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ノ

ル

ベ

ル

ト

・
エ
リ

ア

ス
と

人

間

像

の
問

題

〈要
旨

〉

一
九
六
九
年

、
ド
イ

ツ
で

の

『文
明
化

の
過
程
』

の
再
版

を
契
機
と
し

て
、

ノ
ル
ベ

ル
ト

.
エ
リ
ア

ス
の
業
績

は
広
く
社
会
学

と

い
う
領
域

に
お

い
て
認
知

さ
れ
評
価
さ
れ

て

い
く

こ
と

に
な
る
。

そ

の
再
版

に
際
し

て
新
た

に
書
き

下
ろ
さ

れ
た

「
序
論
」

の
な

か

で
、

エ
リ

ア
ス
は
次

の
よ
う

な
言
葉

を
述

べ
て
い
る
。
「
人
間
像

の
論
究
は
、
何
よ
り

も
ま
ず
文
明
化
過
程

に
関
す

る
当
研
究

の
よ
り
良
き
理
解

に
役
立

つ
も

の
で
あ
る
」
。

本
稿

は
、

エ
リ

ア
ス
に
と

っ
て

の
人
間
像

の
問
題

の
位
置

と
内

容
を
確
定
す

る
と

い

う

、
基

礎
研
究

的
性
格
を
持

つ
。
本
稿

で
主

張
さ
れ

る
の
は
以
下

の
こ
と

で
あ

る
。

エ

リ
ア
ス
に
と

っ
て

「閉

じ
た

人

ぴ
o
ヨ
o
o
一躄

ω
昜
」
と

い
う
人

間
像

の
問
題

は
、
『
文
明

化

の
過

程
』

の
完
成

を
待

っ
て
生
じ

て
き

た
も

の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、

エ
リ
ア

ス
が

自

ら
の
研
究
生
活

の
端
緒
か

ら
取
り
組

み

つ
づ
け
た
問
題

で
あ
り
、
自
ら

の
宮
廷

社
会

論

や

「文

明
化

の
過

程
」
論

と

い

っ
た
特
徴

的
な
社
会
認
識

を
創
造
し

て

い
く

た
め
の

重
要
な
導

き

の
糸
と

な

っ
た

問
題
で
あ

る
。

そ
し

て
、
宮
廷

社
会

論
や

「文
明
化

の
過

程
」
論

の
展
開
を
通

じ

て
、

エ
リ
ア

ス
が
自

ら
の
社
会
認
識

の
基

盤
と
し

て
提
示
す

る

こ
と
に
な
る
の
が
、
「
開

い
た
人

々

7
0
∋
ぎ
Φ
ω
8
奠
蔓

と

い
う

人
間
像

で
あ
る
。

内
海

博
文

検
討

の
中
心
と

な
る

テ
キ

ス
ト

は

『
宮
廷
社

会

』

(
一
Φ
①
㊤
)
と

『
文
明
化

の
過

程
』

(一
㊤
O
Φ
)
で
あ

る
が
、
人
間
像

の
問
題

が

エ
リ
ア
ス
に
と

っ
て
重
要
な
問
題
で
あ

る
た
め
、

本
稿

で

の
テ
キ

ス
ト

へ
の
言
及
は
上
記

の
二
冊
に
と
ど
ま

る
こ
と
な
く

、

エ
リ

ア
ス
の

著
書
全
般

に
わ
た
る
こ
と

に
な
る
。

キ
ー

ワ
ー
ド

ノ

ル
ベ
ル
ト

・
エ
リ

ア
ス
、
「
閉
じ
た
人
」
、

「開

い
た
人

々
」
、

『宮
廷
社
会

』
、

『文

明
化

の
過
程
』
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は
じ
め

に

一
九
六
九
年
、
ド
イ

ツ
に
お
い
て

『文
明
化
の
過
程
』
が
再
版
さ
れ
る
。
こ

れ
を
契
機
に
ノ
ル
ベ
ル
ト

・
エ
リ
ア
ス
の
業
績
は
、
広
く
社
会
学
と

い
う
領
域

に
お
い
て
認
知
さ
れ
評
価
さ
れ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
再
版
に
際
し
て
新

た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た

「序
論

田
巳
Φ諄
茸
伽q」
の
な
か
で
、
エ
リ
ア
ス
は
次
の

よ
う
な
言
葉
を
述
べ
て
い
る
。
「人
間
像
の
論
究
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
文
明
化
過

