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実
際
に
は
、
こ
の
二
つ
に
共
通
点
は
ほ
と
ん
ど
な
い
.
|
|
少
な
く
と
も
、
歴
史
上
、
現
時
点
に
お
い
て
は
。
フ
ロ
ム
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
民
主
主
義
運
動
に
た
い
す
る
誤
っ
た
分
類
は
、
フ
ロ
ム
が
そ
の
運
動
に
彼
自
身
の
思
想
の
多
く
を
触

発
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
下
意
識
の
抑
圧
が
働
い
て
い
た
一
つ
の
よ
い
例
で
あ
る
J

提
案
さ
れ
て
い
る
第
四
の
選
択
は
、
持
つ
こ
と
と
在
る
こ
と
の
あ
い
だ
の
本
質
的
な
違
い
を
綬
拠
に
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
概
念
は
、
二
つ
の
根
本
的
に
違
っ
た
存
在
の
様
式
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
そ
れ
が
、
個
人
的
性
格
や
社
会
的
性
格

の
構
え
に
ど
れ
く
ら
い
影
響
を
お
よ
ぼ
す
か
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
正
反
対
と
も
い
え
る
人
生
経
験
の
原
因
と
な
る
。
詩

や
文
学
か
ら
は
じ
ま
っ
て
日
常
一
言
語
に
い
た
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
例
に
よ
っ
て
、
人
聞
が
何
を
所
有
す
る
か
、
あ
る
い

は
何
を
消
費
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
と
づ
い
て
、
人
間
自
身
を
定
義
す
る
傾
向
を
徐
々
に
獲
得
し
て
き
た
事
実
が
し
め

さ
れ
る
。
疎
外
さ
れ
た
人
聞
は
、
自
分
自
身
の
性
格
の
構
え
の
な
か
に
、
一
般
的
に
い
っ
て
全
体
と
し
て
の
資
本
主
義
社

会
の
社
会
的
性
格
を
写
し
た
も
の
を
受
け
入
れ
が
ち
で
あ
る
。
学
ぶ
こ
と
は
、
考
え
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
成
長
さ
せ
、
そ

れ
を
交
換
し
あ
う
こ
と
で
は
な
く
、
デ
ー
タ
と
情
報
の
蓄
積
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
。
能
動
性
と
社
会
的
相
互
作
用
の
広

い
領
域
が
、
こ
の
よ
う
な
根
本
的
に
二
つ
の
相
容
れ
な
い
見
地
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
る
。
「
持
つ
」
人
聞
は
物
質
的
所

有
、
地
位
、
蓄
積
さ
れ
た
知
識
な
ど
に
不
可
避
的
に
依
存
し
が
ち
な
の
に
た
い
し
て
、
「
在
る
」
人
聞
は
あ
た
え
ら
れ
た
挑

戦
や
出
会
い
に
自
発
的
に
反
応
す
る
。
と
く
に
危
険
な
の
は
、
「
持
つ
」
人
聞
が
自
分
が
命
令
さ
れ
な
い
で
権
威
を
振
り
か

ざ
す
力
を
あ
た
え
ら
れ
た
時
で
あ
る
。
あ
る
政
治
的
指
導
者
は
、
「
:
:
:
馬
鹿
で
あ
り
、
不
道
徳
で
あ
り
、
悪
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
ま
っ
た
く
権
威
と
は
ほ
ど
遠
い
存
在
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
権
威
を
も
っ
て
い
る
」
。
受
容

的
、
あ
る
い
は
「
持
と
う
」
と
す
る
性
格
の
持
ち
主
も
ま
た
、
(
『
人
聞
に
お
け
る
自
由
』
や
『
悪
に
つ
い
て
』
で
議
論
さ

れ
た
性
格
特
性
を
参
照
)
本
質
的
に
愛
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
生
産
的
な
愛
は
、
愛
す
る
人
間
の
所
有
と
は
な
ん
ら
相

通
ず
る
と
こ
ろ
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
愛
に
か
ん
す
る
章
は
、
『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
の
い
く
つ
か
の
中
心
思
想
を
、
き

『生きるということ』一一フロムの一般向け著作の再考

わ
め
て
煮
つ
め
て
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
本
の
第
二
部
で
、
フ
ロ
ム
は
彼
の
初
期
の
著
作
で
使
っ
た
多
く
の
概
念
の
要
点
を
繰
り
返
す
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
|
|
彼
が
二
つ
の
様
式
を
簡
潔
に
定
義
し
た
の
だ
が
ー
ー
に
加
え
て
、
フ
ロ
ム
は

R
・
E
・ハ軒

l
-
7ーや、

マ
ッ
ク
ス
・
ス
テ
イ
ル
ナ
l
の
洞
察
に
満
ち
た
作
品
で
あ
る
『
エ
ゴ
と
彼
自
身
1

権
威
に
抗
す
る
個
人
の
場
合
』
を
引
用

し
、
そ
し
て
、
つ
い
に
、
ト

1
ニ
l
の
『
獲
得
社
会
』
の
記
述
の
な
か
に
少
な
か
ら
ず
カ

l
ル
・
マ
ル
ク
ス
を
と
り
あ
げ

る
。
財
産
に
漏
り
つ
か
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
は
、
徐
々
に
あ
ら
ゆ
る
個
人
的
関
係
に
お
い
て
全
体
的
な
堕
落
に
お
ち

い
っ
た
。
人
び
と
は
物
と
し
て
と
り
扱
わ
れ
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
操
作
さ
れ
る
。
資
本
主
義
社
会
は
、
個
人
の
エ
ゴ
の
意

識
を
と
ん
で
も
な
い
高
さ
に
ま
で
引
き
上
げ
て
し
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
自
分
自
身
の
エ
ゴ
は
も
っ
と
も
高
価
な
財
産
で

あ
り
、
肉
体
的
特
質
や
、
技
術
、
社
会
的
地
位
、
富
な
ど
と
い
う
言
葉
で
定
義
さ
れ
る
。
そ
の
時
、
獲
得
す
る
こ
と
が
す

べ
て
の
行
動
の
最
終
的
ゴ

l
ル
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
資
本
主
義
と
対
照
的
な
の
は
、
商
品
は
そ
れ
が
一
度
獲
得
さ
れ
る

や
、
そ
の
固
有
の
価
値
を
失
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
安
々
と
捨
て
ら
れ
、
よ
り
新
し
い
、
よ
り
良
い
「
モ
デ
ル
」
に

取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
消
費
し
捨
て
さ
る
過
程
は
、
絶
え
ず
受
容
的
な
個
性
の
エ
ゴ
を
太
ら
せ
る
が
、
そ
の
人
の
人
生
を

豊
か
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
人
が
持
つ
こ
と
と
、
消
費
す
る
こ
と
に
漏

り
つ
か
れ
れ
ば
っ
か
れ
る
ほ
ど
ハ
消
費
は
し
ば
し
ば
も
っ
と
も
良
い
「
取
引
き
」
を
し
よ
う
と
し
て
、
雪
だ
る
ま
式
の
交

換
を
ひ
き
お
こ
し
、
そ
の
都
度
一
時
的
な
エ
ゴ
が
か
り
た
て
ら
れ
る
て
内
面
的
な
強
さ
を
も
っ
た
成
長
や
成
熟
の
可
能

性
は
、
ま
す
ま
す
失
わ
れ
る
。
別
の
言
葉
で
言
え
ぽ
、
物
や
所
有
に
よ
っ
て
あ
お
り
た
て
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
エ
ゴ
の
背
後

に
は
、
人
聞
の
個
性
の
し
な
び
た
遺
物
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

若
い
世
代
の
多
く
は
|
|
と
く
に
一
九
六

0
年
代
に
|
|
心
な
い
消
費
主
義
と
持
つ
と
い
う
存
在
様
式
を
拒
否
し
た
。

彼
ら
は
両
親
の
み
じ
め
さ
か
ら
自
分
た
ち
を
解
放
し
だ
し
た
が
、
フ
ロ
ム
が
正
確
に
診
断
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
と
同
時
に

マ
イ
ス
タ

l

・
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新
し
い
、
根
本
的
に
違
う
価
値
体
系
を
う
ち
た
て
る
こ
と
に
は
失
敗
し
た
.
た
だ
、
抗
議
し
、
拒
否
す
る
だ
け
で
は
た
し

か
に
「
新
し
い
」
人
間
性
の
創
造
の
た
め
の
道
具
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
。
持
つ
こ
と
に
た
い
す
る
有
効
で
、
永
続
す

る
対
抗
概
念
が
、
活
性
化
し
た
運
動
を
支
え
る
た
め
に
作
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
が
欠
け
て
い
た
た
め
、
多

く
の
若
者
が
彼
ら
の
試
み
に
失
敗
し
た
の
だ
。
実
際
、
彼
ら
の
叛
乱
は
、
獲
得
社
会
「
か
ら
の
」
自
由
は
も
た
ら
し
た
が
、

存
在
の
成
熟
し
た
状
態
を
達
成
「
す
る
」
自
由
の
形
成
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
結
局
は
、
多
く
の
若
者
が
諦
め
、
彼
ら
が

短
期
間
退
け
て
い
た
古
い
生
活
形
態
に
戻
っ
た
。
「
大
き
な
希
望
を
抱
い
て
始
め
た
す
べ
て
の
者
が
、
失
望
し
て
幕
を
引

〈
舗
)

い
た
の
で
は
な
い
が
、
不
幸
な
こ
と
に
そ
の
数
が
ど
れ
く
ら
い
か
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

静
か
な
反
抗
の
炎
が
再
び
燃
え
上
が
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
希
望
は
ま
だ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
消
費
主
義
と
持
つ
と
い

う
形
態
に
反
対
し
、
病
気
か
ら
正
常
へ
の
社
会
の
変
質
に
向
か
う
反
抗
で
あ
る
。

在
る
と
い
う
様
式
に
た
い
し
て
、
フ
ロ
ム
は
二
つ
の
基
本
的
な
前
提
を
提
出
す
る
。
能
動
性
と
利
他
主
義
で
あ
る
。
こ

う
い
っ
た
性
格
特
性
と
そ
の
精
神
的
な
モ
デ
ル
は
|
|
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
マ
イ
ス
タ
l

・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
ス
ピ
ノ
ザ
、

マ
ル
ク
ス
の
哲
学
と
し
て
|
|
フ
ロ
ム
の
こ
れ
ま
で
の
著
作
の
な
か
で
、
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
に
始
ま
り
、
性
格
学
に
か

ん
す
る
多
く
の
本
や

『正
気
の
社
会
』
を
と
お
し
て
、
広
範
に
議
論
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
連
帯
と
敵
対
と
の
あ
い
だ
の

区
別
に
か
ん
し
て
、
新
し
く
、
重
要
な
観
点
が
、
二
つ
の
社
会
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
、
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
存
在
の

形
態
と
し
て
、
導
入
さ
れ
て
い
る
。
獲
得
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
は
、
お
お
か
た
貧
欲
、
冷
酷
き
、
競
争
、
そ
し
て
敵

対
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
所
有
を
失
う
こ
と
や
、
も
っ
と
広
い
意
味
で
の
、
よ
り
多
く
の
商
品
と
地
位
向
上
の
た

め
の
競
争
的
な
戦
い
に
敗
れ
る
こ
と
に
た
い
す
る
恐
怖
は
、
そ
れ
な
し
で
は
不
具
者
と
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
作
用
す

る
。
個
人
も
集
団
も
、
こ
の
広
く
行
き
わ
た
っ
た
恐
怖
に
よ
っ
て
性
格
構
造
を
歪
め
ら
れ
て
い
る
。
連
帯
の
代
わ
り
に
敵

対
が
多
く
の
社
会
的
相
互
関
係
を
規
定
す
る
。
敵
対
の
別
の
側
面
で
あ
る
貧
欲
は
、
け
っ
し
て
現
実
に
は
満
た
さ
れ
る
こ

『生きるということ』一一フロムの一般向け著作の再考

と
が
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
「
ど
ん
な
に
貧
欲
が
満
た
さ
れ
よ
う
が
、
克
服
さ
れ
う
る
は
ず
の
内
面
の
空
虚
さ
、

〈
明
剖
)

倦
怠
、
淋
し
さ
、
憂
欝
を
満
た
さ
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
察
の
多
く
は
、
す
で
に
一
九
世
紀
の
社
会
主
義

者
そ

l
ゼ
ズ
・
ヘ
ス
の
作
品
、
シ
ョ

l
ペ
ン
ハ
ウ

7
l
の
警
句
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
パ
タ
イ
ユ
や
実
存

主
義
者
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
l
の
後
期
の
著
作
に
見
ら
れ
る
。
フ
ロ
ム
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
独
創
性
は
|
|
こ
れ
は
存

在
論
的
な
範
聞
で
は
ガ
プ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
の
「
在
る
」
と
い
う
思
想
と
の
比
較
に
お
い
て
も
同
織
に
言
え
る
こ
と
だ

が
|
|
繰
り
返
す
が
、
フ
ロ
ム
が
個
人
的
な
性
格
の
構
え
と
社
会
的
性
格
の
構
え
と
の
あ
い
だ
に
う
ち
立
て
る
こ
と
が
で

き
た
一
貫
し
た
因
果
関
係
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
彼
が
復
の
理
論
を
多
く
の
国
家
を
包
含
す
る
よ
り
大
き
な
共
同
社
会
と
、

そ
こ
で
の
生
活
様
式
に
繰
り
広
げ
て
い
く
の
は
き
わ
め
て
当
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
地
球
的
な
規
模
に
た
て
ば
、
さ
ま

ざ
ま
な
国
家
の
あ
い
だ
の
関
係
を
規
定
す
る
要
因
で
あ
る
貧
欲
と
恐
怖
の
相
互
作
用
は
、
平
和
に
た
い
す
る
恒
久
的
な
脅

威
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
フ
ロ
ム
は
永
久
の
平
和
は
、
持
ん

f

…帝
わ
ん
を
在
る
惜
上
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
達
成

で
き
る
と
結
論
し
て
い
る
の
は
正
し
い
。
諸
国
家
の
連
帯
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
敵
対
は
根
絶
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

2う9 第九章

こ
の
本
の
最
終
部
(
「
新
し
い
人
間
と
新
し
い
社
会
」
)
は
、
有
害
な
持
つ
様
式
を
人
間
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
在
る
様

式
に
変
え
る
実
際
的
側
面
を
扱
っ
て
い
る
。
ひ
た
す
ら
経
済
構
造
の
線
本
的
再
構
成
を
す
る
だ
け
で
は
大
規
模
な
変
化
は

達
成
で
き
な
い
と
、
フ
ロ
ム
は
言
う
。
被
は
ま
た
、
個
人
の
性
格
の
構
え
を
変
え
る
だ
け
で
、
新
し
い
社
会
が
出
現
し
う

る
と
い
う
考
え
も
、
同
様
に
排
除
す
る
。
か
り
に
そ
の
よ
う
な
個
人
の
意
識
だ
け
が
別
個
に
進
歩
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
よ
り
大
き
な
社
会
組
織
と
い
う
関
係
の
な
か
で
は
、
効
果
が
な
い
だ
ろ
う
し
、
私
的
な
領

域
に
限
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
は
、
こ
こ
数
年
市
場
的
な
性
格
の
構
え
が
、
「
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
の
信
仰
」
と
と
も
に
、

西
欧
社
会
に
お
い
て
広
範
囲
な
基
盤
を
確
立
し
た
の
を
観
測
し
て
い
る
。
受
容
的
タ
イ
プ
は
未
発
達
な
が
ら
も
、
個
性
の
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痕
跡
を
残
し
て
い
る
の
に
た
い
し
、
市
場
的
な
構
え
は
識
別
で
き
る
程
度
の
エ
ゴ
さ
え
も
も
っ
て
い
な
い
。
パ
ー
ソ
ナ
リ

テ
ィ
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
命
令
に
完
全
に
適
応
す
る
こ
と
が
、
市
場
的
な
構
え
の
根
本
的
な
特
性
で
あ
る
。
市
場
的
な
人
聞

は
、
感
情
的
経
験
を
し
な
い
.
す
な
わ
ち
、
彼
は
愛
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
憎
む
こ
と
も
な
い
。
彼
ら
は
、
完
全
に
疎

外
さ
れ
た
存
在
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
定
義
の
純
粋
な
化
身
だ
。
(
こ
の
性
格
タ
イ
プ
に
か
ん
す
る
も
っ
と
徹
底
し
た
論
議

は
、
こ
の
本
の
七
章
と
八
章
に
お
い
て
『
悪
に
つ
い
て
』
と

『正
気
の
社
会
』
を
そ
れ
ぞ
れ
分
析
す
る
な
か
に
提
供
し
て

お
い
た
J

こ
こ
で
、
フ
ロ
ム
は
ミ
カ
エ
ル
・
マ
ツ
コ
ピ
!
と
イ
グ
ナ
シ
オ
l
・
ミ
ラ
ン
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
二
つ
の

社
会
調
査
を
引
用
し
て
い
る
。
両
方
と
も
、
企
業
の
重
役
に
よ
く
見
ら
れ
が
ち
な
感
情
や
気
分
の
性
向
を
調
査
し
た
も
の

で
あ
り
、
完
全
な
市
場
商
人
と
い
う
新
し
い
人
種
に
か
ん
し
て
こ
の
上
な
く
啓
発
的
な
も
の
で
あ
る
。
サ
イ
パ
ネ
テ
ィ

v

ク
ス
に
た
い
す
る
信
仰
、
す
な
わ
ち
、
デ
ー
タ
処
理
を
と
お
し
て
人
間
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
を
予
想
し
、
操
作
す
る
こ

と
に
か
ぎ
り
な
い
信
頼
を
示
す
こ
と
の
急
速
な
広
が
り
と
結
び
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
性
格
の
構
え
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
主

義
的
な
再
生
に
た
い
す
る
恐
る
べ
き
障
害
と
な
っ
て
い
る
。
フ
ロ
ム
の
意
見
で
は
、
根
源
的
な
人
間
主
義
と
、
社
会
的
性

格
お
よ
び
個
人
の
生
活
の
見
通
し
の
両
者
を
同
時
に
再
構
成
し
て
い
く
こ
と
だ
け
が
、
人
類
の
生
存
に
と
っ
て
必
要
な
変

革
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ロ
ム
は
「
不
健
康
な
人
間
存
在
と
い
う
対
価
を
支
払
っ
て
の
み
可
能
な
健
全
な
経
済
」
と
い
う
現
在
の
状
況
は
、
終

わ
り
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
資
本
主
義
社
会
と
共
産
主
義
社
会
の
両
方
に
現
存
す
る
性
格
の
構
え
を
見
る
と

き
、
フ
ロ
ム
は
持
つ
構
え
が
、
人
間
性
の
避
け
ら
れ
な
い
部
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
l
少
な
く
と
も
、
進
歩
の
現
時
点

に
お
い
て
|
容
認
す
る
こ
と
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
。
だ
が
、
彼
は
も
は
や
そ
れ
が
荒
れ
狂
う
の
を
許
す
わ
け
に
は
い
か

な
い
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
理
性
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
、
と
り
こ
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
言
い
換
え
れ

ば
、
持
つ
様
式
は
、
在
る
様
式
の
新
し
い
復
活
に
よ
っ
て
抑
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

E
-
F
・
シ
ュ
l
マ
ッ
ハ
l

『生きるということ』一一フロムの一般向け著作の再考

に
加
え
て
、
フ
ロ
ム
は
ア
メ
リ
カ
の
生
態
学
者
ポ
l
ル
・

R
・
ェ
l
ル
リ
ッ
ヒ
や
ア
ン
-
H
-
z
l
ル
リ
ッ
ヒ
の
作
品

内初
V

〈
共
著
『
人
口
.
l

資
源
・
環
境
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
世
界
』
〉
と
、
ド
イ
ツ
の
社
会
民
主
党
員
、
エ
ア
ハ
ル

ト
・
エ
ッ
プ
丸
刈
~
の
作
品
を
引
用
す
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
地
球
の
自
然
資
源
の
お
び
た
だ
し
い
枯
渇
と
、
人
間
存
在
の

片
意
地
な
自
己
破
壊
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
。
狂
気
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
感
染
し
や
す
か
ろ
う
が
、
今
や
停
止
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
.
新
し
い
「
人
聞
の
科
学
」
が
、
野
放
し
な
科
学
技
術
と
制
度
化
さ
れ
た
人
間
性
を
制
御
す
る
道
具
と
な

る
と
い
う
ゴ

l
ル
に
向
か
っ
て
創
造
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
フ
ロ
ム
は
、
工
業
生
産
を
「
正
常
な
」
消
費
に
向
か
っ
て
再
構
成
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
現

存
す
る
食
品
医
薬
品
局
の
延
長
線
上
に
、
健
康
的
消
費
か
ど
う
か
裁
定
す
る
基
準
を
も
っ
政
府
横
闘
が
設
立
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
.
こ
の
よ
う
な
大
衆
的
な
方
向
づ
け
は
、
生
産
に
た
い
す
る
株
主
や
経
営
者
の
支
配
が
、
法
令
や
新

