念
論
に
顛
落
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
今
さ
ら
指
摘
す
る
必
要
も
な
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
フ
ロ
ム
の
疎
外
概
念
に
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
理
解
と
観
念
論
と
が
い
り
ま
じ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、
後
に
述

べ
る
よ
う
に
疎
外
か
ら
の
回
復
へ
の
現
実
的
な
道
を
見
う
し
な
わ
せ
、
理
想
を
単
な
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
た
ら
し
め
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
疎
外
の
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
問
題
と
す
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
な
お
八
今
し
ば
ら
く
彼
に
つ
い
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
彼
が
疎
外
に
対
す
る
人
間
の
抵
抗
を
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
と
き
、
観
念
論
的
表
現
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
は
多
く
の
示
唆

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

五
九

「
〃
無
意
識
的
な
る
も
の
が
意
識
的
に
な
る
〃
こ
と
は
抑
圧
と
私
自
身
か
ら
の
疎
外
を
、
従
っ
て
他
人
か
ら
の
疎
外
を
克
服
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

…
。
そ
れ
は
創
造
的
知
的
思
考
と
直
観
的
直
接
的
把
握
の
双
方
の
根
源
に
あ
る
と
こ
ろ
の
真
の
覚
醒
で
あ
る
。
…
・
・
・
。
結
局
、
無
意
識
的
な
も
の
を
意

識
的
に
す
る
こ
と
は
真
実
に
生
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
現
実
は
疎
外
さ
れ
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。
私
は
現
実
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
。
現

実
を
あ
る
が
ま
ま
な
ら
し
め
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
の
そ
れ
に
対
す
る
反
応
は
、
〃
真
実
〃
で
あ
る
。
」
（
９
）



る
。

ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
間
の
内
部
に
、
疎
外
を
肯
定
的
に
受
け
入
れ
る
要
因
と
否
定
す
る
要
因
と
が
共
に
存
在
し
闘
い
合
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
、
そ
の
闘
い
と
社
会
と
の
関
連
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
課
題
で
も
あ
る
か
ら
で
あ

０

が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
同
国
・
与
甸
８
日
目
冨
冨
“
貝
、
の
Ｐ

（
２
）
Ｅ
・
フ
ロ
ム
、
加
藤
・
佐
瀬
訳

（
３
）
Ｅ
・
フ
ロ
ム
、
谷
口
・
早
坂
訳

（
４
）
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
第
五
章
。

「
…
…
人
間
は
そ
の
社
会
集
団
か
ら
完
全
に
孤
立
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
自
分
の
内
部
に
あ
り
、
そ
の
意
識
と
理
性
に

よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
人
間
性
か
ら
孤
立
し
た
存
在
と
な
る
こ
と
を
も
恐
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
社
会
の
全
体
が
非
人
間
的
な
行
動
規
準

を
と
っ
た
と
し
て
も
、
完
全
に
非
人
間
的
と
な
る
の
は
恐
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
社
会
が
人
間
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
個
人
が
、
社
会
か
ら
の
孤
立

化
か
、
人
間
性
か
ら
の
孤
立
化
か
、
を
選
ぶ
必
要
が
少
な
く
な
る
。
社
会
の
目
標
と
人
間
性
の
目
標
と
の
あ
い
だ
の
葛
藤
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ

ど
、
個
人
は
こ
の
危
険
な
対
立
の
あ
い
だ
で
ひ
き
さ
か
れ
悩
む
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ひ
と
が
、
自
己
の
英
知
と
精
神
を
発
展
さ
せ
、
人
間
性
と
の
結
束

を
深
め
る
ほ
ど
、
社
会
的
追
放
に
耐
え
う
る
よ
う
に
な
る
し
、
そ
の
逆
も
ま
た
真
で
あ
る
。
自
己
の
良
心
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
は
、
そ
の
ひ
と
が

ど
れ
だ
け
自
分
の
属
す
る
社
会
の
限
界
を
超
越
し
、
世
界
市
民
と
な
り
う
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
」
（
、
）

由
』
（
創
元
社
一
九
五
五
）
に
も
見
儘

（
８
）
『
正
気
の
社
会
』
一
四
六
ペ
ー
ジ
。

（
５
）
『
正
気
の
社
会
」
序
文
。

（
６
）
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
一

（
７
）
「
医
学
と
現
代
人
の
倫
理
』
（
『
革
命
的
人
間
」
所
載
）
。
な
お
同
じ
と
ら
え
方
は
『
正
気
の
社
会
』
や
谷
口
・
早
坂
訳
『
人
間
に
お
け
る
自

由
」
（
創
元
社
一
九
五
五
）
に
も
見
ら
れ
る
。

Ｅ

フ

ム

の

;１１
論

一
員
冨
幽
風
、
０
８
局
目
・
｛
言
員
．
ｚ
の
葛
昂
）
烏
》
甸
局
』
の
号
ゲ
ロ
温
周
甸
巨
匡
暮
目
、
Ｃ
〕
・
巴
二
・
℃
・
産

加
藤
・
佐
瀬
訳
『
正
気
の
社
会
』
（
社
会
思
想
社
一
九
五
八
）
一
四
一
一
ペ
ー
ジ
。

谷
口
・
早
坂
訳
「
精
神
分
析
と
宗
教
』
（
創
元
社
一
九
五
一
一
一
）
七
二
ペ
ー
ジ
。

一
一
○
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

六
○



こ
の
よ
う
に
、
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
問
題
と
さ
れ
る
と
き
、
疎
外
は
。
ハ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
深
く
か
か
わ
っ
た
も
の
と
な
る
。
フ
ロ
ム

は
疎
外
の
概
念
を
分
析
の
中
心
に
置
く
に
際
し
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て
疎
外
は
現
代
の
社
会
的
性
格
の
一
様
相
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
社
会
的
性
格
と
は
何
か
。

社会的性格の概念は、『自由からの逃走』以来、フロムが一貫して維持し、使用しつづけている概念である。それ
は、「同じ文化の大部分の成員が共有している性格構造の核心」と定義される。しかし、それは必ずしも平均的。ハー
ソナリテイあるいは最頻的性格というような統計学的な概念ではない。例えば『自由からの逃走』の中で、具体的に
彼がそれを描き出す過程を見ると？むしろウェーバーの理念型に近いものであるということができよう。すなわち、
彼は、それぞれの社会がその「一連の客観的条件に必要な仕方で組み立てられて、運営されている」という。この客

．
｝
ハ
ー

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

「つぎの分析でわたくしは、主な論点として、疎外という概念をえらび、そこから現代の社会的性格の分析を展開していくつも
りである。その一つの理由は、わたくしにはこの概念が、現代のパーソナリティーのもっとも深い面に触れるように思われるか
らであり、もう一つの理由は、現代の社会経済的構造と、普通の個人の性格構造との相互作用に関心をもつのが、もっとも適切
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
（
１
）

（
９
）
Ｅ
・
フ
ロ
ム
『
粍
楓
分
擶
と
粗
〃

（
、
）
『
疑
惑
と
行
動
』
一
五
四
ペ
ー
ジ
。

３

『精神分析と禅仏教』（Ｅ・フロム編、小堀他訳「禅と精神分析」創元新社一九六○所載）一一一一○ページ。

●

〆

一一--」



Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

一ハーー

観
的
条
件
と
は
「
社
会
が
持
つ
原
料
や
工
業
技
術
や
気
候
や
人
口
量
や
政
治
的
地
理
的
要
素
や
、
文
化
的
影
響
に
も
と
づ
く
生
産
の
方
法

を
含
め
た
も
の
」
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
社
会
構
造
が
形
づ
く
ら
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
は
こ
の
構
造
の
枠
組
の
中

で
運
営
さ
れ
る
。
こ
の
構
造
は
歴
史
的
に
変
化
す
る
け
れ
ど
も
、
｜
定
の
歴
史
的
時
点
で
は
固
定
的
で
あ
り
、
そ
こ
で
社
会
の
成
員
は
、

そ
の
階
級
や
地
位
に
応
じ
て
こ
の
構
造
が
要
求
し
て
い
る
機
能
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
２
）

こ
う
し
て
、
社
会
が
比
較
的
安
定
し
て
い
る
と
い
う
条
件
の
９
℃
と
で
は
、
社
会
的
性
格
は
安
定
的
機
能
を
果
す
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
フ
ロ
ム
に
お
い
て
、
社
会
的
性
格
は
社
会
構
造
と
の
関
連
で
と
ら
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
構
造
に
よ
っ
て
要
請
さ

れ
る
性
格
で
あ
る
・
そ
の
意
味
で
、
「
社
会
構
造
ｌ
社
会
的
性
格
」
と
い
う
関
係
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
「
土
台
ｌ
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
」
と
い
う
関
係
と
近
親
性
を
も
っ
て
い
る
。
事
実
彼
は
、
社
会
的
性
格
の
概
念
は
、
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
明
ら
か
に
し
残

し
た
問
題
、
す
な
わ
ち
、
「
経
済
的
基
礎
が
ど
の
よ
う
に
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
上
部
構
造
に
変
換
さ
れ
る
か
」
の
問
題
を
明
ら
か
に

す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
経
済
的
基
礎
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
結
び
つ
け
る
媒
介
項
で
あ
り
、
こ
の
媒
介
項
を
通
し

て
両
者
が
相
互
に
作
用
し
合
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
う
考
え
な
が
ら
、
一
方
、
フ
ロ
ム
は
、
経
済
的
構
造
が
、
唯
一

の
、
も
し
く
は
も
っ
と
も
強
力
な
決
定
因
だ
と
す
る
考
え
方
に
は
反
対
す
る
。
そ
の
他
に
、
人
間
の
生
理
的
及
び
心
理
的
特
性
が
考
え
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
い
、
あ
る
い
は
ま
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
い
し
文
化
が
社
会
的
性
格
の
形
成
に
果
す
役
割
が
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な

「
社
会
の
成
員
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
形
づ
く
る
の
は
、
社
会
的
性
格
の
働
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
社
会
の
成
員
の
行
動
は
社
会
の
型
に
し

た
が
う
べ
き
か
ど
う
か
を
、
意
識
的
に
決
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
振
舞
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
振
舞
お
う
と
し
、
し
か
も
同
時
に
、
文
化
の
要

求
に
合
っ
た
振
舞
い
に
満
足
を
設
い
だ
す
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
特
定
の
社
会
の
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
こ
の
社
会
が
持
続
し
て
働