程
に
関
す
る
当
研
究
の
よ
り
良
き
理
解
に
役
立

つ
も
の
で
あ
る
」

(§

"冥

H西

二
)
(、)。
こ
の
引
用
に
限
ら
ず
人
間
像
の
問
題
に
つ
い
て
の
エ
リ
ア
ス
の
言
及

は
多
岐
に
わ
た

っ
て
見
ら
れ
る
。

本
稿
は
、

エ
リ
ア
ス
の
社
会
認
識
に
お
け
る
人
間
像
の
問
題
の
位
置
と
内
容

を
考
察
す
る
と

い
う
、
基
礎
研
究
的
性
格
を
持

つ
.、)。
議
論
の
鍵
と
な
る
概
念

は
、
「閉
じ
た
人

『
0
8
0
0冨
⊆
ω⊆
ω
」
と

「開
い
た
人
々

げ
o
自
ロ
Φ
ω
巷
Φa
」
と

い
う
人
間
像
に
つ
い
て
の
エ
リ
ア

ス
の
二
つ
の
概
念
で
あ
る
。
検
討
の
対
象
と

な
る
中
心
的

テ
キ
ス
ト
は

『文
明

化
の
過
程
』

(一
〇
①
り
)
と

『
宮
廷
社
会
』

(一㊤
8
)
で
あ
る
が
、
人
間
像
の
問
題
が
エ
リ
ア
ス
に
と

っ
て
き
わ
め
て
重
要
な

問
題
で
あ
る
た
め
に
、
本
稿
で
の
テ
キ
ス
ト
へ
の
言
及
は
上
記
の
二
冊
に
と
ど

ま
る
こ
と
な
く
、
エ
リ
ア
ス
の
著
書
全
般
に
わ
た
る
こ
と
に
な
る
。

第

一
節

『
文
明
化
の
過
程
』
と
人
間
像
の
問
題

一
九

三

六
年

、

ナ

チ

ス

・
ド

イ

ツ
か

ら

逃

れ

て
す

で

に

ロ
ン

ド

ン

に
亡

命

し

て
い
た

エ
リ
ア
ス
は
、
『文
明
化
の
過
程
』
の
第

一
巻
を
書
き
上
げ
る

(3>。
そ

し
て
第
二
巻
の
執
筆
中
で
あ

っ
た

一
九
三
八
年
四
月

一
七
日
、

エ
リ
ア
ス
は

フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
研
究
所
時
代
に
知
り
合

い
、
当
時
、

エ
リ
ア
ス
と
同
じ
く
亡
命

(亡
命
先
は
パ
リ
)
し
て
い
た
ヴ

ァ
ル
タ
ー

・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
書
評
を
依
頼
す
る

手
紙
を
送

っ
て
い
る
。
手
紙
の
な
か
で
エ
リ
ア
ス
は
、
自
ら
の

『文
明
化
の
過

程
』
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「我
々
の
前
に
は
い
っ
そ
う
重
要
な

課
題
が
あ
り
ま
す
。
心
的
構
造
の
歴
史
的
変
化
に
つ
い
て
の
法
則
を
、
我
々
が

理
解
し
う
る
よ
う
な
形
で
作
り
上
げ
る
こ
と
で
す
。
こ
の
課
題

へ
の
貢
献
こ
そ

が
、
本
書
の
第

一
巻
が
志
向
し
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
我

々
に
は
、

こ
の
心
的
変
化
の
駆
動
力
が
社
会
過
程
で
あ
る
こ
と
を
、

一
歩

一
歩
探
求
し
て

い
く
と

い
う
課
題
が
残
さ
れ
ま
す
。
ま
も
な
く
印
刷
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
第
二
巻

に
お
い
て
、
こ
の
課
題
は
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
あ

い
に
く
外
的
な
理

由
の
た
め
に
、
そ
れ
が
出
版
さ
れ
る
に
は
も
う
少
し
時
間
が
か
か
り
そ
う
で
す

が
」
(60
0
『
O
けけπ
Φ
「
一㊤
Q◎
Qo
)。
人
間
の
心
的
態
度
の
変
化
と
社
会
過
程
を
同
時
的

に
捉
え
る
こ
と
。
ま
だ
十
分
と
は
言

い
難
い
こ
の
自
書
の
概
説
に
お
い
て
エ
リ

ア
ス
は
、
『文
明
化
の
過
程
』
の
執
筆
意
図
を
端
的
に
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
る
書
評
は
つ
い
に
書
か
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
辛
う
じ
て
小

数
部
だ
け
出
版
さ
れ
た

『文
明
化
の
過
程
』
も
ま
た
、
こ
の
と
き
日
の
目
を
み

る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
が
実
現
す
る
の
は
こ
の
手
紙
が
書
か
れ
て
か
ら
実

に
三
〇
年
と

い
う
年
月
が
過
ぎ
た
後
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
も
う
い
な

い
。

か

つ
て
四
〇
前
後
で
あ

っ
た

エ
リ
ア
ス
も
ま
た
、
す
で
に
齢
七
〇
を
越
え
て
い

た
。

「
し
か
し
あ
れ
か
ら
三
〇
年
経
た
今
日
で
も
依
然
と
し
て
当
研
究
は
パ
イ
オ

292



ニ
ア
的
労
作
の
性
格
を
失

っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
問
題
領
域
で
は
、
当
研
究
の
よ

う
に
経
験
的
次
元
と
理
論
的
次
元
に
同
時
に
ま
た
が
る
綜
合
的
研
究
の
必
要
性

は

、

ほ

と

ん

ど
当

時

と

変

わ

ら

な

い
」

(薹

"×
H
<
モ

)
。

一
九

六
九

年

、

ド

イ

ツ
に
お
い
て

『文
明
化
の
過
程
』
が
再
版
さ
れ
る
。
こ
の
引
用
は
、
再
版
に
際

し
て
新
た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た

「序
論
」
に
お
け
る
エ
リ
ア
ス
の
言
葉
で
あ
る
。

エ
リ
ア
ス
が

『文
明
化
の
過
程
』
に
お
い
て
扱

っ
た
問
題
領
域
に
対
す
る
問
題

関
心
が
、
エ
リ
ア
ス
以
後
の
研
究
に
お
い
て
欠
け
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
同
様

