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HIDAKA， R.， and SHIMIZU， 1.， 1952: 

(R) 

"Book Review Psychology of Fascism: E. Fromm， Escape from Freedom，" in: Sekaí， Tokyo (Iwanami 

Shoten)， No. 75 (March 1952)， pp.123.132. 

Japanese 

1 A Criticism of Civilization: Psychology of Fascism (p. 124) 

2 Salvation of Man: Socio-economic Factor and Psychological Factor (pp.124-126) 

3 Ideology and Social Character in Japan: New Crisis of Fascism (pp.126-128) 

4 On Democratization ofJapan (pp. 128・131)

5 Anonymous Authority (pp. 131-132) 

Original Title in Japanese 

日高六郎/清水幾太郎「喜評 フアツシズムの心理一一E. フロム『自由からの逃走J J (r世

界j第75号、 1952年3月)、 123-132頁。

Note 

Two leading sociologists in post-war Japan discussed on Escape 企om Freedom. One of them， Hidaka， is 

the translator of Escape from Freedom. 



Hidaka, R., and Shimizu, I., 1952: Review Fromm, E.: Escape from Freedom (1941a, Japanese), In: Sekai, Tokyo 
(Iwanami Shoten), No. 75 (March 1952), pp. 123-132.
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-圃圃・・・ーー・一一→一一一一ーー司-司自ー司圃圃酬.
あ
と
が
き

続得議
土
法第一
傑
に
は斗簿護
士
は
、基
本
的

人
権
を
縫
護
し
、

社
合
正
義
を
貧
現
す
る
こ
と
を
使

命
と
す
る
。

融問
護
士
は
、

前
項
の
使
命
に
基
づ
き
、

誠貨
にそ
の
職
務
を行
い
、一位

合秩序
の維持
及
び

法
体
制
度
の
改
善
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

J

と
規
定
し
て
い
る
。

同府
議
士
に
諜
せ
ら
れ
た
、

こ
の
根
本
的
使
命
は
、

問中
に
組問
護
士
が
受
任
し
た
個
々
の

事
件
を
過
し
て
の

み
ι
らず
、一般
的
に在野
法曹
として
の
立場
か

ち現行
法律
制度
の法焼 、
立法
に針
す
る設
い批

判
を
通
し
て
世
論
を
喚
起
し
、

法
律一
位
舎
に
指
導
的

役
割
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
を
示

す
も
の
で
あ
る
。

昭
和
二
十
六
年
十
一

月
一

回
か
ら
三
日
に
か
け
て

朝
日
新
聞
そ
の
他
で
、

占
領
終
了
に
と
も
な
う
圏
内

治
安
の
維
持
に
つ
い
て
、

政
府
が
岡
崎岨
等
規
正
法、

植木
開
示
威
取
締
法
、

ゼ
ネ
ス
ト

禁
止
法
な
ど
を
棒
怨

し
て
い
る
こ
と
)

お
よ
び
そ
の
原
案
な
る
も
の
が
侍

え
ら
れた 。
そ
こ
で
、東京熔
護
士舎
の
法
律
制
度

に附する術省安員舎である司法制度調査委民

. 4・れ- . 

の心理ムスン

123-ーー ファ ッシズムの心理

ブ;書 評i 東京白師連士骨司法則度調存護局舎.

問委員長
高
木
右
門

ツ

一-E;、フロム「自由か‘らの逃走」ーー

日 高 六 部

清水幾太郎
封
談

ア

圃圃園田ー画面画面ーー

舎
に
お
い
て
は
、

そ
の
内
容
が
いちじ
る
し
〈憲
法

に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
を
侵
害
す
る
時
代
遂
行
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、

ま
ず
、

こ
れ
を
立
案

営
局
で
あ
る
法
務府終審局
の嫁蛍宮
に、
そ
の
内

容
を
市住
め
た
と
こ
ろ
、

朝
日
新
聞
褒
表
の
内
容
は
最

終
案
に
お
い
て
は
多
少
の
凶変
動
が
あ
る

で

あ

ろ

う

が
、

本
筋
に
お
い
て
は
幾
ら
な
い
と
の

同

容

を

え

た
。

元
来
、

司
法
制
度
調
査
委
員
舎
は
日
本
縛
護
士

連
合舎
の
司
法
制
度調査
舎
と照臆
し
て、
法律
制

度
に
関
す
る
政
府
首
局
の
諮
問
に
底
え
、

ま
た
は
自

設
的
に
意
見
を
具
申
す
る
役
目
を
持
っ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、

事
賞
、

上
述
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
治
安
立
，

法
が
現
咽固
化
さ
れ
る
と
き
は
、

わ
が
国
の
過
去
の
歴

史
に
徴
し
て
、

平
和
的
・

民
主
的
閣
家
の
再
建
が
到

底
笠
ま
れ
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
た
結
果
、

東
京

鱒
護士舎
とし
て積極
的
に
意
見
を
出し、
もっ
て

嘗
局
に
建
言
す
る
と
同
時
に
、

日
本
個所
護
士
連
合
舎

は
じ
め
各
地
位附
護
士
舎
に
訴
え
、

か
つ
世
論
を
喚
起

す
る
要
あ
る

よ
と
を
該
委
員
舎
で
決
定、

委
員
長
一

名
、

副
委
員
長
=一
名
を
主
査
と
し
て
意
見
容
を
起
草

す
る
こ
と
を
決
議
し
た
。

意
見
書
の
原
案
は
十
一

月

十
三
日
に

出
来
、

こ
れ
を
問
月
十
七
日
の
金
値
委
員

舎
に
叫附議
し
たが 、結弓満場一致
で

可決
さ

れ

た 。

この安員合では 、

合長および割合長も立
合
っ
て
、

右
の
意
見
書
は
正
式
に
東
京
縄問
護
士
舎
の

意
見
書
と
し
て
向
日
新
聞
記
者
閣
に
夜
表
さ
れ
、

ま

た
法
務
府
に東
京縛護
士舎
の建議
案
と
し
て
提
出

さ
れ
、

他
方
日
本
線
護
士
連
合
舎
に
も
提
出
し
、

そ

の
統
一

か
た
を
要
請
し
た
も
の
で
あ
る
。

最近
の
新聞報道
に
よ
る
と
、政
府
原
案
な
る
も

の
が
、

関
崎岨
等
規
正
法
に
間関
す
る
か
ぎ
り
、

自
由
誌

の
内
穏
や
、

政
令
諮
問
委
員
舎
の
意
見
に
左
右
さ
れ

て
、
「
不
法
活
動
の
お
そ
れ
」

あ
る
場
合、

裁.
判
所
の

事
貧
認
定
の

制
限
、

所
有
権
淡
枚
、

強
制
調
査
健
等

の~
規
定
の

扱
臨圏、

就
職
制
限
の
範
園
の
縮
小
な
ど
議

恕
さ
れ
る
お
も
む
き
で
あ
る
が
、

仮
に
そ
う
嬰
更
さ

れ
た
と
し
て
も
、

こ
れ
ら
法
案
の

違
憲
性
が
到
底
悌

拭
で
き
な
い
底
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
意
見
番
を
よ

〈
讃
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、

容
易
に
環
解
さ
れ
る
こ

と
と
忠、
ヲ。

要
は
程
度
の

差
い
か
ん
の
こ
と
で
あ
っ一

て、そ
の
本質
を
か
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、

さ
き
に
か
か
げ
た
鱒
護
士
の
岐
本

的
使
命
か
らし
て

、こ
れ
ら
の
動
き
は省然
のこ
と

と
考
え
て
い
る
が
、

同府
議
土
台一
と
し
て
は
、

はH}
め

て
の試
み
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
にそ
の波紋
の行方

を注目
し
て
い
る
と
と
も
に
、

自
ら
の
使
命
を
あ
ら

た
め
て
一舟
自
受
し 、

あ
わ
せ
て
世
論
の
動
向
に
期
待

す
る
も
の
で
あ
る
。

〈亡ゆくような ，融合的ぶ恐が介在

で
き
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す。
と
こ
ろ
で
そ
う
い
う

方
面
の
研
究
は、
白
木
で
は
た
い
へ
ん
遅
れ
て
い
る

の
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か。
ブ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
を
そ
う