く
よ
う
に
型
に
は
め
動
か
す
の
は
、
社
会
的
性
格
の
働
き
な
の
で
あ
る
。
」



らないともい宛』これらの主張は、そのひとつひとつをとりあげてみると、決してマルクスの主張に反するものでは
ない・マルクスもまたそのような要因の重要さを認めているからである。しかし、これらの要因群がただ無原則に並
列されるとき、多元論が復活されるのはいうまでもないことである。ひとつひとつをとりあげる限りでは正当なフロ
ムの主張が、全体として総合的にみるとこの傾向を強くもっているという事実は否定しえない。「社会構造」という
概念は、このような多元論の上に形成された概念なのである。したがって彼の社会的性格という概念には、社会のあ
らゆる要因がかなり無原則に流れ込むことになる。実際には、社会のあらゆる要因は相互に関連し合っているから、
このような多元論的立場でさえも、ある一時期のある一地域の分析においてはかなり説得的な成果を得ることはでき
る。とりわけ、図式をあてはめるだけのラフな「マルクス主義的」分析にくらべればそうである。この意味で、『自
由からの逃走』における彼のナチズム分析の輝やかしさと、一定の成果とをわれわれは否定しえない。しかし、にも

「かかわらず、この立場は歴史全体の把握を不可能にするものだということはやはり批判されねばならないであろう。
社会的性格の概念は、その位置づけを含めて、なお検討を要するものであることはいうまでもないことである。後に
彼は八同じく社会構造の要請から、社会成員がともに抑圧しているところの「社会的無意識」という概念を提起しへ

（
４
）

それを社会的性格と同じ位置づけのもとでとらえているが、この概念にも同様のことがいえよう。
しかし、さし当りここでわれわれにとって重要なのは、社会的性格という概念の批判ではなく、この概念を形成す
るに際してのフロムの問題意識である。最初に述べたように、彼が社会的性格という概念に至りつくのは、ドイツの

・労働者や勤め人がはたして本当にナチズムに対して闘うであろうかという問題が出発点であった。『自由からの逃走』
では、なぜ人々がナチズムを心から支持するというような非合理的な事件がおこりえたのかが問題であった。このよ

一ハーニ
Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論



そ
の
と
き
、
彼
に
と
っ
て
導
き
の
糸
と
な
る
の
は
フ
ロ
イ
ド
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ロ
イ
ド
は
行
動
の
背
後
に
あ
る
衝
動
体
系
を
性

格
と
名
づ
け
、
こ
の
性
格
の
特
徴
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
動
の
特
徴
を
も
た
ら
す
と
と
ら
え
て
い
た
・
そ
れ
は
リ
ピ
ド
１
と
呼
ば
れ
る
性
的

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
表
現
さ
れ
る
道
す
じ
で
あ
り
型
で
あ
っ
た
。
フ
ロ
ム
は
、
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
リ
ビ
ド
ー
に
求
め
た
と
い
う
点
で
フ
ロ

ィ
ド
の
歴
史
的
．
階
級
的
限
界
’
二
十
世
紀
初
期
に
お
け
る
西
欧
の
中
産
階
級
と
し
て
の
限
界
ｌ
を
批
判
し
つ
つ
も
、
『
性
格
の
力

動
概
念
」
と
呼
ぶ
こ
の
考
え
方
は
受
け
継
ぐ
の
で
あ
る
。
彼
が
、
マ
ル
ク
ス
を
借
り
つ
つ
フ
ロ
イ
ド
に
対
し
て
な
す
訂
正
は
、
個
人
で
は

な
く
あ
る
社
会
の
全
成
員
な
い
し
は
集
団
を
問
題
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
リ
ビ
ド
ー
に
か
え
て
「
人
間
の
可
能
性
」
を
お
き
、
抑
圧
の
要

因
を
社
会
に
、
と
り
わ
け
階
級
社
会
に
、
求
め
る
こ
と
、
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
も
ち
、
そ
の
可
能
性
を
発

展
さ
せ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
社
会
構
造
は
そ
の
存
続
に
と
っ
て
不
都
合
な
可
能
性
を
抑
圧
さ

せ
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
っ
ぱ
ら
あ
る
道
す
じ
を
通
し
て
発
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
道
す
じ
が
社
会
的
性
格
な
の
で
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
人
間
を
し
て
「
文
化
の
要
求
に
合
っ
た
振
舞
い
に
満
足
を
み
い
だ
」
さ
し
め
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
行
動

は
こ
の
よ
う
な
性
格
構
造
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
の
み
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
性
格
構
造
に
根
ざ
さ
な
い
思
想
は
無
力
で
あ
る
。

「
一
つ
の
意
見
に
過
ぎ
な
い
か
ら
っ
ぽ
の
貝
殻
の
よ
う
な
思
想
も
あ
る
。
そ
れ
が
意
見
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
、
人
々
が
容
易
に
受
け

入
れ
た
り
、
ま
た
公
衆
の
意
見
が
変
わ
れ
ば
容
易
に
捨
て
去
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
な
そ
の
文
化
の
思
考
の
型
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
そ

の人の感情や真の確信の表現であるような思想がある。この場合思想はその人の全人格に発するものであり、そして感情母胎
行曰昌日巨目四国Ｈ）をもっている。このようにして発し来る思想の糸が実際にその人の行為を決定するのである。」
「
観
念
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
人
の
性
格
構
造
に
基
づ
い
て
い
る
時
に
の
承
強
力
な
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
観
念
も
そ
の
感
情
母
胎
よ
り
強
く
は
な

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論
』

う
に
、
彼
に
と
っ
て
は
、
常
に
、

た
。

六
四

人
間
を
行
動
に
立
ち
あ
が
ら
せ
る
ｌ
な
い
し
は
行
動
に
か
り
立
て
る
ｌ
内
的
な
力
が
問
題
で
あ
っ



い
◎
」
（
５
）

そ
れ
故
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
社
会
的
性
格
と
結
び
つ
い
た
場
合
に
の
み
、
現
実
的
な
力
と
な
る
の
で
あ
る
。

フ
ロ
ム
に
と
っ
て
、
疎
外
が
社
会
的
性
格
の
一
様
相
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
以
上
の
よ
う
な
文
脈
の
も
と
で
考
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
疎
外
の
本
質
論
と
は
別
に
、
彼
に
と
っ
て
常
に
問
題
と
な
り
つ
づ
け
る
の
は
、
疎
外
を
も

た
ら
す
社
会
に
お
い
て
人
間
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
、
そ
の
こ
と
が
疎
外
を
も
た
ら
す
社
会
の
存
続
に
い
か

に
役
立
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
観
点
か
ら
、
「
自
由
か
ら
の
逃
走
』
で
は
「
機
械
的
画
一
性
」
が
問
題
と
さ
れ
た
。
『
人

間
に
お
け
る
自
由
」
で
は
「
非
生
産
的
構
え
」
の
総
称
の
も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
疎
外
の
概
念
と
結
び
つ
く
「
受
容
的
構
え
ｌ
マ
ゾ
ヒ

ズ
ム
的
性
格
」
、
『
搾
取
的
構
え
ｌ
サ
デ
ィ
ズ
ム
的
性
格
」
、
『
貯
蔵
的
構
え
ｌ
破
壊
的
性
格
』
、
『
市
場
的
構
え
ｌ
無
関
心
的
性
格
」

が
分
類
さ
れ
た
が
、
後
に
彼
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
う
ち
で
は
「
市
場
的
構
え
」
が
現
代
の
疎
外
と
最
も
深
く
か
か
わ
る
も
の
で

（
６
）

あ
っ
た
。
こ
の
「
市
場
的
構
え
」
に
対
す
る
批
判
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
同
調
性
や
依
存
性
、
更
に
は
公
明
正
大
と
い
う
倫
理
に
対
す
る
批

判
は
、
こ
れ
以
後
フ
ロ
ム
に
お
い
て
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
を
な
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
ひ
と
つ
だ
け
例
を
あ
げ
よ
う
。

「
…
…
わ
れ
わ
れ
の
関
係
を
決
定
す
る
の
は
、
現
実
に
は
、
い
ち
ば
ん
よ
い
時
で
、
・
公
明
正
大
で
あ
り
フ
ェ
ア
ー
で
あ
る
と
い
う
原
則
に
よ
っ
て
で
あ

る
。
公
明
正
大
の
意
味
は
商
品
や
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
交
換
、
感
情
の
交
換
に
あ
た
っ
て
詐
欺
や
悪
だ
く
承
を
用
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
愛
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
が
、
商
品
に
つ
い
て
へ
君
が
く
れ
る
分
に
ひ
き
あ
う
だ
け
や
ろ
う
ｖ
と
い
う
の
が
、
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
ゆ

き
わ
た
っ
た
論
理
的
な
格
言
な
の
で
あ
る
。
公
明
正
大
と
い
う
倫
理
を
発
達
せ
し
め
た
こ
と
は
、
資
本
主
義
社
会
に
し
て
な
し
う
る
倫
理
的
な
貢
献
で

あ
る
と
い
う
こ
と
さ
え
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
７
）

こ
の
引
用
か
ら
も
、
現
代
日
本
に
お
い
て
、
例
え
ば
労
働
災
害
の
よ
う
な
い
ち
じ
る
し
い
不
正
が
見
す
ご
さ
れ
な
が
ら
、
汚
職
や
選
挙
違

反
に
対
し
て
だ
け
批
判
の
世
論
が
集
中
す
る
の
は
何
故
か
を
理
解
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
示
唆
は
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論
「

六
五



Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

一ハーハ

し
か
し
、
フ
ロ
ム
に
よ
る
疎
外
さ
れ
だ
人
間
の
社
会
的
性
格
の
こ
の
よ
う
な
描
写
は
全
体
と
し
て
い
え
ば
陳
腐
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ

っ
と
注
意
深
い
人
間
な
ら
誰
で
も
気
づ
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
者
に
よ
っ
て
く
り
か
え
さ
れ
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ

の
限
り
で
い
え
ば
、
『
菊
と
刀
』
に
示
さ
れ
る
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
文
化
型
の
描
写
の
方
が
よ
り
新
鮮
で
あ
る
し
、
「
孤
独
な
群
衆
』
に
お

け
る
リ
ー
ス
マ
ン
の
社
会
的
性
格
描
写
は
同
列
に
並
ぶ
も
の
と
い
え
よ
う
。
重
要
な
の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
社

会
的
性
格
に
与
え
て
い
る
重
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
が
運
動
１
１
と
い
っ
て
も
、
多
く
の
場
合
そ
れ
は
行
動
に
解
消
さ
れ
る
傾
向
が
強