の
問
題
を
扱

っ
た
研
究
は
、
そ
の
後
数
多
く
展
開
さ
れ
て
い
る
。
だ

が

エ
リ
ア
ス
に
よ
れ
ば
、
「そ
れ
ら

の
試
み
が
成
功
し
た
と
は
思
え
な
い
」。
で

は

『文
明
化
の
過
程
』
に
対
す
る
理
解
や

『文
明
化
の
過
程
』
と
同
様
の
問
題

領
域
を
扱
う
試
み
を
妨
げ
て
き
た
も

の
は
何
か
。
エ
リ
ア
ス
は
、
そ
の
要
点
を

以
下
の
二
つ
に
ま
と
め
て
い
る
。

一
つ
は

「発
展

国
三
註
o江
⊆
轟
」
概
念
を
め

ぐ
る
問
題
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
人
間
像
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

第

一
の

「発
展
」
概
念
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
の
エ
リ
ア
ス
の
言
及
は
、

『文
明
化

の
過
程
』
「序
論
」
に
加
え

、
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た

『社
会
学
と

は
何
か
』

(一
Φ刈
O)
、
さ
ら
に
は

『覚
書

き

さ
Φは

国

訝

き
興

町
9

吻免
寓
昌

(一㊤
ΦO
)
に
お
い
て
集
中
的
に
み
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
エ
リ
ア
ス
は
、

一
八
世

紀
後
半
以
降
に
お
い
て
多
く
の
人
々
が
、
特
定
の
個
人
や
集
団
に
よ

っ
て
意
図

や
計
画
さ
れ
た
の
で
は
な

い
が
、
秩
序
と
構
造
を
も

っ
た

「社
会
」
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
の
も
と
で
自
分
た
ち
を
認
識
す
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す

る
。
な
か
で
も
後
の
社
会
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な

っ
た
コ
ン
ト

や
ス
ペ
ン
サ
ー
、
マ
ル
ク
ス
と
い
っ
た
人
々
は
、
そ
の
社
会
認
識
に
お
い
て
長

期
的
過
程
の
秩
序
を
見
出
す
と

い
う
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ

っ
て
、
「発
展
」

と

い
う
概
念
を
主
張
し
た
。
こ
う
し
た
人
々
に
つ
い
て
エ
リ
ア
ス
は
次

の
よ
う

に
言
う
。
「彼
ら
は
た
と
え
多
く
の
言
葉
を
費
や
し
て
い
な
い
と
し
て
も
次
の
よ

う
な
こ
と
を
お
そ
ら
く
直
感
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
所
与
の
社
会
の
今
日
の
諸
問

題
や
諸
構
造
を
た
だ
切
り
離
さ
れ
た
現
在
と
し
て
近
視
眼
的
に
ま
た
静
的
に
眺

め
る
よ
り
も
、
も
し
過
去
と

い
う
光
の
中
で
そ
れ
ら
を
眺
め
、
ま
た
そ
れ
ら
を

導
い
て
き
た
長
い
社
会
的
過
程
と
の
連
関
に
お
い
て
眺
め
る
な
ら
ば
、
大
変
異

な
る
様
相
を
帯
び
る
と
い
う
こ
と
を
」

(い
9
一譯
)
(、}。
し
か
し
二
〇
世
紀
に
入

り
、
こ
う
し
た

「発
展
」
概
念
の
も
と
で
示
さ
れ
た
議
論
が
、
事
実
に
即
し
た

観
念
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
観
念
の
混
合
物
で
あ
る
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
く
。
そ
し
て
二
〇
世
紀
の
社
会
学
者
た
ち
の
大
半
は
、
「長
期
的
社
会
過

程
を
扱
う
型
の
社
会
学
理
論
に
対
す
る
極
め
て
先
鋭
な
反
動
」

へ
と
向
か

い
、

社
会
認
識
の
中
心
的
関
心
は
比
較
的
短
期
的
な
現
象
連
関
の
解
明

へ
と
移
行
す

る
。

エ
リ
ア
ス
は
言
う
。
二
〇
世
紀
社
会
学

の
方
向
転
換

の
結
果
と
し
て
疑
問

視
さ
れ
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
は
、
「単
に

一
九
世
紀
の
社
会
学
の
発
展

概
念

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
的
要
素
だ
け
で
な
く
、
発
展
概
念
そ
の
も
の
で
あ
り
、