い
う
観
結
か
ら
考
察
し
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
く、

そ
れ
に
鰯
れ
て
も
専
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
と
し
て
展

開
さ
れ
て
い
ま
す。
と
こ
ろ
が
最
近
の
情
勢
の
動
き

は、
非
常
に
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
傾
向
を
た

ど
っ
て
い
て、
従
来
あ
ま
り
取
り
あ
げ
ら
れ
ず
に
い

た
こ
の
問
題
に
針
し
て、
私
た
ち
の
注
意
を
促
し
え

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す。
ご
ぞ
ん
じ
の
と
お

り
略戦
争
の
危
険
が
日
ご
と
に
強
く
な
っ
て
来
る
と
共

に、
人
々
の
も
の
の
湾
え
方、
感
じ
方
を
形
づ
く
る

の
に、
ラ
ジ
オ
で
あ
る
と
か、
新
聞
で
あ
る
と
か
い

う、
い
わ
ゆ
る
マ
ス
コ
ミュ
ニ
ケ
l
い
ヨ
γ
の
手
段

の
演
じ
得
る
役
割
が
大
き
く
な
っ
て
来
て
い
て、
大

量
的
に
人
間
を-
定
の
方
向
に
引
き
ず
っ
て
ゆ
く。
~

ほ
か
の
方
法
で
は、
ほ
と
ん
ど
そ
れ
い
封
抗
で
き
な

い
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
り
・

ま
す。
.こ
う
い
う
目
白
の
程
験
か
ら
い
っ
て
も、
ァ

ア
ヅ
シ
ズ
ム
的
傾
向
と
枇
舎
心
理
の
問
題
は、
十
分

に
見
き
わ
め
る
必
要
が
あ
り、
プ
ロ
ム
の
肝
究
は
わ

れ
わ
れ
の
注
目
に
値
す
る
と
思
う
の
で
す。
そ
こ
で

ま
ず、
日
高
さ
ん
か
ら、
こ
の
書
物
の
紹
介
を
お
願

い
し
た
い
と
思
い
ま
す。

編輯部

今日は臼高さんのお蒸じになった、
プ
ロ
ム
の
『
自
由
か
ら
の
逃
走』ハ
創
元
社)
を

取
上
げ
て
お
話
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す。

フ
ア
ヅ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
は、
日
本
で
も
い
ろ
い

ろ
論
じ
ら
れ
た一
時
期
が
あ
り
ま
し
た
が、
そ
れ
は

主
と
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
か
ら
の
分
析
で
あ

っ
て、
ブ
ア
ツ
シ
ズ
ム
が
起っ
て
衆
た
枇
品目
的、
経

済
的
俊
件
を
資
本
主
義
の
致
建
と
の
関
惑
で
究
明
す

る
こ
と
が
主
で
し
た。
そ
れ
か
ら
日
本
の
特
殊
な
僚

件
が
い
ろ
い
ろ
問
題
に
な
り、
そ
れ
に
伴っ
て
フ
ァ

ツ
シ
ズ
ム
の
定
義
な
ど
に
つ
い
て
も
論
争
が
行
わ
れ

た
と
思
い
ま
す。
そ
う
い
う
燦
件
も
さ
る
こ
と
な
が

ら、
プ
ア
ツ
シ
ズ
ム
と
い
う
も
の
は、
必
ず
じ
も
露

骨
な
権
力
だ
け

で||
物
理
的
な
カ
だ
け
で
人
を
引

き
ず
る
の
で
は
な
く、
そ
う
い
う
カ
が
使
わ
れ
る
に

し
て
も、
最
も
有
効
な
心
理
的
効
果
を
綿
密
に
測
定

し
な
が
ら
行
使
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
り
ま
す・

た
と

え
ば、
よ
く
太
平J洋
戟
争
は、
日
本
の
軍
部
が
薗
民

を
引
き
ず
っ
て
行
っ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

け
れ
ど、
引
き
ず
る
と
い
っ
て
も、
園
民
を一
人一

人
首
に
織
を
つ
け
て
引
っ
ぱ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は

で
き
る
も
の
で
な
く、
事
費
そ
ん
な
形
で
行
わ
れ
た

わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん。
無
理
を
押
し
て
・力
ず
く
で

や
っ
た
と
は
い
え、
と
に
か
く
あ
れ
だ
け
の
大
戟
争

が
窪
行
で
き
た
と
い
う
こ
と
は、
幅四
民
が
そ
れ
に
従



Hidaka, R., and Shimizu, I., 1952: Review Fromm, E.: Escape from Freedom (1941a, Japanese), In: Sekai, Tokyo 
(Iwanami Shoten), No. 75 (March 1952), pp. 123-132.

 

 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.
 

 

4・一ー ・‘ ' ‘ r �-r . ， ， ー
124 

で一つの文明批評

117ァッシズムの心理
||

Iヲ�也

自
高
プ
ロ
ム
は、
御
承
知
の
返
り、
ナ
チ
に
追

わ
れ
て
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
た
精
紳
分
析
向学
者
で
す，

が、
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
ま
し
て
か
ら、
い
わ
ゆ
る
新

フ
ロ
イ
ド
主
義
の
先
堀
的
な
人
物
と
し
て、
ホ
ル
ネ

イ
と
か、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
!
と
か、
カ
l
デ
ィ
ナ
ー

な
ど
と
と
も
に、
か
な
り
は
な
ば
な
し
く
活
服
し
て

い
る
人
で
す。
だ
い
た
り
新
フ
ロ
イ
ド
目半
減
の
古
い

た
も
の
は、
文
明
批
一評一
的
な
色
彩
の
濃
い
も
の
が
多

い
の
で
す
が、
今
日
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
フ
ロ
ム
の

主
著
『
自
由
か
ら
の
逃
走』
も、
厳
密
に
科
皐
的
と

い
う
よ
り、
一
種
の
現
代
の
文
明
批
一評一
と
し
セ
受
け

と
っ
た
ほ
う
が
面
白
い
と
思
い
ま
す。

こ
の
本
で
の
べ
て
い
る
こ
と
を
ご
く
か
い
つ
ま
ん

で
申
上
げ
ま
す
と、
フ
ロ
ム
は、
人
間
が
個
人
と
し

て
の
自
己
に
め
5め、
そ
れ
以
前
の
封
建
的
な一
切

の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
て、
新
し
い
自
由
を
獲
得
す

る
時
期
を、
だ
い
た
い
ル
ネ
y
サ
ン
ス
と
宗
教
改
苓

の
こ
ろ
と
お
さ
え
て、
そ
れ
以
前
は、
人
聞
は
比
較

的
小
さ
な
集
団
の
中
に
娘一
段
し、
フ
ロ
ム
の
い
わ
ゆ

る
第一
次
的
緋
に
つ
な
が
れ
て、
あ
た
え
ら
れ
た-枇

命
的
役
割
を
来
し
な
が
ら
生
活
し
て
い
た
と
考
え
て

近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど、
こ
の
書
物
の
本
筋
に
入
っ

て
し
ま
う
た
め
か、
心
理
的
な
問
題
ば
か
り
に
な

っ
て
来
て、
枇
舎
及
び
経
済
の
精
造
的
問
題
の
豆
量

が
急
に
減っ
て
来
る。
そ
う
思
い
ま
せ
ん
か。
そ
れ

は、
た
だ
フ
ロ
ム
が
そ
う
い
う
仕
方
で
叙
述
し
て・い

Jる
だ
け
な
の
か、
そ
れ
と
も、
フ
ロ
ム
の
絃
辿
を
離

れ
て、
事
賓
と
し
て
そ
う
な
の
か。

lll
最
後
の
と

こ
ろ
で
民
主
的
批
舎
主
義
と
い
う
言
葉
を
使っ
て、‘

フ
ロ
ム
自
身の
考
え
て
い
る
新
し
い
註
舎
の
橡
想
を

述べ
て
い
る。
し
か
し、
私
た
ち
が
素
直
に
あ
の
本

を
担
ん
で
い
る
限
り、
フ
ロ
ム
は、
結
局、
一
種
の

人
生
論
み
た
い
な
も
の
に
流
れ
込
ん
で
し
ま
う
よ

う
な
気
が
す
る。
枇
合
的、
経
済
的
な
問
題
が
人
生

問
題
に
解
消
し
て
し
ま
う
と
い
う
気
が
す
る。
ど
う

も、
最
初
か
ら
フ
ロ
ム
の
批
評
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た。目

高
い
き
な
り
こ
の
本
の
批
判
に
な
っ
た
わ
け

で
す
が、
こ
れ
は
お
っ
し
ゃ
る
湿
り
の
面
が
非
常
に

強
い
と
思
い
ま
す。
さ
ら
に
そ
の一回
は、
こ
の
後
で

フ
ロ
ム
が
書
い
て
い
る
倫
理
問中
の
木
と
宗
教
哲
皐
の

本
で
は
い
っ
そ
う
城
大
さ
れ
て、
一
程
の
人
世
哲
間平

に
な
っ
て、
ぽ
く
な
ど
に
は
ど
う
も
つ
い
て
い
け
な

い
の
で
す
が、
し
か
し
そ
う
い
う
芳
え
方
が
ア
メ
リ

カ
や、
英
図
な
ど
で
非
常
に
歓
迎
さ
れ
た
と
い
う
駄

に、
-
つ
お
も
し
ろ
い
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す。
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い
ま
す。
そ
こ
で
倉
時
の
人
聞
は、
百
砲
は
持
っ
て

い
な
か
っ
た
の
で
す
が、
一
一般
の
安
定
感
は
あ
っ
た

と
の
べ
て
い
ま
す。
そ
れ
が
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
宗
教

改
草
を
将
機
と
し
て、
人
聞
は
さ
ま
ぎ
ま
の
自
由
を

獲
得
す
る
の
で
す
が、
そ
の
獲
得
し
た
自
由
に
は
明

る
い
商
と
暗
い
酉
と
の
こ
つ
が
絡
み
合
っ
て
い
た。

す
な
わ
ち一
方
に
は、
人
間
の
濁
立
と
か、
個
性
の

自
覚
と
か、
一
切
の
束
縛
か
ら
の
解
放
と
か、
そ
う

い
う
明
る
い
面
も
確
か
に
あ
っ
た
が、
そ
れ
と
同
時

に、
そ
れ
以
前
の
枇
舎
生
活
で
経
験
し
て
い
た
よ
う

な、
安
定
感
を
失
い、
精
神
的
に
は
狐
立
感、
不
安

感
に
な
や
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。
こ
の
こ
と
を

フ
ロ
ム
は、読
本
主
義
経
済
を
商
品
経
済
と
い
う
面

か
ら
は
っ
き
り
抱
え
て
い
る
の
で
す。

と
こ
ろ
が、
こ
の
よ
う
に
心
理
的
に
も
不
安
定
に

な
っ
た
人
聞
に
二
つ
の
解
決
の
方
向
が
あ
た
え
ら
れ

た。
一
つ
は
ア
ア
ツ
シ
ズ
ム
的
な
権
威
に
針
す
る
無

線
件
降
服
と
い
う
方
向、
も
う一
つ
は
新
し
い
人
間

嗣
係
の
中
で
新
し
い
自
致
的
な
行
動
の
可
能
性
を
獲

得
す
る
方
向、
こ
の
二
つ
の
方
向
が
奥
え
ら
れ
た。

こ
の
第一
の
方
向
の
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
で
す
が、
こ

こ
で
フ
ロ
ム
が
強
調
し
て
い
る
こ
と
は、
ア
ア
ツ
シ

ズ
ム
と
い
う
も
の
は、
翠
に
枇
舎
経
済
的
な
俊
件
あ

る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
呼
び
か
け
だ
け
で
大
衆

を
引っ
ぱ
っ
て
行
っ
た
の
で
は
な
く
ーー
も
ち
ろ
ん
，

 