し
い
消
費
者
の
自
覚

(
H
不
要
で
、
損
害
を
あ
た
え
る
よ
う
な
商
品
を
排
斥
す
る
こ
と
)
に
よ
っ
て
根
本
的
に
縮
小
さ
れ

た
と
き
に
の
み
力
を
も
つ
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
「
:
:
:
巨
大
企
業
の
政
府
に
た
い
す
る
大
き
な
威
力
(
北
凱
は
日

ご
と
に
強
く
な
っ
て
い
る
)
と
人
び
と
に
た
い
す
る
大
き
な
威
力
(
洗
脳
に
よ
る
思
考
統
制
に
よ
る
)
が
破
ら
れ
る
」
と

い
う
条
件
の
も
と
で
だ
け
実
体
化
さ
れ
る
。
合
衆
国
に
お
け
る
既
存
の
政
治
的
、
経
済
的
権
力
構
造
に
つ
い
て
初
歩
的
な

知
識
さ
え
持
っ
て
い
る
人
は
誰
で
も
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
提
案
だ
と
い
う
こ
と
に
す
ぐ
に
気
が
つ
く
だ

ろ
う
。
明
ら
か
に
、
フ
ロ
ム
は
判
っ
て
い
な
い
。
彼
は
、
『
正
気
の
社
会
』
や
『
希
望
の
革
命
』
で
提
案
し
た
政
治
的
、
文

化
的
変
化
を
短
く
繰
り
返
し
て
、
在
る
様
式
の
再
活
性
化
と
い
う
プ
ラ
ン
を
描
き
つ
づ
け
る
。
つ
ま
り
、

責
任
を
も
っ
市

民
に
よ
る
国
民
会
議
の
制
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
直
接
参
加
の
民
主
主
義
の
履
行
の
た
め
の
草
の
根
運
動
で

あ
り
、
よ
り
小
さ
な
規
模
の
地
方
分
権
化
や
、
生
産
計
画
へ
の
労
働
者
の
参
加
で
あ
り
、
社
会
の
す
べ
て
の
構
成
員
に
最

低
年
収
を
保
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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そ
こ
か
ら
、
フ
ロ
ム
は
新
し
い
世
界
の
出
現
が
も
た
ら
す
一
連
の
本
質
的
な
条
件
を
提
出
す
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う

に
要
約
さ
れ
よ
う
。
産
業
広
告
で
あ
れ
、
政
治
広
告
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
「
洗
脳
的
な
手
段
」
は
禁
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
豊
か
な
国
々
は
、
発
展
の
遅
れ
て
い
る
国
々
を
搾
取
す
る
こ
と
を
や
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
婦
人
は
、
家
父
長
制
に
従

属
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
正
確
な
情
報
が
、
効
果
的
な
方
法
で
行
き
渡
ら
せ
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
科
学
研
究
は
、
も
は
や
利
益
に
も
国
防
に
も
奉
仕
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
し
て
最
後
に
、
核
軍
縮
が
、
早
急

に
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
辛
嫌
に
な
ら
な
く
て
も
、
機
敏
な
読
者
な
ら
ば
、
合
衆
国
の
現
在
の
政
治
的
、
経
済
的
機

構
が
こ
の
よ
う
な
条
件
を
自
発
的
に
作
り
だ
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
自
殺
的
行
為
に
等
し
い
と
悟
る
だ
ろ
う
。
政
治
的
、

経
済
的
権
力
構
造
は
|
|
そ
う
い
う
用
語
は
、
西
側
の
資
本
主
義
と
東
側
の
共
産
主
義
の
双
方
に
と
っ
て
実
際
に
は
同
義

語
で
あ
る
が
|
|
ど
ん
な
に
多
く
の
合
理
的
議
論
が
、
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
お
け
る
そ
の
画
一
的
な
支
配
を
除
去
し

よ
う
と
し
て
も
、
簡
単
に
自
滅
な
ど
し
な
い
。
存
在
し
て
い
る
消
費
の
た
め
の
教
化
と
、
教
化
に
よ
っ
て
創
り
だ
さ
れ
る

人
工
的
な
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
消
費
と
い
う
悪
循
環
は
、
フ
ロ
ム
が
提
案
し
て
い
る
ほ
ど
簡
単
に
は
破
る
こ
と
が

で
き
る
は
ず
が
な
い
。
既
存
の
機
構
の
内
部
で
の
大
規
模
な
社
会
的
変
革
は
、
き
わ
め
て
時
聞
を
要
し
、
長
た
ら
し
い
も

の
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
で
は
、
生
態
系
と
防
衛
問
題
に
た
い
し
て
大
衆
の
意
識
を
変
革
し
よ
う

と
す
る
試
み
が
、
過
去
一

O
年
の
あ
い
だ
に
具
体
的
な
政
治
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
た
と
え
ば
、
西
ド
イ
ツ
で
は
、
「
緑
」

の
党
が
最
近
か
な
り
の
大
衆
の
支
持
を
受
け
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
社
会
風
潮
の
な
か
に
あ
っ
て
ま
だ
徴
妙
で
暫
定
的
な
変

化
な
の
で
、
そ
の
最
終
的
な
成
果
は
、
予
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

結
論
と
し
て
、
ェ

l
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
は
、
救
世
主
的
な
希
望
の
実
現
に
か
ん
し
て
は
懐
疑
的
で
あ
る
。
企
業
化
さ
れ

た
産
業
の
圧
倒
的
な
力
に
直
面
し
、
大
衆
の
無
力
と
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
無
関
心
を
見
れ
ば
、
持
つ
様
式
を
逆
転
さ
せ
る
に

は
せ
い
ぜ
い
二
%
の
可
能
性
し
か
な
か
ろ
う
。
こ
の
確
率
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
取
引
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
理
性
の
あ
る
人

『生きるということ』一一フロムのー般向け著作の再考

聞
な
ら
ば
誰
も
そ
れ
に
投
資
し
よ
う
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
と
、
フ
ロ
ム
は
認
め
る
。
こ
う
述
べ
る
『
と
と
も
に
、
フ
ロ
ム
は

一
九
三
七
年
の
ま
だ
熟
し
て
い
な
い
論
文
「
無
力
の
風
骨
」
の
要
点
に
戻
る
。
こ
の
な
か
で
、
フ
ロ
ム
は
国
家
社
会
主
義

党
勃
興
前
後
の
ド
イ
ツ
中
産
階
級
に
蔓
延
し
て
い
た
社
会
的
性
格
を
実
に
正
確
に
描
い
て
い
た
。
今
や
、
四

O
年
を
経
て
、

彼
は
本
質
的
に
は
同
じ
結
論
に
た
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
万
能
と
思
え
る
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
搾
取
さ
れ
て
い
る
川
パ

ん
ど
の
人
び
と
は
、
本
質
的
に
は
、
独
立
し
て
室
、
行
動
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り

l
気
が
進
ま
な
く

l

リ

。
だ
が
、
運
命
に
無
条
件
に
身
を
委
ね
る
こ
と
は
、
フ
ロ
ム
の
性
格
と
は
相
容
れ
な
い
。
本
の
最
後
の
ペ
ー
ジ
で
は
、

ふ
た

U
び
、
自
由
で
生
産
的
で
あ
る
人
聞
が
占
め
る
新
し
い
社
会
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
呼
び
お
こ
さ
れ
る
。
フ
ロ
ム
は
こ
の

高
貴
な
空
中
楼
閣
を
、
中
世
の
神
の
都
と
現
代
の
世
俗
の
都
と
の
弁
証
法
的
統
一
ー
ー
す
な
わ
ち
、
在
る
こ
と
の
都
|
|

と
呼
ぶ
。

熱
烈
な
支
持
者
た
ち
さ
え
、
『
生
き
る
と
い
う
こ
と
』
の
出
版
に
は
あ
る
種
の
狼
狽
を
覚
え
た
。
フ
ロ
ム
の
鋭
い
社
会
分

析
は
、
彼
が
大
戸
で
述
べ
て
い
る
解
決
と
簡
単
に
調
和
す
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。
比
喰
的
に
言
え
ば
、
こ
の
本
の
ほ
と
い

ど
す
べ
て
の
行
が
、
そ
う
い
う
ジ
レ
ン
マ
の
解
決
が
明
ら
か
に
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
緊
張
に
満
ち
て
い
る
。
フ
ロ
ム

-v

t
い
ま
で
|
|
あ
る
い
は
そ
れ
を
越
え
て
、
拡
げ
て
い

自
分
自
身
の
望
ま
し
い
未
来
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
、
ぎ
り
ぎ
り
し

同
フ
ロ
ム
に
共
感
的
な
批
評
家
だ
が
、
彼
の
提
案
の
実
現
の

る
の
を
知
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ロ
ル
フ
・
デ
J
W
l

可
能
性
に
つ
い
て
は
、
深
刻
な
疑
い
を
表
明
し
て
い
り
抗
。
多
く
の
他
の
批
評
家
た
ち
も
、
フ
ロ
ム
が
提
案
し
た
実
際
的
な

解
決
方
法
を
素
朴
で
非
現
実
的
で
あ
る
と
非
難
し
た
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
そ
A
品
J
d
J
d
品
、
、
同
様
必
伺
白
州
、
こ
の

本
の
基
本
的
前
提
で
あ
る
。
(
い
ろ
ん
な
性
格
の
構
え
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
)
社
会
心
理
学
の
理
論
を
、
倫
理
主
義
に
結
び

つ
け
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
倫
理
主
義
は
、
持
つ
こ
と
は
「
悪
く
」
、
在
る
こ
と
は
「
良
い
」
と
い
う
公
式
に
要
約
さ
れ

る
。
方
法
論
と
し
て
も
、
フ
ロ
ム
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
大
い
に
疑
問
が
残
る
。
社
会
心
理
学
と
倫
理
学
は
、
彼
の
著
作
の
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な
か
で
い
つ
も
強
く
関
係
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
こ
こ
で
の
用
い
ら
れ
て
い
る
率
直
す
ぎ
る
そ
の
融
合
は
、
必
然
的

に
単
純
き
わ
ま
り
な
い
と
い
う
結
果
を
招
か
ざ
る
を
え
な
い
。
持
つ
こ
と
と
在
る
こ
と
の
倫
理
的
違
い
は
、
少
な
く
と
も

こ
う
し
た
単
純
す
ぎ
る
提
示
で
は
、
フ
ロ
ム
の
社
会
病
理
学
を
不
明
瞭
に
す
る
。
人
間
主
義
の
復
活
と
い
う
彼
の
願
い
を

強
め
る
代
わ
り
に
、
在
る
構
え
を
一
方
的
に
褒
め
、
持
つ
原
理
を
同
じ
よ
う
な
観
点
か
ら
非
難
す
る
こ
と
で
は
、
多
く
の

読
者
を
納
得
さ
せ
ら
れ
な
い
。
フ
ロ
ム
は
、
い
つ
で
も
す
べ
て
持
つ
こ
と
が
、
諸
悪
の
線
源
で
あ
る
と
い
う
不
適
切
な

|
|
そ
し
て
、
人
間
学
の
用
語
で
は
と
て
も
容
認
で
き
な
い
|
|
一
糾
弾
を
と
お
し
て
彼
の
立
場
を
強
調
し
す
ぎ
る
。
フ
ロ

ム
は
(
以
前
の
彼
の
著
作
、
と
く
に
『
マ
ル
ク
ス
の
人
間
観
』
や
『
正
気
の
社
会
』
で
そ
う
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に
)
快

適
な
生
活
水
準
を
維
持
す
る
た
め
に
一
定
量
の
物
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
、
人
聞
の
自
然
で
有
益
な
衝
動
と
、
搾
取
と
疎

外
を
導
く
資
本
と
が
区
別
で
き
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
フ
ロ
ム
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
ま
さ
に
そ
の
全
体
性
に
よ
っ
て
落
と
し

穴
に
お
ち
る
。
最
終
分
析
で
は
、
持
つ
こ
と
と
在
る
こ
と
の
根
源
的
な
選
択
が
人
為
的
な
も
の
に
な
り
、
不
確
か
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
。
ラ
イ
ナ
ー
・
フ
ン
ク
は
、
フ
ロ
ム
の
も
っ
と
も
近
い
仲
間
の
一
人
だ
が
、
彼
で
さ
え
こ
の
本
を
、
「
社
会

内
組
)

心
理
学
的
洞
察
と
人
間
主
義
的
な
宗
教
と
倫
理
学
と
綜
合
し
よ
う
と
試
み
る
:
:
:
。
」
と
い
う
ふ
う
に
用
心
深
く
述
べ
て

い
る
。
ゴ
ン
サ
ル
フ

-
K
・
マ
イ
ン
パ

l
ガ

l
は
、
フ
ロ
ム
を
批
評
す
る
の
に
も
っ
と
容
赦
な
く
、
こ
の
本
を
「
新
聞
雑

誌
記
事
の
申
詩
集
め
」
で
あ
り
、
彼
自
身
の
分
析
的
方
法
の
明
ら
か
な
欠
陥
を
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
予
言
を
用
い
て
い
る
手

品
技
だ
と
す
る
。
フ
ロ
ム
の
歴
史
観
は
片
寄
っ
て
い
る
と
、
マ
イ
ン
パ

l
ガ

l
は
言
う
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
は
、

持
つ
こ
と
と
在
る
こ
と
と
い
う
こ
つ
の
単
純
な
用
語
を
頼
り
に
し
て
書
き
直
せ
は
し
な
い
は
ず
で
あ
る
咽

こ
の
本
に
た
い
す
る
も
っ
と
善
意
の
批
評
家
た
ち
は
、
多
く
の
読
者
に
直
接
訴
え
か
け
る
力
と
、
社
会
や
自
己
自
身
へ

不
満
を
も
っ
て
い
る
人
び
と
に
新
じ
い
形
の
自
覚
の
可
能
性
を
こ
の
本
が
促
し
て
い
く
だ
ろ
う
と
正
し
く
称
賛
し
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
と
し
て
、
少
な
く
と
も
そ
の
構
想
の
あ
ど
け
な
き
に
か
ん
し
て
は
意
見
が
一
致
し
て
い
る
よ
う

『生きるということ』ー一一フロムの一般向け著作の再考

だ
。
と
く
に
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
l
・
ミ
ッ
シ
ャ
リ
ッ
ヒ
の
よ
う
な
研
究
者
に
よ
る
、
人
聞
の
攻
撃
性
に
か
ん
す
る
最
近
の
発

見
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
そ
う
で
あ
る
。
大
規
模
な
社
会
を
再
構
成
し
よ
う
と
い
う
フ
ロ
ム
の
妥
協
の
な
い
提
案
が
い
か
に

称
賛
に
値
し
よ
う
が
、
そ
れ
は
、
多
く
の
人
が
選
ば
な
か
っ
た
道
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
も
う
少
し
別

の
角
度
か
ら
見
て
み
よ
う
。
『
生
き
る
と
い
う
こ
と
』
の
出
版
の
一
年
後
、
ス
イ
ス
の
作
家
、
ォ
ッ
ト
1
・

F
・
ウ
オ
l
ル

タ

l
は
『
野
土
仰
(
一
九
七
七
)
』
と
い
う
小
説
を
出
版
し
た
。
フ
ロ
ム
の
本
の
直
接
の
影
響
の
も
と
に
書
か
れ
た
そ
の
小

説
は
、
豊
か
な
社
会
(
す
な
わ
ち
、
持
つ
様
式
〉
を
後
に
し
て
、
利
他
的
な
協
力
と
共
同
の
所
有
(
す
な
わ
ち
、
在
る
形

式
)
の
原
理
の
も
と
に
創
立
さ
れ
る
小
さ
な
共
同
社
会
を
作
っ
て
い
く
二
人
の
若
者
の
運
命
を
描
い
て
い
る
。
ウ
オ
l
ル

タ
1
h
の
フ
ロ
ム
の
考
え
の
小
説
化
は
、
大
変
説
得
力
が
あ
る
。
そ
れ
が
生
産
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
精
神
に
あ
ふ
れ
た

新
し
い
社
会
単
位
の
出
現
と
い
う
モ
デ
ル
と
し
て
現
実
に
役
立
つ
か
ど
う
か
は
、
な
お
見
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

・
L
W

最
後
の
一
般
向
け
の
本
が
、
強
い
議
論
を
よ
ん
で
い
る
な
か
で
、
エ

1
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
は
一
九
よ
批
年
に
『
パ
ル
ド

ン
』
誌
に
よ
っ
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
社
会
学
者
ア
デ
ル
バ

l
ト
・
ラ
イ
フ
の
イ
ヴ
イ
ピ
ュ
ー
を
受
け
た
。
そ
の
な
か
の

い
く
つ
か
の
答
え
は
、
こ
の
本
の
意
図
を
さ
ら
に
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
在
る
様
式
の
実
現
に
向
か
っ
て
の
可
能
な
段

階
と
し
て
、
私
的
所
有
の
廃
止
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
た
と
き
、
そ
ん
な
こ
と
は
ま
J

た
く
助
果
が
な
か
ろ
う
と
、
フ
ロ
ム

は
述
べ
て
い
る
。
所
有
の
現
実
的
分
配
が
問
題
な
の
で
は
な
く
て
、
持
う
こ
と
と
在
る
こ
と
に
た
い
す
る
一
般
的
な
意
識

の
変
化
が
問
題
な
の
だ
と
彼
は
答
え
て
い
る
。
も
し
持
小
ひ
と
の
そ
の
圧
倒
す
る
よ
う
な
重
要
さ
が
人
び
と
の
心
か
ら
な

く
な
る
な
ら
ば
、
誰
が
少
し
ば
か
り
多
く
持
っ
て
い
る
、
誰
は
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
問
題
と
な

る
だ
ろ
う
。
教
化
さ
れ
て
い
る
現
在
の
状
態
が
、
ま
さ
に
こ
の
変
化
を
妨
げ
て
お
り
、
愚
か
さ
を
進
め
て
さ
え
い
る
。
す

な
わ
ち
、
理
性
の
不
在
で
あ
る
・
フ
ロ
ム
は
正
確
に
、
知
性
/
悪
知
恵
と
理
性
と
を
区
別
し
て
い
る
。
愚
か
さ
は
、
精
神
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的
遅
滞
の
結
果
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自
由
の
欠
如
の
帰
結
で
あ
る
。
ラ
イ
フ
は
、
宣
伝
に
支
配
さ
れ
た
世
界
に
あ
っ
て
批

判
的
理
性
を
活
性
化
し
、
独
立
を
達
成
す
る
こ
と
は
本
当
に
可
能
な
の
か
ど
う
か
尋
ね
る
。
す
る
と
フ
ロ
ム
は
、
大
衆
的

な
教
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
進
歩
は
や
ま
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
彼
の
希
望
を
表
明
す
る
。
人
聞
の
意
識
の
「
変
化
」
は
、

歴
史
を
通
じ
て
い
つ
も
お
こ
っ
て
お
り
、
い
ま
も
な
お
、
そ
う
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
変
化
に
対
応
し
て
き
た
人
た
ち
は
、

そ
の
時
代
を
生
き
ぬ
き
、
な
お
か
つ
未
来
に
た
い
し
て
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
輪
郭
の
ゲ
ィ
ジ
ョ
ン
を
描
き
与
え
た
人
び
と
で

あ
る
。
こ
こ
で
フ
ロ
ム
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
革
命
的
性
格
の
構
え
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
構
え
が
、
過

去
に
お
い
て
歴
史
の
進
歩
を
促
し
て
き
た
の
だ
。

現
在
の
持
つ
様
式
が
支
配
的
な
主
な
原
因
と
し
て
、
フ
ロ
ム
は
非
常
に
多
く
の
人
聞
が
信
念
を
欠
い
て
い
る
か
ら
だ
と

指
摘
す
る
。
信
念
が
物
へ
の
妄
想
に
と
っ
て
か
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
根
源
的
で
敏
速
な
回
れ
右
が
、
道
徳
的
、

倫
理
的
問
題
よ
り
も
っ
と
重
要
だ
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
ま
さ
し
く
、
直
接
人
類
の
保
存
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
な

ら
ば
、
自
己
保
存
の
た
め
理
性
と
意
志
が
、
人
聞
を
変
化
へ
向
か
わ
せ
る
よ
う
整
え
ら
れ
る
べ
き
だ
。
最
終
的
に
は
、
生

に
根
ざ
さ
な
い
生
は
、
破
壊
性
の
主
な
原
因
と
な
る
。
も
し
、
進
路
の
綾
源
的
な
変
更
が
で
き
な
け
れ
ば
、
人
聞
は
事
実

上
自
滅
す
る
だ
ろ
う
。
結
論
と
し
て
、
フ
ロ
ム
は

『生
き
る
と
い
う
こ
と
』
の
三
年
前
に
出
版
さ
れ
た
、
『
破
壊
』
の
も
っ

と
も
大
事
な
論
旨
の
一
部
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

彼
の
最
後
の
一
般
向
け
の
本
は
、
そ
の
前
提
を
定
式
化
す
る
う
え
で
弱
さ
と
単
純
化
の
し
す
ぎ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主