.
:
・長
期
的
社
会
発
展
の
問
題
全
般
の
考
究
で
あ

っ
た
」

(§

…×
い
HH"三
〇
)。

こ
れ
に
対
し
エ
リ
ア
ス
は
、
自
ら
の
社
会
認
識
の
中
心
的
課
題
に
つ
い
て
次

の

よ
う
に
言
う
。
コ

九
二
ニ
ー
二
四
年
に
お
い
て
I
I
-今
日
で
は
な
お
さ
ら
そ
う

で
あ
る
が
ー

・:
・私
が
扱

っ
て
い
た
の
は
人
間
の
歴
史
の
た
め
の

一
種
の
枠

組
み
と
し
て
の
、
長
期
的
諸
過
程
に
特
有
の
秩
序
・
:
・で
あ

っ
た
」
(⑦
鮪
一ω
ω
)

(、
)。
以
上
の
よ
う
な

「発
展
」
概
念
を
め
ぐ
る
問
題
、
こ
れ
が

『文
明
化
の
過

程
』
の
理
解
を
困
難
に
し
て
き
た
理
由
の

一
つ
で
あ
る
。

第
二
点
め
が
、
人
間
像
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

エ
リ
ア
ス
は
言
う
。
「文
明

ノルベル ト・エ リアス と人間像 の問題293



化
の
過
程
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
近
代
の
人
間
像

の
批
判
が
必
要
で
あ
る
」

(鼕

ド
×
H<
"四
入
)
。

エ
リ
ア
ス
は
、
従
来
の
社
会
学
に
お

い
て
社
会
認
識
の

前
提
た
る
人
間
像
の
問
題
が
的
確

に
捉
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が

『文
明
化
の
過
程
』

へ
の
接
近
を
困
難
に
し
て
い
る
も
う
ひ
と

つ
の
問
題
で
あ
る

と
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
エ
リ
ア
ス
に
と

っ
て
人
間
像
の
問
題
は
、
『文
明

化
の
過
程
』
の
完
成
を
待

っ
て
生

じ
て
き
た
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
エ
リ

ア
ス
が
自
ら
の
研
究
生
活
の
端
緒

か
ら
取
り
組
み
つ
づ
け
た
問

い
で
あ
り
、
エ

リ
ア
λ
に
と

っ
て

「発
展
」
の
問
題
以
上
に
根
元
的
な
問
題
で
あ

っ
た
。

で
は
、
エ
リ
ア
ス
に
お
け
る
人
間
像
の
問
題
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

第

二
節

「
閉
じ
た
人
」
と

い
う
人
間
像
の
問
題

エ
リ
ア
ス
が
、
人
間
像
の
問
題
を
自
ら
の
彫
琢
し
た
概
念
を
用
い
て
明
示
的

に
提
示
し
た
の
は
、
『文
明
化
の
過
程
』
「序
論
」
と
そ
れ
に
続
く

『社
会
学
と

は
何
か
』
と
い
う
比
較
的
晩
年
の
時
期
で
あ
る
。
だ
が

『文
明
化
の
過
程
』
に

収
録
さ
れ
る
予
定
で
あ

っ
た
論
文

「諸
個
人
の
社
会

b
δ

O
$
Φ
濠
o富
豁

気
鶏

貯
匙
ミ
魯

魯
」
に
お
い
て
も
、
ま

た

『文
明
化
の
過
程
』
に
先
立
つ

『宮
廷
社

会
』
に
お
い
て
も
、
明
ら
か
に
人
間
像
の
問
題
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る

(、Ψ。
さ
ら
に
遡

っ
て
エ
リ
ア
ス
の
哲
学
学
位
論
文

「観
念
と
個
人
-

歴
史
概

念
の
批
判
的
検
討
1

」
に
お
い
て
も
、
人
間
像
の
問
題
は
顔
を
覗
か
せ
て
い

る
。エ

リ
ア
ス
の
自
伝
的
著
書

『覚
書
』
に
よ
る
な
ら
ば
、
人
間
像
を
め
ぐ
る
エ

リ
ア
ス
の
根
深
い
問
題
意
識
の
源
泉
は
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
時
代
に
求
め
ら
れ
る
か

%2

も
し
れ
な
い
。
『覚
書
」
の
な
か
で
エ
リ
ア
ス
は
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
時
代
に
出
会