大
韓フ
ロ
イ
ド
は
ア
メ
リ
カ
で
は、
一
九
二
0
年

代
に
は
「
性
の
解
放」
と
か、「
婦
人
の
解
放」
と
か

非
常
に
安
易
な
形
で
入
っ
て
行
く
の
で
す
が、
そ
れ

が一
九
二
九
年
の
例
の
恐
慌
で、
頭
か
ら
冷
水
を
か

け
ら
れ
た。
そ
こ
で-
九
三
0
年
代
に
ア
メ
リ
カ
人

な
り
の
枇
舎
意
識
が
目
覚
め
て
行
く。
ち
ょ
う
ど
そ

の
こ
ろ
に、
ハ
γ
ガ
リ
1
の
方
か
ら
カ
レ
ン・
ホ
ル

ネ
イ
が
行
き、
ド
イ
ツ
か
ら
フ
ロ
ム
が
行
っ
た。
そ

し
て
ホ
ル
ネ
イ
や
フ
ロ
ム
な
ど
が
フ
口、
イ
ド
を
修
正

し、
批
舎
皐
化
し
て、
い
ろ
い
ろ
の
も
の
を
書
き
出

す。
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
人
の
注
文
に
ぴ
っ
た
hH
撮
っ

た。
つ
ま
り一
方
で
は、
社
舎
経
済
的
な
問
題
に
針
す

る一
腹
批
判
的
な
回
が
あ
る
が、
同
時
に、
そ
の
救

済
策
を
||
単
に一位
舎
経
済
的
な
方
法
に
よ
っ
て
だ

け
で
な
く、
そ
れ
も
大
切
だ
が、
も
う一
つ
心
理
同学

的
な
次
元
で
も
救
済
と
い
う
か、
解
放
と
い
う
か、

そ
う
い
う
も
の
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る。
こ
の
二
つ
の一回
が
う
ま
く
結
び
つ
い
て
い

た
の
で、
ア
メ
リ
カ
で
は
非
常
に
喜
ば
れ
た
の
だ
ろ

う
と、
ぼ
く
は
思
っ
て
い
ま
す。

清
水

僕
も
そ
う
だ
と
思
う。
そ
れ
と
同
時
に、

戟
後
の
日
本
に
於
け
る
皐
問
的
研
究
の
う
ち
に
出
て

来
て
い
る一
つ
の
額
著
な
傾
向
が
ア
メ
リ
カ
の
心
理

主
義
だ
と
い
う
こ
と、
こ
れ
は
軽
視
出
来
ぬ
黙
だ
と

思
い
ま
す。
日
高
君
の一言
わ
れ
た
こ
と
は、
ア
ヅ
リ

f 

そ
れ
は
紋
く
こ
と
の
で
き
な
い
俊
件
で
す
が

lf
も

う一
つ、
あ
る
特
定
の
階
級
の
ソ
l
シ
ア
ル・
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー、
す
な
わ
ち
心
理
的
な
枇
舎
的
性
格
と
い

う
も
の
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

で
す。
ド
イ
ツ、
イ
タ
リ
ア
の
ば
あ
い
に
は、
そ
れ

は
下
層
中
産
階
級
で
す
が、
か
れ
ら
の
枇
合
経
済
的

佼
件
ば
か
り
で
は
な
く、
そ
の
弧
濁
感
や
劣
等
感
に

な
や
ま
さ
れ
て
い
だ
心
理
的
性
格
が、
フ
ア
ツ
シ
ズ

ム
を
そ
だ
て
る
温
床
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す。
そ

こ
で、
も
し
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
が
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
に
十

分
抵
抗
で
き
る
だ
け
に
強
力
と
な
る
た
め
に
は、
デ

モ
ク
ラ
シ
イ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
け
で
は
不
十
分

で、
そ
れ
が、
各
人
の
心
の
奥
底
に
ま
で、沈
波
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が、
フ
ロ
ム
の

結論
に

な
っ
て
く
る
わ
け
で
す。

二、人聞
の
救
湾

||社合経済的要素と心理的要素
||

清
水
ぽ
〈
が
讃
ん
で
感
じ
た
こ
と
の一
つ
を
言

い
ま
す
と、
中
世
や
近
世
初
期
に
つ
い
て
油べ
て
い

る
と
き
は、
フ
ロ
ム
は、
枇
舎
の
権
造
的
な
問
題
を

相
官
重
税
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す。
構
進
的
な

も
の
か
ら
直
接
に
心
理
的
な
問
題
を
引っ
ぱ
り
出
し

ていると思います 。ところが 、時代が
潟両に

edゃんに .1'
カ
の
枇
舎
科
間竿
を
貫
く
心
理

で
し
ょ
う。
ア
メ
リ
カ
で
は、
枇
舎
や
経
済
の
科
率

的
研
究
が、
押
し
つ
め
て
行
く
と、
心
理
問中
或
は
枇.

舎
心
理
問牢
に
な
る。
少
く
と
も、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
て
い
る。
下
世
話
な
形
で
い
う
な
ら、
枇

舎
や
経
済
の
問
題
が、
人
間
の
心
が
け
だ
け
で
ど

う
に
で
も
な
る、
或
は、
ど
う
に
か
な
る
と
い
う
見

方。
積
極
的
な一回
か
ら
す
れ
ば、
や
が
て
教
育
の
カ

に
よ
っ
て
庭
理
出
来
る
と
い
う
考
え
方。
こ
れ
が
ア

メ
リ
カ
の
皐
問
の
大
き
な
特
色
だ
と
思
う。
そ
れ
の

背
後
に
は、
一
九
二
九
年
の
恐
慌
に
よ
る
打
撃
も
さ

る
こ
と
な
が
ら、
ま
あ、
何
と
か、
祉
舎
の
基
本
的

な
制
度
に
踊
れ
な
い
で、
問
題
を
技
術
的
に
庭
理
し

得
る
だ
け
の
ア
メ
リ
カ
枇
舎
の
明
る
い
ゆ
と
り
が，

大
き
く
も
の
を
い
っ
て
来
た、
と
同
時
に、
他
方
で

は、
構
造
や
制
度
に
閥
れ
る
こ
と
の
恐
怖、
そ
の
同

避
の
気
持
も
働
い
て
い
る。
日
本
は、
停
統
的
に
そ

う
い
う
ゆ
と
り
が
な
い
図
で、
臨戦
後
そ
の
ゆ
と
り
が

ま
す
ま
す
失
わ
れ
た
と
き
に、
ア
メ
リ
カ
の
心
理
主

義
が、
白
木
の
皐
問
の
諸
分
野
に
ハ
イ
カ
ラ
且
つ
正

し
い
傾
向
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
古川
た
わ
け
で、

あ
る
機
舎
に
ぼ
く
が
書
い
た
よ
う
に、
ス
ト
i
ヴ
が

欲
し
い
と
き
に
扇
風
機
を
も
ら
っ
た
の
だ
と
も
言
え

るr
漏
弱
者
の
お
話
に
も
あ
っ
た
よ
う
に、
篠
か

に、
日
本
で
は
心
理
由律
的
の
問
題
が
不
嘗
に
軽
視
さ
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れ
て
来
て
い
る
し、
私
な
ど
に
じ
て
も、
こ
の
傾
向

を
矯
め
よ
う
と
し
て
な
に
が
し
か
の
努
力
を
揚
っ
て

来
て
い
る
の
で
す
か
ら、
そ
の
意
味
で
は、
フ
ロ
ム

は、
明
ら
か
に、
一
つ
の
楽
だ
と
思
う。
け
れ
ど
も、

ア
メ
リ
カ
高
能
の
現
在
を
考
え
る
と、
逆
に、
行
き

過
ぎ
て
心
理
李
首門
徒
に
な
っ
て
し
ま
わ
む
よ
う
に
注

意
す
る
必
要
も
あ
る。

B
高
た
だ
フ
ロ
ム
の
場
合
は、
あ
る
程
度
資
本

主
義
枇
舎
に
針
す
る
批
判
が
は
っ
き
り
出
て
い
る。

そ
こ
が
ア
ロ
ム
の
他
に
比
較
し
て
積
極
的
な
面
じ
ゃ

な
い
か
と
思
う
の
で
す
が、
-
番
最
後
の
と
こ
ろ
で

は、
計
査
経
済
に
基
く
民
主
的
批
合
主
義
と
い
う
依

件
が
な
い
か
ぎ
り
は、
問
題
が
解
決
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
を、-
は
っ
き
り
言
っ
て
い
る。
こ
れ
は
ア
メ

リ
カ
の
枇
舎
撃
者
の
常
識
か
ら
い
え
ば、
か
な
り
ラ

ジ
カ
ル
な
立
場
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す。

潜
水

全
く、
ア
メ
リ
カ
と
し
て
は、
そ
う
で
L

ょ
う
ね。
日
高
君
は
フ
ロ
ム
の
い
わ
ゆ
る
「
愛
と
仕

事」
と
い
う
の
を
ど
う
理
解
し
ま
し
た
か。
こ
の
本

の
最
後
に、「
愛
と
仕
事」
と
い
う
も
の
が、
例
の
・自

殺
的
要
素
と
し
て
急
に
飛
び
出
し
て
来
る。
現
代
の

人
聞
は、
愛
と
仕
事
を
遁
じ
て、
一
方、
他
の
人
間

と
の
問
の
開
係、
他
方、
自
然
と
の
聞
の
関
係
を
整

え、
出
直
す
こ
と
が
で
き
る。
現
代
の
人
の
再
生
が

賀
現
す
る
と
い
う
ら
し
い。
-
つ
の
救
済
策
の
つ
も

守，.:位
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本
人
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と、
日
本
人
の
枇
曾
的
性