い
の
だ
が
ｌ
と
の
結
び
つ
き
の
も
と
で
そ
れ
を
考
え
、
さ
ま
ざ
ま
の
社
会
的
性
格
が
運
動
に
及
ぼ
す
決
定
的
な
影
響
を
問
題
と
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
直
接
に
は
疎
外
と
い
う
概
念
を
意
識
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
故
彼
に
と
っ
て
は
疎
外
現
象
の
描
写
で
は
な
か
っ
た
に
し
て

も
、
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
に
お
け
る
描
写
が
生
き
生
き
と
し
て
い
る
こ
と
の
主
要
な
秘
密
は
、
こ
こ
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
同
様

に
、
彼
が
次
の
よ
う
に
い
う
と
き
、
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
重
要
な
示
唆
を
見
出
し
う
る
の
で
あ
る
。

現
代
日
本
に
関
し
て
い
え
ば
「
鉄
鎖
を
は
め
ら
れ
て
い
た
と
き
生
じ
た
、
あ
ら
ゆ
る
不
合
理
な
欲
求
や
満
足
」
は
、
あ
る
い
は
「
せ
つ

な
的
享
楽
」
と
し
て
へ
あ
る
い
は
「
片
隅
の
幸
福
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
フ
ロ
ム
の
こ
と
ば
を
使
え
ば
、
現
代
日
本
に
お

け
る
ひ
と
つ
の
社
会
的
性
格
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
重
み
を
か
み
し
め
つ
つ
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
打
ち
こ
わ
し
、
そ
こ
か
ら
運
動

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ど
う
引
き
出
す
か
を
考
え
る
こ
と
、
こ
こ
に
現
代
の
運
動
の
課
題
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま

注
（
１
）
「
正
気
の
社
会
」
一
一
一
三
ペ
ー
ジ
。

「
労
働
者
は
「
鉄
鎖
の
ほ
か
に
失
な
う
べ
き
も
の
を
も
た
な
い
」
と
い
う
共
産
党
宣
言
の
終
り
の
有
名
な
叙
述
に
は
、
は
な
は
だ
し
い
心
理
学
的
な
誤

り
が
含
ま
れ
て
い
る
。
鉄
鎖
と
と
も
に
、
か
れ
ら
は
、
鉄
鎖
を
は
め
ら
れ
て
い
た
と
き
に
生
じ
た
、
あ
ら
ゆ
る
不
合
理
な
欲
求
や
満
足
を
も
失
な
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
十
八
世
紀
の
素
朴
な
楽
観
主
義
を
超
越
し
て
い
な
か
っ
た
。
」
（
８
）

■



し
か
し
な
が
ら
、
実
は
、
運
動
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
、
フ
ロ
ム
の
限
界
も
ま
た
非
常
に
明
瞭
な
も
の
と
な
る
。

彼が他の多くのアメリカの社会学者とは異り、現代社会に対して批判的であることはすでに述べた。彼は疎外状況
を
、
個
人
の
不
適
応
と
し
て
で
は
な
く
、
現
代
社
会
全
体
の
病
理
現
象
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
「
正
気
の
社
会
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
の

よ
う
な
狂
っ
た
社
会
の
対
概
念
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
現
代
社
会
批
判
を
す
す
め
る
に
際
し
て
は
、
彼
は
、
基
本
的
に
は

マルクスの資本主義社会批判にしたがっている。彼が対概念として描き出す「正気の社会」は、マルクスの社会主義
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
の
あ
る
側
面
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。

フ
ロ
ム
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
著
書
に
お
い
て
、
彼
が
理
想
と
す
る
「
正
気
の
社
会
」
の
姿
を
描
き
出
す
。
彼
の
こ
と
ば
に
従
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
も
ま
た
そ
の
姿
を
描
き
出
し
て
み
よ
う
・

疎外からの解放がライトモチーフであるともいえる彼にとって、「正気の社会」とはそれが実現された社会でなけ
六
七

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

『
正
気
の
社
会
』
第
五
章
、
「
疑
惑
と
行
動
』
第
八
章
。
引
用
は
前
書
一
○
一
ペ
ー
ジ
。

同
前

『
疑
惑
と
行
動
』
第
九
章
。

『
精
神
分
析
と
宗
教
」
七
四
ペ
ー
ジ
及
び
七
五
’
六
ペ
ー
ジ
。

『
人
間
に
お
け
る
自
由
』
第
三
章
、
及
び
「
正
気
の
社
会
』
ニ
ハ
五
ペ
ー
ジ
注
。

Ｅ
・
フ
ロ
ム
、
懸
田
訳
『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
（
紀
伊
国
屋
書
店
一
九
五
九
）
一
八
一
一
丁
四
ペ
ー
ジ
。

『
正
気
の
社
会
』
一
一
九
七
ペ
ー
ジ
。

４



Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

六
八

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
疎
外
さ
れ
て
い
な
い
人
間
と
は
い
か
な
る
存
在
か
と
い
う
こ
と
が
出
発
点
と
な
る
。
彼
は
そ
れ
を
「
最
良

の
状
態
ニ
ョ
皇
‐
ず
の
旨
、
」
と
い
う
こ
と
ば
で
定
義
す
る
。

こ
の
叙
述
に
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
自
我
の
概
念
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
問
題
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、

疎
外
が
一
般
化
し
て
い
る
現
代
社
会
に
お
い
て
は
こ
の
「
最
良
の
状
態
」
は
一
般
的
に
は
実
現
さ
れ
え
な
い
。
そ
れ
は
社
会
全
体
が
狂
っ

て
い
る
と
と
ら
え
る
フ
ロ
ム
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
疎
外
を
も
た
ら
す
社
会
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
正
気
の
社
会
」

「
最
良
の
状
態
と
は
、
理
性
が
十
分
な
発
達
に
お
い
て
到
達
さ
れ
る
状
態
で
あ
る
。
そ
の
理
性
は
単
な
る
知
的
判
断
の
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
て

（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
）
〃
物
を
あ
り
の
ま
ま
〃
に
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
真
理
を
把
握
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
最
良

の
状
態
は
、
人
が
そ
の
自
己
愛
を
克
服
し
た
程
度
に
応
じ
て
、
人
が
（
禅
の
意
味
に
お
い
て
）
開
か
れ
、
反
応
的
と
な
り
、
感
受
的
に
な
り
、
覚
醒

し
、
空
虚
に
な
る
程
度
に
お
い
て
の
承
可
能
で
あ
る
。
最
良
の
状
態
と
い
う
の
は
、
人
間
と
自
然
に
対
し
て
情
意
的
に
十
分
に
関
係
づ
け
ら
れ
、
分
離

と
疎
外
と
を
克
服
し
、
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
も
の
と
一
つ
に
な
る
経
験
に
到
達
し
、
し
か
も
私
自
身
を
同
時
に
分
離
し
た
存
在
、
私
と
し
て

分
割
さ
れ
ぬ
も
の
、
す
な
わ
ち
個
人
と
し
て
経
験
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
最
良
の
状
態
と
は
十
分
に
生
ま
れ
る
こ
と
、
人
が
潜
在
的
に
あ
る

と
こ
ろ
の
も
の
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
喜
び
や
悲
し
ふ
に
対
す
る
十
分
な
能
力
を
持
つ
こ
と
、
一
一
冒
葉
を
換
え
て
い
え
ば
、
通
常
の
人
間
が

生
き
て
い
る
半
睡
状
態
か
ら
覚
醒
し
て
十
分
に
覚
醒
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
ま
た
創
造
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
す
な
わ
ち
私
自
身
、
他
の
人
☆
、
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
す
ぺ
て
の
物
に
対
し
て
反
応
し
、
答
え
る
こ
と
、
私
が
あ
る
と
こ
ろ
の
現
実
の
全
人
と
し

く
あ
る
が
ま
ま
の
す
べ
て
の
人
へ
す
べ
て
の
物
の
現
実
に
対
し
て
反
応
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
真
の
反
応
の
行
為
に
創
造
性
の
領
域
、
世
界

を
如
実
に
見
、
そ
し
て
そ
れ
を
私
の
世
界
と
し
て
体
験
す
る
領
域
が
存
在
す
る
。
そ
の
世
界
と
い
う
の
は
、
私
の
創
造
的
な
把
握
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ

変
容
さ
れ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
〃
か
な
た
〃
に
あ
る
無
縁
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
私
の
世
界
に
な
る
の
だ
が
。
最
良
の
状
態
は
最
後
に
、
自
分

の
我
を
す
て
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
貧
り
を
や
め
、
我
を
保
存
し
拡
大
し
よ
う
と
た
え
ず
つ
と
め
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
で
あ
る
。
自
分
の
自
我
と
い

う
も
り
を
た
だ
保
存
す
る
こ
と
、
む
や
承
に
ほ
し
が
る
こ
と
、
用
い
る
こ
と
な
ど
に
お
い
て
で
な
く
、
あ
る
と
い
う
は
た
ら
き
に
お
い
て
自
分
の
自
我

う
も
の
を
た
だ
保
存
す
る
こ
と
、
む
や

を
経
験
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
」
（
１
）



こ
の
限
り
で
は
「
正
気
の
社
会
」
は
か
な
り
抽
象
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
大
部
分
の
叙
述
は
こ
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
も
の
で
ぁ

●

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
叙
述
に
関
す
る
限
り
、
そ
れ
が
か
な
り
用
語
の
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
一
種
の
社
会
主
義
で
あ
る

こ
と
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
Ｐ
別
の
と
こ
ろ
で
は
彼
は
「
こ
れ
に
対
す
る
一
つ
の
条
件
は
、
少
数
で
は
あ
っ
て
も
大
き
な
経
済
力
を

ふ
る
い
、
そ
の
決
定
に
よ
っ
て
民
衆
の
運
命
を
左
右
し
、
し
か
も
か
れ
ら
に
対
す
る
責
任
は
か
え
り
み
な
い
よ
う
な
ひ
と
ぴ
と
の
、
か
く

（
３
）

れ
た
支
配
力
を
と
り
の
ぞ
く
こ
と
で
あ
る
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
存
の
社
会
主
義
体
制
に
関
し
て
い
え
ば
彼
は
こ
こ

（
４
）

に
も
疎
外
を
見
出
す
。
今
日
の
「
ソ
連
邦
は
共
産
主
義
的
・
革
命
的
イ
ー
プ
オ
ロ
ギ
ー
を
使
っ
て
い
る
保
守
的
な
国
家
管
理
者
体
制
で
ぁ
」