っ
た
古
代
ギ
リ
シ
ア

・
ロ
ー
マ
の
古
典
や
シ
ラ
ー
や
ゲ
ー
テ
の
時
代
の
ド
イ
ツ

古
典
の
こ
と
に
触
れ
、
こ
う
し
た
幼
少

・
青
年
期
に
お
け
る
自
ら
の
教
養
の
方

向
づ
け
を
極
め
て
意
味
深
い
も
の
で
あ

っ
た
と
述
べ
て
い
る

(恥
恥
一
一ω
-=
0)
。

「そ
れ
は
人
間
の
諸
問
題
へ
の
広
く
ま
た
深

い
接
近
を
私
に
可
能
に
し
て
く
れ
た

㎜
要
素
で
あ

っ
た
」
。
だ
が
こ
の

一
文
に
は
次
の
よ
う
な
但
し
書
き
が
付
け
ら
れ

て
い
る
。
「私
が
徐
々
に
哲
学
に
お
け
る
観
念
的
な
傾
向
の
不
適
切
さ
を
認
識
し

始
め
た
と
き
や
、
私
が
社
会
学

へ
と
移
り
徐
々
に
こ
う
し
た
伝
統
の
特
殊
な
人

間
主
義
に
対
し
て
批
判
的
な
見
解
を
と
り
始
め
た
と
き
で
さ
え
」
。
さ
ら
に
エ
リ

ア
ス
は
続
け
る
。
「私
自
身
の
社
会
学
的
視
座
は
、
こ
の
非
世
俗
的
伝
統
や
そ
れ

に
よ
る
社
会
学

へ
の
紛
う
事
な
き
影
響
に
対
す
る
私
の
格
闘
か
ら
引
き
出
さ
れ

て
き
た
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
」。
そ
し
て
後
段
に
お

い
て
エ
リ
ア
ス
は
、
自

ら
の
言
う
と
こ
ろ
の

「格
闘
」
を
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
て
い
る
。
「
い
ま
な
お

人
間
を

『閉
じ
た
人

『
o
ヨ
o
oご
⊆
の⊆
ω』
と
し
て
捉
え
る
支
配
的
な
イ
メ
ー
ジ
に

対
す
る
私
の
格
闘
」
。
前
節
の
最
後
で
述
べ
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
エ
リ
ア
ス
自

身

の
言
葉
を
通
じ
て
具
体
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
エ
リ
ア
ス
の
社
会
認

識
は
、
多
く
の
社
会
認
識
に
お
い
て
し
ば
し
ば
出
発
点
に
据
え
ら
れ
る

「閉
じ

た
人
」
と
い
う
人
間
像
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
よ
り
形
成
さ
れ
て
き
た
の
だ
、

と
。エ

リ
ア
ス
は

「閉
じ
た
人
」
と

い
う
人
間
像
を
、
人
間
を

「究
極
的
に
は
す

べ
て
の
他
人
か
ら
絶
対
的
に
独
立

・
孤
立
し
た
完
全

に
自

立
し
た
存
在
」

(魯

℃×
い
く
一盤
二
}二
)
と
捉
え
る
認
識
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
こ
の
人
間
像
に
お



い
て
人
間
は
、
他
の
人
々
に
対
し
て
閉
じ
た
存
在
で
あ
る
。
閉
じ
て
い
る
が
ゆ

え
に
、
そ
の
知
覚

・
認
識
や
行
動

に
お
い
て
自
律
性
を
有
す
る
。
諸
個
人
は
、

人
々
の
連
鎖
構
造
の
な
か
で
の
自

ら
の
利
害
を
冷
静
な
認
識
や
思
考
に
よ

っ
て

判
断
し

つ
つ
、
行
動
を
織
り
な
し
て
い
く
。
人
間
を
こ
う
し
た
自
律
し
た
単
数

形
の
孤
立
的
個
人
と
し
て
捉
え
る
認
識
、
こ
れ
が

「閉
じ
た
人
」
と
い
う
人
間

像
で
あ
る

〔.、)。

な
ぜ
エ
リ
ア
ス
は

「閉
じ
た
人
」
と
い
う
人
間
像
を
問
題
に
す
る
の
か
。

エ

リ
ア
ス
は
言
う
。
「従
来
の
人
間
像

の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
人
間
が
自
己
を
個
人

と
し
て
、
ま
た
社
会
と
し
て
考
察
す

る
と
き
、
実
際
に
は
同

一
の
人
間
の
ふ
た

つ
の
異
な
る
局
面
が
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
葉
や
思
考
に
お
い
て

し
ば
し
ば
、
ま
る
で
ふ
た

つ
の
別

々
に
存
在
す
る
現
象
・
:
・が
問
題
で
あ
る
か

の
よ
う
に
自
己
を
扱

っ
て
い
る
点

で
あ
る
」

(℃
N
卜
×
ピ
HH甲
×
い
H<
U
二
一
)。

エ

リ
ア
ス
が

「閉
じ
た
人
」
と

い
う
人
間
像
を
問
題
視
す
る
理
由
の
ひ
と

つ
は
、

こ
の
人
間
像
が
社
会
認
識

の
問
題
と
セ
ッ
ト
に
な

っ
た
と
き
に
明
瞭
に
現
れ
る
。

諸
個
人
が
社
会
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
、
も
し
く
は
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
が
諸
個

人
の
社
会

で
あ
る
こ
と
を
疑
う
も

の
は
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
思
考
の

上
で
こ
の
両
者

の
関
係
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
と
、
往

々
に
し
て
現
れ
て
く

る
の
が
、
、「個
人
」
と

「社
会
」
と

い
う
亀
裂
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
で
あ
れ
ば
、
エ
リ
ア
ス
が
問
題
と
し
て
い
る