格
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を、
フ
ロ
ム
流
に
掘
り
さ
げ
る
と

討
も
し
ろ
い
問
題
が
出
て
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
す。

清
水
ポ
ツ
ポ
ツ
本
論
に
入
る
か
な。
略戦
後、
白

木
で
封
建
性
と
い
う
こ
と
が
盛
に
い
わ
れ、
至
る
と

こ
ろ
で
封
建酔
態
度
の
批
判
が
非
常
に
行
わ
れ
た。

こ
の
封
建
性
の
心
理
的
な
内
容
と、
ア
ロ
ム
が
こ
の

木
で
指
摘
し
て
い
る
も
の
と、
双
方
は
殆
ど
同
じ
よ

う
に
思
わ
れ
る。
プ
ロ
ム
が
指
摘
し
て
い
る
の
は、

言
う
ま
で
も
な
く、
現
代
的
な
も
の
で
し
ょ
う
が、

白
木
の
場
合
は、
一
種、
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う。
プ

ロ
ム
の
と
は
遭
う
封
建
的
な
も
の
な
の
か。
そ
れ
と

も、
封
建
的
な
の
で
は
な
く、
ブ
ロ
ム
の
指
摘
し
て

い
る
現
代
的
な
も
の
な
の
か。
ま
た
は、
雨
方
が
絡

み
合
つ
で
い
る
の
か。

日
高
日
本
で
は、
フ
ロ
ム
的
に
い
え
ば、
第一

次
的
終
の
官
時
か
ら
も
ち
こ
さ
れ
た
服
従
的
性
格

と、
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
た
近
代
的
批
舎
の
な
か
で

再
び
巨
大
な
枇
舎
構
造
に
直
面
し
た
人
間
の、
暇
従

へ
の
密
動
と
い
い
ま
す
か‘
自
分
に
は
手
に
お
え
な

い
か
ら
ど
支
で
も
い
い
よ
う
に
や
っ
て
く
れ
と
℃つ

服
従
精一杯
と
が、
こ
ん
が
ら
が
っ
て
い
る
の
で
す

ね。
ア
ロ
ム
に
従
っ
て、
ナ
チ
ズ
ム
を
考
え
て
み
る

と、
そ
れ
は
日
本
の
ブ
ア
ツ
シ
ズ
ム
と
大
分
ち
が
う り

で
し
ょ
う
が、
ど
う
も、
唐
突
な
感
じ
が
す
る。

僕
は
僕
の
『
枇
合
心
理
間半』
の
中
で
は、
こ
の
雨
者

は、
枇
舎
主
義
枇
舎
が
生
れ
た
後
の、
人
間
針
人
間、

人
間
封
自
然
の
矧
係
を
指
す
も
の
と
解
し
て、
肝
腎

の
枇
曾
主
義
孝命
の
話
が
省
略
し
て
あ
る
と
見
た
の

で
す
が・・・・・・。

日
高
そ
れ
は、
註
舎
経
済
的
な
目
標、
た
と
え

ば、
一駐
舎
主
義
的
な
計
室
経
済
と
い
う
よ
う
な
も
の

を、
心
理
的
な
言
葉
に
翻
諾
し
た
も
の
と
し
て
解
回押

す
る
の
が
い
ち
ば
ん
工
合
が
い
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か。
た
だ
フ
ロ
ム
の
ば
あ
い、
愛
と
か
活
動
性

(
仕
事)
と
か、
自
由
と
か、
平
等
と
か
い
う
も
の

が、
フ
ロ
イ
ド
の
場
合
と
建
っ
て、一枇
合
的
関
係
の

な
か
で
誕
生
す
る
と
考
え
て
い
る
の
が
特
徴
で
す。

た
と
え
ば
自
由
や
卒
等
に
封
す
る
人
間
の
要
求
と
い

う
も
の
も、
単
純
に
枇
舎
経
済
的
な
要
求
だ
け
で
は

な
く、
人
間
の
誕
生
以
来
の
経
験、
つ
ま
り
雨
親
か

ら
抑
匿
さ
れ
て、
そ
の
ほ
か
の
大
人
ど
も
か
ら
い
ろ

い
ろ
い
じ
め
つ
け
ら
れ
て
き
た、
そ
の
経
験
を
根
に

も
っ
て
い
る
の
で、
そ
の
心
理
的
要
求
に、
外
側
か

ら
た
と
え
ば、
一位
合
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
呼
び

か
け
れ
ば、
い
っ
そ
う
強
〈
ア
ッ
ピ
ー
ル
す
る
と
い

う
よ
う
に
設
明
し
て
い
る
の
で
す。

--一 、
日

本
人
に
お
け
る

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
社
曾
的
性
格

||
新
し
い
7
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
危
険
11

日
高
は
じ
め
に
批
判
を
や
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

す
が、
し
か
し
ぽ
く
は
こ
の
本
か
ら
い
ろ
い
ろ
の

こ
と
を
皐
ぶ
こ
と
は
で
き
る
と
思
うげ
で
す。
フ
ロ

ム
は、
歴
史
を
動
か
す
も
の
は、
「紅
舎
経
済
的
依
件

と、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
とご
祉
合
的
性
格
と、
こ
の
三

つ
を
あ
げ
て
い
ま
す
が、
こ
れ
は
と
く
に
嬰
動
期
の

枇
舎
の
分
析
に
は
面
白
い
手
が
か
り
を
提
出
し
て
い

る
と
思
う。
も
し
正
常
な
枇
舎
の
設
展
と
い
う
も
の

が
あ
れ
ば、
そ
れ
は
枇
合
経
済
的
僚
件
の
地
盤
が
ゆ

る
ぎ
出
し、
同
時
に
新
し
い
新
興
階
級
が
登
場
し
て

来
る。
そ
れ
は
新
し
い
枇
舎
的
性
格、
あ
る
い
は
人

間
類
型
を
持
っ
た
も
の
で
す。
つ
い
で
新
し
い
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
が、
そ
の
階
級
の
主
張
を
代
嬉
し、一砿
舎

に
新
し
い
方
向
を
指
し
示
す
も
の
と
し
で
出
て
来

るゆ
と
こ
ろ
が
日
本
の
場
合
は
泡
に、
戟
後
の
場
合

を
考
え
て
見
て
も、
最
初
に
デ
モ
グ
ラ
シ
イ
と
い
う

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
入
っ
て
来
る。
そ
し
て
外
側
か
ら

枇
合
経
済
的
佼
件
が
い
じ
く
ら
れ
る。
と
こ
ろ
が
最

後
に
取
残
さ
れ
た
も
の
は
日
本
人
的
性
格
で、
こ
れ

が
猛
烈
な
勢
い
で、
枇
舎
経
済
的、
あ
み
い
は
イ
デ

オ
ロ
ギ
J
的
安
寧
を
部
隠
し
て
い
る。
こ
の
よ
う
な

て』、 Je--、

と園出、
ま
す。
ド
イ
ツ
の
場
合
に
は、
一
憲
近
代
化

の
場
合
は、
と
に

の

お
をつ
け
た
偲
人
が、
資
本
主
義
経
済
の
中
で

と
し
て
出
没
し、
大
衆
議

主
じ
て
政
穫
量
つ

けれ
おいい
例

都γれ
札
一一日
間
いれ
り
い
れUVい
じいU口川
町パ

・
ョ
的
Z
勢
力
が
政
権
を
と
っ
た
の
は、
日
本

る
ま
れ、
そ
れ
か
ら
訪
れ
る
た
め
の
救
い
と
し
て、

ナ
チ
ズ
ム
に
と
り
すが
っ
て
行
っ
た。
日
本
の
場
合

の
特
殊
な
政
治
的
構
造
を
利
用
し
て
で
し
た。
何
も

、
、
き
耳、
η

大
衆
的
の
政
治
運
動
を
や
ら
な
い
で
も
在
来
の
政
治

い
う
段
階
を
遁
遜
し
な
い
で
U
き

んい引
と
フ
九
ツ
シ
ズ
ム
の
方
に
移
っ
て
行
っ
た。
ま

構
造
の
中
に
檎
力
に
近
づ
く
近
道
が
あ
り、
権
力
を

た
現
に
そ
の
よ
う
な
形
で
進
行
し
つ
つ
あ
るo
た
と

握
っ
て
し
ま
え
ば、
勝
て
ば
官
軍
で
大
衆
を
も
引
き

え
ば、
憲
法
を
全
然
無
視
し
て、
資
質
的
に
再
軍
備

ず
る
錦
の
御
旗
を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き

が
行
わ
れ
て
い
て
も
た
れ
も
怪
し
ま
ない@
あ
る
い

る。
そ
う
い
う
形
で
行
わ
れ
ま
し
た
ね。

は
言
論
の
自
由
が
現
賓
に
奪
わ
れ
て
い
て
も、
そ
札

清
水

丸
山
虞
男
君
が、
プ
リ
リ
ア
ン
ト
な
論
文

を
怪
む
も
の
が
な
い。
外
は
デ
モ
ク
ラ
ン
イ
の
看
板

「
白
木
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
の
思
想
i
f
A一

針

で、
中
身
主
ア
ア
ツ
シ
ズ
ム
で
あ
る。
し
か
も
フ
γ

いて
い
る
遁
り、
日
本
の
フ
7・

y
シ
ヲ
的U
こ
と
を
や
っ
て
い
る
嘗
の
御
本
人
も、

動
の
形
を
と
ら
な
か
っ
たo
大
衆
運動
の
形
を
と
る

自
分
ほ
民
主
主
義
者
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
る仇
宋
で

も
の
は
筒
翠
に
弼
堅
さ
れ
て
し
ま
っ
た。
政
府
的
な

すo
つ
ま
り
思
想
的
自
覚
と
い
う
も
の
が、、
全
然
な

も
の
が
中
心
に
な
っ
て
引
き
ず
っ
た
わ
け
で
す
む。

つ
結
局
白
木
で
は
デ
そ
グ
ラ
シ
イ
と
い
う
表
看
板

編
輯
部
フ
ロ
ムiT
は
そ
れ
を
ど
う
い
う
ふ
う

炉
ま
ま
で、
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
が
成
立
し
う
る
の
で
し

に
設
明
す
る
の
で
すみペ

主、
。
ド
イ
ツ
の
場
合
に
土

i
プ
ロ
ム
は
孤
立
し

目
高
ド
イ
ツ
の
ぼ
あ
い
に
は、
大
衆
運
動i
な

い一
億
人
の
不
安
感
と
い
うい
の
を
し
き
り
に
張
識
し

っ
た。
御
承
知
の
よ
う
に、
ナ
チ
の
出
現
す
る
ま
え

て、
る
が、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
は
十
分
理
解
で
き

に
は、
一
際
枇
舎
民
孝頭
と
共
産
禁
と
で一
F
イ
ツ

ム
ほ
ど、
強
い
も
の
だ
っ
た
の
か
も
わ
か
り
ま
せ

の
有
権
者
の
活
字
き
獲
得
し
て
い一九バと
こ
ろ
が、

プ
ロ
ム
に
い
わ
せ
れ
ば、
か
れ
々
は
康
さ
に
お
い
て

ん
ね。

ドイツの勢働者なり 、知識階級なりをとらえ

編輯部
清
水
さ
ん、
ど
う
で
し』
ょ
う
か。
ナ
チ
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， ー 、