に
、
自
己
自
身
の
生
活
の
方
向
に
も
う
一
歩
踏
み
出
そ
う
と
し
て
お
り
、
ま
だ
そ
れ
が
で
き
る
人
び
と
の
心
に
訴
え
る
勧

告
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
こ
れ
は
寂
し
さ
を
感
じ
き
せ
る
本
だ
.
前
著
ま
で
の
多
く
の
本
に
見
ら
れ

た
新
鮮
さ
と
凝
縮
性
に
は
欠
け
る
。
全
部
に
納
得
が
い
く
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
が
、
そ
れ
は
、
人
間
心
理
と
私
た
ち

の
う
え
に
働
く
外
部
の
力
に
た
い
す
る
フ
ロ
ム
の
深
い
洞
察
に
満
ち
て
い
る
。
幾
分
突
き
放
し
た
書
き
方
が
み
ら
れ
、
そ

『生きるということ』一一フロムの一般向け著作の再考

れ
以
上
に
内
容
が
個
人
的
で
は
あ
る
が
、
な
ん
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
偉
大
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
最
後
の
重
大
な
発

言
で
あ
る
。
人
間
性
に
つ
い
て
の
厳
密
に
科
学
的
な
叙
述
か
は
な
い
吟
ー
ー
そ
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
な
ら
l
|そ
れ
は
、

ま
だ
広
く
読
ま
れ
る
に
値
す
る
。
少
な
く
と
も
、
連
帯
と
平
和
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
を
完
全
に
捨
て
さ
っ
て
い
な
い

人
び
と
の
あ
い
だ
で
は
。
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そ
の
二
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三
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司
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下
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第
十
章

深
淵
を
覗
き
込
ん
で

|
|
人
聞
の
攻
撃
性
の
理
論
(
一
九
七
一
二

i
一
九
七
五
)

晩
年
に
な
っ
て
、
フ
ロ
ム
は
大
へ
ん
健
康
を
害
し
た
。
一
九
七
四
年
、
『
破
壊
』
の
出
版
の
一
年
後
、
フ
ロ
ム
と
妻
は
メ

キ
シ
コ
に
は
戻
ら
ず
、
永
久
に
ム
ラ
ル
ト
(
カ
ン
ト
ン
州
チ
チ
ノ
)
に
と
ど
ま
る
決
心
を
し
た
。
そ
こ
で
、
彼
は
名
誉
市

民
の
栄
誉
を
に
な
っ
た
。
フ
ロ
ム
は
、
ザ
ル
ツ
ブ
ル
グ
で
聞
か
れ
る
人
間
性
に
か
ん
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ュ
!
ム
に
定
期
的
に

出
掛
け
、
(
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
と
お
し
て
)
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
の
接
触
を
た
も
ち
、
そ
し
て
ま
た
人
間
主
義
的
な
構
え
の

人
び
と
や
学
者
仲
間
、
と
く
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
・
ソ
|
シ
ァ
リ
ズ
ム
を
標
携
し
て
い
る
科
学
者
や
他
の
公
け
の
人
び
と

か
ら
な
る
「
実
験
派
」
と
は
密
接
な
関
係
を
も
っ
た
。
彼
は
、
「
実
験
派
」
の
定
期
刊
行
物
で
あ
る
『
プ
ラ
ク
シ
ス
』
の

共
同
編
集
者
と
し
て
も
貢
献
し
た
。
一
九
七

O
年
に
は
、
フ
ロ
ム
は
、
『
精
神
分
析
の
危
配
』
と
い
う
題
で
論
文
集
を
編
集

し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
一
九
三

0
年
代
の
論
文
を
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
不
器
用
に
書
き
換
え
た
も
の
な
の
だ
が
、
精
神

分
析
の
現
状
に
新
た
に
貢
献
す
る
重
要
な
論
文
を
ふ
く
ん
で
い
た
。
こ
の
論
文
も
ま
た
、
「
精
神
分
析
の
危
機
」
と
題
さ
れ

て
い
た
が
、
今
日
の
観
点
か
ら
も
き
わ
め
て
読
む
に
値
す
る
。
こ
こ
で
も
フ
ロ
ム
は
も
う
一
度
、
現
代
の
分
析
的
傾
向
が

危
険
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
査
め
ら
れ
て
い
る
と
挑
み
か
か
る
。
と
い
う
の
は
、
今
日
の
分
析
者
が
、
個
人
を
、
病
め
る
社

会
の
規
範
や
行
動
様
式
に
適
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
か
ら
だ
。
別
の
言
葉
で
言
え
ぽ
、
も
し
あ
る
人
聞
が
、
共

通
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
相
互
作
用
の
基
準
に
よ
っ
て
精
神
的
に
病
ん
で
い
る
と
見
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
全
体
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と
し
て
の
社
会
的
性
格
の
方
に
問
題
が
あ
る
と
言
っ
た
方
が
当
た
っ
て
い
る
。
|
|
画
一
化
し
な
い
人
間
個
人
に
あ
石
の

で
は
な
い
。
こ
の
洞
察
力
の
あ
る
文
の
行
聞
に
は
、
同
僚
の
分
析
者
に
た
い
す
る
フ
ロ
ム
自
身
の
欲
求
不
満
が
見
ら
れ
る
。

と
く
に
彼
を
排
斥
し
、
彼
の
こ
と
を
フ
ロ
イ
ト
の
「
修
正
主
義
」
だ
と
し
た
仲
間
に
た
い
し
て
の
。

エ
l
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
は
残
り
の
生
涯
を
、
敬
度
な
仏
教
徒
と
し
て
過
ご
し
た
。
毎
朝
、
彼
は
黙
想
し
、
精
神
の
集
中

に
努
め
た
。
(
彼
の
師
は
前
述
の
僧
侶
、
『
仏
教
の
黙
想
の
心
』
の
著
者
で
あ
る
ニ
ア
ナ
ポ
ニ
カ
・
マ
ハ
テ
l
ラ
だ
っ
た
。
)

さ
ら
に
、
フ
ロ
ム
は
日
々
の
生
活
の
基
礎
と
し
て
自
己
自
身
の
夢
や
潜
在
意
識
の
活
動
の
分
析
を
行
っ
た
。
フ
ロ
ム
は
一

九
六

O
年
に
出
版
し
た
『
禅
と
精
神
分
析
』
の
な
か
で
提
起
し
た
原
理
を
強
く
抱
き
続
け
た
と
言
っ
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。

疑
い
な
く
、
フ
ロ
ム
は
き
わ
め
て
知
的
な
自
己
訓
練
と
集
中
を
続
け
た
。
そ
れ
は
、
肉
体
的
に
弱
く
な
っ
て
き
た
時
に
も
、

い
ろ
い
ろ
な
病
気
で
健
康
を
損
ね
て
い
た
時
に
も
続
け
ら
れ
た
。

フ
ロ
ム
の
七
五
回
目
の
誕
生
日
に
際
し
て
、
ボ
リ
ス
・
ル
パ
ン
プ
ロ
ッ
ツ
ア
!
と
ラ
イ
ナ
ー
・
フ
ン
ク
は
精
神
分
析
の

過
去
、
現
在
、
未
来
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
催
し
た
。
こ
れ
は
ゴ
ッ
ト
リ
l
プ
・
ダ
ッ
ト
ワ
イ
ラ
l
協
会
(
チ
ュ

l
リ
ッ
ヒ
)
の
後
援
の
も
と
に
ロ
カ
ル
ノ
で
聞
か
れ
た
。
フ
ロ
ム
が
、
ほ
と
ん
と
四

O
年
近
い
診
療
家
と
し
て
の
実
際
の

体
験
か
ら
得
ら
れ
た
事
実
を
熟
成
し
て
、
基
調
講
演
を
行
っ
た
。
こ
の
精
選
さ
れ
た
講
演
の
中
身
は
、
ル
バ
ン
プ
ロ

1
ザ

の
手
に
よ
る
簡
単
な
レ
ジ
メ
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
の
精
神
分
析
に
か
ん
す
る
数
あ
る
問
題
の
な
か
で
、

フ
ロ
ム
は
お
も
に
人
間
の
正
常
さ
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
、
次
の
争
い
の
残
る
領
域
を
数
え
あ
げ
た
。
す
な
わ
ち
、

ω

自
由
の
意
識
と
無
意
識
の
現
象
と
し
て
の
自
由
対
意
識
の
組
織
さ
れ
た
操
作
と
行
政
の
独
裁
性
例
良
心
の
意
識
対
無

意
識
の
罪
の
感
情

ω
正
直
の
意
識
対
自
分
自
身
お
よ
び
他
人
に
た
い
す
る
無
意
識
の
歎
輔
帥
個
人
主
義
の
意
識

対
紋
切
り
型
の
無
意
識
の
存
在

ω
自
己
同
一
性
の
意
識
対
他
人
に
ど
う
見
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
無
意
識
の
関
心

ω
誠
実
の
意
識
対
無
意
識
の
誠
実
の
欠
如

ω
愛
し
て
い
る
と
い
う
意
識
対
無
意
識
の
無
関
心
、
憎
し
み
、
攻
掌
性
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能
動
性
の
意
識
対
心
の
受
動
性

自
分
の
環
境
に
た
い
す
る
現
実
的
な
関
係
の
意
識
対
無
意
識
の
非
合
理
主

)
 

J
 

(
 

〈

S
可

義
こ
れ
ら
す
べ
て
の
個
人
的
な
ス
ト
レ
ス
に
か
ん
す
る
領
域
は
、
個
人
的
、
そ
し
て
社
会
的
性
格
学
に
つ
い
て
フ
ロ
ム
が

書
い
た
作
品
に
容
易
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
。
も
う
一
度
言
う
が
、
彼
の
目
的
は
、
(
教
化
の
結
果
と
し
て
)
人
工
的
に
つ
く

ら
れ
た
意
識
と
、
人
間
の
欲
求
と
い
う
現
実
と
の
あ
い
だ
の
札
幌
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
人
間
の
欲
求
は
、
あ
ま
り
に
も

し
ば
し
ば
、
そ
の
全
て
が
無
意
識
の
中
に
抑
圧
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
が
自
覚
し
て
い
る
よ
う
な
人
間
性
と
、

現
代
の
文
明
や
社
会
の
制
度
と
の
あ
い
だ
の
深
い
敵
対
関
係
に
鋭
い
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
『
生
き
る
と
い
う
こ
と
』

に
似
て
、
こ
の
研
究
は
人
間
性
の
こ
れ
ま
で
の
発
達
に
た
い
す
る
フ
ロ
ム
の
時
い
見
方
に
よ
っ
て
結
論
さ
れ
て
い
る
。
フ

ロ
ム
は
疑
い
も
な
く
人
類
|
|
す
で
に
環
境
破
嬢
と
核
に
よ
る
崩
壊
と
い
う
二
重
の
死
の
脅
威
に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
ー
ー

が
、
精
神
的
で
、
情
動
的
な
能
力
の
容
赦
の
な
い
、
着
実
な
減
少
に
苦
し
ん
で
い
る
と
見
て
い
る
。
だ
が
彼
は
ま
た
、
こ

の
よ
う
な
螺
旋
的
に
降
下
し
て
い
っ
て
最
終
的
に
は
完
全
な
ロ
ボ
ッ
ト
化
に
至
る
よ
う
な
段
階
は
、
|
|
ま
だ
遅
過
ぎ
な

い
と
す
れ
ば
|
|
信
念
と
理
性
に
よ
っ
て
く
い
止
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
も
信
じ
て
い
る
。

『
生
き
る
と
い
う
こ
と
』
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
、
フ
ロ
ム
の
健
康
は
過
度
に
害
さ
れ
た
。
一
九
七
七
年
か
ら
七
八
年
に

か
け
て
、
彼
の
心
臓
は
繰
り
返
す
発
作
の
た
め
に
悪
化
し
た
。
一
九
七
九
年
に
ド
ル
ト
ム
ン
ト
市
が
文
化
生
活
に
た
い
し

著
し
く
貢
献
し
た
と
し
て
、
フ
ロ
ム
に
ネ
リ
1

H
ザ
ッ
ク
ス
賞
を
授
与
し
た
と
き
、
フ
ロ
ム
は
健
康
が
悪
化
し
て
授
賞
式

に
出
席
で
き
な
か
っ
た
。
受
賞
の
言
葉
は
彼
の
欠
席
の
な
か
で
読
ま
れ
た
。
そ
れ
は
「
我
々
の
時
代
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と

題
さ
れ
、
新
し
い
社
会
の
な
か
に
新
し
い
人
聞
を
創
造
す
る
た
め
の
、
感
動
的
で
情
熱
的
な
弁
論
を
ふ
く
ん
で
い
た
。
最

後
の
|
|
そ
し
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
|
|
文
は
こ
う
だ
。
「
我
々
を
導
い
て
く
れ
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
は
、
新
し
い
人
間
の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
は
情
動
に
あ
ふ
れ
た
、
人
間
ら
し
い
現
実
の
な
か
に
生
活
す
る
自
由
な
人
間
で
あ
り
、
服
従
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ハ
4
V

や
支
配
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
愛
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
」

入
O
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
入
目
前
、
ェ

l
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
は
ム
ラ
ル
ト
で
心
筋
梗
塞
で
死
ん
だ
。
彼
の
故
郷
で
あ

り
¥
少
年
期
や
青
年
期
の
形
成
に
あ
ず
か
っ
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
は
、
入

O
歳
の
誕
生
日
に
ゲ
l
テ
牌
を
授
与
し
て
名

誉
を
た
た
え
る
は
ず
だ
っ
た
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
が
あ
た
え
る
最
高
の
栄
誉
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
以
前
に
は

マ
ッ
ク
ス
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
!
と
セ
オ
ド
l
ル・

w
・
ア
ド
ル
ノ
が
受
賞
し
た
だ
け
で
あ
る
。
フ
ロ
ム
に
と
っ
て
、
こ
の

栄
誉
は
遅
す
ぎ
た
。
夫
人
が
一
九
八
一
年
の
三
月
に
彼
の
死
後
そ
れ
を
受
け
と
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
、
一
九
七

0
年
代
に
フ
ロ
ム
の
評
判
が
上
が
っ
て
い
っ
た
大
き
な
要
因
は
、
彼
の
も
っ
と
も
重
要

な
作
品
で
あ
る
『
破
壊
』
(
塾
和
)
の
出
版
だ
っ
た
。
こ
の
作
品
は
、
精
神
分
析
理
論
の
三
部
作
の
最
初
の
部
分
に
あ
た
る

と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
残
り
の
二
部
は
と
う
と
う
完
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
彼
の
他
の
著
作
と
は
違
っ
て
、
フ
ロ
ム
の
最
大

傑
作
は
、
一
般
の
大
衆
に
は
大
き
な
共
鳴
を
勝
ち
と
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
ス
タ
イ
ル
や
用
語
の
選
び
方
は
一
主
に

一
般
的
な
読
者
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
専
門
的
な
心
理
学
者
や
治
療
家
を
想
定
し
た
も
の
だ
っ
た

a

に
も
，

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
本
の
大
部
分
は
、
ち
ょ
っ
と
中
身
を
読
ん
で
み
れ
ば
、
そ
ん
な
に
近
づ
き
難
く
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

専
門
家
で
は
な
く
て
も
あ
る
程
度
教
養
の
あ
る
読
者
な
ら
、
フ
ロ
イ
ト
や
サ
リ
ヴ
7

ン
の
本
に
見
ら
れ
る
よ
り
、
か
な
り

な
め
ら
か
な
フ
ロ
ム
の
言
い
方
を
こ
こ
に
見
る
だ
ろ
う
。
次
に
挙
げ
る
分
析
の
一
つ
の
意
図
は
、
こ
の
優
れ
た
本
を
よ
り

少
く
の
読
者
に
紹
介
す
る
こ
と
で
あ
る
。
フ
ロ
ム
の
思
想
を
真
面
目
に
研
究
し
よ
う
と
す
る
学
徒
な
ら
だ
れ
で
も
、
人
間

の
破
壊
性
の
深
淵
の
な
か
に
、
フ
ロ
ム
を
追
っ
て
い
こ
う
と
す
る
多
少
の
努
力
を
さ
け
る
べ
き
で
は
な
い
。
フ
ロ
ム
は
一

パ
ー
ジ
ル
で
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
読
者
は
ダ
ン
テ
で
は
な
い
。
だ
が
、
フ
ロ
ム
の
人
間
性
の
底
に
潜
む
世
界
の
探
究
は
、

確
か
に
、
パ
ー
ジ
ル
と
ダ
ン
テ
の
神
話
的
な
地
獄
の
旅
に
引
け
を
取
ら
ぬ
ほ
ど
面
白
い
。

-
l
l
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
は
『
破
壊
』
に
六
年
以
上
も
取
り
組
ん
だ
。
五

0
0
ペ
ー
ジ
を
こ
え
る
こ
の
堂
々
と
し
た
本
は
、
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明
ら
か
に
彼
の
性
格
学
に
、
多
く
の
批
評
家
た
ち
が
以
前
欠
け
て
い
る
、
あ
る
い
は
不
十
分
と
見
て
い
た
科
学
的
基
礎
を

提
供
し
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
だ
.
フ
ロ
ム
は
彼
の
作
品
に
た
い
し
て
行
わ
れ
た
過
去
の
非
難
、
と
く
に
そ
の
「
大
衆
受

け
」
す
る
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
と
、
硬
い
学
術
的
論
証
が
一
般
的
に
不
足
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
し
て
、
そ
れ
を
論
駁
す
る

の
に
か
な
り
の
労
力
を
払
っ
て
い
る
。
序
文
で
、
フ
ロ
ム
は
読
者
に
人
聞
の
破
壊
性
の
現
象
を
「
広
い
視
野
」
か
ら
見
る

こ
と
を
約
束
し
て
お
り
、
実
際
そ
れ
を
や
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
問
題
を
追
求
す
る
た
め
に
は
、
フ
ロ
ム
は
以
前
に
は

触
れ
た
こ
と
も
な
い
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
何
か
の
つ
い
で
に
取
り
撮
っ
た
だ
け
の
知
識
を
求
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域

に
没
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
本
能
主
義
や
行
動
主
義
の
分
野
を
徹
底
し
て
調
べ
る
だ
け
で
な
く
、
医
学
的
、
と

く
に
神
経
心
理
学
的
な
側
面
の
話
題
に
も
か
な
り
の
洞
察
を
示
し
て
い
る
。
医
学
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
学
者
が
、
こ
う

い
っ
た
領
域
の
科
学
的
に
有
効
な
議
論
を
す
る
に
は
、
か
な
り
の
努
力
を
要
す
る
。
全
体
と
し
て
の
こ
の
作
品
に
か
ん
し

て
は
、
人
は
そ
の
百
科
事
典
の
よ
う
な
領
域
の
広
さ
に
深
く
う
た
れ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
こ
の
本
は
あ
る

弱
さ
を
露
呈
し
て
い
る
.
そ
の
ひ
と
つ
は
、
た
び
た
び
見
ら
れ
る
深
さ
の
不
足
で
あ
る
.
だ
が
そ
れ
を
言
う
な
ら
、
浅
薄

で
あ
る
と
い
う
傾
向
は
一
九
三

O
年
以
降
の
フ
ロ
ム
の
ど
の
作
品
に
も
特
徴
的
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も

う
一
方
で
は
、
そ
の
本
は
三
部
作
の
一
部
を
構
成
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
フ
ロ
ム
は
後
の
よ
り
深
い
探
究
の
た

め
に
い
く
つ
か
の
考
え
を
差
し
控
え
て
い
た
と
い
う
弁
解
も
成
り
立
つ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
本
は
大
変
優
れ
た
利

点
を
も
っ
て
い
る
。
以
下
の
分
析
は
、
も
う
一
度
こ
の
本
の
洞
察
と
そ
の
矛
盾
す
る
側
面
に
絞
っ
て
み
よ
う
。

第
一
編
で
は
、
人
間
の
攻
撃
性
に
つ
い
て
の
一
般
的
理
論
に
た
い
す
る
フ
ロ
ム
の
明
快
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。
新
本

能
主
義
者
た
ち
|
|
す
な
わ
ち
、
フ
ロ
イ
ト
や
ロ
ー
レ
ン
ツ
|
|
と
新
行
動
主
義
者
は
、
ど
ち
ら
も
こ
の
現
象
を
説
明
す

る
た
め
に
限
ら
れ
た
、
部
分
的
に
は
誤
っ
た
証
拠
し
か
示
し
て
い
な
い
。
コ
ン
ラ
ッ
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
、
き
わ
め
て
人

気
の
あ
る
本
で
あ
る
『
進
化
と
人
間
行
動
の
修
正
』
と
『
攻
駅
』
の
著
者
だ
が
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
攻
撃
性
を
、
系
統
発
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生
的
な
領
域
、
す
な
わ
ち
、
人
骨
と
い
う
種
の
本
能
的
機
構
に
位
置
づ
け
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
に
つ
い
て
は
、

ン
ツ
は
一
般
的
に
フ
ロ
イ
ト
派
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ロ
イ
ト
は
早
く
か
ら
本
能
的
資
質
を
二
つ