「閉
じ
た
人
」
と
い

う
人
間
像
は
、
よ
り

一
般
的
に
、

い
わ
ゆ
る

「自
律
的
個
人
像
」
と

い
わ
れ
て

い
る
人
間
像
と
大
い
に
重
複
し
て
い
る

〔、)。
し
か
し
同
様
の
問
題
意
識
が
、
同

様
め
帰
結
を
生
み
出
す
わ
け
で
は
な

い
。
本
稿
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
「閉
じ

た
人
」
と

い
う
人
間
像
の
問
題
に
対
す
る
エ
リ
ア
ス
の
接
近
と
展
開
の
仕
方
で

あ
る
。

エ
リ
ア
ス
が

「閉
じ
た
人
」
と
い
う
人
間
像
を
見
出
す

の
は
、
単
に
哲
学
や

社
会
認
識
の
レ
ベ
ル
に
お

い
て
の
み
で
は
な
い
。
何
よ
り
も
ま
ず
そ
れ
は
、
日

常
的
な
自
己
経
験
に
お
い
て
深
く
根
を
張

っ
て
い
る
。
エ
リ
ア
ス
が
日
常
に
見

い
だ
す

「閉
じ
た
人
」
の
原
型
と
は
、
自
ら
を
他
の
人
々
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

孤
独
な
存
在
で
あ
る
と
す
る
自
己
経
験
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
自
分
だ
け
の
知

る
記
憶
や
経
験
に
満
ち
溢
れ
た

「内
面
」
が
実
感
さ
れ
る
。
そ
の

「内
面
」
に

お
け
る
記
憶
や
経
験
に
基
づ
い
て
人
々
は
、
そ
の
時
々
の
自
ら
が
置
か
れ
た
状

況
に
適
し
た
認
識
や
思
考
を
紡
ぎ
出
す
。
認
識
や
思
考
の
対
象
が
人
間
以
外
の

「自
然
」
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
を
人
間
と
は
切
り
離
さ
れ
た
独
自

の
法
則
性
を
持

つ

「外
部
世
界
」
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
。
「社
会
」
も
ま
た
同
様
に

「外
部
世
界
」

と
し
て
感
知
さ
れ
る
が
、
た
だ
し
そ
れ
が
自
ら
と
同
様
に
閉
ざ
さ
れ
た

「内
面
」

を
持

つ
諸
個
人
か
ら
な
る
と
い
う
点
で
、
「自
然
」
と
は
少
し
異
な
る
。
こ
の
相

違
は
、
個
々
の

「人
間
」
を
認
識
や
思
考

の
直
接
的
な
対
象
と
す
る
場
合
に
も

っ
と
も
顕
著
に
な
る
。
自
ら
の

「内
面
」
に
お
け
る
冷
静
な
認
識
や
思
考
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
る
行
動
は
、
不
可
視
な

「内
面
」
を
持

つ
他
の
人

々
の
接
触

の
な
か
で
、
し
ば
し
ば
無
理
解
や
誤
解
に
曝
さ
れ
る
。
本
当
の
自
分

の
姿
は
他

の
人
々
に
よ

っ
て
は
十
全
な
形
に
お
い
て
汲
み
尽
く
さ
れ
得
な

い
と

い
う
実
感

が
強
ま
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
実
感
は
、
人
間
が

い
か
な
る
形
に
せ
よ
他
者
に
依
存
し
な
が
ら
存

在
し
て
い
る
と
い
う
単
純
な
事
実
を
、
脇
に
追
い
や
る
ほ
ど
強
烈
な
も
の
と
し

て
し
ば
し
ば
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
自
己
経
験
の
核
心
を
、

エ
リ
ア
ス
は
次
の
よ

う
に
要
約
す
る
。
「全
世
界
は
ー

し
た
が

っ
て
ま
た
す
べ
て
の
人
間
は
i

ノルベル ト ・エリアスと人間像の 問題295



『外
界
』
と
し
て
こ
の

『主
体
』
に
向
か

っ
て
対
峙
し
て
お
り
、
他
方
、
主
体
の

『内
面
』
は
、
目
に
見
え
ぬ
壁
に
よ

っ
て
こ
の

『外
界
』
か
ら
ー

ゆ
え
に
ま
た

す
べ
て
の
人
間
か
ら
1

隔
絶
さ
れ
て
い
る
」

(肉
9
Q。
一)
。
「内
面
」
と
他
の

人
々
を
分
離
す
る
も
の
と
し
て
の
壁
。
だ
が
こ
こ
で
壁
と
感
知
さ
れ
て
い
る
も

の
は
何
な
の
か
。
肉
体
が
、
あ
る

い
は
皮
膚
が
、
自
ら
の

「内
面
」
を
、
他
の

人
々
か
ら
分
け
隔
て
る
境
界
線
な

の
か
。
往
々
に
し
て
他
の
人
々
か
ら
切
り
離

さ
れ
た

「内
面
」
は
、
あ
ま
り
に
自
明
の
も
の
と
し
て
実
感
さ
れ
、
そ
の
実
感

を
生
み
出
し
て
い
る
壁
が
何
な
の
か
は
吟
味
さ
れ
な

い
。

こ
う
し
た
吟
味
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
日
常
的
な
実
感
を
源
泉
と
し
て
生
み
出