り
、
ま
た
「
中
国
は
、
彼
ら
が
採
用
し
た
方
法
の
た
め
に
社
会
主
義
の
重
要
な
目
的
で
あ
る
個
人
の
自
由
（
の
日
目
骨
昌
・
ロ
）
を
否
定
し

六
九

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
正
気
の
社
会
の
構
造
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
か
？
ま
ず
第
一
に
、
だ
れ
も
他
人
の
目
的
の
た
め
の
手
段
と
な
ら
ず
、
つ
ね
に
し
か
も
例
外

な
し
に
、
自
分
じ
し
ん
が
目
的
で
あ
る
よ
う
な
社
会
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
だ
れ
も
、
自
分
Ｕ
し
ん
の
人
間
的
な
力
を
あ
ら
わ
せ
な
い
目

的
の
た
め
に
、
利
用
さ
れ
た
り
、
自
分
を
利
用
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
は
人
間
が
中
心
で
あ
り
、
す
べ
て
の
経
済
的
、
政
治
的
活
動
は
、

人
間
の
成
長
と
い
う
目
的
に
従
属
し
て
い
る
。
正
気
の
社
会
と
は
、
賞
欲
、
搾
取
、
所
有
、
ナ
ル
チ
シ
ズ
ム
と
い
っ
た
も
の
が
、
よ
り
大
き
な
物
質
的

利
益
や
、
個
人
的
な
威
光
を
増
大
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
機
会
の
な
い
社
会
で
あ
る
。
自
分
の
良
心
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
る
←
」
と
が
、
基
本
的
で

必
要
な
能
力
だ
と
考
え
ら
れ
、
日
和
見
主
義
や
原
則
の
欠
如
が
非
社
会
的
だ
と
さ
れ
る
社
会
で
あ
る
。
個
人
が
社
会
問
題
に
関
係
す
る
こ
と
が
、
そ
の

ま
ま
、
そ
れ
が
個
人
問
題
に
関
係
す
る
こ
と
に
な
り
、
仲
間
と
の
関
係
は
、
個
人
的
面
で
の
関
係
か
ら
切
り
離
せ
な
い
よ
う
な
社
会
で
あ
る
。
さ
ら
に

正
気
の
社
会
は
、
管
理
し
や
す
く
、
観
察
で
き
る
次
元
で
人
間
を
行
動
さ
せ
、
自
分
の
生
活
の
主
人
で
あ
る
と
と
も
に
、
社
会
生
活
で
の
積
極
的
で
、

責
任
あ
る
参
与
老
た
ら
し
め
る
社
会
で
あ
る
。
人
間
の
団
結
を
増
進
さ
せ
、
社
会
の
成
員
が
お
た
が
い
に
愛
情
を
も
っ
て
関
係
づ
け
あ
う
よ
う
に
さ
せ

る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
を
助
長
す
る
社
会
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
気
の
社
会
は
、
万
人
が
労
働
す
る
と
き
に
、
生
産
的
な
活
動
を
助
長
し
、
理

性
の
表
現
を
激
励
し
、
集
団
的
芸
術
お
よ
び
儀
礼
と
し
て
、
人
間
の
内
部
欲
求
を
表
現
さ
せ
る
社
会
で
あ
る
。
」
（
２
）



、

以
上
が
フ
ロ
ム
の
「
正
気
の
社
会
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
た
し
か
に
こ
れ
は
あ
る
種
の
社
会
主

義
で
は
あ
る
。
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
思
想
に
反
し
て
は
い
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
叙
述
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
と
り
あ
げ
れ
ば
、

マ
ル
ク
ス
も
ま
た
そ
れ
を
理
想
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
思
想

の
あ
る
一
面
の
強
調
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
資
本
主
義
は
批
判
さ
れ
な
が
ら
も
、
こ
の
社
会
に
お
い
て
誰
が
労
働
者
に
疎
外
を
強
制
し
て
い

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

七
○

（
５
）

て
い
る
」
。
こ
の
二
つ
の
体
制
は
と
も
に
、
生
産
（
物
質
的
富
）
と
い
う
目
的
に
人
間
を
従
属
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
『
こ
こ
で
も

人
間
は
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
彼
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
批
判
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
上
か
ら
の
全
体
的
な
計
画
を
維
持
し
つ
つ
、

し
か
も
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
下
か
ら
の
自
発
性
を
圧
殺
し
な
い
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、
計
画
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
、
現
在
資

本
主
義
社
会
に
お
い
て
さ
え
危
機
に
頻
し
て
い
る
個
人
主
義
を
救
済
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
彼
の
社
会
主
義
の
主
要
な
課
題
な
の
で
あ
る
。

そ
の
と
き
、
「
正
気
の
社
会
」
の
多
少
と
も
具
体
的
な
プ
ラ
ン
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

「
人
生
の
全
範
囲
に
わ
た
る
同
時
的
な
変
革
の
原
理
を
求
め
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
疎
外
と
い
う
心
理
学
的
事
実
を
克
服
す
る
た
め
に
、
ど
う
し

て
も
政
治
・
経
済
的
変
革
が
必
要
だ
と
い
う
考
え
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
大
規
模
な
機
械
生
産
や
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術

的
進
歩
を
保
持
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｕ
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
仕
事
や
国
家
に
人
間
的
な
均
斉
を
与
え
る
た
め
に
そ
れ
ら
を
分
散
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
し
て
た
だ
産
業
に
必
要
な
か
ぎ
り
の
点
仁
の
糸
集
中
を
可
能
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
済
の
分
野
に
お
い
て
、
ひ

と
つ
の
企
業
に
働
く
す
べ
て
の
ひ
と
の
積
極
的
な
そ
し
て
責
任
あ
る
参
画
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
働
き
手
た
ち
の
共
同
経
営
と
い

う
こ
と
を
特
長
と
す
る
よ
う
な
民
主
的
社
会
主
義
を
、
ま
た
産
業
民
主
主
義
を
必
要
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
形
態
は
確
立
さ
れ
う
る
は
ず

で
あ
る
。
政
治
の
分
野
に
お
い
て
も
、
報
知
が
行
き
わ
た
り
、
真
剣
な
議
論
が
か
わ
さ
れ
る
よ
う
な
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
向
か
い
あ
う
こ
と
の
で
き
る

無
数
の
小
集
団
を
つ
く
り
、
そ
し
て
、
そ
の
各
集
団
の
決
議
が
新
し
い
八
下
院
ｖ
に
お
い
て
統
合
さ
れ
る
よ
う
に
す
れ
ば
，
効
果
的
な
民
主
主
義
は
確

立
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
文
化
の
復
興
は
、
青
年
の
た
め
の
職
業
教
育
や
、
成
人
教
育
や
、
ま
た
民
衆
芸
術
の
新
し
い
組
織
や
、
全
国
民
に
ゆ
き
わ
た

っ
て
い
る
世
俗
的
な
儀
礼
な
ど
を
併
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
６
）

、



し
た
が
っ
て
、
彼
に
お
い
て
、
階
級
闘
争
の
概
念
は
完
全
に
欠
落
す
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
を
あ
げ
よ
う
。
先
に
、
フ
ロ
ム
が
行
っ
た

マ
ル
ク
ス
思
想
の
解
説
に
つ
い
て
ふ
れ
た
が
、
そ
こ
で
は
当
然
マ
ル
ク
ス
の
史
的
唯
物
論
も
解
説
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
彼
は
、
よ
く
な

さ
れ
る
よ
う
に
、
「
経
済
学
批
判
』
の
序
文
を
引
用
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
の
で
あ
る
。

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

七
一

す
る
た
め
で
あ
る
。

る
の
か
が
語
ら
れ
な
い
。
「
だ
れ
も
他
人
の
目
的
の
た
め
の
手
段
に
な
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
ば
の
背
後
に
は
、
労
働
者
が
資
本
家
の
手
段

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
が
横
た
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
「
ひ
と
つ
の
企
業
に
働
く
す
べ
て
の
ひ
と
の
積
極
的
な
そ
し
て
責
任
あ

る
参
画
』
を
さ
ま
た
げ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
に
お
い
て
、
資
本
家
が
独
裁
的
権
力
を
も
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
労
働
者
が
人

間
と
し
て
で
は
な
く
た
だ
労
働
力
と
し
て
の
み
そ
こ
に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
右
に
み
た
よ
う
に
凡
フ
ロ
ム

は
そ
れ
ら
す
べ
て
を
抽
象
的
に
描
く
中
で
「
正
気
の
社
会
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
す
。
こ
の
傾
向
は
彼
の
疎
外
論
に
一
貫
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
実
は
疎
外
の
概
念
規
定
に
際
し
て
す
で
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
フ
ロ
ム
も
マ
ル
ク
ス
と
同
様
に
疎
外
の
原

因
を
資
本
主
義
社
会
に
、
資
本
の
自
己
運
動
に
求
め
る
。
そ
し
て
と
も
に
そ
れ
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
と

き
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
資
本
と
は
人
間
の
社
会
的
な
関
係
で
あ
っ
た
し
、
否
定
す
べ
き
は
こ
の
関
係
、
し
た
が
っ
て
「
人
格
化
さ
れ

た
１
１
土
息
志
と
意
識
を
与
え
ら
れ
た
Ｉ
Ｉ
Ｌ
賀
本
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
資
本
家
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
フ
ロ
ム
に
お
い
て
、
資
本
と
い
う
こ

と
ば
は
こ
の
よ
う
な
現
実
的
な
関
係
の
表
現
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
抽
象
概
念
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
資
本
主
義
社
会
と
い
う
こ
と
ば

も
抽
象
概
念
で
あ
り
、
現
実
の
、
資
本
家
が
労
働
者
を
搾
取
し
て
い
る
、
そ
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
闘
っ
て
い

る
社
会
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
資
本
と
資
本
主
義
社
会
を
攻
撃
す
る
の
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
断
罪
す
る
た
め
で
あ
る
の
に
対
し
、
フ

ロ
ム
が
そ
う
す
る
の
は
資
本
お
よ
び
資
本
主
義
社
会
と
い
う
抽
象
概
念
に
責
任
を
お
し
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
免
責



Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

七
二
‐

「
人
間
の
進
化
は
、
全
歴
史
を
通
じ
て
勺
人
間
と
自
然
と
の
闘
争
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
。
」
（
７
）