.、

て
い
た
が、

深
さ
に
お
い
ては
と
ら
え
て
いな
か
っ

た。
か
れ
ら
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
は
批
舎
主
義

を
支
持
し
て
い
て
も、

そ
の
枇
舎
主
義
思
想
で
心
理

的
欲
求
を
満
足
さ
せ
て
は
い
な
か
っ
た。

そ
こ
へ
ヒ

ット
ラー
が
で
て、
と
く
に下
層
中
産階
級
の
枇
舎

的
性
格
に
た
く
み
に
つ
け
こ
ん
で、
た
ち
ま
ち
の
う

ち
に、

か
れ
ら
を
深
さ
に
お
い
て
と
ら
え
た
と
い
う

の
で
す。

し
か
し一
寸
誤
解
の
な
い
た
め
に
つ
け
加
え
た
い

の
は、
フ
ロ
ム
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
役
に
立
た
な

い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す。

だ
い
た
い

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
か、

理
想

と
い
う
か、

そ、
?
いゅ
う
も
の
に
針
す
る
信
績
が
非
常

に
強
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
場
合に
は、

あ
る
枇
舎
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は、

映

重
の
橡
止ロ
篇
の
よ
う
な
も
の
で、

す
く
な
く
と
も
こ

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
来
週
は
上
映
し
て
見
せ
る
と
い

与
よ
う
な
意
欲
が
あ
る。

日
本
の
場
合
は、

イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
は
い
つ
ま
で
も
珠
告
篇
で
お
し
ま
い
。

で
す

か
ら
も
し
世
の
中
は
理
窟
通
り
に
は
行
か
な
い
と
い

う
論
理
で
フ
ロ
ム
を
受
取
れ
ば、
こ
れ
は
日
本
人
に

と
っ
て
馴
染
の
深
い
論
理
な
ん
で
す。

と
こ
ろ
が
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
のカ
が
強
い
ヨ|
ロソ
パ
や
ア
メリカ

で、

そ
れ
と
な
ら
ん
で、
一

一種
非
合
理
的
な
仕
含
的

性絡というものを 、歴史を動かす力として也
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の
も
の
の
大
き
な
待
色
で
あ
っ
た。

例
え
ば
、

日
本

人
に
残
忍
な
態
度
が
あ
る
'と
す
れ
ば、

主
た
日
本
人

に
事
大
主
義
的
な
態
度
が
あ
る
と
す
れ
ば、

更
に、

日
本
人
に
非
合
理
的
な
態
度
が
あ
る
と
す
れ
ば、

そ

う
い
う
も
の
は、

ど
れ
も
こ
れ
も、

あ
げ
て
封
建
的

な
も
の、

乃
至
は
封
建
性
の
名
残
り
で
あ
る
と
い

う
羽
子
で
阪
得
さ
れ
た。

従
っ
て、

そ
う
い
う
封
建

的
の
も
の
を
梯
拭
し
さ
え
す
れ
ば、

近
代
人
に
な
れ

ば
、

話
事
は
解
決
す
る
と
い
う
行
き
方
が
あ
っ
た。

ブ
ロ
ム
を
読
み
な
が
ら
気
づ
く
の
は、

日
本
人
の
封

n-
性
と
呼
ば
れ
て
来
た
も
の
の
か
な
り
の
部
分
が、

そ
れ
自
ら
近
代
的
の
も
の
で
あ
り、

ま
た、

少
く
と

も、

近
代
的
の
も
の
と
結
び
合
わ
さ
れ、

重
ね
合
わ

さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す。

日
本
人
の

弱
結
や
快
陥
が
翠
に
封
建
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら

れ、

近
代
的
な
態
皮
'T
持
て
ば
片
づ
く
と
い
う
こ
と

で
な
く、

貸
は、

紅
舎
の
近
代
的
綴
件
の
中
か
ら、

従
っ
て
近
代
的
の
人
間
の
中
か
ら
出
て
来
て
い
る
諸

結
果
も、

無
造
作
に
一

括
し
て
封
建
的
と
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る。

そ
れ
に、

療
法
と
し
て、

終
戦
以

来、

十
入
世
紀
風
の
古
典
的
民
主
主
義
と
い
う
季
節

外
れ
の
も
の
が
臼
木
の
中
に
導
き
大
れ
ら
れ
た
の

は、

い
か
に
自
然
の
成
行
と
は
い
え、

工
合
の
わ
る

い
こ
と
で
し
た。

十
入
世
紀
夙
の
思
恕
が
ハ
イ
カ
ラ

な
も
の
、

0
・
3
・
S
で
買
っ
て
い
る
も
の
の
よ
う

べ
た
と
こ
ろ
に、
ァ
ロ
ム
は
む
こ
う
で
は
却
っ
て
新

鮮
な
感じ
で
う
け
と
ら
れ
たのだ
ろ
うと
思
う。

で

す
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
枇
舎
的
性
格
の
バ
ラ
ン
ス

が、
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ、
ア
メ
リ
カ
と
で
は
非
常

に
迷
う
と
い
う
こ
と
を
勘
定
に
い
れ
て、
こ
れ・
を
讃

む
必
要
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す。

清
水
わ
が
身
の
問
題
と
し
て
考
え
た
場
合、
一

億、
日
本
で
は、
ど
う
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
民
衆

の
中
に
入
っ
て、
そ
こ
に
根
を
お
ろ
す
と
い
う
形
を

と
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
ね。
γ
イ
ツ
に
生
れ
た
勺
デ

オ
ロ
ギ
!
な
ら
ば、
何
と
い
っ
て
も、
ド
イ
ツ
の
人

情、

ド
イ
ゴ
の
問
題、

ド
イ
ツ
の
山
河
の
影
さ
え骨

し
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
す
る。
日
本
に
行
わ
れ
て

い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は、
そ
れ
自
ら
非
常
に
立一次
な

も
の
も
あ
る
し、
間借
者
や
思
想
家
に
し
て
も
必
ず
し

も
乏
し
く
な
い
け
れ
ど
も、

な
か
な
か
日
本
と
い
う

土地
にな
じ
ま
な
い。厨民
の聞
に根
を
おろ
すと

い
う
こ
と
が
な
い。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム、
総
じ
て
文

字
或
は
活
字
の
卒
面
に
だ
け
栄
え
て、
そ
れ
で
お
仕

舞
い。

こ
の
勲、

東
洋
の
遅
れ
た
諸
薗
と
い
わ
れ
て

い
る
盟
々
の
方
が
透
か
に
本
格
的
だ。
三
民
主
義
な

ど
は
技
術
的
の
面
か
ら
行町
は
組
雑
な
も
の
と
も
言

え
る
し、
い
〈
ら
で
も
批
註
は
出
来
る
が、
し
か

し、

や
は
り、

孫
文
の
書
い
た
も
の、

中
国
の
も
の

と
い
う
こ
と
が
強
〈
生
き
て
い
る。

日
木
の
、

或
は

に
受
取
ら
れ
た
の
は、仕
方
が
なW
こ
と
では
あ
るべ

が、

や
は
り、

ま
ず
い
こ
と
だ。

白
木
は、
一

方
で

は、

遅
れ
て
い
る
と
は
い
い
な
が
ら、

他
方
で
は、

近
代
人
共
通
の
苦
悩
や
困
難
が
あ
っ
て、

そ
れ
が
く

し
ゃ
く
し
ゃ
と
一

緒
に
な
っ
て
い
る。

だ
か
ら
ド
イ

ツ
の
人
間
よ
り
幸
福
な
の
か、
不
幸
な
の
か、
そ
れ
は

よ
く
わ
か
ら
な
い
が、

雨
方
が
結
び
ム口
わ
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
つ"
か
ん
で
行
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。