さ
れ
る
単
数
形
の

「閉
じ
た
人
」
と

い
う
人
間
像
が
、
哲
学
や
社
会
認
識
の
前

提
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
人
間
像
か
ら
眺
め
て
説
明
し
難
い
と
さ
れ
る
諸

現
象
は
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
高

い
価
値
付
与
が
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
関
わ

ら
ず
、
社
会
認
識
の
射
程
外
に
置
か
れ
る
か
、
個
々
の
人
々
か
ら
切
り
離
さ
れ

た
集
合
的
現
象
と
し
て
説
明
さ
れ

る
。
「閉
じ
た
人
」
と

い
う
人
間
像
の
問
題
に

お
け
る
焦
点
を
、
エ
リ
ア
ス
は
次

の
よ
う
な
形
で
認
識
論
上
の
人
間
像
の
問
題

へ
と
集
約
す
る
。
「自
己
経
験
の
真

正
さ
を
問
う
こ
と
が
、
重
要
な
の
で
は
な

い
。

:
:
す
な
わ
ち
問
題
は
、
自
己
経
験
の
中
に
往
々
に
し
て
直
接
与
え
ら
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
え

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
考
と
言
語
の
伝
統
に
深
く

根
を
お
ろ
し
て
き
た
人
間
の

『内
面
』
と

『外
部
世
界
』
と
の
問
の
明
確
な
境

界
線
を
、
そ
の
妥
当
性
を
批
判
的

・
体
系
的
に
吟
味
も
せ
ず
に
、
も
は
や
そ
れ

以
上
説
明
の
余
地
の
な
い
自
明
の
前
提
と
し
て
、
哲
学
的
認
識
論

・
知
識
論
な

ら
び
に
社
会
学
理
論
や
他
の
人
間
科
学
理
論
の
基
礎
と
す
る
こ
と
が
、
正
当
か

ど

う

か

と

い
う

点

で
あ

る
」

(鼕

"
じ
く
H
"四
〇

)
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
に
導
か
れ
て
エ
リ
ア
ス
が
ま
ず
企
図
し
た
の
は
、
「閉
じ

た
人
」
と
い
う
人
間
像
に
基
づ

い
て
い
て
は
捉
え
る
こ
と
の
難
し

い
諸
現
象
に

取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
「閉
じ
た
人
」
と
い
う
認
識
上
の
人
間
像
を
動
揺
さ

せ
、
人
間
認
識
を
そ
の
呪
縛
か
ら
解
き
放

つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
エ
リ

ア
ス
が
選
び
出
し
た
舞
台
、
そ
れ
が

「宮
廷
社
会
」
で
あ
る
。

第
三
節

宮
廷
社
会
論

ー

エ
リ
ア
ス
に
お
け
る
人
間
認
識
と
社
会
認
識

の
展
開
1

な
ぜ
エ
リ
ァ
ス
は
、
自
ら
の
課
題
を
展
開
す
る
た
め
の
舞
台
と
し
て
、
わ
ざ

わ
ざ
宮
廷
社
会
と

い
う
特
定
の
社
会
を
選
ん
だ
の
か
。
宮
廷
社
会
を
先
の
人
間

像
の
問
題
と
関
連
さ
せ
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
そ

れ
ほ
ど
難
し
く
な
い
(9)。

宮
廷
社
会
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
に
生
き
る
社
会
学
者
-

少
な
く
と
も

エ
リ
ア
ス
の
時
代
の
社
会
学
者
1

に
お
い
て
は
、
研
究
対
象
に
選
ば
れ
る
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
。
ま
れ
に
観
察
の
対
象
に
さ
れ
る
場
合

で
も
と
り
わ

け
注
目
さ
れ
る
の
は
、
過
度
に
名
誉
を
重
ん
じ
る
態
度
や
威
信

の
た
め
に
消
費

を
厭
わ
な

い
と
い
う
態
度
、
家
の
装
飾
を
厳
密
に
算
定
す
る
よ
う
な
態
度
や
厳

密
に
規
定
さ
れ
た
儀
式
や
礼
儀
作
法

の
実
践
と

い
っ
た
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々

の
不
可
解
さ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
も
の
を
過
去
の
産
物
と
し
て
眺
め
る
と
き
、

し
ば
し
ば
人
々
は
次
の
よ
う
に
問
う
。
「な
ぜ
こ
の
宮
廷
社
会

の
人
々
は
、
外
面

的
な
事
柄
に
対
し
て
少
し
も
超
然
と
し
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
彼
ら
は
、

彼
ら
自
身
が
他
人
の

『偽
り
の
振
舞

い
』
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
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何
ら
か
の
外
面
的
特
権
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
も
傷
つ
け
ら
れ
た
り
脅
か
さ
れ
た