こ
こ
で
は
、
闘
争
と
い
う
こ
と
ば
は
「
人
間
と
自
然
と
の
闘
争
」
と
い
う
こ
と
ば
に
置
き
か
え
ら
れ
る
。
た
し
か
に
人
間
の
全
歴
史
が
人

間
と
自
然
の
闘
争
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
述
べ
た
闘
争
が
階
級
闘
争
で
あ
る
こ
と
は
、

フ
ロ
ム
が
引
用
し
た
範
囲
の
文
章
を
読
む
だ
け
で
も
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
右
の
よ
う
に
解
説
す
る
の
は
、
も
は
や
明
ら
か
に
意

図
的
な
歪
曲
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
階
級
闘
争
の
概
念
が
欠
落
す
る
と
き
、
彼
が
描
き
出
し
た
「
正
気
の
社
会
」
と
現
実
と
を
結
ぶ
橋
が
欠
落
す
る
の
ち
ま
た

当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
に
フ
．
ロ
ム
が
多
元
論
に
お
ち
い
る
傾
向
を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
全
体
的
な
歴
史
把
握
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
が
、
」
」
の
欠
陥
が
こ
こ
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
彼
自
身
は
、
全
体
的
な
歴
史
把
握
は
マ
ル
ク
ス
に

借
り
て
い
る
と
考
え
て
は
い
る
。
彼
の
資
本
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
の
図
式
も
そ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
際
、
彼
は
、
人
間
と
社
会
と

が
相
互
に
作
用
し
合
い
形
成
し
合
う
と
い
う
事
実
を
も
認
め
る
。
そ
こ
か
ら
、
資
本
主
義
社
会
が
い
か
に
人
間
を
疎
外
す
る
か
を
導
き
出

し
て
い
る
し
、
右
に
示
し
た
よ
う
に
人
間
に
と
っ
て
の
「
最
良
の
状
態
」
の
た
め
に
は
「
正
気
の
社
会
」
が
必
要
だ
と
も
考
え
る
。
こ
の
’

一
一
つ
の
場
面
で
、
人
間
と
社
会
は
確
か
に
結
び
合
っ
て
い
る
し
作
用
し
合
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
一
つ
の
場
面
は
そ
れ
ぞ
れ
に
静
的
で

あ
る
。
前
者
を
後
者
に
つ
な
ぐ
橋
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
前
者
の
必
然
的
な
発
展
に
で
は
な
く
、
そ
の
外
に
あ
る
「
人
間
性
」
に
求

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
、
彼
の
「
正
気
の
社
会
」
は
常
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
彼
の
社
会
的
性
格
の
概
念
そ
の
も
の
に
も
由
来
す
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
社
会
的
性
格
は
、
彼
に
と
っ
て
、
か
な
り

固
定
的
な
も
の
で
あ
り
社
会
を
安
定
さ
せ
る
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、
社
会
的
性
格
の
形
成
に
つ
い
て
の
彼
の
多
元
論
が
、
こ

の
性
格
を
変
化
さ
せ
る
導
き
の
糸
を
見
失
わ
し
め
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
社
会
的
性
格
の
形
成
を
一
義
的
に



靹
ロ

生
産
関
係
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
不
可
能
だ
し
、
誤
り
で
あ
る
。
そ
こ
に
多
く
の
ク
ッ
シ
ョ
ン
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
そ
れ
は
現

実
的
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
・
そ
の
と
き
伝
統
的
な
文
化
の
も
つ
意
味
が
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
も
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
強
調
の
結
果
が
多
元
論
に
流
れ
て
し
ま
う
と
き
、
社
会
的
性
格
自
体
の
変
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
見
失
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
ま
た
第
一
一
に
、
社
会
的
性
格
の
概
念
形
成
に
際
し
て
フ
ロ
ム
が
基
本
的
に
は
フ
ロ
イ
ド
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
の
問
題
点
が
指
摘

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
は
後
に
全
面
的
に
検
討
す
る
が
、
フ
ロ
イ
ド
に
と
っ
て
性
格
と
は
固
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
の

固
定
性
が
彼
の
社
会
的
性
格
概
念
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
社
会
的
性
格
の
こ
の
固
定
性

も
ま
た
、
彼
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
の
橋
を
見
う
し
な
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
彼
が
、
社
会
的
性
格
の
運
動
に
対
し
て
も
つ
決
定
的
な
重
み
を
強

調
す
る
だ
け
に
、
ま
す
ま
す
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
彼
に
全
然
変
動
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
社
会
的
性
格
が
あ
る
場
合
に
は
安
定
的
要
素
で
は
な
く
な
る
と
い
う

事
実
を
指
摘
し
て
、
次
の
よ
う
に
も
い
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
、
社
会
的
性
格
と
外
的
条
件
と
の
関
係
は
、
前
者
が
固
定
的
な
も
の
と
し
て
後
者
に
抵
抗
す
る
姿
と
し
て
と
ら
え
ら

れることになる。そういうことは、確かに歴史の中で何回もおこったし今後もおこるであろう。しかし、それは社会
的
性
格
の
変
化
そ
の
も
の
を
説
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
以
上
外
的
条
件
の
変
化
そ
の
も
の
が
何
故
お
こ
っ
た

か
を
も
説
明
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

「だから、社会と文化の客観的条件が安定しているかぎり、社会的性格は主として安定機能を果すことになる。だが、外的条件
が
変
化
し
、
そ
れ
が
も
は
や
伝
統
的
な
社
会
的
性
格
に
あ
わ
な
く
な
る
と
、
さ
ら
に
ず
れ
が
あ
ら
わ
れ
、
性
格
の
機
能
は
社
会
を
安
定
さ
す
か
わ
り
に

解
体
さ
せ
る
要
素
と
な
り
、
社
会
を
か
た
め
る
モ
ル
タ
ル
で
あ
る
か
わ
り
に
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
（
８
）

七



「
人
間
が
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
条
件
に
適
応
し
う
る
と
い
う
の
は
、
正
当
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
人
間
は
、
文
化
が
そ
の
上
に
文
字
を
書
く
白
紙
な

の
で
は
な
い
。
幸
福
や
所
属
感
や
愛
や
自
由
を
も
と
塗
る
要
求
は
、
人
間
性
に
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
歴
史
過
程
に
存
在
す
る
力
動
的
な
要
素
で
あ
・

る
。
社
会
秩
序
が
、
一
定
の
規
準
を
越
え
て
人
間
の
欲
求
を
無
視
し
、
不
満
に
お
と
し
い
れ
る
と
、
そ
の
社
会
の
成
員
は
、
人
間
の
要
求
に
も
っ
と
適

合
す
る
よ
う
に
社
会
の
秩
序
を
変
え
よ
う
と
試
承
る
。
…
…
。
人
間
性
の
要
求
を
も
っ
と
満
足
さ
せ
る
た
め
の
社
会
的
変
化
は
、
そ
の
よ
う
な
変
化
を

促
進
す
る
物
質
的
条
件
が
と
と
の
っ
た
と
き
、
容
易
に
起
り
う
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
社
会
的
変
化
と
経
済
的
変
化
の
あ
い
だ
の

関
連
は
、
マ
ル
ク
ス
が
強
調
し
た
よ
う
に
、
新
し
い
階
級
が
ち
が
っ
た
社
会
的
政
治
的
条
件
に
興
味
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
承
生
ず
る
の
で
は
な

い
。
社
会
の
変
化
そ
の
も
の
が
、
人
間
の
自
己
実
現
の
た
め
の
よ
り
よ
い
環
境
を
作
ろ
う
と
す
る
、
人
間
の
基
本
的
な
欲
求
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
（
９
）
」

こ
こ
に
は
先
に
六
○
ペ
ー
ジ
に
示
し
た
引
用
と
同
一
の
考
え
方
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
叙
述
も
ま
た
前
半
に
関
し
て
は
誤
り
で
は
な

い
。
「
人
間
性
に
対
す
る
無
限
の
信
頼
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
中
味
は
人
間
の
こ
の
よ
う
な
力
へ
の
信
頼
を
含
ん
だ

も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
階
級
闘
争
の
概
念
の
欠
落
は
、
こ
の
引
用
の
後
半
で
は
欠
落
と
し
て
で
は
な
く
む
し
ろ
誤
解
と
し
て
あ
ら
わ

れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
も
人
間
性
を
信
頼
し
、
そ
れ
故
歪
め
ら
れ
た
社
会
秩
序
は
や
が
て
否
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
期
待
し
た
が
、
彼
は
そ

の
力
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
、
こ
の
人
間
性
否
定
が
最
も
強
く
あ
ら
わ
れ
る
か

ら
こ
そ
彼
ら
に
お
い
て
そ
れ
に
対
す
る
抵
抗
力
も
最
も
強
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
彼
ら
の
求
め
る
社
会
は
無
階
級
社

会
で
あ
り
、
そ
れ
故
も
は
や
人
間
性
を
否
定
す
る
必
要
の
な
い
社
会
だ
と
考
え
た
か
ら
で
も
あ
る
・
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
統
一
さ
れ
て
い

た
こ
の
思
想
を
分
裂
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
フ
ロ
ム
は
完
全
に
後
退
す
る
。
そ
の
と
き
、
社
会
変
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
も
は
や
労
働
者
階

級
に
で
は
な
く
、
ま
た
し
て
も
人
間
性
と
い
う
抽
象
概
念
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
彼
に
と
っ
て
は
、

で
の
み
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

七
四

Ｉ
 

社
会
的
性
格
の
変
化
は
、
も
っ
ぱ
ら
外
的
条
件
と
固
有
の
人
間
性
と
の
闘
争
と
い
う
文
脈



資
本
主
義
社
会
の
こ
の
よ
う
な
多
様
性
、
そ
こ
に
残
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
も
そ
の
意
味
を
十
分
に

評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
も
ま
た
、
当
面
す
る
運
動
の
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
を
求
め
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
人
間
性
を
、
し
た
が
っ
て
社
会
変
革
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
認
め
ら
れ
る
の
が
、
た
だ
わ
が
ま
ま
を
許
さ
れ
た
人
間
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
悲
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。

愛
に
関
し
て
は
も
う
少
し
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
事
情
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
フ
ロ
ム
は
、
疎
外
か
ら
の
解
放
を
、
さ
し
当

り
、
社
会
の
変
革
と
し
て
で
は
な
く
、
個
々
の
人
間
に
お
け
る
人
間
性
の
回
復
と
し
て
し
か
語
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
、
彼
に
と