の
範
暗
に
分
類
し
て
い
た
。
性
本
能
あ
る
い
は
生
の
本
能
(
エ
ロ
ス
)
と
死
の
本
能
で
あ
る
。
死
の
本
能
は
、
後
に
彼
の

弟
子
の
一
部
に
よ
っ
て
タ
ナ
ト
ス
と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
「
破
壊
的
」
本
能
は
、
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
部
分
的
に
は
制
御

さ
れ
る
。
だ
が
、
人
聞
の
生
身
の
体
に
は
依
然
と
し
て
二
つ
の
葛
藤
す
る
力
が
併
存
し
て
い
る
。
攻
撃
性
は
、
い
つ
で
も

有
力
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
、
人
聞
に
は
行
動
の
制
御
機
能
が
働
く
と
思
わ
れ
る
。
フ
ロ
イ
ト
の
ど
ち
ら
か
と
言
え

ぽ
基
本
的
な
理
論
に
た
い
し
て
、
フ
ロ
ム
は
、
そ
れ
が
経
験
昨
な
証
拠
に
も
と
づ
い
て
い
な
い
と
正
し
く
批
判
し
て
い
る
。

フ
ロ
ム
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
創
始
者
と
し
て
の
努
力
は
、
主
に
人
関
心
理
の
構
え
の
類
型
的
側
面
に
集
中
し
て
い
た
と
指
摘

す
る
。
社
会
的
要
因
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
せ
い
ぜ
い
付
随
的
役
割
し
か
果
し
て
い
な
か
っ
た
。

フ
ロ
イ
ト
に
触
発
さ
れ
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
、
動
物
や
人
間
の
攻
撃
性
に
た
い
す
る
彼
の
「
水
力
学
的
」
考
え
を
提
起
し

た
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
生
体
の
内
部
で
(
水
力
学
的
な
機
能
を
も
っ
て
)
特
定
の
圧
力
点
に
ま
で
た
か
め
ら
れ
る
傾
向
が
あ

り
、
そ
の
点
を
越
え
る
と
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
攻
撃
性
が
爆
発
す
る
、
と
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
言
う
。
そ
こ
か
ら
、
攻
撃
性

は
生
命
維
持
に
必
要
な
本
能
的
機
能
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
体
と
一
定
の
種
の
生
存
が
確
保
さ
れ
る
と
い
う
ロ
ー
レ

ン
ツ
の
仮
説
が
提
供
さ
れ
る
。
フ
ロ
ム
に
言
わ
せ
れ
ば
、
「
ロ
、
J

レ
ン
ツ
の
仮
説
の
論
理
は
、
人
聞
は
か
つ
て
攻
撃
的
だ
っ

b
か
ら
耽
常
働
か

b
ト
、
勤
世
攻
撃
的
だ
か
ら
攻
準
的
だ
っ
，
M
」
と
言
う
に
等
し
い
。
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
周
り
で
お
こ
る
本

能
主
義
者
た
も
の
論
争
に
、
フ
ロ
ム
は
軽
蔑
を
示
す
。
フ
ロ
ム
は
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
論
旨
が
動
物
の
行
動
の
観
察
に
も
と

づ
い
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
ガ
チ
ョ
ウ
と
魚
な
ど
と
人
聞
の
行
動
と
の
あ
い
だ
の
類
似
を
導
い
て
い
る
と
い
う
事
実
に
、
強

く
反
対
す
る
。
近
年
見
ら
れ
る
幅
広
い
ロ
ー
レ
ン
ツ
へ
の
追
聞
は
、
本
当
に
驚
く
べ
き
で
あ
る
と
フ
ロ
ム
が
批
評
し
て
い

る
こ
と
は
付
け
加
え
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
た
え
ず
強
く
ダ

1
ウ
ィ
ン
の
影
響
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

ロ
1
レ
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一
九
四

O
年
に
彼
は
、
ナ
チ
の
民
族
主
義
政
策
を
事
実
上
許
容
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
エ
ッ
セ
ー
を
書
い
て
さ
え
い
る
。

多
く
の
現
代
批
評
家
に
と
っ
て
、
彼
の
発
見
は
要
領
を
え
な
い
だ
け
で
な
く
、
き
わ
め
て
技
巧
的
で
あ
る
と
受
け
と
ら
れ

て
い
る
。
フ
ロ
ム
は
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
最
近
の
著
作
の
い
く
つ
か
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
残
虐
性
の
要
素
を
正
し
く
批
判
し
て

い
る
.
そ
の
残
虐
性
の
な
か
で
、
軍
事
的
な
熱
狂
や
軍
人
的
な
愛
国
主
義
が
、
歴
史
的
過
程
に
お
い
て
創
造
的
力
と
し
て

歓
迎
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
。
こ
こ
で
は
本
能
主
義
に
た
い
す
る
フ
ロ
ム
の
批
判
を
こ
れ
以
上
追
う
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

本
能
主
義
は
、
と
く
に
今
日
の
そ
れ
は
、
科
学
思
想
に
た
い
す
る
つ
ま
ら
な
い
言
い
訳
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
変
し
ば
し
ば
、

も
っ
と
も
低
い
水
準
の
人
間
行
動
を
卑
し
く
正
当
化
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

本
能
主
義
者
た
ち
に
反
対
し
て
、
環
境
主
義
者
た
ち
(
新
し
い
意
味
、
す
な
わ
ち
、
生
態
的
な
「
環
境
」
保
存
に
心
を

砕
い
て
い
る
人
た
ち
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
)
と
行
動
主
義
者
た
ち
は
、
人
間
の
行
動
/
相
互
関
係
は
ま
っ
た
く
あ

た
え
ら
れ
た
環
境
の
産
山
初
で
あ
る
と
主
張
し
た
.
ジ
ョ
ン
・
ブ
ロ
ー
ダ
ス
・
ワ
ト
ソ
ン
は
、
革
新
的
な
作
品
で
あ
る
、
『
行

動
|
|
比
政
心
理
学
入
門
』
の
著
者
だ
が
、
こ
の
方
法
の
現
代
的
な
創
始
者
と
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
ふ
り
返
れ

ば
、
行
動
主
義
は
、
一
九
世
紀
の
実
証
主
義
に
根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
パ

1
ラ
ス
・

F
・
ス
キ
ナ
l
は
、
今
日
合
衆

国
で
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
新
行
動
主
義
学
派
の
代
表
的
人
物
で
あ
る
.
彼
の
主
著
『
科
学
と
人
間
行
動
』
や
そ

の
後
の
い
く
つ
か
の
出
版
物
、
と
く
に
『
ウ
ォ

1
ル
デ
ン
・
ト
ゥ

l
』
(
巧
曲

E
B
斗
者
O
)

は
い
ま
だ
に
多
く
の
大
学
の
学

部
生
に
読
ま
れ
て
い
る
。
新
本
能
主
義
者
と
鋭
く
対
照
し
て
、
行
動
主
義
者
は
、
主
に
人
聞
の
相
互
作
用
と
社
会
的
条
件

の
過
程
や
そ
の
結
果
に
興
味
を
も
っ
。
フ
ロ
ム
は
人
間
行
動
は
、
ー
ー
そ
の
「
内
的
傾
向
」
や
一
定
の
本
能
的
構
え
を
考

慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
|
|
か
な
り
の
程
度
、
外
的
刺
激
、
す
な
わ
ち
「
肯
定
的
」
、
「
否
定
的
」
と
い
う
強
化
に
よ
っ
て
形

造
ら
れ
う
る
と
い
う
ス
キ
ナ
l
の
考
証
に
た
い
し
て
は
、
信
頼
を
お
い
て
い
る
.
だ
が
フ
ロ
ム
は
、
ス
キ
ナ
ー
が
人
間
行

動
の
よ
り
深
い
動
機
を
あ
き
ら
か
に
無
視
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
す
る
。
さ
ら
に
フ
ロ
ム
は
、
ス
キ
ナ
l
の
問
題
の
あ

277 第十章 深淵を覗き込んで一一人聞の耳聖書量性の理面白

る
価
値
体
系
を
根
拠
に
彼
に
挑
戦
す
る
。
そ
の
価
値
体
系
の
な
か
で
は
、
よ
り
高
貴
な
目
的
の
た
め
に
、
あ
る
集
団
が
別

の
集
団
に
搾
取
さ
れ
、
従
属
し
う
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
る
。
フ
ロ
ム
は
「
新
行
動
主
義
は
、
プ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な
経
験

の
本
質
に
根
ざ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
人
聞
の
情
熱
の
う
え
に
第
一
に
利
己
主
義
と
私
利
の
追
求
を
置
い
て

い
辺
。
:
:
:
」
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。

北
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ス
キ
ナ
l
の
人
気
は
、
彼
が
科
学
的
思
想
を
独
占
資
本
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
社
会
・
経
済

的
現
実
と
に
巧
妙
に
融
合
さ
せ
た
こ
と
に
よ
る
と
フ
ロ
ム
は
言
う
・
ス
キ
ナ
l
の
人
間
行
動
に
た
い
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

-
新
し
い
科
学
的
な
人
間
主
義
を
着
飾
っ
た
ご
都
合
主
義
の
心
理
学
」
に
過
ぎ
な
い
。
ス
キ
ナ
l
主
義
に
反
対
し
て
大
変

説
得
力
の
あ
る
論
拠
を
立
て
た
ノ

l
ム
・
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
を
別
に
す
れ
ば
、
フ
ロ
ム
は
こ
の
と
て
つ
も
な
く
人
気
の
あ
る

理
論
に
潜
む
危
険
を
指
摘
で
き
た
数
少
な
い
ア
メ
リ
カ
の
学
者
の
一
人
だ
っ
た
。
フ
ロ
ム
の
批
判
は
簡
潔
で
、
示
唆
に
富

ん
で
い
る
.
行
動
主
義
は
|
|
少
な
く
と
も
、
ス
キ
ナ
ー
や
彼
と
同
類
の
思
想
家
の
手
に
あ
る
う
ち
は
|
|
倫
理
的
相
対

主
義
の
注
入
に
自
ら
手
を
貸
し
て
い
る
と
い
う
観
点
か
ら
議
論
さ
れ
て
も
い
い
か
も
知
れ
な
い
.
も
し
あ
る
特
定
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
あ
る
い
は
行
動
の
型
が
、
(
ス
キ
ナ
1
の
場
合
は
、
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
と
い
う
価
値
体
系
が
)
「
肯
定
的
」

と
い
う
強
化
の
手
段
に
よ
っ
て
条
件
付
け
ら
れ
る
も
の
な
ら
ば
、
「
価
値
あ
る
」
と
さ
れ
る
他
の
ど
ん
な
規
範
も
条
件
付

け
ら
れ
よ
う
。
大
変
面
白
い
こ
と
に
、
ナ
チ
ス
の
支
配
す
る
ド
イ
ツ
に
と
ど
ま
っ
た
心
理
学
者
と
社
会
学
者
の
多
く
は
、

初
期
の
行
動
主
義
に
由
来
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
科
学
的
方
法
論
が
ナ
チ
体
制
に

ぴ
っ
た
り
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ナ
チ
の
指
導
者
た
ち
に
よ
っ
て
心
に
思
い
摘
か
れ
て
い
た
「
支
配
者
民
族
」

の
育
成
と
訓
練
に
は
理
想
的
に
適
し
て
い
た
。
行
動
主
義
的
構
え
の
研
究
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
ソ
連
で
も
国
家
に

よ
っ
て
支
援
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
子
ど
も
た
ち
を
家
族
の
結
合
か
ら
は
な
し
、
行
動
主
義
的
に
制
御
さ
れ
た
環
境

の
な
か
で
蝶
け
る
と
い
う
、
驚
く
べ
き
、
あ
る
意
味
で
は
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
実
験
が
行
わ
れ
て
い
た

e

そ
う
い
う
子
供
た
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ち
の
養
成
は
、
感
情
的
、
知
的
な
奇
形
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
た
。
ハ
ッ
ク
ス
レ
ー
を
は
じ
め
多
く
の
作
家
が
、
ユ
ー
ト

ピ
ア
小
説
の
な
か
で
行
動
主
義
の
概
念
を
検
証
し
て
い
る
。
科
学
が
容
易
に
交
換
で
き
る
良
心
の
方
を
受
け
入
れ
、
人
間

的
な
伝
統
の
な
か
の
固
い
根
を
捨
て
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
い
つ
で
も
既
存
の
政
治
的
権
力
構
造
の
共
犯
者
に
な

る
危
険
が
あ
る
と
言
っ
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。

こ
の
本
の
第
二
編
は
、
本
能
理
論
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
デ
ー
タ
や
証
拠
を
と
り
扱
っ
て
い
る
。
フ
ロ
ム
は
四

つ
の
違
っ
た
側
面
か
ら
彼
の
反
対
者
に
立
ち
向
か
う
。
神
経
生
理
学
に
か
ん
す
る
短
い
章
で
は
、
人
間
の
脳
だ
け
が
、
あ

る
特
定
の
攻
撃
性
を
生
み
だ
す
と
い
う
彼
の
理
論
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
己
防
衛
や
自
己
保
存
の
行
動
の
な

か
に
見
ら
れ
る
。
神
経
生
理
学
者
た
ち
に
と
っ
て
こ
の
章
は
、
別
に
特
別
新
し
い
洞
察
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
同
様
な
退

屈
さ
は
、
フ
ロ
ム
の
動
物
行
動
に
か
ん
す
る
叙
述
の
な
か
に
も
見
ら
れ
る
。
動
物
は
し
ば
し
ば
群
れ
を
な
し
て
攻
撃
し
た

り
、
正
体
不
明
の
恐
れ
を
抱
い
て
、
攻
撃
の
と
り
こ
に
な
っ
た
り
す
る
。
一
方
人
聞
は
、
し
ば
し
ば
、
宣
伝
や
社
会
の
圧

力
に
よ
っ
て
仲
間
に
た
い
し
て
残
虐
性
を
発
揮
す
る
よ
う
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
一
般
的
に
は
、
そ
の
い

け
に
え
を
「
敵
」
と
し
て
の
、
顔
も
な
い
、
名
も
な
い
存
在
に
変
え
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。
フ
ロ
ム
は
、

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
1

|
「
東
洋
人
」
に
た
い
す
る
冷
血
な
大
虐
殺
ー
ー
や
、
ヒ

y
ト
ラ
l
の
「
劣
等
民
族
」
の
破
滅
を
も
く

ろ
ん
だ
大
弾
圧
を
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
フ
ロ
ム
は
動
物
と
人
聞
は
違
う
の
だ
と
い
う
、
ご
く
当
然
の
こ
と
を
言
っ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
動
物
に
お
け
る
攻
撃
は
本
能
的
欲
求
の
帰
結
で
あ
る
。
だ
が
人
聞
は
、
理
性
の
力
を
付
与
さ
れ
て
お

り
、
個
人
的
な
、
社
会
的
な
性
格
の
構
え
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
フ
ロ
ム
が
有
名
な
言
を
吐
い
て
い
る
の
は
こ
こ
で

あ
る
。
「
人
聞
の
人
間
性
が
、
人
聞
を
き
わ
め
て
非
人
間
的
に
し
て
い
る
」

古
生
物
学
の
観
点
か
ら
論
じ
て
、
フ
ロ
ム
は
オ
l
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
は
、
|
|
人
類
の
先
祖
の
一
種
|
|
け
っ
し
て

狩
猟
者
で
は
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
「
狩
猟
的
」
遺
伝
子
の
存
在
が
人
類
か
ら
自
然
的
に
排
除
さ
れ

279 第十章深淵を覗き込んで一一人聞の攻畢性の理論

う
る
。
最
後
に
、
ん
般
学
の
最
近
の
発
見
に
よ
り
、
よ
り
原
始
的
な
社
会
は
、
高
度
に
進
歩
し
た
段
階
の
社
会
よ
り
も

ず
っ
と
攻
撃
的
で
あ
る
と
い
う
理
論
に
は
呉
議
を
唱
え
て
い
い
よ
う
だ
。

全
体
的
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
学
聞
に
か
ん
す
る
フ
ロ
ム
の
議
論
は
上
す
べ
り
で
あ
る
。
本
の
こ
の
部
分
の
デ
ー
タ

は
し
ば
し
ば
不
十
分
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
フ
ロ
ム
は
何
と
か
し
て
思
考
を
実
の
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
フ
ロ
ム
は
、
破
壊
性

は
あ
ら
ゆ
る
人
種
と
っ
て
、
内
的
に
固
有
な
も
の
で
も
、
典
型
的
な
も
の
で
も
な
い
と
い
う
疑
う
余
地
の
な
い
彼
の
理
論

を
展
開
は
し
な
い
。
こ
の
点
を
証
明
す
る
の
は
お
そ
ら
く
不
可
能
な
課
題
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
破
壊
性
は
、
人
間
性
の

一
部
で
は
か
い
と
い
う
彼
の
結
論
は
動
か
し
が
た
い
事
実
と
し
て
で
は
な
く
、
い
ま
も
っ
て
仮
説
と
見
ら
れ
る
べ
き
だ
。

そ
れ
は
、
こ
の
本
の
中
核
を
成
し
、
い
く
つ
か
の
攻
撃
や
破
壊
の
型
と
そ
の
め
い
め
い
の
原
因
の
探
究
に
当
て
ら
れ
て
い

る
第
三
編
の
理
論
的
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
本
の
中
心
部
を
議
論
す
る
前
に
、
そ
の
す
ぐ
れ
た
構
成
の
な
か
に
、
ひ
と
つ
大
事
な
も
の
が
抜
け
て
い
る
こ
ー
に

触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
能
主
義
と
行
動
主
義
に
か
ん
し
て
は
、
正
し
く
批
判
し
て
い
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
ー
フ

ロ
ム
は
、
自
身
の
考
え
を
予
知
さ
せ
る
ウ
イ
J
h
J
ル
ム
・
ラ
イ
ヒ
の
性
格
学
や
そ
れ
に
調
守
る
作
品
を
な
ん
ら
是
認
し
て

い
な
い
。
ラ
イ
ヒ
の
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
集
団
心
酔
』
と
、
『
性
格
分
析
、
そ
の
技
術
と
基
礎
』
の
両
者
は
一
九
三
三
年
に
最

の
イ
ン
パ
ク
ト
を
あ
た
え
て
い
た
の
だ
。
こ
の
二
つ
の
漸
究
は
、

初
に
出
版
さ
れ
、
フ
ロ
ム
自
身
の
成
長
に
は
か
丈
の

『
社
会
研
究
誌
』
で
、
フ
ロ
ム
自
身
の
批
評
の
す
ぐ
隣
で
、
カ
ー
ル
・
ラ
ン
ダ
ウ
ア
ー
に
よ
っ
て
批
評
さ
れ
て
い
た
。
ラ
イ

ヒ
の
理
論
は
、
階
層
社
会
に
お
け
る
個
人
の
性
的
歪
み
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
。
能
動
的
な
異
性
愛
の
衝
動
は
、
社
J
J
J
j

抑
圧
に
よ
っ
て
押
し
ひ
し
が
れ
、
そ
れ
に
続
い
て
指
導
者
、
国
家
あ
る
い
は
権
威
主
義
的
な
宗
教
へ
の
マ
ゾ
ヒ
ス
テ

'

1

ク
な
(
あ
る
い
は
同
性
愛
的
な
〉
依
存
に
転
化
さ
せ
ら
れ
る
と
ラ
イ
ヒ
は
主
張
す
る
。
ラ
イ
ヒ
は
、
性
的
な
解
放
が
政
治

的
な
自
由
の
鍵
に
な
る
と
仮
定
す
る
。
ラ
イ
ヒ
の
ど
こ
か
狭
い
等
式
化
を
し
の
い
で
は
い
る
が
、
フ
ロ
ム
自
身
が
人
間
の
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破
壊
性
を
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
や
サ
ド
・
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
を
基
礎
に
置
い
て
探
究
し
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
ラ
イ
ヒ
の
作
品
に

負
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
悪
に
つ
い
て
』
に
も
『
破
壊
』
に
も
、
ヲ
イ
ヒ
の
名
前
は
触
れ
ら
れ
て
さ
え
い
な

『
破
漉
』
に
お
い
て
は
、
『
悪
に
つ
い
て
』
で
「
持
つ
」
と
「
在
る
」
を
区
別
し
た
よ
う
に
、
攻
撃
を
「
良
性
」
の
も
の

と
「
悪
性
」
の
も
の
に
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
方
式
は
す
で
に
議
論
済
み
で
、
こ
こ
で
繰
り
返
す
必
要
は
あ
る
ま
い
。
だ

が
、
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
新
し
い
見
方
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
革
命
と
戦
争
で
あ
る
。
革
命
的
な
攻
撃

性
は
、
正
確
に
良
性
種
と
み
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
、
自
由
や
正
義
に
た
い
す
る
人
間
的
衝
動
の
究
極
の
表
現

だ
か
ら
だ
.
フ
ロ
ム
の
革
命
に
た
い
す
る
態
度
が
き
わ
め
て
ア
ン
ピ
パ
レ
ン
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
本
の
前
の

章
で
見
て
き
た
。
フ
ロ
ム
が
革
命
に
た
い
し
て
明
ら
か
に
根
深
い
恐
怖
を
い
だ
い
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
革
命
的
攻
撃
に

つ
い
て
の
議
論
を
読
め
ば
す
ぐ
判
る
.
不
正
な
政
治
体
制
に
た
い
す
る
防
御
的
攻
撃
は
、
簡
単
に
激
し
い
破
壊
性
に
変
わ

り
う
る
し
、
以
前
の
力
の
均
衡
や
抑
圧
状
態
に
逆
戻
り
し
た
が
る
と
、
フ
ロ
ム
は
言
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
以
前
抑
圧
さ

れ
て
い
た
人
び
と
は
、
し
ば
し
ば
闘
争
の
果
て
に
新
し
い
抑
圧
者
に
な
る
と
.
フ
ロ
ム
は
、
革
命
を
反
復
的
に
繰
り
返
し

て
は
新
た
に
歴
史
的
抑
圧
を
生
む
力
と
し
て
、
ど
こ
か
単
純
化
し
て
見
て
い
る
の
で
、
合
法
的
な
社
会
変
化
の
手
段
と
し

て
は
真
面
目
に
そ
れ
を
考
え
た
が
ら
な
い
の
だ
.