フ
ロ
ム
の
措
く
ド
イ
ツ

人
に
し
て

も、
近
代
的
な
自
由
の
縄問
統
は
あ
る
に
違
い
な
い
が、

そ
れ
に
も
拘
ら
ず、

あ
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
は
い
わ

ゆ
る
日
本
人
の
封
建
的
態
度
と
殆
ど
区
別
で
き
な
い

も
の
が
多
い。

自
由
の
出向
統
が
ど
こ
に
生
き
て
い
る

のか、僕には除りは
っきり
しな
い。
11l
今、

よ
く
覚
え
て
い
な
い
け
れ
ど
も、

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に

は、

日
本
に
民
主
主
義
を
建
設
す
る
と
書
い
て
は
な

く
て、

民
主
主
義
を
復
活
さ
せ
る
と
書
い
て
あ
っ
た

よ
う
に
思
う。

日
本
が
毅
宰
の
前
に
一

際
議
合
政
治

の
時
代
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
し

ょ
う。

そ
う
い
う
時
代
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず、

駄
目
に
な
っず
し
ま
っ
た。

日
本
人
は
未
綬
験

で
は
な
く、

経
験
し
て
落
第
し
た
誇
で、

以
前
に
落

第
し
た
原
因
を
深
く
探
ら
な
か
っ
た
な
ら、

探
り
嘗

て
て、
そ
れ
を
除
去
す
る
の
で
な
か
っ
た
ら、
わ
れ
わ

れ
は
何
度
で
も
落
第
す
る。

民
主
主
義
に
及
第
す
る

日
本
に
於
け
る
枇
舎
思
想
は、
形
式
的
に
形
の
整
っ

た
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
る
け
れ
ど
も、

こ
れ
は
日
本

に
出
た
も
の
だ、
何
と
い
っ
て
も
白
木
の
も
の
だ
と

い
う
も
の
は、
殆
ど
見
笛
ら
ぬ。
近
代
的
科
皐
的
要

素
を
含
め
は
含
む
ほ
ど、
フ
ワ
リ
と
浮
い
た
も
の
に

な
る。
自
由
に
別
の
も
の
と
交
代
で
き
る。

日
高
1
lロ
ッ
パ、
ア
メ
リ
カ
に
た
い
し
て
は

後
準
圏、
滋
に
ア
ジ
ア
に
封
し
て
は
主
人
公
顔
を
し

た
先
進
国
と
い
う
歴
史
的
俊
件
が
根
本
で
し
ょ
う

ね。
そ
の
結
で
中
園
な
ど
と
ず
い
ぶ
ん
透
っ
て
く

るν
フ
ロ
ム
的
に
い
え
ば、
日
十品
は
倍旧作
の
下
層
中

産
階
級
で
し
ょ
う
ね。

目 、

日本の民主化ということ
清
水
日
本
に一
群
の
近
代
主
義
者
が
い
て、
戟

後、

か
な
り
活
動
し
た。

日
高
君
や
ぼ
く
も
そ
の
仲

間
か
な
へ
笑
婆)。
と
言
う
よ
り、
戟
争
の
後、
だ
れ

も彼
も自
分を先
ず
近代
主
義
者
の立場
に立
たせ

て、

そ
れ
か
ら
徐
ろ
に
致
言
す
る
と
い
う
傾
向
が
あ

り
ま
し
た。
今
も
あ
る
よ
う
で
す。
自
分
が
近
代
主

義
者
に
な
っ
て、
日
本
の
封
建
的
浅
海
を
批
判
す
る

そ
う
いう
批判
の仕
方。
こ
れ
は、単
に良質
の
近

代主義者だけでなく 、較後の日本の思
怨甲?で

.、
+4航、

民
主
主
義
で
は
駄
目
だ。

そ
れ
か
ら
フ
ロ
ム
も
関
れ

て
い
ま
す
し、

最
近
コ
1
ル
の
論
文
集

3
E
3

5

2
巳ω-

4
Z
。
ミ

で
も
見
た
の
で
す
が、

近
代
園
家

と
い
う
規
模
で
民
主
主
義
が
行
わ
れ
る
と
い

う
の

は
無
理
な
話
で、

近
代
の
図
家
は、

人
間
が
民
主
主

義
的
に
世処
理
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
大
き
過
ぎ
る
問

題
や
綴
件
を
含
ん
で
い
る。

個
人
々
々
が
一

票
を
投

じ、

そ
の
機
械
的
集
積
を
通
し
て、

開削
家
みず一
韓
が
民

主
主
義
的
に
運
営
さ
れ
て
行
く
と
い
う
こ
と
は、

非

常
に
ラ
シ
ョ
ナ
ル
の
よ
う
に
見
え
る
が、

む
し
ろ
一

片
の
夢
と
言
う
べ
き
だ。
北日
の
枇
舎
な
ら、

互
い
に

よ
く知
り
合
っ
て
い
る
人
た
ち
の
問
で、

互
い
に
よ

く
知
っ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
え
る。

民
主

主
義
的
に
慮
理
で
き
る。

と
こ
ろ
が、

今
日
で
は、

枇
舎
が
大
き
く
な
り
過
ぎ
て
い
る。

コ
ー
ル
の
い
わ

ゆ
る
Z
Z由
3
2

と
い
う
こ
う」、

民
主
主
義
は
こ
れ

に
直
面
し
て
木
賞
に
困
っ
て
い
る
の
で
す。

コ
ー
ル

は、

個
人
を
基
礎
と
せ
ず、

小
さ
い
、

そ
れ
自
ら
民

主
的
に
運
営
で
き
る
由来
園
を
基
礎
と
し、

こ
れ
を
通

し
て関
家
の民
主
的
運営
を
考
え
て
い
る。
一九四

一

年
の
論
文
で
は、

ド
イ
ツ
軍
の
攻
撃
に
よ
っ
て
荒

駿
し
た
ヨ
ト
ロ
ッ
パ
各
地
の
、

財
産
を
失
い
家
を
失

っ
た
不
幸
な
人
々
の
問
に、

自
然
的
な
協
力
に
よ
っ

て生れ
つ
つあ
る小
さいグル
ープ、
こ
れ
こ
そ新
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し
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
主
主
義
の
土
歪
だ
と
言
っ
て

い
る。
現
代
の
枇
舎
及
び
倒
家
の
ヒ
ュ
l
ジ
ネ
ス
と

い
う
こ
と
は、
小
さ
い
島
閣
と
は
い
え、
白
木
で
も

民
面
白
に
考
え
ね
ば
な
ら
ね
で
し
ょ
う。
若
し
日
本

の
民
主
主
義
を
誌
面
白
に
考
え
る
の
な
ら。
何
れ
に

し
て
も、
現在
の
よ
う
に、
民
主主
義
を
漠
然
と十

八
世
紀
周
に
考
え
て
い
る
と、
い
や、
実
は
そ
れ
さ

え
怪
し
い
の
だ
が、
看
板
だ
け
は
民
主
主
義
で、
内

容
は
全
然
違
っ
た
も
の
に
な
る
の
は
必
然
の
運
命
で

す。
人
民
民
主
主
義
が
何
か
知
ら
な
い
が、
は
っ
き

り
と
資
本
主
義
を
乗
り
越
え
た
民
主
主
義
の
形
を
作

り
出
主
ぬ
と、
元
も
子
も
な
く
し
て
し
ま
う。
呑
気

な
脂閉
し
て
封
建
性
批
判
を
や
っ
て
い
る
時・で
は
な
さ

そ
う
で
す。

目
高
フ
ロ
ム
は
努
働
組
合
に
つ
い
て
も
そ
う
い

う
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
ね。
勢
働
組
合
は、
資

本
主
筏
経
済
に
傷
め
つ
け
ら
れ
た
人
間
に一
つ
の
自

信
を
あ
た
え
る
場
所
に
な
り
得
る
け
れ
ど
も、
勢
働

組
合
自
絡
が
巨
大
な
も
の
に
な
っ
て、
そ
の
中
に
お

け
る
個
人
の
剣
芯
や
自
殺
性
が
全
然
問
題
に
な
ら
な

〈
な
っ
て
行
く、
そ
う
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る。
そ
の
鈷
は
清
水
さ
ん
の
言
葉
で
い
え
ば、
機
械

主
義
時
代
と
い
う
も
の
の
運
命
で
す
ね。
そ
れ
か
ら

♂
っ
き
の
近
代
主
薬
で
す
が・
・。

潜
水

そ
ろ
そ
ろ
異
論
が
山
て
来
る
か
な。

守4払
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哲
朗竿
な
ら
カ
ン
ト、
そ
れ
を
原垣間
で
讃
ま
ね
ば、
と

い
う
調子に
なる。
ぼ
くらの
気
持の
中には、
請

わ
ば一
つ
の
傾
斜
が
あ
る。
抗
し
難
い
傾
斜
が
あ

る。
何千
間
的
の
こ
と
を一
生
懸
命
や
ろ
う
と
す
れ

ば、
そ
の
途
端
に、
西
洋
の
中
に
深
く
入
っ
て
し
ま

う。
日
本の
民
衆へ
の
サ
ービス
の
気
持の
ない
こ

と、
そ
れ
と、
民
面
白
に
な
っ
た
瞬
間に
西
洋に
溺

れる
とい
うこ
と、
こ
の
二つ
の
事
情
を
結びつ
け

る
と、
日
本に即
した、
日
本
の
民
衆の
生
活
や問

題に
即した
皐
問が
非
常に
生れ
縫い。'」
の
勃で、

伶い
は、
中
共
の
政
治
家
や
イ
テ
テ
リ
の
書
い
た;
の

に
心
か
ら
感
心
し
て
い
ま
す。
こ
れ
等
の
人
そ
か


伐
に
示
し
て
い
る
民
衆
の
生
活
や
問
題
に
封
す
る
深

い
且
つ
正
直
な
関
心、
民
衆
に
劃
す
る
謙
虚
な
態
度、

こ
れ
を思う
と、今
後、中
閣
に新
し
い
翠
聞
の目

受ましい
致
建が
行
わ
れるの
で
は
ない
か
と
考え

る。さ
て、
開中
間
的
活
動が
積
極
的
な意味
を
持つ

場
合は
ニ
ヴ
あ
る
と
思う
の
で
す。
一
つ
は、
翠
者

の
問で
現に
問
題に
なっ
てい
るこ
と
を取
り
上
げ

る場
合、
も
う-
つ
は、
民
衆の
聞で
問
題
に
な
っ

て
い
る
こ
と、
民
衆
が
出
合
っ
て
い
る
困
難、
そ
れ

を
解
決し
よ
うと
する
場
合で
す。
日
本で
は、
こ

の
内叫ん
こ
の
基
準
が、
前
に
も
述べ
た
通
り、
翠
問
や

問中
者の
問で
殆
ど
生
きてい
ないれ
の
で
は
ない
か。

/ヘ
是主

建)旦局
フ
ロ
ム
的
に
考
え
れ
ば、
職
後
の
い
わ
ゆ

る
近
代
主
義
も
イ
デ
オ
口
五
!
と
枇
合
的
性
格
の
ギ

ャ
ッ
プ
を
ど
う
う
め
る
か
と
い
う
問
題
だ
っ
た
と
思

い
ま
す。
た
と
え
ば
加
蕗
周一
君

ーー
か
れ
は
近
代

主
義
の
純
粋
理
想
型
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
が、

加
藤
君
の
話
で
は、
小
説
を
書
い
て一
番
困
る
の

は、
A昔
話
の
部
分
と
地
の
す人
と
の
つ
な
が
り
が
つ
か

な
いの
曾
誌
の
所
で
は
ど
う
し
て
も
庶
民
く
さ
く
な

る
の
に、
地
の
所
で
は
ま
っ
た
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
感

覚
で、
人
聞
を
眺
め、
自
然
を
眺
め、
も
の
を
考
え

て
い
る。
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を'
ど
う
し
て
も
埋
め
る
こ

と
ぶ
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
た。
問
題
は、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
は、国政
合
的
性
格
を
利
用、
あ
る
い
は
迦
用