っ
て
は
、
社
会
改
革
の
た
め
の
出
発
点
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
も
っ
ぱ
ら
愛
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
、
む
し
ろ
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
以
後
の
フ
ロ
ム
に
お
い
て
最
も
大
き
く
変
化
し
た
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ょ

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

七
五

具
体
的
に
は
、
そ
れ
は
階
級
と
は
無
関
係
に
存
在
す
る
す
ぐ
れ
た
人
間
の
資
質
に
帰
せ
ら
れ
る
。
六
○
ペ
ー
ジ
に
示
し
た
引
用
で
は
そ

れ
は
「
自
分
の
属
す
る
社
会
の
限
界
を
超
越
し
、
世
界
市
民
と
な
」
っ
た
人
間
で
あ
っ
た
。
疎
外
の
対
概
念
と
し
て
愛
が
示
さ
れ
る
と
き

に
も
、
そ
の
可
能
性
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

も
の
や
、
邪

あ
る
。
」
（
、
）

「
資
本
主
義
社
会
の
根
底
に
あ
る
原
理
と
愛
の
原
理
と
が
両
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
具
体
的
に
ふ
ら
れ
る
近
代
社
会
は
複
雑
な

現
象
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
役
に
も
立
た
な
い
商
品
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
は
、
う
そ
を
つ
く
以
外
に
経
済
的
な
役
目
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
が
、
熟
練
し
た
労
働
者
、
化
学
者
、
あ
る
い
は
物
理
学
者
に
は
そ
れ
が
で
き
る
。
同
じ
よ
う
に
、
農
業
に
従
う
人
、
労
働
者
、
教
師
、
種
々
の
タ
イ

プ
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
は
経
済
的
に
機
能
す
る
こ
と
を
や
め
な
く
と
も
、
愛
を
実
践
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
資
本
主
義
の
原
理
が
愛

の
原
理
と
相
容
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
八
資
本
主
義
ｖ
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
複
雑
で
あ
り
、
か
な
り
の
不
適
合
な

も
の
や
、
ひ
と
り
び
と
り
の
わ
が
ま
ま
を
許
す
よ
う
な
、
い
つ
も
変
化
し
て
い
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で



「われわれの生涯に課せられた任務は、自己の個性を自覚し、同時にそれを超越して普遍的体験にいたるという、まさに逆説的
なものである。つまり、十分に発達した個性的自我であってはじめて『私』を捨てうるのである。」（、）

このような「十分に発達した個性的自我」は本来人間の自己外化の活動を通じて得られるものである。しかしなが
ら、自己外化（自己対象化）という概念はもともとフロムにはなく、マルクスを解説する際に狭義の労働に関してこ
とのついでにふれられるにすぎない。彼にとって自己外化の活動にかわるものは人間の社会関係である。もちろん、
社会関係それ自体は、人間の自己外化の活動のひとつのあらわれである。人間が諸関係の総体であり、．したがってこ
の関係を変えることによって人間は自己を変えることができるとマルクスがいうとき、そこには自然に対する関係と
ともに、社会に対する、すなわち人間に対する関係が含まれている。前者が労働としてあらわれるのに対し、後者は

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

・
七
六

ぅ。『自由からの逃走』においては、さまざまな注釈はつけられながらも、求められていたのは強い自我であった。
それは、ファシズムの出現に対して無批判に追随するドイツ大衆を眼前にした経験からの当然の帰結でもあった。基
本的にいえば藩「束縛への欲求」と「自由への欲求」という「人間における根本的な二分性」の中で「孤立に堪
え、接触を失う危険を犯しながらも、真理を語る」英雄が、すなわち強固な自我の所有者が求められていたのであつ
（
ｕ
）

た。しかし、いつからとははっきり指摘はできないが？彼はこのような閉じられた自我を否定することになったよう
である。六八ページに示した引用の最後のことばは彼のこの傾向を示している。もちろん「自分の自我というものを
ただ保存すること、むやみにほしがること、用いること」を否定するのは自我を全面的に否定することとは異る・そ
れは「われ所有す、故にわれあり」という自我の資本主義的形態の否定である・その意味で、最終的に到達している
彼
の
次
の
よ
う
な
考
え
方
は
正
し
い
と
い
え
よ
う
。



運
動
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
す
で
に
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
階
級
闘
争
の
概
念
を
欠
く
フ
ロ
ム
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
運
動

の
概
念
は
出
て
来
な
い
。
資
本
主
義
に
お
け
る
社
会
関
係
と
人
間
と
の
、
あ
る
い
は
彼
の
社
会
主
義
に
お
け
る
社
会
関
係
と
人
間
と
の
関

係
は
述
べ
ら
れ
て
も
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
場
所
に
お
い
て
は
、
た
だ
個
々
の
人
間
同
志
の
関
係
が
問
題
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
そ
こ
か
ら
、
た
だ
愛
だ
け
が
、
人
間
解
放
の
出
発
点
と
な
る
と
い
う
不
十
分
さ
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

同
じ
不
十
分
さ
は
、
だ
か
ら
、
愛
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
に
な
る
と
い
う
性
格
改
造
の
問
題
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
彼
は
「
選
択
の
自

由
」
と
は
「
ひ
と
り
の
人
間
の
性
格
構
造
の
働
き
で
あ
る
」
と
考
え
る
。
性
格
は
か
な
り
固
定
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
極
端
な
人
間
を
別

と
し
て
、
た
い
て
い
の
人
間
の
性
格
は
「
選
択
が
な
さ
れ
八
う
る
Ｖ
程
度
に
均
衡
の
と
れ
た
矛
盾
」
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
傾

向
の
選
択
を
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
性
格
に
お
け
る
こ
の
傾
向
が
固
定
的
と
な
る
。

「
事
実
、
「
自
由
」
と
は
、
ひ
と
つ
の
言
葉
、
ひ
と
つ
の
抽
象
的
概
念
で
あ
っ
て
、
「
自
由
」
と
い
う
事
実
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
唯
ひ
と
つ
の
真

実
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
選
択
が
行
な
わ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
自
己
を
自
由
に
す
る
と
い
う
行
為
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で

わ
れ
わ
れ
の
選
択
能
力
の
度
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
や
実
際
生
活
に
従
っ
て
変
化
す
る
。
自
己
の
信
念
、
自
己
の
尊
厳
、
自
己
の
勇
気
、
自
己
の
確

信
が
増
大
す
る
各
生
活
段
階
は
、
ま
た
希
望
ど
お
り
の
択
一
を
行
な
い
う
る
自
己
の
能
力
が
増
大
す
る
段
階
に
対
応
す
る
の
で
あ
っ
て
、
遂
に
は
望
ま

し
い
行
為
よ
り
も
望
ま
し
く
た
い
行
為
を
選
択
す
る
こ
と
が
、
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
、
屈
服
と
臆
病
な
行
為
は
い
ず

れ
も
自
己
を
弱
化
し
、
よ
り
屈
従
的
行
為
を
行
な
う
承
ち
に
通
じ
、
遂
に
は
自
由
を
も
喪
失
し
て
し
ま
う
。
も
は
や
悪
し
き
行
為
が
行
わ
れ
得
な
い
極

限
状
況
と
、
正
し
き
行
為
を
行
な
う
自
由
を
全
く
喪
失
し
た
反
対
の
極
限
状
況
と
の
間
に
は
、
選
択
の
自
由
に
か
ん
す
る
無
数
の
段
階
が
存
在
す
る
。

実
際
生
活
で
は
選
択
の
自
由
の
程
度
は
そ
の
と
き
そ
の
と
ぎ
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
る
。
善
を
選
択
す
る
自
由
の
度
合
が
大
き
け
れ
ば
、
善
を
選
択
す
る

努
力
は
少
な
く
て
す
む
。
そ
の
度
合
が
小
さ
け
れ
ば
、
大
き
な
努
力
や
他
人
の
助
け
と
か
、
好
都
合
な
環
境
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
」
（
ご

こ
れ
は
、
関
係
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
の
心
理
学
的
過
程
へ
の
焼
き
直
し
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
た
し
て
も
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
、
運
動
と
の
関
連
で
こ
の
心

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

七
七

＿『＿｛ど:鐸鰯i蕊iｌ



Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

七
八

理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
と
ら
え
ら
れ
な
い
限
り
、
や
は
り
不
十
分
さ
は
残
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
出
発
点
と
し
て
人
間
改
造
を
考
え
た
と
き
、
フ
ロ
ム
は
閉
ざ
さ
れ
た
自
我
の
概
念
を
捨
て
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
し
い

第
一
歩
を
踏
み
出
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
運
動
と
い
う
具
体
的
な
事
実
と
結
び
つ
か
な
い
結
果
、
こ
の
正
し
い
第
一
歩
は
再
び

抽
象
概
念
の
遊
戯
に
堕
し
去
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
先
に
禅
に
関
す
る
彼
の
興
味
に
つ
い
て
ふ
れ
た
よ
う
に
、
関
係
を
変
え
る

こ
と
な
く
自
分
自
身
の
中
だ
け
で
自
己
を
改
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
よ
う
な
、
観
念
論
に
お
ち
こ
む
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
の
道
は
や
は
り
う
し
な
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

注
／■、／■、／凸、／~、／■、／■、／~式／■、／■、／へ／■、／■、／■、
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Ｅ
・
フ
ロ
ム
、
鈴
木
訳
『
悪
に
つ
い
て
』
（
紀
伊
国
屋
書
店
一
九
六
五
）
一
八
四
ペ
ー
ジ
。

「
精
神
分
析
と
宗
教
』
七
二
’
一
一
一
．

「
疑
惑
と
行
動
』
一
三
○
ペ
ー
ジ
。

『
疑
惑
と
行
動
」
一
○
二
ペ
ー
ジ
。

同
書
一
○
二
’
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
一
八
六
’
七
ペ
ー
ジ
。

『
精
神
分
析
と
宗
教
』
七
二
’
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

『
革
命
的
人
間
』
一
六
ペ
ー
ジ
。

層
富
国
員
の
○
〕
ｐ
ｃ
８
（
・
【
冨
貝
》

『
禅
と
精
神
分
析
」
一
六
六
’
七
ペ
ー
ジ
。

『
正
気
の
社
会
』
三
○
九
’
一
○
ペ
ー
ジ
。

『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
二
九
八
’
九
ペ
ー
ジ
。

Ｅ
・
フ
ロ
ム
、
斎
藤
・
清
水
訳
『
人
間
の
勝
利
を
求
め
て
』
（
岩
波
書
店
一
九
六
一
一
一
）
一
五
八
’
九
ペ
ー
ジ
。