同
様
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
彼
の
戦
争
に
た
い
す
る
霊
長
。
ク
イ
ン
シ
イ
・
ラ
イ
ト
(
『
戦
争
の
札
伊
)
と
立
場

を
同
じ
く
し
て
、
フ
ロ
ム
は
社
会
が
疎
外
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
よ
り
交
戦
的
に
な
る
と
い
う
理
論
を
展
開
す
る
。
堅

労
な
階
級
構
造
を
も
ち
、
さ
ら
に
、
労
働
の
確
固
と
し
た
分
割
を
と
も
な
う
社
会
は
、
こ
と
に
そ
う
で
あ
る
。
(
『
正
気
の

社
会
』
で
の
疎
外
に
つ
い
て
の
フ
ロ
ム
の
発
言
を
怠
照
の
こ
と
可
そ
れ
ゆ
え
戦
争
は
、
攻
撃
の
「
道
具
的
」
形
態
と
し
て

見
ら
れ
て
お
り
、
人
聞
に
固
有
な
破
壊
本
能
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
か
い
。
そ
の
原
因
は
、
社
会
構
造
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と
社
会
的
性
格
そ
の
も
の
の
な
か
に
あ
り
、
同
様
に
、
支
配
的
エ
リ
ー
ト
が
も
っ
て
い
る
野
望
の
な
か
に
も
あ
る
.
こ
の

点
ま
で
は
、
読
者
は
フ
ロ
ム
に
同
意
で
き
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
続
く
彼
の
理
論
の
拡
大
は
、
何
か
突
飛
で
ロ
マ
ン
主
義
的

で
す
ら
あ
る
.
戦
争
は
「
興
奮
さ
せ
」
、
退
屈
や
日
常
を
破
り
、
あ
る
程
度
ま
で
階
級
の
違
い
さ
え
抹
消
す
る
と
、
フ
ロ
ム

は
言
う
。
戦
争
へ
の
参
加
は
、
「
不
正
、
不
平
等
、
そ
し
て
平
和
時
の
退
屈
が
支
配
し
て
い
る
社
会
生
活
に
た
い
す
る
間
接

的
な
反
抗
:
:
:
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
だ
と
.
こ
れ
は
、
公
然
た
る
反
戦
主
義
者
か
ら
出
た
と
は
思
え
な
い
奇
妙
な

言
葉
だ
。
こ
こ
に
も
、
フ
ロ
ム
の
思
考
に
つ
き
も
の
の
多
く
の
矛
盾
の
一
つ
が
見
ら
れ
、
ど
の
よ
う
に
同
情
的
な
説
明
を

も
っ
て
し
て
も
、
拭
い
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
に
続
く
人
間
性
の
二
つ
の
本
質
的
力
の
探
究
|
|
「
生
を
さ
ら
に
深
め
る
症
候
群
」

(
H
バ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア
)
と

「
生
に
逆
ら
う
症
候
群
」

(
H
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア
〉
|
|
は
、
そ
の
弁
証
法
的
な
相
互
作
用
と
と
も
に
、
『
悪
に
つ
い
て
』
以

来
読
者
に
は
も
う
馴
染
み
で
あ
る
a

ど
ち
ら
の
性
格
の
繕
え
も
、
現
に
あ
る
外
部
、
す
な
わ
ち
社
会
的
状
態
に
よ
っ
て
、

強
め
ら
れ
も
す
れ
ば
弱
め
ら
れ
も
す
る
。
社
会
的
な
性
格
の
な
か
の
優
勢
な
要
素
と
し
て
の
合
理
性
は
、
パ
イ
オ
フ
ィ
ラ

ス
な
傾
向
を
高
め
が
ち
な
の
に
た
い
し
て
、
不
合
理
な
社
会
構
造
は
ネ
ク
ロ
フ
ィ
ラ
ス
的
な
特
性
を
強
化
す
る
。
破
壊
性

そ
の
も
の
は
、

ι
r
L
P
b

小
ゎ
ト
ト
か
厨
因
か
ゆ
か
れ
十
、
↑
か
結
果
で
ι
U
L
V
。
こ
れ
は
、
こ
の
本
の
中
心
的
な
叙
述
で
あ
り
、

フ
ロ
ム
の
最
初
の
本
で
あ
る
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
に
直
接
つ
な

-wる
。
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
の
な
か
で
、
フ
ロ
ム
は

「
破
壊
性
は
活
き
活
き
し
た
生
を
生
き
て
い
な
い
こ
と
の
産
物
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
今
や
三

O
年
以
上
も
経
っ
て
、

フ
ロ
ム
は
、
何
が
実
際
に
活
き
活
き
と
し
て
い
な
い
生
を
形
造
る
の
か
を
調
べ
始
め
る
。

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
破
壊
的
性
格
は
、
サ
デ
ィ
ズ
ム
に
根
ざ
し
て
い
る
と
フ
ロ
ム
は
言
う
。
性
的
で
な
い
サ
デ
ィ
ズ
ム

は
、
性
的
サ
デ
ィ
ズ
ム
が
相
手
を
傷
つ
け
、
支
配
し
よ
う
と
す
る
以
上
に
危
険
で
も
あ
れ
ば
、
よ
り
広
が
っ
て
い
る
よ
う

に
も
見
え
る
。
性
的
で
な
い
サ
デ
ィ
ズ
ム
の
臨
床
例
と
し
て
、
フ
ロ
ム
は
ジ
ョ
セ
フ
・
ス
タ
ー
リ
ン
の
性
格
分
析
を
挙
げ
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る
。
こ
の
分
析
の
重
要
な
結
論
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
彼
の
腹
心
の
部
下
が
自
分
に
代
わ
っ
て
人
び
と
に
拷
聞
を
加
え
る
の

を
楽
し
ん
だ
し
、
個
人
的
レ
ベ
ル
で
は
、
犠
牲
者
を
な
ぶ
り
も
の
に
す
る
の
を
好
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
ス
タ
ー
リ
ン
が

同
僚
に
た
い
し
て
優
し
い
関
心
を
装
う
と
き
は
い
つ
も
、
彼
ら
の
逮
捕
や
刑
の
執
行
は
差
し
迫
っ
て
い
た
。
フ
ロ
ム
は
、

弱
さ
や
取
る
に
た
ら
な
い
と
い
う
基
本
的
な
感
情
が
、
そ
の
よ
う
な
行
動
の
動
機
に
な
り
う
る
と
正
し
く
分
析
し
て
い
る
。

(悶〉

サ
デ
ィ
ズ
ム
と
は
、
「
無
能
を
全
能
の
経
験
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
精
神
的
に
不
具
者
の
宗
教
で
あ
る
。
」

そ
し
て
、
無
力
さ
、
す
な
わ
ち
、
自
分
の
回
り
と
創
造
的
、
生
産
的
方
法
で
関
係
で
き
な
い
こ
と
は
、
生
を
活
か
せ
な
い

生
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
心
の
心

b
ひ
↑
缶
四
w
pれ
る

J

小
争
心
と
か
ι
F
?
ゎ
。
こ
の
証
明
は
、
ど
ん
な
に
回
り
く
ど

か
ろ
う
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
フ
ロ
ム
の
性
格
学
の
仕
事
の
総
決
算
で
あ
る
。
彼
の
後
期
の
最
大
傑
作
の
な
か
の
サ
デ
ィ

ズ
ム
の
正
確
な
記
述
は
、
早
期
の
研
究
の
社
会
的
性
格
に
向
け
て
大
き
な
弧
を
描
い
て
辿
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
、
彼
の

全
作
品
の
ゆ
る
ぎ
な
い
継
続
性
を
印
象
的
に
証
明
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
性
格
の
構
え
に
つ
い
て
の
フ
ロ
ム
の
理
論
は
疑
い
な
く
有
効
性
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

フ
ロ
ム
の
分
析
的
な
方
法
論
に
か
ん
し
て
は
、
若
干
の
限
定
が
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
場
合
は
、

強
い
誇
大
妄
想
的
な
性
格
傾
向
が
、
あ
た
え
ら
れ
た
記
録
と
他
の
歴
史
的
報
告
書
か
ら
論
理
的
に
推
理
さ
れ
る
。
肱
き
、

屈
辱
を
あ
た
え
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
人
を
破
滅
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
喜
び
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
は
、

あ
る
場
合
は
、
自
分
自
身
が
邪
悪
な
敵
に
固
ま
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
妄
想
症
患
者
の
絶
望
的
な
や
り
方
だ
っ
た
の
か

も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
|
|
あ
き
ら
か
に
こ
の
ソ
ビ
エ
ト
の
指
導
者
の
臨
床
的
な
病
理
と
む
す
び
つ
い
て

い
る
の
に
|
|
フ
ロ
ム
の
分
析
で
は
語
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
か
な
り
鍛
密
で
は
あ
る
が
、
結
論
に
達
し
て

は
い
な
い
。
一
般
的
に
、
古
く
な
っ
た
、
し
ば
し
ば
状
況
だ
け
の
証
拠
を
も
と
に
し
て
歴
史
的
人
物
を
分
析
す
る
フ
ロ
ム

の
方
法
は
、
多
く
の
専
門
家
に
は
懐
疑
的
に
見
ら
れ
て
い
る
。
エ
l
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
ほ
と
、
精
神
分
析
者
と
分
析
を
受
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け
て
い
る
人
と
の
あ
い
だ
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
視
線
を
交
わ
す
こ
と
の
重
要
さ
を
強
調
し
た
人
は
い
な
か
っ
た
の
に
。
こ

う
し
た
要
素
を
欠
い
て
い
る
の
で
、
(
フ
ロ
ム
が
引
用
し
て
い
る
典
型
的
な
、
悪
意
の
あ
る
攻
撃
の
例
の
す
べ
て
は
死
ん

だ
も
同
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
来
、
目
撃
者
の
報
告
を
通
し
て
し
か
分
析
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
)
ス
タ
ー
リ
ン
に

か
ん
す
る
フ
ロ
ム
の
論
説
は
、
興
味
の
あ
る
歴
史
の
断
面
は
伝
え
て
い
る
が
、
完
成
さ
れ
た
性
格
学
の
基
礎
と
は
な
っ
て

L
な
L

同
様
な
限
定
は
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ヒ
ム
ラ
!
と
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
に
か
ん
す
る
よ
り
広
範
囲
な
記
述
に
も
適

用
さ
れ
る
。
第
三
帝
国
の
突
隼
隊
員
の
指
導
者
だ
っ
た
ヒ
ム
ラ
l
の
性
絡
特
性
に
か
ん
し
て
は
、
フ
ロ
ム
は
、
こ
の
男
は

強
い
サ
ド
・
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
傾
向
を
も
っ
て
い
た
と
、
き
わ
め
て
正
し
く
仮
定
し
て
い
る
。
サ
ド
・
マ
ゾ
ヒ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
構
え
は
(
こ
こ
で
は
「
官
僚
主
義
的
性
格
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
)
、
し
ば
し
ば
厳
格
な
、
服
従
、
階
層
制
度
、

法
、
秩
序
な
ど
に
向
か
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
社
会
的
構
造
か
ら
生
み
だ
さ
れ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
、
こ
の
官
僚
主
義
的
性

格
を
彼
の
独
特
の
概
念
で
あ
る
「
匹
門
」
期
性
格
と
呼
ん
で
い
た
。
フ
ロ
ム
は
、
ヒ
ム
ラ
ー
を
「
紅
門
・
貯
蓄
サ
デ
ィ
ズ

ム
」
の
臨
床
例
に
分
類
す
る
.
こ
の
タ
イ
プ
の
本
質
は
、
現
存
す
る
権
力
に
服
従
し
よ
う
と
す
る
心
の
構
え
に
あ
る
。
フ

ロ
ム
は
適
切
に
こ
れ
を
「
副
官
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ヒ
ム
ラ
l
は
、
直
接
、
あ
る
い
は
間
接
的
に
世
界
歴
史
の
な
か
で

も
っ
と
も
洗
練
さ
れ
た
集
団
殺
害
機
関
の
責
任
者
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
恐
怖
体
制
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
征
服
に
も
一
役
買
っ
た

人
物
だ
が
、
お
ど
お
と
し
た
子
供
で
あ
り
、
典
型
的
な
「
7

7

っ
子
」
だ
っ
た
。
一
生
の
後
期
に
、
彼
は
さ
ま
ざ
ま
な
恐

怖
と
精
神
病
に
襲
わ
れ
た
。
彼
の
場
合
、
生
を
活
き
て
い
な
か
っ
た
生
は
、
そ
の
分
だ
け
、
本
当
に
生
き
る
こ
と
へ
の
鋭

い
恐
怖
に
な
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
異
常
な
ま
で
秩
序
と
杓
子
定
規
を
求
め
た
男
、
彼
は
、
絶
望
的
に
権
威
と
さ
ま
ざ
ま
な
父

親
像
に
寄
り
掛
か
っ
た
。
徹
底
し
て
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
に
従
順
に
傾
倒
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
が
失
わ
れ
た
と

き
に
、
ヒ
ム
ラ
l
は
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
を
捨
て
、
し
か
も
自
分
が
戦
後
の
ド
イ
ツ
統
治
に
お
い
て
指
導
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
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が
で
き
る
と
勘
違
い
し
た
の
は
、
驚
く
に
当
た
ら
な
い
|
|
む
し
ろ
そ
の
性
格
に
よ
る
.
ヒ
ム
ラ
ー
は
「
ま
っ
た
く
の
日

和
見
主
義
者
」
だ
っ
た
。
ぎ
ょ
っ
と
す
る
事
実
は
、
弱
さ
と
徹
底
し
た
無
慈
悲
さ
と
を
独
特
に
混
ぜ
合
わ
せ
た
、
こ
う

い
っ
た
性
格
の
構
え
が
、
き
わ
め
て
広
範
囲
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
フ
ロ
ム
は
確
信
を
も
っ
て
述
べ
る
。
「
何
千

ハ

m)

と
い
う
ヒ
ム
ラ
ー
が
わ
れ
わ
れ
の
ま
わ
り
に
生
活
し
て
い
る
」
と
。
過
去
と
現
在
の
歴
史
を
ざ
っ
と
見
た
だ
け
で
も
、
従

順
で
ま
っ
た
く
情
を
も
た
な
い
役
人
の
よ
う
な
、
官
僚
主
義
的
性
格
を
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
つ
け
る
の
は
た
や
す
い
。

性
的
で
な
い
サ
デ
ィ
ズ
ム
と
サ
ド
・
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
は
、
決
定
的
に
悪
性
の
攻
撃
|
|
フ
ロ
ム
の
言
葉
を
使
え
れ
ば
、

ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア
|
|
に
発
展
す
る
た
め
の
予
備
段
階
と
し
て
こ
こ
で
は
定
義
さ
れ
る
。
繰
り
返
す
が
、
こ
の
性
格
の
構

ハ初〕

え
は
リ
ヒ
ア
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
フ
ト

1
エ
l
ピ
ン
ク
や
、
現
代
の
研
究
者
で
あ
る
ハ
ル
ム
l
ト
・
フ
ォ
ン
・
ヘ
ン
テ

(幻〉

イ
ン
ク
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
性
的
逸
脱
と
は
区
別
さ
れ
る
。
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア
は
、
伝
統
的
な
言
葉
の
意
味
で
は
生

き
て
い
る
人
閣
の
死
体
に
た
い
す
る
性
的
関
係
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ロ
ム
の
性
格
学
の
な
か
で
は
、
そ
の
言
葉

は
最
初
に
『
悪
に
つ
い
て
』
で
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
物
と
非
有
機
的
な
も
の
に
取
り
つ
か
れ
た
よ
う
に
向
か
い
、

そ
れ
と
と
も
に
生
命
と
建
設
的
な
関
係
を
結
べ
な
い
人
聞
に
か
ん
す
る
も
の
だ
。
フ
ロ
ム
は
こ
の
よ
う
な
特
定
の
意
味
で

こ
の
言
葉
を
使
っ
た
の
は
、
レ
l
ニ
ン
が
最
初
で
あ
る
と
言
う
。
性
格
に
根
ざ
す
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、
ス
ペ

円

n)

イ
ン
市
民
戦
争
か
ら
と
っ
た
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
ミ

l
ゲ
ル
・
デ
・
ウ
ナ
ム

l
ノ
の
例
を
、
す
で
に
述
べ
て
い
る
。

神
経
生
理
学
の
分
野
で
は
、
フ
ロ
ム
は
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
と
い
う
種
の
進
化
を
と
お
し
て
、
本
能
的
機
能
が
徐
々
に

減
少
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
脳
自
体
の
異
常
な
成
長
と
、
と
く
に
新
皮
質
の
成
長
に
よ
っ
て
、
自
己
覚
識
と

さ
ま
ざ
ま
な
性
格
に
根
ざ
し
た
情
熱
も
、
人
聞
の
行
動
を
決
定
す
る
手
綱
を
失
っ
た
。
社
会
的
条
件
が
、
性
格
形
成
の
過

程
に
、
絶
対
的
で
は
な
い
に
し
て
も
、
か
な
り
の
要
因
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
聞
は
ま
だ
、
そ
の
発
展
と
成
長
の

た
め
の
完
全
な
可
能
性
を
保
持
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
可
能
性
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
仲
除
条
件
が
パ
イ
オ
フ
ィ
ラ

ス
な
構
え
に
向
か
っ
て
働
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
人
聞
の
成
長
に
決
定
的
な
社
会
環
境
の
な
か
に
ナ
ル
シ
シ

ズ
ム
、
関
係
性
を
持
て
な
い
こ
と
、
そ
し
て
破
壊
性
な
ど
が
混
在
す
る
現
状
は
、
成
長
へ
の
衝
動
を
阻
害
し
、
ネ
ク
ロ

フ
ィ
リ
ア
を
生
み
出
し
が
ち
で
あ
る
.
あ
る
い
は
、
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
「
匹
門
的
性
格
の
悪
性
の
形
」
を
生
む
。
繰
り

返
し
、
フ
ロ
ム
は
人
間
性
を
説
明
す
る
力
の
弁
証
法
的
な
対
立
を
強
調
す
る
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破
壊
性
は
バ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア
と
並
立
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
バ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア
に
替
わ
る
-
も
の
と
し
て
あ
る
。

生
を
愛
す
る
か
、
死
を
愛
す
る
か
は
、
す
べ
て
の
人
聞
が
直
面
す
る
根
本
的
な
選
択
で
あ
る
。
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア
は
パ

イ
オ
フ
ィ
リ
ア
の
発
達
が
阻
害
さ
れ
る
に
つ
れ
大
き
く
な
る
。
人
聞
は
生
物
学
的
に
は
生
を
愛
す
J
強
力
が
授
け
ら
れ

て
い
る
が
、
心
理
学
的
に
は
、
愛
す
る
こ
と
に
替
わ
る
解
決
方
法
と
し
て
死
を
愛
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
そ
の
本
は
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
性
格
構
造
の
長
い
分
析
に
入
る
。
ウ
イ
ン
ス
ト
ン
・
チ
ャ
ー
チ
ル

と
は
対
照
的
に
、
彼
と
て
、
ハ
エ
を
殺
し
た
り
、
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
そ
の
死
骸
を
並
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ネ
グ
ロ
フ
ィ
ラ

ス
な
「
傾
向
」
を
示
し
た
の
だ
が
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
は
一
方
的
な
ネ
ク
ロ
フ
ィ
り
ア
の
完
全
な
例
と
見
ら
れ
る
。
彼
は
幼
少

期
や
自
己
形
成
に
あ
ず
か
っ
た
青
年
期
に
ナ
ル
シ
シ
ス
テ
ィ
ク
な
性
格
特
性
を
補
強
し
た
。
後
に
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
受