すべ
き
か、
そ
れ
と
も
純
粋
型
で
行
くべ
き
か
と
い

う
こ
と
で、
そ
こ
は
政
治
的
表
言
の
ば
あ
い
と、
文

皐
忠告
の
創
作
な
ど
の
ば
あ
い
と
い
ろ
い
ろ
濯
う
か
と

思
い
ま
す
が・
;:。

清
水

そ
う
い
う
問
題
が
出
て
来
る
と、
勢
い、

平
素
伎
の
胸
中
に
あ
る
こ
と
を
ぶ
ち
ま
け
5
る
を
得

な
い
こ
と
に
な
り
ま
す。
自
分
を
含
め
て
言
う
の
で

す
が、
筆
を
と
る
人、
物
を
考
え
る
人
は、
ほ
ん
と

う
に
自
分
の
ま
わ
り
に
い
る
日
本
の
民
衆
を
仕
合
せ

に
し
よ
う
と
い
う
気
持
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か。
一

?

ぞ
れ
を
ロ
に
出
す
と
い
う
の
で
な
く、

こ
の
気
持

そ
し
て
、

撃
者
の
問
の
問
題
だ
け
が
本
宮
の
問
題
だ

と
い
う
こ
と
に
な
り、
而
も、
その
自筆
者
が
舎
っ
た

こ
と
も
ない
西
洋
の
祭者
で
あ
る
とな
れ
ば、
開牢
聞

や
思
想が
日
本の
民
衆に
食い
込
まぬの
は
笛
然。

食い
込ん
だ
目、
か-足っ
て
不
思議で
す。
開中
者は、

ロ
を
開く
と、
民
衆は出
直さね
ば
いか
ん、反省

せね
ば
駄目
だ、
と
言い
ま
す
が、先ず、
準
者
の

方
が
出
直し反省
せ
ね
ば
話は始
ま
ら
な
い。新
し

い
出
殻
は
辛
い
に
き
ま
っ
て
い
る。
し
か
し、
民
衆

の
生
きた
経
験、
ユニ
ァ
タ
な
経
験、
そ
れ
を
組み

伏
せ
る
こ
とに
よ
っ
て
の
み、
日
本
の山
河
の
影
を

湛
えた同学
問が
生
れ
る
の
でし
ょ
う。
何か
濁自
の

も
の
が
生
れ、
そ
れ
を
通
じ
て、
問中
間
の
普
通
的
公

共
的
世
界へ
の
寄
輿
も
出
来
る
の
で
し
ょ
う。
論
理

と
経
験
との
組み打
ち
が
なけ
れ
ば、何
も始
まら'

ない。
大
演
設
に
な
っ
て
し
まっ
て恐
縮
で
す一何

も、
思
考
に
向
っ
て、
政
治
的
大
運
動
を
や
っ
て
下

さい、
とい
うの
で
は
ない。
自
分自
身の
儲
域で、

良一回目な反省の努力を重ねて下さい・ 、という

だ
け
の
こ
とです 。

/
目
高

お
っ
し
ゃる
通
り、
日
木
の撃
者
には、

民
衆へ
の
愛情
とい
うもの
が
非
常に
欽
け
て
い

る。
日
本
の
謬
者
ほ
ど
樫
威
主
義
の
強
い
人
種
も
い

ない。
ア
メ
リ
カ
の
皐
者
とこの
間
握
手
をした
と

い
っ
て
喜
ん
で
い
る
よ
う
な
人
物
だ
っ
て
い
な
い
こ

が
暗
歎
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
こ
と、
こ
れ
が
何
よ

り
大
切
な
こ
と
と
僕
は
思
う。
大
問中
教
授
が
汽
車
の

中
な
ど
で、
突
ルわ
た
れ
か
に
話
か
け
ら
れ、「
ど
こ
の

舎
祉
に
お
勤
め
で
す
か。」
とき一回
わ
れ
る
と、
ど
う
も

腹
を
立
て
る。
日
高
君
も
少
し
は
腹
を
立
て
る
と
思

い
ま
す。(
笑
妥)
馬
鹿
に
す
る
な。
こ
う
見
え
て

も、
大
率
教
授
だ
ぞ。
床
屋
で
も
煙
突
掃
除
夫
で
も、

は
っ
き
り
と
或
る
サ
ー
ビ
ス
を
し
て、
そ
の
報
酬
を

貰
う。
日
高
君
は
別
と
し
て、
患
者
と
い
う
代
物

は、
一
穂、
ど
れ
だ
け
民
衆
に
サ
ー
ビ
ス
し
て
い
る

の
か。
サ
ー
ビ
ス
し
て
い
る
か
よ
り
も、
サ
ー
ビ
ス

す
る
積
り
が
あ
る
の
か。
ぼ
く
は、
家
聞
の
せ
い
か、

ま
た、
質
の
忍
い
人
聞
に
ば
か
り
出
合
っ
て
い
る
せ

い
か、山政
舎
科
間竿や
人
文
科問中の
方面で、
サ
ービ

ス
し
て
い
る
人、
サ
ー
ビ
ス
す
る
心
が
け
の
あ
る
人

に
殆
ど
ぶ
つ
か
ら
な
い。
サ
ー
ビ
ス
し
な
い
で
民
衆

か
ら
傘
敬
だ
け
を
得
ょ
う
と
い
う
の
は、
ま
た
留
氏

の
税
金
で
食
わ
せ
て
貰
お
う
と
い
う
の
は、
図
々
し

い
と
い
う
ほ
か
は
な
い。

も
う一
つ
の
問
題
は、
日
本
で
盤。
聞
を
や
ろ
う
と

す
る
時、
後
進
留
の
悲
し
在、
ま
じ
め
に
や
ろ
う、

根
本
的
に
や
ろ
う
と
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど、
西、
洋

の
観
者
の
立
て
允
問
題
に
深
入
り
し
て
し
ま
う。
溺

れ
て
し
ま
う。
そ
こ
か
ら
日
本
の
民
衆
の
問
題へ
立

ち戻って来られなくなる 。「往きはよいよい 、

と
は
な
い
と
恵
う
の
で
す。.
た
だ
そ
の
愛
情
ば
や

ば
り
現
代
枇
舎
の
論
理の
う
ら
づ
けが
なく
て
は、

無
力だ
とい
うこ
と
も
宮中
野だ
と
思い
ま
す。

11

7
ロ
ム
も
ラ
ヴ
とい
う
こ
と
を持
ち
出してい
ま
す

が、
ホ
ル
ネ
イ
は、
逆に
現
代
人は
愛
情
とい
うこ

とに
あ
ま
り大
き
な
期
待をか
け過
ぎて、
日
常
生

活
の
苦
悩
を、

二院に
解
消
し
てく
れ
る
よ
うな愛

情
を
求め
て
さ
まよっ
てい
る。
とこ
ろが
現代社

舎の
論理
は
這っ
た
次
元で
動い
てい
るの
で、
待

ち
うけ
てい
るの
は
失
望しか
ない
とい
うこ
と
を

言
っ
て
い
ま
す
が、
こ
れ
は
非
常
に
お
も
し
ろ
い
考

え
方
じ
ゃ
ないか
と
思
い
ま
すね。

五 、匿名の構成

清
水

元
来、
フ
ロ
ム
は
心理
の問
題を
中心
に

置い
てい
るこ
とは
認め
るの
で
すけ
ど、
この
本

を
認み
なが
ら、僕は、「
無
い
も
の
ね
だ
り」
の
気

持に
隠っ
て
し
まっ
たた
め
か、
資
木
主
義の
問
題

が
常
に
気に
かか
っ
て仕
方、か
ない
の
で
す。
ラ
ス

キ
は、
御
承
知の
よ
うに、
民
主
主
義
と
資本
主
義

とは
雨
立
し
ない、
民
主
主
義を
選ぶ
なら、
資本

主
義
を
捨て
ろ、
資
本
主
義を
選ぶ
なら、
民
主
主

〆
義
を
拾
て
ろ、
と、
切
迫
し
た
形
で
繰
返
し
主
張
し
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て
い
ま
す。
た
だ
ア
ロ
ム
の
本
が
心
理純子
の
本
だ
か