三
…
、
の
９
口
・
の
宮
・
帛
三
員
》
句
吊
｛
“
８
．

○
○
口
ｃ
の
勺
（
。
【
シ
【
い
■
●
旨
ご
・
・
①
。



と
同
時
に
、
彼
は
両
者
の
相
違
点
ｌ
主
と
し
て
フ
厘
イ
ド
の
限
界
ｌ
を
指
摘
す
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
な
い
。
例
え
ば
、
フ
ロ
イ

ド
が
社
会
を
個
人
に
対
す
る
抑
圧
者
と
し
て
し
か
と
ら
え
て
い
な
い
し
、
ま
た
社
会
の
変
革
と
は
無
関
係
に
個
人
の
抑
圧
の
除
去
が
可
能

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

七
九

た
、
等
々
。

こ
の
う
ち
、
と
り
わ
け
彼
が
強
調
す
る
の
は
第
一
一
一
の
理
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
は
と
も
に
、
人
間
を
背
後
か
ら
つ
き
動
か
す
力
が

人
間
を
狂
っ
た
行
動
に
か
り
立
て
る
と
考
え
た
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
そ
れ
は
生
産
関
係
、
社
会
関
係
で
あ
り
、
フ
ロ
イ
ド
に
と
っ
て
は

イ
ド
Ⅱ
無
意
識
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
疎
外
を
、
フ
ロ
イ
ド
に
お
い
て
は
精
神
病
を
生
み
出
す
力
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
両
者
と
も
、
こ
の
背
後
の
力
を
理
解
す
る
１
１
意
識
化
す
る
Ｉ
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
解
放
へ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
せ
る
と
考
え

最
後
に
、
フ
ロ
ム
の
方
法
論
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
は
マ
ル
ク
ス
と
フ
ロ
イ
ド
を
総
合
し
よ
う
と
考
え
た
。
そ
れ
は
両
者
が
共
通
の
基
盤
に
立
っ
て
い
る
と
い

う
理
解
の
も
と
で
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
努
力
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
こ
の
共
通
の
基
盤
と
は
何
か
。

フ
ニ
は
、
フ
ロ
ィ
ド
に
比
し
て
マ
ル
ク
ス
の
方
が
ず
っ
と
大
き
い
ｌ
世
界
史
的
意
義
を
も
つ
ｌ
と
い
う
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、

両
者
に
共
通
の
理
念
を
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。

「
こ
の
根
本
的
な
理
念
は
、
一
一
一
つ
の
短
い
言
葉
、
そ
の
う
ち
の
ふ
た
つ
は
ロ
ー
マ
人
の
も
の
、
ひ
と
つ
は
キ
リ
ス
ト
者
の
も
の
の
中
に
も
っ
と
も
よ
く

表
現
さ
れ
て
い
る
。
一
一
一
つ
の
言
葉
と
は
、
⑪
□
の
。
日
日
宮
、
朋
冒
耳
目
昌
曰
（
す
べ
て
の
こ
と
に
つ
い
て
疑
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
）
。
②
Ｚ
屋
］
盲
目
目
日

四
目
匡
呂
の
自
目
己
巨
８
（
人
間
的
で
な
い
も
の
は
、
自
分
と
縁
が
な
い
）
。
③
真
実
は
、
ひ
と
を
自
由
に
す
る
、
で
あ
る
。
」
（
１
）

５



Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

八
○

だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
ま
た
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
健
康
な
人
間
と
は
「
活
動
し
か
か
わ
り
あ
い
生
産
す
る
人
間
」
で
あ
る
の

（
２
）

に
対
し
、
フ
ロ
イ
ド
に
と
っ
て
そ
れ
は
「
占
口
己
充
足
的
な
人
間
」
に
と
ど
ま
る
こ
と
、
等
々
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
Ｉ
そ
れ
自
体
は
正
し
い
も
の
で
あ
る
が
Ｉ
を
列
挙
す
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
重
要
で
は
な
い
．
い
ず
れ

に
し
ろ
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
理
解
の
も
と
に
両
者
を
総
合
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
例
え
ば
サ
ル
ト
ル
が
精
神
分
析
学
を

補
助
学
と
し
て
位
置
づ
ぃ
繩
の
に
く
ら
べ
れ
ば
、
フ
ロ
イ
ド
に
は
る
か
に
大
き
な
重
み
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
い
か

に
し
て
こ
の
総
合
が
な
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
す
で
に
述
べ
て
来
た
と
こ
ろ
を
復
習
す
る
こ
と
で
十

す
な
わ
ち
、
フ
ロ
ム
は
、
マ
ル
ク
ス
に
世
界
史
的
意
義
を
与
え
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
主
観
的
に
は
、
社
会
の
発
展
過
程

や
社
会
構
造
の
分
析
に
関
し
て
は
マ
ル
ク
ス
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
た
だ
、
彼
に
と
っ
て
そ
の
領
域
は
主
要
な
関

心
領
域
で
は
な
か
っ
た
が
故
に
、
そ
の
領
域
に
関
す
る
理
解
は
も
っ
ぱ
ら
借
り
も
の
で
ず
ま
す
こ
と
に
し
た
。
こ
の
こ
と
自
体
は
何
ら
非

難
さ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、
彼
は
そ
こ
で
個
々
ば
ら
ば
ら
に
切
り
離
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
抽
象
化
さ

れ
て
し
ま
っ
た
概
念
を
借
り
て
来
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
弁
証
法
的
唯
物
論
が
世
界
を
運
動
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
に

対
し
、
同
じ
く
弁
証
法
を
と
な
え
る
フ
ロ
ム
に
お
い
て
、
運
動
は
た
だ
各
個
人
の
内
面
に
お
い
て
し
か
、
す
な
わ
ち
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
お
い
て
し
か
、
把
握
さ
れ
な
い
。
各
個
人
の
内
面
に
お
い
て
弁
証
法
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
事
実
だ
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
と
ら
え

ね
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
人
間
と
外
界
と
の
弁
証
法
的
過
程
を
通
じ
て
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
外
界
を
さ
し
当
り
興
味
の
外

に
お
く
こ
と
は
研
究
上
必
要
で
あ
る
し
許
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
す
る
こ
と
と
外
界
を
静
止
の
状
況
に
お
く
こ
と
と
は
別
で
あ
る
。
外

界
を
静
止
の
状
態
に
、
個
々
ば
ら
ば
ら
に
切
り
離
さ
れ
た
抽
象
概
念
に
お
き
か
え
た
と
き
、
フ
ロ
ム
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
無
縁
の
存
在

分
で
あ
る
。

二



こ
れ
に
対
し
て
、
彼
が
フ
ロ
イ
ド
か
ら
受
け
継
ぐ
も
の
は
、
こ
の
心
理
的
メ
カ
ー
ー
ズ
ム
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
性
格
構
造
に
つ
い
て
の
理
論
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の
よ
う
な
性
格
構
造
こ
そ
が
各
人
の
行
為
を
生
み
出
す
決
定
的
な
要
因
で
あ
る
と

す
る
考
え
方
、
お
よ
び
性
格
構
造
の
形
成
に
際
し
て
無
意
識
の
領
域
が
果
し
て
い
る
役
割
の
重
要
性
に
関
す
る
理
論
を
主
要
に
受
け
継
ぐ

の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
図
式
を
社
会
化
す
る
。
フ
ロ
イ
ド
に
と
っ
て
は
、
こ
の
性
格
構
造
の
図
式
は
ま
っ
た
く
個
人
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
で
社
会
な
い
し
文
化
は
抽
象
的
な
与
件
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ロ
ム
は
、
抑
圧
さ
れ
る
も
の
を
単
な
る
性
の
欲
求
と

し
て
で
は
な
く
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
の
ｌ
あ
る
い
は
無
限
の
ｌ
可
能
性
と
考
え
る
と
と
も
に
、
抑
圧
す
る
社
会
を
単
な
る
抽
象
概
念

と
し
て
の
社
会
、
文
化
、
外
界
等
と
い
う
こ
と
ば
で
は
な
く
、
歴
史
的
な
社
会
、
し
た
が
っ
て
階
級
関
係
を
も
含
ん
だ
よ
り
具
体
的
な
社

会
に
お
き
か
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
彼
は
、
無
意
識
の
領
域
に
抑
圧
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
味
が
、

歴
史
的
、
地
域
的
、
階
層
的
に
共
通
性
を
も
つ
と
い
う
認
識
に
到
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。
社
会
的
性
格
と
い
う
概
念
は
こ
の
認
識
か
ら
引

き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
抑
圧
が
社
会
的
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
人
間
の
可
能
性
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
発
現
さ
れ
う
る
道
す
じ

も
ま
た
あ
る
社
会
、
あ
る
い
は
そ
の
社
会
内
の
あ
る
集
団
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ほ
ぼ
一
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
か
ら
こ
の
概
念

彼
が
主
観
的
に
マ
ル
ク
ス
と
フ
ロ
イ
ド
を
総
合
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
抑
圧
者
と
し
て
の
社
会
に
関
し
て
マ
ル
ク
ス

の
理
論
を
フ
ロ
イ
ド
の
そ
れ
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
抑
圧
さ
れ
る
も
の
が
リ
ビ
ド
ー
と

呼
ば
れ
る
よ
う
な
性
の
欲
求
で
は
な
く
、
人
間
の
可
能
性
で
あ
る
と
考
え
る
に
到
っ
た
際
に
も
、
彼
は
マ
ル
ク
ス
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
フ
ロ
ム
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
の
影
響
と
し
て
は
従
の
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
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き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（

も
ま
た
あ
る
社
会
、
あ
る
い
」

が
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。



．
Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

八
二

こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し
て
来
た
よ
う
に
、
抑
圧
者
と
し
て
の
社
会
に
関
す
る
理
論
を
マ
ル
ク
ス
か
ら
借
り
た
と
き
、
彼
は
そ
れ
を
抽
象
概

念
化
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
も
単
な
る
社
会
で
は
な
く
資
本
主
義
社
会
と
い
う
概
念
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
社
会
的
性
格
の
理

論
は
フ
ロ
イ
ド
の
理
論
よ
り
は
は
る
か
に
歴
史
的
な
も
の
と
は
な
っ
た
し
、
ま
た
な
み
の
ア
メ
リ
カ
社
会
学
者
と
は
全
く
異
っ
た
疎
外
状

況
の
把
握
を
も
生
み
出
し
え
た
。
と
り
わ
け
、
彼
自
身
が
多
少
と
も
よ
り
具
体
的
に
社
会
を
分
析
し
た
上
で
得
ら
れ
た
ナ
チ
ズ
ム
に
関
し