動
性
|
|
成
就
で
き
な
く
て
、
生
産
で
き
な
い
こ
と
|
!
と
偉
大
な
人
物
で
あ
る
と
い
う
錯
覚
の
あ
い
だ
を
揺
れ
動
い
た
。

彼
の
性
格
の
基
礎
は
、
悪
性
の
破
壊
の
成
長
に
通
ず
る
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
ふ
く
ん
で
い
た
。
近
親
相
豪
的
な
固
着
、
冷
た

き
、
他
人
に
た
い
す
る
関
心
の
ま
っ
た
く
の
欠
如
、
不
合
理
性
、
そ
し
て
、
自
己
の
置
か
れ
た
状
態
を
現
実
的
に
評
価
す

る
能
力
の
な
さ
な
ど
で
あ
る
。
『
悪
に
つ
い
て
』
で
し
た
よ
う
に
、
フ
ロ
ム
は
も
う
一
度
ネ
ク
ロ
フ
ィ
ラ
ス
な
パ
ー
ソ
ナ
リ

テ
ィ
の
人
相
学
的
な
特
徴
を
定
義
し
よ
う
と
す
る
。
フ
ロ
ム
の
理
論
の
そ
の
部
分
は
、
多
分
ほ
と
ん
ど
当
て
に
な
ら
な
い
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ハ
M
V

だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
以
前
に
指
摘
し
て
お
い
た
。
総
統
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
矛
盾
す
る
解
釈
を
な
く
そ
う
と

努
力
し
て
、
演
技
者
と
完
全
な
嘘
つ
き
と
し
て
の
こ
の
指
導
者
の
性
癖
が
強
く
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
や

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
別
の
こ
と
に
関
係
の
あ
る
側
面
ー
ー
す
な
わ
ち
、
彼
の
人
生
を
通
じ
て
繰
り
返
さ
れ

た
合
理
化
し
が
ち
な
傾
向
と
反
動
形
成
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
傾
向
の
こ
と
な
ど
|
|
は
、
け
っ
し
て
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア

で
あ
る
と
い
う
決
定
的
な
診
断
を
裏
づ
け
る
重
要
な
兆
候
で
は
な
い
。
フ
ロ
ム
の
過
度
に
長
く
て
多
弁
な
分
析
は
、
あ
ま

り
関
係
の
な
い
多
く
の
側
面
と
か
か
わ
り
合
い
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
フ
ロ
ム
は
、
か
れ
が
突
然
ヒ

v
ト
ラ
!
の

女
性
と
の
か
か
わ
り
に
か
ん
し
て
大
変
詳
細
な
例
を
引
こ
う
と
し
た
と
き
に
、
自
身
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
ど
こ
か
不
正
確
さ

が
あ
る
と
自
覚
す
べ
き
だ
っ
た
。
フ
ロ
ム
は
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
半
分
血
の
つ
な
が
っ
た
姪
で
あ
り
、
最
初
の
愛
人
で
あ
る

ゲ
リ
・
ラ
ウ
パ
ル
と
、
彼
の
長
年
に
わ
た
っ
た
情
婦
で
あ
り
、
一
日
だ
け
彼
の
妻
と
な
っ
た
エ
パ
・
ブ
ラ
ウ
ン
も
完
全
に

彼
に
隷
属
さ
せ
ら
れ
て
い
た
と
言
う
。
ゲ
リ
は
ひ
ど
い
抑
欝
状
態
に
陥
っ
て
自
殺
し
、
エ
パ
は
す
べ
て
が
失
わ
れ
た
と
き
、

忠
誠
を
し
め
し
て
自
殺
し
た
。
あ
た
え
ら
れ
た
記
録
に
も
と
づ
け
ぽ
、
こ
の
両
者
と
の
関
係
で
、
二
人
が
と
も
に
強
い
サ

ド
・
マ
ゾ
ヒ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
が
成
熟
し
た
愛
を
経
験
で
き

な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
他
の
人
間
と
、
生
産
的
で
尊
敬
し
あ
う
よ
う
な
関
係
さ
え
も
て
な
か
っ
た
と
結
論
す
る
の
は

む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
人
生
に
お
い
て
正
真
正
銘
の
関
心
を
示
し
た
唯
一
の
領
域
は
建
築
学
だ
っ

た
。
「
多
分
、
彼
と
人
生
を
つ
な
い
だ
一
つ
の
橋
」
だ
っ
た
。
歴
史
上
人
間
の
生
命
に
た
い
す
る
も
っ
と
も
無
慈
悲
な
破
壊

者
が
、
自
分
自
身
を
建
設
者
と
思
い
描
く
と
は
皮
肉
で
あ
る
。
新
し
い
社
会
秩
序
の
建
設
者
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、

都
市
や
建
物
の
設
計
者
と
い
う
意
味
合
い
も
ふ
く
め
て
。
ア
ル
パ

l
ト
・
ス
ピ
ア
は
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
『
ナ
チ

(お》

ス
狂
気
の
内
幕
』
の
著
者
で
あ
り
、
彼
自
身
建
築
家
で
あ
り
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
き
わ
め
て
近
い
側
近
の
一
人
だ
が
、
(
ち
な

み
に
、
フ
ロ
ム
は
偶
然
彼
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
え
て
い
る
)
建
築
家
に
な
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
に
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同
僚
と
見
な
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
特
別
な
待
遇
を
受
け
た
。
軍
事
大
臣
で
あ
っ
た
ス
ピ
ア
が
、
総
統
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
発
狂

し
た
最
後
の
命
令
の
い
く
つ
か
を
取
り
消
し
た
と
き
で
さ
え
、
ス
ピ
ア
は
、
多
く
の
者
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
は
、

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
へ
の
反
抗
の
た
め
に
生
命
を
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

ま
と
め
て
み
よ
う
。
フ
ロ
ム
の
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
分
析
は
、
そ
の
す
る
ど
い
矛
先
が
時
と
し
て
は
道
を
併
れ

る
こ
と
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
印
象
的
な
記
録
で
あ
る
。
あ
る
性
格
学
的
条
件
は
外
部
の
要
因
と
一
致
し
や
す
く
、

事
実
と
し
て
、
悪
性
の
攻
撃
症
候
群
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
を
結
論
づ
け
て
よ
い
場
合
が
あ
る
。
だ
が
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー

の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
か
ん
し
て
総
合
的
に
そ
う
評
価
し
て
よ
い
か
は
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
は
、

フ
ロ
ム
の
描
写
の
な
か
で
は
、
つ
い
に
は
、
実
際
生
き
た
よ
り
も
長
く
生
き
た
よ
う
な
錯
覚
を
与
え
、
ほ
と
ん
ど
時
を
越

え
た
絶
対
悪
の
記
念
碑
と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
は
か
ら
ず
も
、
こ
れ
は
、
そ
の
ナ
チ
の
総
統
に
た
い
す
る
広
範
な
歪
ん

だ
認
識
、
す
な
わ
ち
、
彼
が
い
わ
ゆ
る
悪
魔
の
よ
う
な
力
を
も
っ
と
い
う
ほ
と
ん
ど
神
秘
的
な
誇
張
に
一
役
買
っ
て
い
る
。

(mv

、

(

明

副

)

宇

〔

mv、

ウ
ィ
リ
ア
ム
・

L
・
シ
ラ
l
、

H
・
R
-
ト
レ
バ

1
ロ
1
パ
l
、
ア
ラ
ン
・
フ
ラ
ゾ
ク
そ
し
て
、
も
っ
と
最
近
で
は
ロ

パ
l
ト
・
ベ
仁
川
勾
ら
の
き
わ
め
て
冷
静
な
評
価
に
加
え
て
、
ス
ピ
ア
自
身
も
、
こ
の
誤
っ
た
、
最
終
的
に
は
危
険
な
神
話

を
一
掃
す
る
の
に
か
な
り
努
力
し
て
い
る
。
疑
い
な
く
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
は
雄
弁
家
と
し
て
、
そ
し
て
煽
動
家
と
し
て
恐
ろ

し
い
く
ら
い
の
素
質
を
も
っ
て
い
た
.
他
方
、
彼
は
中
途
半
端
な
教
育
を
受
け
た
、
怒
り
っ
ぽ
い
プ
チ
ブ
ル
の
典
型
だ
っ

た
。
彼
は
、
歴
史
の
一
定
の
時
期
に
、
多
く
の
欲
求
不
満
で
、
往
々
に
し
て
無
知
な
人
び
と
を
高
度
に
魅
惑
し
、
大
衆
運

動
に
組
織
で
き
た
.
ヒ
ム
ラ
l
に
か
ん
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、
一
般
的
な
次
元
で
統
率
者
と
し
て
の
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
人
物

像
は
、
ユ
ニ
ー
ク
な
個
性
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
は
簡
単
に
誰
か
と
交
代
さ
れ
た
り
、
置
き
換
え
ら
れ
た
り
す
る

程
度
の
も
の
だ
っ
た
。
世
界
歴
史
は
何
世
紀
も
に
わ
た
っ
て
、
悪
性
の
破
嬢
の
実
例
を
さ
ま
ざ
ま
な
個
人
の
指
導
者
の
な

か
に
い
や
と
い
う
ほ
ど
示
し
て
い
る
。
最
後
の
分
析
に
お
い
て
、
歴
史
を
形
造
り
、
意
の
ま
ま
に
大
破
壊
を
行
う
の
は
、
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邪
悪
な
個
人
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
彼
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
な
す
力
を
あ
た
え
た
一
定
の
環
境
だ
と
さ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
絶
対
悪
の
権
化
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
受
け
取
ら
れ
る
の
は
、

道
徳
的
範
囲
が
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
独
特
な
性
格
構
造
と
、
被
に
力
を
付
与
し
、
そ
れ
に
続
く
彼
の
残
虐
的
行
為
を
可
能
に

し
た
社
会
・
歴
史
的
状
況
と
の
両
方
を
あ
い
ま
い
も
こ
と
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
.
フ
ロ
ム
の
悪
性
の
破
壊
性
と
い
う

分
析
は
魅
力
的
だ
が
、
そ
れ
は
、
一
九
三

0
年
代
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
大
き
な
社
会
的
、
経
済
的
条
件
を
十
分
説
明
し
て

い
な
い
。
そ
れ
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
放
浪
し
、
芸
術
家
に
な
る
こ
と
を
裏
切
ら
れ
た
人
間
|
|
生
を
活
か
し
き
れ
な
い

ネ
ク
ロ
フ
ィ
ラ
ス
の
代
弁
者
)
|
が
、
大
国
の
指
導
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
大
衆
の
本
質
部
分
に
彼
自
身
の
破
壊
の
衝

動
を
徐
々
に
し
み
込
ま
せ
て
い
っ
た
と
い
う
特
殊
な
枠
組
み
の
な
か
で
の
み
お
き
た
。
興
味
深
い
逸
話
と
し
て
、
こ
こ
で
、

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
一
言
い
回
し
(
フ
ロ
ム
に
よ
っ
て
は
ほ
ん
の
数
行
し
か
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
点
)
が
、
彼
の
ネ
ク
ロ
フ
ィ

ラ
ス
な
構
え
を
あ
か
ら
さ
ま
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
取
り
上
げ
て
も
よ
か
ろ
う
。
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
著
書
『
我
が
闘

ハ
却
)

争
』
と
、
と
く
に
あ
ら
ゆ
る
卑
俗
な
言
葉
に
満
ち
た
彼
の
後
期
の
演
説
や
会
話
を
取
り
上
げ
よ
う
。
彼
が
と
く
に
好
ん
だ

言
葉
は
、
「
根
絶
さ
せ
る
」
で
あ
り
、
「
根
こ
そ
ぎ
に
す
る
」
で
あ
り
、
「
一
掃
す
る
」
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
語
で
そ
れ
と
同
じ

意
味
を
も
っ
類
義
語
だ
っ
た
。
破
壊
的
性
格
の
構
え
に
た
い
す
る
言
語
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
今
後
さ
ら
に
研
究
を

深
め
る
た
め
に
は
著
し
く
実
り
あ
る
分
野
と
な
ろ
う
。

『
破
壊
』
は
「
希
望
の
あ
い
ま
い
さ
」
と
い
う
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
終
わ
る
。
フ
ロ
ム
は
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
証
拠
を
も
の
と
も

せ
ず
、
現
在
が
楽
観
の
時
で
も
悲
観
の
時
で
も
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
楽
観
主
義
と
は
、
「
信
念
の
疎
外
さ
れ
た
形
で
あ

り
、
悲
観
主
義
は
絶
望
の
疎
外
さ
れ
た
形
で
あ
る
」
と
フ
ロ
ム
は
言
う
。
ど
ち
ら
の
態
度
も
、
け
っ
し
て
歴
史
の
道
筋
を

変
え
る
手
段
に
は
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
人
聞
は
、
心
が
硬
化
し
て
、
す
べ
て
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
公
言
し
て
は
ば

か
ら
な
い
人
聞
を
信
用
し
な
い
の
と
同
様
、
破
壊
に
組
み
す
る
ど
ん
な
政
治
屋
や
煽
動
者
た
ち
を
も
信
用
し
な
い
こ
と
を
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学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
在
の
状
況
に
た
い
す
る
唯
一
の
答
え
は
、
人
間
主
義
的
な
思
考
の
広
範
囲
な
再
活
性
化
で
あ
る
。

「
批
判
的
で
根
源
的
な
思
考
は
、
そ
れ
が
人
聞
に
授
け
ら
れ
た
も
っ
と
も
尊
い
資
質
|
す
な
わ
ち
、
生
へ
の
愛
ー
と
混
ざ

〔
凱
)

り
合
っ
て
初
め
て
実
を
結
ぶ
だ
ろ
う
。
」

こ
の
本
を
論
評
し
て
い
る
人
の
多
く
は
、
個
人
的
な
洞
察
の
広
さ
と
豊
か
さ
を
印
象
づ
け
ら
れ
た
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

の
人
が
、
人
間
の
破
壊
性
に
た
い
す
る
フ
ロ
ム
の
理
論
は
、
攻
撃
の
病
理
に
か
ん
し
て
過
剰
な
ほ
ど
記
録
に
は
満
ち
て
い

る
が
|
|
治
療
の
た
め
の
現
実
的
解
決
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
一
致
す
る
。
き
わ
め
て
面
白
い
こ
と
に
、
フ
寸

.1叩

最
大
の
作
品
に
た
い
す
る
批
評
家
の
反
応
の
な
か
に
一
つ
の
観
点
が
ま
っ
た
く
述
べ
ら
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
悪
の
現

a
u
bい
レ
や
小
か
レ
酢
身
H
P
般
か
ル
ゃ
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
事
実
、
彼
の
全
作
品
を
調
べ
て
み
れ
ば
、
こ
う

し
た
魅
了
が
か
な
り
強
く
、
ほ
と
ん
ど
常
に
底
流
と
し
て
流
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
フ
ロ
ム
は
、
他
の
本
の
な
か
で
も
、

ス
タ
ー
リ
ン
や
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
を
さ
ま
ざ
ま
に
分
析
し
て
い
る
こ
と
が
こ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の

事
例
に
、
『
破
壊
』
の
お
よ
そ
六
分
の
一
が
割
か
れ
て
お
り
、
不
釣
り
合
い
に
重
さ
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
づ
け

ら
れ
る
。
こ
の
悪
に
た
い
す
る
愚
か
れ
た
よ
う
な
関
心
は
、
部
分
的
に
は
、
フ
ロ
ム
が
青
年
期
に
強
く
道
徳
的
、
倫
理
的

問
題
に
ひ
か
れ
た
こ
と
と
、
|
|
無
神
論
者
に
な
っ
て
さ
え
l
l
l
決
し
て
完
全
に
離
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
と

い
う
背
景
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
集
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
の
伝
記
的
な
証
拠
を
集
め
て
み
れ
ば
、
フ
ロ
ム
自
身
が
、
バ
イ

オ
フ
ィ
ラ
ス
な
性
格
の
構
え
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い

a

で
は
、
な
ぜ
、
フ
ロ
ム
は
そ
ん
な
に
過
度
に
悪
の
権

化
に
魅
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
?
彼
自
身
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
性
格
学
が
こ
の
傾
向
を
説
明
す
る
助
け
と
な
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
一
つ
の
要
素
(
成
長
症
候
群
)
は
い
つ
も
他
の
要
素
(
衰
退
症
候
群
)
に
弁
証
法
的
に
対
立
し
た
位
置
に
あ
る
。

そ
し
て
か
り
に
、
フ
ロ
ム
自
身
が
悪
性
の
攻
撃
の
と
り
こ
に
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
症
候
に
い
つ
ひ
き
い
れ
ら

れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
は
、
明
ら
か
に
彼
の
著
作
の
な
か
に
た
え
ざ
る
、
そ
し
て
さ
ら
に
深
い
究
明
を
う
な
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が
す
抵
抗
し
が
た
い
刺
激
と
し
て
役
立
っ
て
い
た
。

薄
い
本
で
あ
る
『
攻
撃
と
性
格
』
〈
一
九
七
五
)
は
、
『
破
壊
』
の
姉
妹
本
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
だ
。
そ
れ
に
は
、

エ
l
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
と
ア
デ
ル
ベ
ル
・
ラ
イ
フ
と
の
対
話
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
大
作
で
未
解
決

の
ま
ま
残
さ
れ
た
問
題
の
い
く
つ
か
を
解
明
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
フ
ロ
ム
は
退
屈
の
問
題
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。
フ
ロ
ム
は
そ
れ
を
人
間
の
破
壊
性
の
発
達
の
た
め
の
中
心
的
要
素
と
考
え
て
い
る
。
現
代
産
業
社
会
は
ー
ー

た
え
ず
移
り
変
わ
る
流
行
や
熱
狂
を
と
お
し
て
娯
楽
活
動
の
た
め
に
市
場
を
開
拓
し
よ
う
と
す
る
人
び
と
の
努
力
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
|
|
一
個
人
が
身
を
捧
げ
、
無
私
の
満
足
を
実
感
す
る
枠
組
み
は
供
給
で
き
な
か
っ
た
。
仕
事
そ
の
も
の
が

し
ば
し
ば
退
屈
の
根
源
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
、
人
間
的
意
味
で
非
生
産
的
だ
か
ら
だ
。
閉
じ
こ
と
は
、
非
創

造
的
な
レ
ジ
ャ
ー
生
活
に
も
当
て
は
ま
る
。
あ
ら
か
じ
め
出
来
上
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
娯
楽
は
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
と

同
じ
位
相
に
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
生
を
活
き
て
い
な
い
生
が
、
ぽ
か
げ
た
攻
撃
を
生
み
出
す
土
壌
な
の
だ
。

も
し
誰
か
が
こ
の
よ
う
な
診
断
の
正
当
性
を
疑
お
う
と
し
て
も
、
ニ
ュ
ー
ス
や
新
聞
を
ち
ょ
っ
と
見
れ
ば
、
文
化
破
壊

や
残
虐
な
事
件
、
薬
物
の
乱
用
〈
も
ち
ろ
ん
彼
ら
だ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
と
く
に
若
い
世
代
に
)
な
ど
の
兆
候
は
幾
ら

で
も
見
つ
け
ら
れ
よ
う
。
|
|
煎
じ
詰
め
れ
ば
、
多
種
に
わ
た
る
人
聞
の
(
自
己
〉
破
壊
は
、
退
屈
し
て
い
て
、
ど
っ
ち

を
向
い
て
い
い
か
分
か
ら
な
い
人
聞
に
よ
っ
て
引
き
お
こ
さ
れ
る
。
楽
し
み
ゃ
興
奮
と
い
う
旗
の
も
と
、
生
を
憎
み
、
自

己
自
身
が
ど
ん
な
道
を
進
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
た
い
し
て
ま
っ
た
く
関
心
を
抱
か
な
い
こ
と
は
、
西
欧
の
人
間

主
義
が
情
動
的
に
貧
固
化
し
て
い
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。
フ
ロ
ム
の
文
化
的
悲
観
主
義
が
、
こ
の
小
さ
い
が
意
味
深

い
小
冊
子
に
珍
し
く
表
明
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ロ
ム
は
変
化
は
ま
だ
可
能
で
あ
る
と
言
い
切
る
。
な
に

が
し
か
の
希
望
が
相
変
わ
ら
ず
、
社
会
的
性
格
が
自
然
に
「
変
化
」
す
る
こ
と
と
、
革
命
運
動
の
技
師
と
し
て
歴
史
上
現

れ
て
き
た
例
外
的
な
個
性
の
持
ち
主
の
上
に
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
て
い
る
。
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人
聞
に
と
っ
て
ま
だ
希
望
は
あ
る
と
い
う
こ
の
ね
ば
り
強
い
主
張
を
も
っ
て
、
エ

l
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
の
全
作
品
は
、

逆
説
的
に
言
え
ば
、
結
論
に
至
ら
な
い
結
論
に
到
達
す
る
。
精
神
分
析
理
論
に
た
っ
た
フ
ロ
ム
の
一
一
一
巻
の
本
が
、
完
成
し

て
い
た
ら
な
あ
と
思
う
人
も
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
革
命
的
性
格
の
徹
底
的
な
分
析
が
、
そ
れ
と
閉
じ
く
ら
い
重
要
だ
っ