ら
とい
う
だ
け
で
な
く、
フ
ロ
ム
自
身
が
こ
の
黙
をp

深
〈
鋼
ん
で
い
な
い
た
め
に、
フ
ワ
フ
ワ
し
た
も
の

に
な
っ
て
い
る。
し
っ
か
り
鋼
ん
で
い
れ
ば、
い
く

ら
心
理
事
の
本
で
も、
別
の
形
に
な
るo

l--
し
か

し、
倹
はパ
ン
屋へ
行
っ
て
酒
を
買っ
て
く
れ、
と

喚い
て
い
る
の
か
な。

日
高
た
だ、
い
わ
ゆ
る
新
フ
ロ
イ
ド
率一次
の
中

で
は、
フ
ロ
ム
が
そ
の
鈷
は一
番
自
覚
的
で
す
ね。

ホ
ル
ネ
イ
な
ど
に
な
る
と、
資
本
主
義
の
問
題
は
拾

て
ら
れ
て、
い
わ
ゆ
るマ
ス・
ソ
サ
イエ
テ
ィ
だ
け

が
前
面
に
出
て
い
る。
し
か
し
ア
ロ
ム
は一
感
雨
面

を
と
ら
え
て
い
る。
もっ
と
も
構
造
的
な
分
析
が
弱

い
の
は
府
紳
分
析
事
者
で
す
か
ら
仕
方
が
ないい
と
も

思い
ま
す。

清
水
そ
う
で
す
ね。
僕
が
せ
っ
か
ち
な
の
で
す。

し
か
し、
伎
も
せ
っ
か
ち
で
す
が、
僕
以
上
に、
民

衆
は
せ
っ
か
ち
で
す。
と
に
か
く、
フ
ロ
ム
周
に
考

え
る
に
し
て
も、
現
在
の
白
木
は、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
こ

なっ
て
行
く
心
理
的
な
下
地
が
あ
る、
と
い
う
よ
り、

あ
り、過
ぎ
る。
ぽ
く
な
ぞ
は、
特
沫
な
人
格
で
も
な

ん
で
も
な
い、
一
個
の
卒
凡
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で

す
が、
こ
の
伐
を
教
祖
に
見
立
て
る
人
の
多い
こ
と

とい
っ
た
ら・
::。
大
宅
批一
氏
に
言
わ
せ
る
と、

清
水
は
教
組
的
性
格
が
あ
る
そ
う
で
す
が、

十本
作凶
に

そ
う
な
ら、
僕
は
嬉
し
い。
し
か
し、
こ
れ
は
嬉
し
、
れ
で
い
て
強
力
な、
い
や
い
や
化
た
枇
舎
的
虚
力
が

が
ら
せ
の
文
句
の
よ
う
で
す。
だ
が、
僕
な
ど
を
も一

あ
り
ま
す。
こ
の
間
神
奈
川
鯨
の
あ
る
小
さ
な
付

穫
の
小
者ι
見
立
て
て、
こ
れ
に
頬
る
と
い
う
風

で、

委
員
選
恭
の
と
き
に
た
れ
に
葉
し
;
u

潮、
こ
れ
は
忠
し
い
と
思い
ま
す
ね。
自
分
で
自
由

い
う
こ
と
を、
イ
ン
タ~
l
ヴユ
|
で
言っ
て
も
ら
つ

に
考
え
る
の
が
民
主
主
義
の
約
束
だ
と
い
っ
て
も、

。
と
こ
ろ
が、
貿
際
は
枇
合
禁、
共
産
廷
に
入
れ

今
日
の
よ
う
にベ
ラ
ボ
|
に
複
雑
且つ
巨
大
な
枇
舎

た
人
が
か
な
り
あ
る
の
に、
仲々
そ
れ
を
い
わ
な

の
巽
中
に
投
げ'
出
さ
れ
之、
而
も
ひ
ど
く
草
臥
れ
て

い。
遁
に、
一
番
た
く
さ
ん
投
棄
を
とっ
た
の
は
白

い
れ
ば、
そ
ん
な
悠
長
な
約
束
を
守
る
よ
り、
もつ

由
殺
の
候
補
者
な
の
で
す
が、
そ
れ
に
投
票
し
た
と

と
せ
っ
か
ち
に
な
り
ま
す
ね。
現
在
の
日
本
で
ι、

い
う
の
が
賓
数
よ
り
上
ま
わ
っ
て
出
て
来
る。
つ
ま

命
令
を
待
ち
望
む
心
理
が
賀
に
強
く
支
配
し
て
い
‘
り
多
数
怠
見
は
ま
す
ま
す
多
数
に
な
る
し、
少
数
怠

る。
ぽ
く
な
ん
か
恥
ず
か
し
く
て、
と
て
も、
命
令

見
は
ま
す
ま
す
少
数
に
な
る
の
で
す。
こ
う
どっ
と

を
下
す
勇
気
は
な
い。
命
令
す
る
の
は、
民
主
主
義

こ
ろ
に
も、
大
き
な
問
題
が
か
くj
れ
て
い
れ
と
思

の
原
則
に
反
す
る、
自
分
で
号え
な
さ
い、
な
ど
と

い
ま
す。

言
う。
丁
度、「
世
界」
編曲科
部
と
同
じ
考
え
方
を
持

清
水
輿
論
は、
今
日
で
は、
ひ
と
り
ひ

乃

っ
て
い
る
誇
で
す。(
笑
望)
け
れ
ど
も、
僕
が
そ
ん

人
間の
内
部
に
働
く
理
性
や
判
断
の
集
積で
はしい

な
こ
と
を
言っ
て
い
る
う
ち
に、
穏
格
の
よ
い
男
が

く、
つ
ま
り
下
か
ら
の
も
の
で
な
く
新
聞
や
ラ
ジ
オ.

1
わ1
て、「
よ
し、
お
れ
に
つ
い
て
来
い。」
と
言
つ

が
上
か
ら
おっ
か
ぶ
せ
る
も
の
な
の
で
す。
而
も、
内

i
悲
し
い
か
な、
多
く
の
人々
は、
歎々
と、

の
輿
論
調
査
と
い
う
奴
が、
こ
う
し
て
自
分
の
手
引

そ
の
後
に
つ
い
て
行
く
で
し
ょ
う。
も
う、
そ
こへ

作っ
た
雪
量
腐
を一
層
大
き
く
す
る
こ
と
に
な
る。

1
j
こ
の
崎、
誰
が
い
か
に
し
て
民
主
主
義

全
く
馬
鹿
ら
し
い
が、
深
刻
な
問
題
で
す
ね。

ー

を
拶
う
カz

ま
た、
て
の
時、
民
主
主
義
は
い
か
な
今
日
の
針
談
は、
僕
は
日
高
君
の
気
持
が
判
り
過

る
形
の
も
の
で
あ
るべ
き
か。

、
日
高
君
も
僕
の
気
持
が
判
り
過
ぎ
て、
う
ま
く

:
B
高
も
う一
つ、
フ
ロ
ム
の
い
う
「
匿
名
の
権

教
展
し
ま
せ
ん
で
し
た
ね。

威」
と
い
う
も
の
も
あ
る。
ァ
ロ
ム
の
ば
あ
い
は
世

編
輯
部
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た。

諭
で
す
が
、

日
本
で
は
、

も
っ
と
あ
い
ま
い
正、

そ

(創元同札刊

・定債二八O圏)

132 

f4t凪

丸 、一.♂ 
p 
今、' ・

、
も

、

住，

文

化

宅

と

良IS

楽

郎

下

� 

W0・白hH
逸

坂

向

正

の

井
村

坂

苦々
は
戦
争
で
大事
な
も
の
を浮山
失った。
失った
最〕八
の
も
の
は、

人
間
の
生
命
で
あ
ろ
う。
そ
れ
か
ら
閣
の
積
立
で
あ
ろ
う。
図
の
婿
立
の
喪

失
は、
日
本
人
の
精
神
に
大γ
な
影
曾
を
も
た
ら
す。
物
質
的
に
も
影
響
す

る。例えば
住
宅
問題
に
も無関係
で
は
ない。

戦
争
で
吾
々
の
失
っ
た
住
宅
は、
『
図
土
連
設
の
現
況』
(
建
設
省、

昭
和

二
十
六
年
七
月
)

に
よ
る
と
二
百
六
十
五
寓
戸
(
内、

空
襲
に
よ
る
も
の
二

百
十禽
戸、疎開取壌
に
よ
る
も
の
五
十
五高戸)
にのぼ
って
いる o惜

し
げ
も
な
く
破
壊
し
た
も
の
だ、
と
終
戦
の
数
日
後
に
焼
跡
を
見
わ
た
し
て

田;たも
の
であ
る。昭和二
十四
年三月末現在の全閣
の
住
宅
不足敷

山一二百六十入高戸である(建設省殺表 、『住宅問題』住宅問題研

究
舎
著、

相
模'
弐
房
版
一

九
五
一

年
に
よ
る
U。
そ
の
内
誇
は、

次
の
表
に
示

さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る。

需

要

L

戦
争
に
よ
る
不
足

イ

空
襲
に
よ
る
も
の

キ艮

τb，古一・Jユ"-

向

屋の古川
. �住宅問題〉

東

133一一 住宅と文化

需

要

減

職
災
死
に
よ
る

需
要
減三

O
O
千一
万

待
問、
五
O
O
千
戸

二
、
一

O
O

H



Hidaka, R., and Shimizu, I., 1952: Review Fromm, E.: Escape from Freedom (1941a, Japanese), In: Sekai, Tokyo 
(Iwanami Shoten), No. 75 (March 1952), pp. 123-132.

 

 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.
 

 

ぐJ、ど'1 -炉�い二\'Iø:\ () 

第75競

昭 和 27 年 3 月

日本民族の吏生の主主 恒藤

再軍備の問題をめぐりて

小泉博士のf卒和論」について

一一ア ジ ア の現勢一一 い り #一
新しきアジアの下望 L ;;L;トlリj二シyμ、Jノ

ネ 一 ル と 二 つ υ ìl!.正 作
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〈

臼 本 の 友 へ

慣
. 入江啓四郎

中園との隊約締結をめぐって
!日本 新 聞 協 合|

回程等規正宏批判 i東京 競 護 土 含l
向 坂 孟

東京の忌恨の下山正ぺ;盗弁
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