て
の
社
会
的
性
格
論
を
軸
と
す
る
分
析
は
、
創
造
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

社
会
に
関
す
る
分
析
が
抽
象
概
念
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
フ
ロ
ム
が
決
定
的
に
後
退
し
、
フ
ロ
イ
ド
主
義
者
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
社
会
は
与
件
と
な
る
。
「
人
間
が
歴
史
を
創
る
」
と
い
う
側
面
を
強
調
し
た
は
ず
の
フ
ロ
ム
は
、
「
歴

史
を
創
る
」
た
め
に
社
会
が
人
間
に
与
え
て
い
る
可
能
性
を
考
察
し
え
ず
、
た
だ
英
雄
や
わ
が
ま
ま
な
人
間
等
、
社
会
か
ら
は
み
出
し
た

人
間
に
の
み
「
歴
史
を
創
る
」
可
能
性
を
求
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
こ
で
は
社
会
と
個
人
は
再
び
形
而
上
学
的
に
対
立
さ
せ
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
フ
ロ
イ
ド
が
「
強
い
自
我
」
を
求
め
た
と
同
様
に
、
「
世
界
市
民
」
等
々
、
こ
と
ば
は
ど
う
あ
ろ
う
と
、
個
々
人
の
強
い
自

の
で
あ
り
、
フ
ロ
イ
ド
が
「
強
い
閂（
４
）

覚
だ
け
が
救
い
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、
主
観
的
意
図
は
ど
う
あ
れ
、
フ
ロ
ム
は
な
お
フ
ロ
イ
ド
主
義
者
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
本
質
の
上
に
ま
と
わ
れ
た
よ
そ
お
い
な
の
で
あ
る
。

Ｉ

注
（
１
）

（
２
）

（
３
）
Ｊ
・
Ｐ
・
サ
ル
ト
ル
、
平
井
訳
『
方
法
の
問
題
』
（
人
文
書
院
一
九
六
二
）
第
二
章
。
な
お
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
サ
ル
ト
ル
に
先
だ
っ

て
、
小
田
切
秀
雄
、
日
高
六
郎
等
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
「
学
問
の
世
界
に
お
け
る
平
和
共
存
」
論
争
に
お
い
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
基
本
的

な
論
議
は
す
ま
さ
れ
て
い
た
。

同
書
第
九
章
及
び
第
七
章
。

『
疑
惑
と
行
動
』
二
○
．
ヘ
ー
ジ
。
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（
１
）
疎
外
を
社
会
的
性
格
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
ま
で
概
念
規
定
な
い
し
は
本
質
論
と
は
別
に
疎
外
が
論
じ
ら
れ
る

と
き
、
そ
れ
は
現
象
形
態
論
な
い
し
は
「
疎
外
感
」
論
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
方
で
は
機
械
や
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
等
が
現
代
社
会
で

ど
の
よ
う
に
人
間
を
ゆ
が
め
て
い
る
か
、
他
方
で
そ
れ
が
ど
う
い
う
感
情
を
よ
び
お
こ
し
て
い
る
か
が
語
ら
れ
た
。
フ
ロ
ム
の
疎
外
論
は

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

八
三

以
上
が
フ
ロ
ム
の
疎
外
論
の
輪
廓
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
、
そ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
い
か
な
る
示
唆
を
受
け
る
べ
き
か
と
い
う

こ
と
は
指
摘
し
て
来
た
し
、
そ
の
誤
り
な
い
し
は
不
十
分
さ
に
関
し
て
は
か
な
り
全
般
的
に
論
じ
て
も
来
た
。
ま
た
全
体
と
し
て
社
会
学

と
疎
外
論
の
関
係
を
問
題
と
す
る
の
は
も
つ
ど
後
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
先
号
に
述
べ
た
問
題
意
識
に
従
っ
て
、
フ
ロ

ム
の
疎
外
論
か
ら
受
け
た
示
唆
を
今
一
度
整
理
し
つ
つ
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
含
ま
れ
て
い
る
か
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た

、
Ｃ

Ｌ
Ｖ

（
４
）
私
の
論
文
『
フ
ロ
イ
ド
に
お
け
る
「
自
我
」
概
念
の
位
置
』
（
『
社
会
労
働
研
究
』
第
十
一
巻
、
第
二
号
所
載
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た

い
。
な
お
念
の
た
め
に
つ
け
加
え
れ
ば
、
こ
の
論
文
は
、
標
題
の
と
お
り
、
フ
ロ
イ
ド
の
自
我
概
念
を
問
題
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
フ
ロ
ィ
ド

の
体
系
全
体
の
批
判
に
は
至
っ
て
い
な
い
ｂ
そ
の
中
で
、
フ
ロ
イ
ド
の
エ
ス
の
中
味
を
性
の
欲
求
で
は
な
く
「
生
の
衝
動
」
．
と
置
き
か
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
こ
こ
で
の
フ
ロ
ム
の
置
き
か
え
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
思
う
。
フ
ロ
イ
ド
に
関
し
て

は
、
無
意
識
の
問
題
と
、
性
格
形
成
に
関
し
て
の
家
庭
生
活
の
影
響
の
問
題
が
、
更
に
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
こ
の

論
文
の
中
で
フ
ロ
ム
に
ふ
れ
、
彼
が
フ
ロ
イ
ド
と
同
様
（
強
い
自
我
」
を
求
め
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
後
の
彼
の
著
作
に
接
し
て
「
自

我
」
と
い
う
こ
と
ば
の
点
で
は
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
本
文
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
個
人
的
に
目
ざ
め
る
こ

と
が
救
い
と
さ
れ
て
い
る
限
り
、
全
体
の
文
脈
に
は
訂
正
の
必
要
は
な
い
。

６



Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

・
八
四

こ
の
両
者
に
ま
た
が
り
つ
つ
も
、
そ
れ
が
く
り
か
え
さ
れ
る
中
で
性
格
構
造
と
い
う
形
で
固
定
さ
れ
る
と
い
う
把
握
を
基
礎
と
し
て
い

る
．
す
な
わ
ち
彼
に
と
っ
て
は
疎
外
さ
れ
た
人
間
の
性
格
ｌ
そ
の
固
定
の
さ
れ
方
お
よ
び
そ
の
こ
と
か
ら
生
じ
る
行
動
の
型
Ｉ
が
問

題
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
概
念
の
導
入
そ
れ
自
体
は
、
現
状
分
析
に
と
っ
て
か
な
り
有
効
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。
こ
の
場
合
、
フ
ロ
ム
の
社
会
的
性
格
と
い
う
概
念
の
多
元
論
的
性
●
格
が
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
こ
の
概
念
の
史
的
唯
物
論
上
の
位
置
づ
け
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
特
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
連
が
問

題
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
、
世
界
に
関
す
る
か
な
り
首
尾
一
貫
し
た
認
識
の
体
系
で
あ
り
、
し
か
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
さ
れ
う
る
形

態
を
と
っ
た
意
識
と
考
え
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
、
あ
ま
り
正
確
な
表
現
で
は
な
い
が
、
か
な
り
巨
視
的
な
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ

れ
と
の
関
連
の
も
と
で
個
々
人
の
意
識
な
い
し
は
社
会
心
理
を
問
題
と
す
る
必
要
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
「
人
間
性
と
人
格
」
と
い
う
概

念
で
こ
の
両
者
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
社
会
心
理
）
を
統
合
し
う
る
か
ど
う
か
が
そ
の
場
合
の
主
要
な
問
題
点
と
な
る
と
考
え
る
。

（
２
）
こ
の
よ
う
な
社
会
的
性
格
の
重
み
の
強
調
。
こ
の
こ
と
自
体
は
肯
定
さ
れ
う
る
し
、
ま
た
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

疎
外
論
に
関
し
て
い
え
ば
、
疎
外
さ
れ
た
人
間
の
性
格
が
さ
ま
ざ
ま
な
疎
外
さ
れ
た
欲
求
を
生
み
出
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
は
鉄
鎖
と
と
も
に
「
鉄
鎖
を
は
め
ら
れ
て
い
た
と
き
に
生
じ
た
、
あ
ら
ゆ
る
不
合
理
な
欲
求
や
満
足
を
も
失
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
こ
と
と
．
次
に
述
べ
る
よ
う
な
１
１
ま
た
マ
ル
ク
ス
が
「
神
聖
家
族
」
で
述
べ
た
こ
と
で
も
あ
る
ｌ
疎
外
さ
れ
れ
ば
さ
れ

る
ほ
ど
そ
れ
に
対
す
る
抵
抗
も
強
ま
る
と
い
う
理
解
を
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
つ
な
ぐ
か
が
問
題
と
な
る
。
フ
ロ
ム
に
お
い
て
は
、
両
者

を
つ
な
ぐ
も
の
は
、
た
だ
人
間
性
と
い
う
抽
象
概
念
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
現
実
の
社
会
生
活
の
中
で
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
運
動
の

課
題
で
あ
る
。

（
３
）
人
間
の
内
部
に
お
い
て
、
疎
外
な
い
し
は
疎
外
さ
れ
た
欲
求
と
人
間
性
と
の
闘
争
が
あ
る
と
い
う
把
握
。
こ
れ
も
ま
た
肯
定
さ

１
１
 



れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
人
間
性
の
内
容
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ
ロ
ム
は
人
間
の
概
念
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
述
べ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
究
極
的
に
は
人
間
性
と
は
人
間
の
誕
生
以
来
人
間
に
内
在
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
条
件
に
よ
っ
て
無
意
識
の
領
域
に
抑

圧
さ
れ
て
い
る
可
能
性
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
と
、
人
間
性
そ
れ
自
身
も
歴
史
的
・
社
会
的
な
形
成
物
で
あ
る
と
す

る
考
え
方
と
の
間
に
は
多
少
の
差
異
が
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ロ
ム
流
に
考
え
る
と
し
て
も
、
抑
圧
を
と
り
の
ぞ
き
人
間
性
を
発
現
さ
せ
る

も
の
は
社
会
的
条
件
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
７
人
間
性
を
疎
外
す
る
社
会
が
、
ど
う
し
て
他
方
で
人
間
性
を
維
持
し
べ
さ
ら
に
は
育
て

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
と
、
フ
ロ
ム
が
い
う
人
間
の
内
部
に
お
け
る
弁
証
法
と
は
、
同
一

の
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。

Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
疎
外
論

４９ 
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