た
ろ
う
と
思
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
煎
じ
詰
め
れ
ば
、
フ
ロ
ム
の
性
格
学
の
い
く
つ
か
の
節
々
に
は
つ
か
ま
え
ど
こ
ろ
の

な
い
概
念
が
た
だ
よ
っ
て
お
り
、
決
し
て
十
分
に
発
展
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

理
論
的
な
言
葉
を
使
え
ば
、
フ
ロ
ム
の
恒
久
的
な
功
績
は
、
疑
い
な
く
個
人
的
な
性
格
と
社
会
的
な
性
格
に
つ
い
て
の

彼
の
研
究
に
あ
る
。
他
の
ど
の
研
究
者
も
、
一
個
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
形
成
と
き
わ
め
て
大
き
な
そ
れ
ら
を
取
り
巻

く
社
会
的
環
境
の
全
体
と
の
本
質
的
な
関
係
を
見
と
お
す
フ
ロ
ム
の
洞
察
に
近
づ
く
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
。
一
般
向

け
の
本
を
と
お
し
て
、
フ
ロ
ム
は
何
百
万
と
い
う
読
者
の
自
己
覚
識
に
む
け
て
の
闘
争
に
影
響
を
あ
た
え
て
き
た
。
フ
ロ

ム
は
、
彼
ら
に
幻
想
を
捨
て
る
よ
う
促
し
、
そ
し
て
、
良
き
に
つ
け
悪
き
に
つ
け
て
も
、
自
分
自
身
を
受
け
入
れ
、
仲
間

た
ち
に
た
い
し
て
も
っ
と
人
間
的
に
応
え
る
と
い
う
困
難
な
仕
事
を
引
き
受
け
る
よ
う
促
し
た
。
最
後
の
分
析
と
な
っ
た

『
破
壊
』
か
ら
判
る
の
は
、
フ
ロ
ム
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
、
ま
た
思
想
家
と
し
て
の
偉
大
さ
が
、
彼
の
研
究
の
学

者
と
し
て
の
中
身
の
充
実
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
純
粋
科
学
の
純
化
さ
れ
た
空
気
と
、
複
雑
な
哲
学
的
概

念
構
成
と
い
う
深
遠
な
王
国
は
、
け
っ
し
て
彼
の
自
然
の
生
息
地
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
偉
大
さ
は
、
最
終
的
に
は
人
間

性
に
た
い
す
る
揺
る
ぎ
な
い
信
念
に
あ
る
。
被
の
信
条
は
、
世
界
は
あ
り
の
ま
ま
、
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
変
え

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
簡
単
な
文
に
要
約
さ
れ
る
。
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(2) 
六
章
(
注
お
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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訳
者
あ
と
が
き

本
書
は
、
の

R
E
E
M
y
m
2
3・
コ
尽

K
A
3
と

E
包
括
1

尚
三
品
、
3
ヨ
ヨ
ィ
ト
凡
な

S
弘
司
。
込
旬

(-gg
の
全
訳

で
あ
る
。
訳
文
が
完
成
し
た
折
に
、
著
者
か
ら
「
日
本
語
版
に
寄
せ
て
」
の
は
し
が
き
を
も
ら
っ
た
。

エ
1
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
は
、
一
九
人

O
年
三
月
一
七
日
、
ス
イ
ス
の
ロ
カ
ル
ノ
の
近
く
の
ム
ラ
ル
ト
と
い
う
村
で
七
九

歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
こ
の
ま
ら
十
数
年
後
に
、
生
前
の
フ
ロ
ム
が
と
冨
く
希
っ
て
い
た
冷
戦
構
造
|
そ
の
延

長
線
上
に
人
類
の
破
滅
を
み
て
い
た
ー
ー
が
崩
壊
し
、
さ
ら
に
フ
ロ
ム
が
ウ
と
に
批
判
し
て
い
た
一
党
官
僚
支
配
の
社
会

主
義
シ
ス
テ
ム
の
多
く
が
雪
崩
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
前
か
ら
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。
も
し
フ
ロ
ム
が
現
在
も
生
き
つ
づ

け
て
い
た
ら
、
こ
の
事
実
を
手
放
し
に
喜
ぶ
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
そ
う
思
え
な
い
.
な
ぜ
な
ら
ば
、
フ
ロ
ム
が
も
っ
と
も

強
く
批
判
の
対
象
と
し
て
い
た
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
人
間
疎
外
は
ま
す
ま
す
蔓
延
し
て
お
り
、
さ
ら
に
フ
ロ
ム
が

そ
の
実
現
を
願
っ
た
ヒ
ュ

l
マ
ユ
ス
ト
・
ソ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
(
顔
の
見
え
る
社
会
主
義
)
は
、
な
お
こ
の
地
球
上
に
は
姿

を
見
せ
て
い
な
い
か
ら
だ
。

フ
ロ
ム
は
、
人
類
の
偉
大
な
知
的
遺
産
を
取
り
入
れ
、
ま
た
、
今
世
紀
の
人
類
の
悲
惨
な
社
会
的
現
実
を
直
視
し
な
が

ら
、
人
類
の
在
か
小
ト
』
姿
を
描
き
つ
つ
、
あ
の
世
に
旅
立
っ
た
。
生
前
か
ら
フ
ロ
ム
の
著
作
は
、
大
き
な
拍
手
で
迎
え
ら

れ
た
り
、
ま
た
厳
し
い
批
判
に
も
さ
ら
さ
れ
た
。
フ
ロ
ム
の
思
想
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
り
、
そ
の
論
理
に
矛
盾
が
あ
る
と

い
う
批
判
は
多
い
。

だ
が
、
フ
ロ
ム
が
フ
ロ
イ
ト
か
ら
受
け
継
い
だ
人
間
個
人
の
心
理
構
造
と
い
う
認
識
と
、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
か

29う
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ら
受
け
入
れ
た
社
会
の
歴
史
構
造
の
認
識
と
い
う
こ
つ
の
認
識
方
法
を
結
合
し
、
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
社
会
的

実
存
性
を
解
明
し
た
こ
と
は
、
今
世
紀
の
偉
大
な
思
想
家
の
一
人
と
し
て
、
後
世
に
そ
の
名
を
残
す
こ
と
は
ま
ち
が
い
な

い
だ
ろ
う
。

本
書
は
、
著
者
の
「
は
し
が
き
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、
フ
ロ
ム
の
全
業
績
に
た
い
す
る
英
語
で
書
か
れ
た
砂
砂
わ
か
大

が
か
り
な
批
判
的
評
価
と
し
て
、
今
世
紀
も
っ
と
も
影
響
力
の
あ
っ
た
思
想
家
フ
ロ
ム
の
遺
産
を
め
ぐ
る
論
争
に
読
者
が

怠
加
す
る
こ
と
を
求
め
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
本
書
が
、
フ
ロ
ム
に
つ
い
て
の
大
が
か
り
な
批
判
的
評
価

と
な
っ
て
い
る
か
は
、
訳
者
と
し
て
は
あ
え
て
触
れ
な
い
で
お
く
。
そ
れ
は
、
読
者
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
た
方
が
良
い
か
ら

で
あ
る
.

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
本
書
は
フ
ロ
ム
の
思
想
形
成
に
か
か
わ
っ
た
成
育
歴
、
社
会
環
境
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に

お
け
る
研
究
時
期
の
交
友
関
係
、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
に
移
っ
て
か
ら
の
フ
ロ
ム
の
著
作
お
よ
び
政
治
的
な
活
動
を
克
明
に

追
っ
て
い
る
.
そ
の
う
え
で
、
フ
ロ
ム
が
も
っ
と
も
彫
響
を
あ
た
え
た
と
言
わ
れ
て
い
る
H

社
会
的
性
格
u

の
概
念
を
中

心
に
、
フ
ロ
ム
が
解
明
し
た
人
聞
の
創
造
的
側
面
[
語
能
と
否
定
的
側
面

l
m
E
d弁
証
法
的
な
論
理
構
造

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

フ
ロ
ム
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
生
れ
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
、
ベ
ル
リ
ン
で
学
業
を
終
え
た
後
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
社

会
研
究
所
で
彼
の
思
想
の
基
礎
を
作
り
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
の
総
合
と
し
て
『
自
由
か
ら
の
逃
歩
』
(
邦
訳
)
を
出
版
す

る
。
つ
い
で
フ
ロ
ム
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
批
判
的
修
正
、
倫
理
学
と
宗
教
の
研
究
、
彼
独
自
の
夢
理
論
の
構
築
、
そ
し
て
ア

メ
リ
カ
に
移
っ
て
初
期
マ
ル
ク
ス
の
研
究
と
そ
の
紹
介
、
最
後
に
性
格
学
の
体
係
と
し
て
『
悪
に
つ
い
て
』
(
邦
訳
)
を
ま

と
め
、
彼
の
政
治
思
想
家
と
し
て
在
る
べ
き
姿
と
し
て
の
『
正
気
の
社
会
』
を
公
表
す
る
。
最
後
に
フ
ロ
ム
は
、
彼
の
全

生
涯
の
業
績
を
体
係
づ
け
る
三
部
作
の
大
作
を
構
想
す
る
が
、
そ
れ
は
最
初
の
第
一
部
『
破
緩
』
(
邦
訳
)
で
終
っ
て
し
ま

297 訳者あとがき

ぅ
。
そ
の
問
、
フ
ロ
ム
は
す
べ
て
の
識
字
社
会
で
翻
訳
さ
れ
、
数
百
万
と
い
う
一
一
般
の
読
者
に
迎
え
ら
れ
た
『
愛
す
る
と

い
う
こ
と
』
〈
邦
訳
)
お
よ
び
『
生
き
る
と
い
う
こ
と
』
〈
邦
訳
)
を
出
版
し
て
、
二

O
世
紀
後
半
に
お
け
る
人
聞
の
存
在

様
式
に
つ
い
て
説
教
者
と
し
て
の
役
割
も
演
じ
て
い
る
。

著
者
は
「
異
議
申
し
立
て
こ
そ
、
フ
ロ
ム
の
生
涯
を
貫
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
、
"
顔
の
み
え
る
社
会
主
義
“
こ
そ
彼
の

信
条
だ
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
フ
ロ
ム
が
抱
き
つ
づ
け
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
ソ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
と
い
う
こ
つ

の
線
本
理
念
が
、
実
は
二

O
世
紀
の
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
と
社
会
主
義
シ
ス
テ
ム
の
両
者
の
も
と
で
、
も
っ
と
も
深
く
誤

解
さ
れ
、
査
幽
さ
れ
た
理
念
で
あ
り
、
そ
の
正
し
い
把
握
こ
そ
フ
ロ
ム
の
課
題
だ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
.
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス

ト
・
ソ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
の
潜
在
可
能
性
が
実
現
す
れ
ば
、
今
で
は
死
語
と
な
っ
た
H

西
側
M

と
"
東
側
u

と
の
対
立
は
解

消
し
、
新
し
い
地
平
の
う
え
で
さ
ま
ざ
ま
な
疎
外
を
克
服
す
る
方
向
づ
け
を
も
っ
た
人
聞
社
会
が
展
望
さ
れ
る
だ
ろ
う
と

言
う
の
が
フ
ロ
ム
の
抱
い
た
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
ろ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
フ
ロ
ム
の
主
要
な
著
作
は
、
我
が
国
で
は
、
す
べ
て
訳
出
さ
れ
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
十
数
冊

に
お
よ
び
、
そ
の
な
か
に
は
何
十
万
部
も
読
ま
れ
た
も
の
も
あ
る
。
本
書
を
訳
出
す
る
に
あ
た
り
、
訳
者
は
、
そ
れ
ら
の

翻
訳
を
参
照
し
た
。
し
か
し
著
者
が
フ
ロ
ム
か
ら
引
用
し
、
日
本
語
訳
が
あ
る
ぽ
あ
い
も
、
訳
書
の
そ
の
部
分
を
そ
の
ま

ま
引
用
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
著
者
の
文
脈
に
し
た
が
っ
て
、
原
文
か
ら
直
接
訳
し
た
。
こ
こ
に
、
多
く
の
フ
ロ
ム

翻
訳
者
に
謝
辞
を
述
べ
た
い
。

翻
訳
に
際
し
て
は
、
は
じ
め
に
木
下
一
哉
が
全
文
を
訳
出
し
、
滝
沢
正
樹
が
検
討
し
て
筆
を
加
え
、
さ
ら
に
両
者
で
推

蔽
を
重
ね
る
と
い
う
か
た
ち
を
採
っ
た
。
数
多
く
登
場
す
る
人
物
名
に
つ
い
て
は
、
人
名
辞
典
、
心
理
学
辞
典
、
社
会
学

辞
典
、
精
神
分
析
用
語
辞
典
な
ど
に
当
っ
た
が
、
登
場
人
物
が
ド
イ
ツ
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
た
際
に
そ
の
人
名
の
読

み
方
に
変
化
が
あ
っ
た
ば
あ
い
な
ど
を
ふ
く
め
て
、
正
し
い
読
み
方
に
な
っ
て
な
い
も
の
が
あ
る
と
思
う
。
も
と
も
と
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完
全
な
翻
訳
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
数
多
く
の
誤
訳
を
ふ
く
ん
で
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
識
者

の
叱
正
に
ま
ち
た
い
。
翻
訳
作
業
中
、
訳
者
の
一
人
滝
沢
が
、
術
後
院
内
感
染
と
い
う
事
故
に
会
い
、
訳
出
が
一
年
以
上

遅
れ
た
。
そ
れ
を
履
く
見
守
っ
て
く
れ
た
新
評
論
社
長
二
瓶
一
郎
氏
に
、
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。

一
九
九
四
年
一
月

滝

沢

正

樹
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 Pr
o

pr
ie

ty
 o

f 
th

e 
Er

ic
h 

Fr
o

m
m

 D
o

cu
m

en
t 

C
en

te
r.

 F
o

r 
pe

rs
o

na
l u

se
 o

nl
y.

 C
ita

tio
n 

o
r 

pu
bl

ic
at

io
n 

o
f 

m
at

er
ia

l p
ro

hi
bi

te
d 

w
ith

o
ut

 e
xp

re
ss

 w
ri

tt
en

 p
er

m
iss

io
n 

o
f 

th
e 

co
py

ri
gh

t 
ho

ld
er

. 
 Ei

ge
nt

um
 d

es
 E

ri
ch

 F
ro

m
m

 D
o

ku
m

en
ta

tio
ns

ze
nt

ru
m

s.
 N

ut
zu

ng
 n

ur
 f

ür
 p

er
sö

nl
ic

he
 Z

w
ec

ke
. 

V
er

ö
ff

en
tli

ch
un

ge
n 

– 
au

ch
 v

o
n 

T
ei

le
n 

– 
be

dü
rf

en
 d

er
 s

ch
ri

ft
lic

he
n 

Er
la

ub
ni

s 
de

s 
R

ec
ht

ei
nh

ab
er

s.
 

 

Knapp, G. P., 1994: The Art of Living. Erich Fromm's Life and Works (Japanese), Tokyo (Shin-hyoron) 1994, 320 pp.

3'5 索引

119.263.63 (注19)
『メキシコの一村落における社会的性
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文) "Jewish Law. A Contribution on 
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(dissertation) 32.39.120 
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Vision of Our Time" 272 
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.Should We Hate Hitler?" 195 

フン? Rainer Funk 16.44.264.271. 
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1). 64 (注29).127 (注1).127 (注
5). 222 (注9).267 (注1).269 (注
43) 

ベイン Robert Payne 287 
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The Life and Death of AdoJf Hitler 
293 (注29)

ヘーゲル Georg Wilhelm Friednch 

Hegel 46.70.152. 153.154 
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ホーナイ Karen Horney 34.66以下，
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Famihe 57 

ポルケナウ Franz Borkenau 40.48. 
70.239.62 (注7).95 (注5)
『封建的世界像からフ，.)レジョワ的世界

像への移行 TheTran-sition f rom 
the Feudal to the Bourgeois WorJd 
View 70.95 (注5)

ポロック Friedrich Pollok 40.57.58. 

60 
ボーンス WoJfgang Bonss 63 (注21).
54(注30)

マ 行

マーカ A Judith Marcus 22 (注4)，
63 (注24).193 (注30)

マイモユデス Moses Maimonides 

187以下.191.235 
マッカーシー Eugene MxCarthy 219. 

220 • 227 • 228 • 246 
マツコピー M.chaelMacoby 185.212. 

213.220.249.260.63 (注25)
7 ハテーラ Nyanapomka Mahathera 

145.271 
『仏教の黙想の心 TheHeart of 
Buddhist Meditation 271 
マラッヒー Patnck Mullahey 92.97 
(注39)

マルターゼ Herbert Marcuse 16.60. 

61.82.114.138以下.207.219.239. 
249.127 (注12)
『エロス的文明JErosand Civ.lization 

138以下.249 
r一次元的人間 OneD.mensional 
Man 82.249.127 (注12)

マルFス Karl Marx 34.37.40.46.48. 
70.75.78.82.94.105.121.148-157. 
205.215.226.お8-243.247.お7以下，
258.260 
『資本主義経済批判J The Critique of 
Capitabst Economy 154 
『経済学・留学草稿 Econm.cand 
Phdosophical Manuscri-pts 149.154 
『資本論J Das Kapital 154 

マルセル Gabriel Marcel お4.259
『存在と所有J Being and Having 
254 

マンハイム Karl Mannheim 115.127 
(注16)

『イデオロギーとユートピ7J Ideollgy 
and Utopia 127 (注16)

マンフォード Lew.s Mumford 249 
『正気の名にかけてJ In the Name of 
5anity 249 r.械の神路J The Myth of the 
Machine 249 

メイヤ- Elton Mayor 205 
『産業文明の人間的諮問題 The
Human ProbJems of an Ind-ustriaJ 
C.v.lizatlon 205 

メロール Mellor. W. 206.223 (注21)
モア Thomas Morus 172 
『ユートピアJ Utop.a 172 

モーリス Desmond Morris 250 
『裸の猿J The Naked Ape 250 

モゼ HildeL. Mo田 e 142.159 (注26)• 
235 (注27)

モγタギュー M F. AshJey Montagu 
92.97 (注39)

ヤ 行

ヤスパース Karl Jaspers 31.170.192 
〈注11)

ユング CG Jung 100.121.126.132. 
133.134.140.165.234.245以下. 127 
〈注3)

『心理学と宗教 PsychoJogyand 
Religion 100.127 (注3)

ラ 行
ライト Quincy Wngth 280 

3'4 

『戦争の研究J A 5tudy of War 280 
ライヒ Wilhelm Reich 34.38.74.279. 
95 (注10)

『性格分析ーその技法と理論J Chara-
cter Analysis: Technique and Found-
ations 279 
『ファシズムの集団心理J The Mass 
Psychology of Fasc.sm 74.279.95 
(注10)

ライヒマンーフロム Frieda Reichma-
nn-Fromm (wife) 35.38.44.69 

ライフ Adelbert Relf 265.290.97 (注
34) 

ラスウ'"ル HaroJd D Lasswell 筋 .96
(注30)

『政治学ー誰が、何を.いつ、どうやっ

て、獲得するのか Pobt.cs.Who 
Gets What. When. How 96 (注30)

ラJ、-， -Johann Kaspar Lavater 
167 
『人間認識と博愛の改善のための人相

学的断章.D Physiognom.sche Fragm-
ente [ ) 167 

ラビンコフ 5alman Baruch Rabinkov 
27.33 

ランダウア- KarJ Landauer 34.36. 
47.66.279.95 (注10)

ランディス Bernard Land.s 219. 21 
(注1)

リースマン David Riesman 212.219 
ルタセンプル? Rosa Luxemburg 30 

以下.241 
ルピンス Jack L.Rubms 94 (注2).95 

(注4)

『カレン・ホーナイー精神分析の初歩』

Karen Horney-GentJe RebeJ of Psy-
choanalysis 94 (注2)

レーガン Ronald Reagan 177.221 
レーデーラー W.lbam J. Lederer 211 
『羊のようなアメリカ人J A Nation 
of 5heep 211 

レーユン VJadimir lIyich Lenin 214. 
241.284 

ロォーゲエンタール L回 Lowenthal
24.32.35.40.58.60.121 

ローゼンツヴァイグ FranzRosenzweig 
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317 索引

プロヲタ A1an BuUock 287 
『ヒットラー一専制政治の研究』

Hitler: A Study in Tyranny 294 (注
28) 

プロッホ Ernst Bloch 28.157.219.248 
『希望の原理J The Principle of 
Hope 248 
『ユートピアの精神JSpirit of Utopia 

248 
フロム Erich Fromm 
国家社会主義 nat10nals∞ialism 80. 
84以下.120以下.195以下

自発性 spontaneity 89.229-237 
社会主義 socialism 16 • 18以下.

149-、~157.206-209 . 210-219.222.245

以下，お5以下

社会的性格 social caracter 33.47. 
50.53-56.73-76.85-88.98.163-
185.199-206.210.230-237.245-
246.259-263.270以下.281 
神秘主強 mysticism 27.101-104. 
125-126.145-148 
性格の構え character orientation 
101-117.163-185.199-205.226. 
229-237.255-263.281-お3.289.290
政治的行動 political action 18以下，

29以下.194.210-221 
神分析的方法諭 psych曲 nalytlcal
methodology 38.48以下.135.136以
下.211以下
生命愛的/死体愛的構え biophious/n-
ecrophilous orientation 21. 29以下，

83以下.115.161.164-176.119-184. 
226.281-288.289 
タルムード the talmud 17.25以下，

72.226 
仏放 buddhism 27 .38.鈎.101以下，

122以下.124.144-148.211 
母系制 matriarchy 51以下.135以下

マルクス主義 marxism 28.34.37. 
39.40.45.46.48以下.148-157.214以
下，お8-243
ユートピア思想 utopian thought 

17以下.172.250-254.258.260以下，

266 
ユダヤ教 juda凹 n 17以下.25以

下.31以下.38以下.101.146.189以

下.289 
Works 作品

『愛するということJ The Art of 
Loving 81.89.93.94.104.115.123. 
138.161.168.184.226.227.229-237. 
256 
『恩についてJ The Heart of Man 

53.83.93.109.115.144.145.161-185. 
186.189.195.170.256.260.280.281. 
284.285 
「安息日J "Der Sabbath" 39以下，

1 89以下

『生きるということJ To Have or to 
Be? 26.51.93.94.144.146.153.183. 
227 • 228.253-265.266.272 
『ヴァイマール・ドイツの労働者階級

一心理学的社会学的研究ー~ The 
Working CIass in Weimar Germany 
56以下.61.73.85.115.195 
「エディプス・コンプレッタスとエ

ディプス神話」 “The Oedipus Com-
plex and the Oedipus Myth" 158 (注
8) 
『希望の革命 TheRevolution of 
Hope 20.93.94.198.207.215.218. 
220以下.226.227.246-254.261 
「キリストの教義の発展」 “On the 
Development of the Dogma of Chris-
t" 48.120 
『キリストのドグマJ The Dogma of 
Christ 140 
『援感と行動rJ Beyond the Chains of 

IUusion 伺 .94.157.226.227.238-247 
『緊張緩和政策についての所見』

Remarks on the Policy of DOtante 

218 
『攻怒と性格J Aggre措 ionand Cha-
rakter 290以下

『社会主義ヒューマユズム Socialist
Humanism 219 
『自由からの逃走J Escape From 
Freedom 18.26.43.48.53.57.65-
94.98.99.104.105.101.110.114.117. 
122.161.172.173.180.195.225.243. 
お8.281

『正気の社会J The Sane Society 
53.93.172.198-210.211.218.226. 
231.247.249.251以下.258.260.261. 
264.280 
「神経症の個人的起源と社会的起源」

“Indlvidual and Social Onglns of 
Neurosis" 111.127 (注10)
「性格特性としての信念J ・・Falthas a 
Character Trait" 120.128 (注23)
「政治と精神分析 "Politicsand 
Psychoanalysis" 62 (注11)
「精神分析ー科学か党派か?J “Psyc-
hoanlysis-Science or Party Line?" 

140 
「精神分析的性絡学とその社会心理学

的意義 "ThePsychoanlytical Cha-
racterology and its Relevance to 
Social Psychology" 50.73.62 (注12)
「精神分析と社会学」 “Psychoanlysis 
and Sociology" 39 
『精神分析と宗教JPsychoanlysis and 
Religion 93.100-102.104.120-126. 
168 .188.236 
『精神分析の危畿J The Crisis of 
Psychoanalysis (凶ok) (本)143.270 
「精神分析の危槙J “The Crisis of 
Psychoanalysis" (article) (倫文)210 
「精神分析療法の社会的制約"Die
Ge剖Ischaftliche Bedingtheit der 
Psychoana-Iytischen Theorie" 51以

下.143.63 (注16)
『禅と精神分析 ZenBuddhism and 
Psych岨 nalysis 93.123.129.144-
148.188.253.271 
『人聞における自由JMan for Himse・
If 81.89.93.100.104-120.122.123. 
131.162.168.170.111.172.173.174. 
180.185.190.226.229.232.256 
『人聞の膨利を求めて MayMan 
Prevall? 53.93.214-218.226.247 
「人聞のなかにある戦争:破壊の根源

にたいする心理学的探究 "War
Within Man: A PsychologycalInquiry 
into the Roots of Destruct1veness" 
161 
『人間を取り戻すために一社会党宣曾

316 

と綱領J Let Man Prevall: A S田 ia-
hst Manifes-to and Program 211 
『磁援 TheAnatomy of Human 
Destructiveness 30.54.84.85.93. 
109.161.166.180.182.227.266.210. 
273-290 
『反抗と自由JOn Disobedience 211 
「犯罪者と社会の心理学」 “On the 
Psychology of Criminals and Socie-
ty. 48 

『フロイトにおける人間のモデル、お

よびその社会的背景」 “Freud's Mod-
el of Man and its Social Determina-
nts" (邦訳)r精神分析の危畿』に収録.

143 
『フロイトの使命J Siguund Freud's 
Mlsslon 52.93.108.138.139-143. 
148.149.226.241 
『フロイトを越えて Greatnessand 
Limitation of Freud' s Thought 52 • 
93.139.143-144 
「分析的心理学の方法と課題」 “On 
the Methods and Goals of Analytical 
Social Psychology" 47-50.73 
「母緬制についてのロパート・プリ

フ念ルトの作品」 ・・RobertBriffaults 
Werk Uber Das Mutlerrecht" 62 (注
1心
『母繍剥理論の社会心理学的意強J
“Die Sozialpsycologische Bedeutung 
Der Mutte-rrechtstheorie" 51以下

「保征された所得の心理学的側面」

"The Psychological Aspects of Gua-
rant開 dInc-ome" 208 
『マルクスの人間観JMarx's Concept 
of Man 93.148-157.162.163.198. 
214.226.241，264 
『マルクスの人間の知識に対する貢献J
Marx's Contribution to the Knowled-
ge of Man" 156 
『民間防衛問題にかんする論争J(マツ

コピー 'Mと共著) (with M. Macccト
by:)鋼ADebate on the Question of 
Civil Defense" 213 
「無力の感情」 “The Feeling of 
Powerle田 ness" 52-56，73以下，
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319 

下.24.52.66.137.239 
ゲーテ JohannWolfgang Von Goethe 2 
43以下

『ファウストJ Faust 243以下

ゲッベルス Joseph Gobbe1s 84 
『ミハエルJ Michael 邸

ケナン GeorgeF. Kennan 213.223 (注
28) 
『核と西欧 TheAtom and the 
West 223 (注28)

ケネディ，ロパート Robert Kennedy 

219.246 
コール George Douglas Howard Cole 
206.223 (注21)(and W. Mellor) (メ
ラ.Wとの共著〉

『産業的自由の意味 Themeamng 
of Industrial Freedom 223 (注21)

サ 行
ザリゲァン HarryStack Sulbvan 66. 

68.69.107.120.137 .1羽.179.201.209.
245.273.96 (注22)
『現代精神医学の犠念J Conception of 
Modern Psychiatuy 96 (注22)

サルトル Jean-Paul Sartre 163.191 
(注D

ジェイ Martm Jay 58.22 (注4).62 
(注3).63 (注26).64 (注28).64 
(注29).94(注1)

シャイラ- WiUiam L. Shirer 219 
『第三帝国の興亡J The R1se And 
Fall of the Third Reich 293 (注26)

シャハテル，エルンスト Ernst G 

Schachtel (曲。:Ernest) 56.66.91以
下.130.97 (注36)

γューマ ッハ E. F Schumacher 255. 

260 
『スモールイズ ピューティフル』

Small is Beautiful 194 
シュターヘリン Balthasar Staehelin 

194 
『所有と存在J Haban und Sein 194 

シa テイルナー Max Stlrner 257 
『エゴと彼自身ー権威に抗する個人の

場合J The Ego and HIS Own: The 
Case of the Indivldual Agamst Aut-

honty 257 
シュ パイツアー Albert Schweitzer 

168.205 
『文明の哲学J Philosophy of Civihz-

ation 205以下

スピア Albert Speer 286 
『第三帝国の内側J Inside the Third 
Relch 286 

シ aーレム Gershom Sholem (also: 
Gerschom Scholem) 28以下.32.42 
(注6).192 (注6)

ジaーンズ Ernest J ones 139 
『ジグムント・フロイトの人と作品』

The Life and Works of Sigmond 
Freud 139 

シルゲァーパーグ W泊也rnSilverberb 

66.67.69 
シヤール John H. Schaar 91.177.97 

(注38).192 (注16)
スキナー Burrhus F. Skinner 276以

下

『 科 学 と 人 間 行 動 S cienceand 
Hurnan Behavior 276以下

『ワーデン ツゥ WaldonTwo 

276以下

鈴木大拙 SuzukiDalsetu Teitaro 

122以下.129.144.158 (注10)
『禅により生きるJ Living by Zen 
122 
『棒宗の方法J Manua1 of Zen Bud-
dhisrn 122 
『樽の研究J St udies in Zen 122 

スターリン Joseph Stalin (1. e. losif 
Vissanonovich DzugashVIli) 155.163. 

165.167.175.214.277.282以下.289 
スピノザ Benedictus Spinoza 101. 

103.105.115.118.152.232.258 
『エチカJ(倫理学) Ethics 103以下

ソポタレス Sophoc1es 118.135 
『アンティゴーネJ Antigone 135 
『コロヌスのエディプスJ Oedipus at 

Colonnus 135 
『エディプス王J Oedlpus Rex 135 

タ 行
タール Zoltan Tar 22 (注4).62 (注

3). 63 (注2心.64 (注28).193 (注
30) 

タウ，{- Edward S. Tauber 144. 
219.21 (注1)

タルムード Talmud 17.23.24以下，

31. 72.89.101.132.226 
9ンネンパウム Frank Tannenbaurn 

205.223 (注18)
『労働の哲学JA PhIlosopy of Labor 
223 (注18)

チャーチル Winston Churchill 167. 
285 

デ・マルチーノ R1chard De Martino 
123.144.158 (注10)

デ・マン Henrik De Man 34.37以下

『マルクス主義の心理学J The Psych-
。logyof Marxism 37 

ティリッヒ Paul Tillich 69.124.155. 
162.209.248.160 (注45)
『プロテスタンテイズムのゲィヅ aン』

Protestantische VIslon 160 (注45)
トーユー Richard Henry Tawney 78. 
205.257.95 (注18)
『獲得社会J The Acquisitive Socieト
ty 205 

『宗教と資本主義の興隆 Religion
and the Rise of Capitalism 95 (注
18) 

トーレス Mauro Torres 128 (注17).
128 (注31).159 (注18).160 (注37)

トレパーロ ーパ - H R. Trevor-Roper 

287 
『ヒットラーの最期J The Last Days 
of Hitler 293 (註27)

トンプYン Clara M. Thompson 66. 

67.68.70.130 

ナ行
ニクソ γ Richard M.Nixon 220.228 
ノーベル Nehemiah Anton Nobel 27 
以下.41 

ハ行

ハイデガ MartinHeidegger 163. 
259 

ハウスト勺レフ Don Hasdorff 115.131. 

318 

136.140.147.184.234.22 (注2).127 
(注l心.128 (注30).157 (注1).
157 (注2).158 (注9).159 (注21).
159 (注25).160 (注30).160 (注
35). 160. (注36).193 (注24).193 
(注26).224 (注39).267 (注11)

ハックスリー Aldous Huxley 156. 
173.203.205 
『すぼらしき新世界 BraveNew 
World 2ω.205 

パッハオーフェン Johann Jacob Bac-

hofen. 38.51.106.135 
『母権J Mutlerrecht 51 

ハモンド GuytonB Hammond 163. 

192 (注3).193 (注20).193 (注22)
ハンフリー Hubert H. Humphrey 

220.228.247 
ヒットラー Adolf Hitler 85.1閃 .165以

下.167.175.278.285-287.289 
『重量が闘争J Mein Kampf 288 

ヒムラー Hemrich HI1百mler 283以下，
287 

プーバー Martin Buber 28.32.37.58. 
115 
『我と汝J I and Thou 32 

フェレンチ Sandor Ferenczi (also: 
Ferenczy) 37.52.137，139，239 

フォイエJレパッハ Ludwig Feuerbach 

155.168.169 
プラトン Plato 172.232 r.宴J Symposiurn 232 
フリーマンーフロム Annis Freeman 
Fromm (wife) 101.273 

フルシチ aフ Nlk!la Kruschev 155， 

215 
フロイト Sigmund Freud 15.20.34以
下， 37以下.48.50.51以下.75，86. 
94，106，107，110，121.132，134，135， 

137.138-144.152.163.168.169.170， 

180.197.205.226.お5，238-243，273.2
74.192 (注9)
『夢判断 TheInterpretalIon of 
Dream 141 

『続精神分析入門J New Introductory 
Lectures on Psychoanlysis 192 (注
9) 



 

 Pr
o

pr
ie

ty
 o

f 
th

e 
Er

ic
h 

Fr
o

m
m

 D
o

cu
m

en
t 

C
en

te
r.

 F
o

r 
pe

rs
o

na
l u

se
 o

nl
y.

 C
ita

tio
n 

o
r 

pu
bl

ic
at

io
n 

o
f 

m
at

er
ia

l p
ro

hi
bi

te
d 

w
ith

o
ut

 e
xp

re
ss

 w
ri

tt
en

 p
er

m
iss

io
n 

o
f 

th
e 

co
py

ri
gh

t 
ho

ld
er

. 
 Ei

ge
nt

um
 d

es
 E

ri
ch

 F
ro

m
m

 D
o

ku
m

en
ta

tio
ns

ze
nt

ru
m

s.
 N

ut
zu

ng
 n

ur
 f

ür
 p

er
sö

nl
ic

he
 Z

w
ec

ke
. 

V
er

ö
ff

en
tli

ch
un

ge
n 

– 
au

ch
 v

o
n 

T
ei

le
n 

– 
be

dü
rf

en
 d

er
 s

ch
ri

ft
lic

he
n 

Er
la

ub
ni

s 
de

s 
R

ec
ht

ei
nh

ab
er

s.
 

 

Knapp, G. P., 1994: The Art of Living. Erich Fromm's Life and Works (Japanese), Tokyo (Shin-hyoron) 1994, 320 pp.

皇室盤il:
た~ぎわtき曾

滝沢正樹

1931年東京生まれ.

1955年一舗大学社会学部卒業

現在関東学院大学経済学部設授

専攻社会心理学、 7 ス・コミニュケーショ

ン論

著 禽 『コミニュケーションの社会理論J(新

評論.1976年)

『現代日本人の実像.i(新評論.1990 

年)ほか.

訳書 H ・キ+ントリル『社会運動の心理

学J(共訳.岩波書広.1959年)

G'H.ミード 『精神・自主主・社会』

(共釈.青木書信.1973年) . 

住 所 干158東京都世田谷区中町 1-9-21

.IJLたかずや

木下一哉

1953年富山生まれ.

凶75年 度鹿尊重島大学法学部卒業

現在翻訳業

住所干101東京都港区南青山 1-11-29セ

ゾン南青山101

評伝エーリッヒ・フロム

1994'年3月31日 初 版 第1刷発行

〈検印廃止〉

訳者滝沢正樹

木下 哉

発行者二瓶 郎

発行所 経新評静
電話東京〈忽但:)7391番

干169東京都新宿区西早稲田3ー 16-28
銀替東京 Bー 113487番

定自画はカバーに表示してあります 印 刷 新 栄 堂

書丁・乱7本はお取り替えします 製本河上製本

@滝沢正樹・木下一哉 1994 Prmted In Ja伊 n
ISBN4-7948-021o-2 C 1011 

索 引

ア 行
アインシュタイン Albert Einstein 

205.241 
アドルノ Theodor W Adorno 24.41. 
47.旬以下.59.61.65.82.170.190.
239.273.63 (注24).193 (注30)
『槍威主義的パーソナリテ.fJ The 
Authoritarian Parsonality 57 
『否定的弁証法JNegative Dialectics 
190.193 (注30)

ア!lA トテレス Aristotle 101.104. 
105.114.118.232.258 
『コマコス倫理学 Nicomachian
Ethics 101 

アンシ墨ーン Ruth Nanda Anshen 
148.162.228.238.158 (注8)

ゲィトフォーゲル Karl August Wittf-
ogel 40 

ゲs ーバー，アルフレッド Alfred 
Weber 31.33 

ゲェーパー，マッタス Max Weber 
31.80.96 (注20)
『プロテスタンテイズムの倫理と資本

主義の精神J The Protestant Ethics 
and the Spirit of Capitalism 9自(注

20) 
ヴェルトハイマー Max Wertheimer 
115.127 (注15)
『生産的思考JProductive Thinking 
127 (注15)

ウナムーノ Miguel De Unamuno 164. 
284 

エゲァンス Richard 1. Ebans 135 • 
137.138.194.158 (注6).158 (注7).
158 (注11).158 (注14).159 (注
16). 159 (注17).222 (注1)

エーリッヒ・ポール Paul R;' Ehrlich 
260 
『ヒ aーマン・エコロヅーの世界一人

口、資源、環境J Population. Resou-
rces. Environment: Es且 ysin Human 
Ecology 261 

エヲタハルト Master Echart 27.101 

320 

以下.115.145.187.232.235.257.258 
エルール Jacques EUul 249 

『技術社会 TheTechnologlca1 
Society 249 

エンゲルス Friedrich Engels 51.151. 
153.215.241 

オーウ墨ル George Orwell 127.203 
H984年J1984 203 

オスグッド Charles E. Osgood 212. 
223 (注27)

力行

カーディナー Abram Kardiner 66.67. 
94(注3)

『個人と社会 TheIndividua1 and 
His Society 67 • 94 (注3)

カーン Hermann Kahn 213.216以下

『水素燭車苦戦争J On Thermonuclear 
War 213 

カフカ Franz Kafka 118.135以下

『審判J The Trial 135以下

カルゲイン Johannes Calvin 80.118 
カンパネーラ Tommaso Campanel1aふ

172 
『太陽の街J The City of the Sun 
172 

キヲシンdャー Henry A. Kissinger 

216.224 (注34)
『選択の必然性J The Necessity for 
Choice 224 (注34)
旧約聖. Old Testament 17.27. 
186.191 

ギルダー George Gilder 221以下.

224 (注40)
『宮と貧困J Wealth and Poverty 
221.224 (注40)

クヲカウアー Siegfried Kracauer 28 
『カリガリからヒットラーへJ From 
Caligari to Hitler 28 
『科学としての社会学.i Sociology as 
Science 28 

グルラントーフロム Henny Gur1and 
Fromm (wlfe) 98以下. 100.101. 
120 

タレペリン Emil Kraepe¥tn 34.170 
グロデック George Groddeck 36以



 

 Pr
o

pr
ie

ty
 o

f 
th

e 
Er

ic
h 

Fr
o

m
m

 D
o

cu
m

en
t 

C
en

te
r.

 F
o

r 
pe

rs
o

na
l u

se
 o

nl
y.

 C
ita

tio
n 

o
r 

pu
bl

ic
at

io
n 

o
f 

m
at

er
ia

l p
ro

hi
bi

te
d 

w
ith

o
ut

 e
xp

re
ss

 w
ri

tt
en

 p
er

m
iss

io
n 

o
f 

th
e 

co
py

ri
gh

t 
ho

ld
er

. 
 Ei

ge
nt

um
 d

es
 E

ri
ch

 F
ro

m
m

 D
o

ku
m

en
ta

tio
ns

ze
nt

ru
m

s.
 N

ut
zu

ng
 n

ur
 f

ür
 p

er
sö

nl
ic

he
 Z

w
ec

ke
. 

V
er

ö
ff

en
tli

ch
un

ge
n 

– 
au

ch
 v

o
n 

T
ei

le
n 

– 
be

dü
rf

en
 d

er
 s

ch
ri

ft
lic

he
n 

Er
la

ub
ni

s 
de

s 
R

ec
ht

ei
nh

ab
er

s.
 

 

Knapp, G. P., 1994: The Art of Living. Erich Fromm's Life and Works (Japanese), Tokyo (Shin-hyoron) 1994, 320 pp.

滝

沢

正

樹

現

代

日

本

人

の

実

像

ー
ー
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
l
y
ョ
Y
の
社
会
理
論

三

O
O
O門

須

原

秀

超

越

錯

手
己
人
は
な
ぜ
斜
に

4
J
か
ま
え
る
か

二
二

O
O円

斎

藤

瑛

子

世

界

地

図

か

ら

消

え

た

国

I
l
-
-ド
イ
ツ
へ
の
レ
タ
イ
エ
ム

l
|

一
六

O
O円

ア
ン
ド
レ
・
ゴ
ル
ツ

杉

村

裕

史

訳

資
本
主
義
・
社
会
主
義
・
エ
コ
ロ
ジ
ー

二
五
七
五
円