り
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
さ
ら
に
ご
く

一
般
的
に
言
え
ば
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が

や
や
も
す
れ
ば
非
本
質
的
と
考
え
て

い
る
事
柄
に
対
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に

神
経
質
に
な

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
」
(霞
9
置
ω
二

四
六
)。

エ
リ
ア
ス
は
、
宮
廷
社
会
に
対
す
る
こ
う
し
た
認
識
の
仕
方
に

「閉
じ
た
人
」

と
い
う
人
間
像
を
見

い
だ
す
。
そ
の
人
間
像
に
基
づ

い
て
宮
廷
社
会
に
生
き
た

人
々
を
眺
め
る
限
り
、
宮
廷
貴
族
の
行
為
は
自
律
し
た

「自
己
」
を
有
す
る
人

間
の
行
為
で
は
な
い
。
そ
れ
は
過
度

に
他
の
人
々
の
視
線
を
気
に
し
、
真
に
重

要
と
は
言
え
な
い
も
の
に
振
り
回
さ
れ
る
欺
瞞
的
な
振
る
舞
い
で
あ
る
。
ゆ
え

に
不
可
解
な
も
の
と
し
て
理
解
の
範
疇
外
に
置
か
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
エ
リ
ア
ス
は
言
う
。
確
か
に
今
日
で
は
宮
廷
に
生
き
た
人
々
が

努
力
と
骨
折
り
に
値
す
る
と
み
な
し
て
い
た
も
の
の
多
く
が
色
褪
せ
て
し
ま

っ

た
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
彼
ら
に
と

っ
て
は
そ
う
で
は
な
か

っ
た
。
宮
廷
貴
族

た
ち
が
、
何
を
も

っ
て
自
分
の
存
在

の
意
味
の
充
実
な

い
し
は
意
味
の
喪
失
だ

と
感
じ
て
い
た
か
と

い
う
視
点
か
ら
眺
め
直
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
宮
廷
社
会
は

ま

っ
た
く
異
な
る
様
相
を
見
せ
る
。

「あ
る
社
会
の
構
造
は
、
そ
の
社
会
を
三
人

称
的
視
点
か
ら
見
る
と
同
時
に

一
人
称
的
視
点
か
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
な
け

れ
ば
、
理
解
で
き
な
い
」

(零

㊤《
八
七
)。
こ
う
し
た
視
点
の
転
換
に
よ

っ
て
、

宮
廷
社
会
の
諸
現
象
を
理
解

の
射
程

に
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
「閉
じ

た
人
」
と
い
う
人
間
像
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
、
ひ
い
て
は
人
間
像
自
体
を
転
換

さ
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
宮
廷
社
会
は
、
エ
リ

ア
ス
に
と

っ
て
有
益
な
舞
台
だ

っ
た

の
で
あ
る

(り
。

で
は
、
『宮
廷
社
会
』
に
お
け
る

エ
リ
ア
ス
の
議
論
の
骨
格
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
の
か
。
宮
廷
社
会
に
お
け
る
宮
廷
貴
族
は
、

一
種
の
エ
リ
ー
ト
集
団

で
あ
る
と
同
時
に
、
王
と
上
流
市
民
層
と
い
う
上
下
両
面
か
ら
の
圧
力
に
曝
さ

れ
た
存
在
で
あ
る
。
エ
リ
ー
ト
集
団
の
も

つ
、
他
の
階
層
の
人
々
に
対
し
て
距

離
を
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
必
要
性
が
、
威
信
付
与
と

い
う
点
に
お
い
て

無
比
の
存
在
で
あ

っ
た
王
の
宮
廷
に
、
宮
廷
貴
族
を
追
い
込
み
縛
り

つ
け
て
い

く
。
だ
が
宮
廷
社
会
に
お
け
る
序
列
は
、
決
し
て
安
定
し
た
も

の
で
は
な

い
。

自
ら
の
勢
力
を
、
王
の
愛
顧
と
い
う
不
安
定
な
も
の
に
依
存
し
て
い
る
限
り
、

公
的
な
位
階
と
現
実
の
序
列
に
は
常
に
齟
齬
が
生
じ
て
い
く
。
誰
か
他
の
人
が

現
実
的
に
王
の
愛
顧
を
得
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
他
の
者
が
不
利
に
な
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
宮
廷
社
会
の
連
鎖
構
造
は
、
恒
常
的
に
彼
ら
を
序
列
を
め
ぐ
る

苛
烈
な
競
争

へ
と
駆
り
立
て
て
い
く
。
位
階
、
世
襲
的
役
職
、
家
柄

の
古
さ
、

金
銭
、
王
の
愛
妾

・
大
臣
の
愛
顧
、
派
閥

へ
の
所
属
、
武
将
と
し
て
の
功
績
、

機
知
、
振
舞
い
の
洗
練
度
、
顔
立
ち
の
美
し
さ
、
住
居
の
装
飾
。
あ
ら
ゆ
る
も

の
が
序
列
化
闘
争
の
道
具
と
な
る
。
な
か
で
も
宮
廷
社
会
の
序
列
化
闘
争
に
お

い
て
と
り
わ
け
重
要
性
を
帯
び
て
い
た
の
が
、
礼
儀
作
法
の
実
践
で
あ
る
。
あ

る
個
人
の
相
対
的
な
序
列
上
の
位
置
は
、
機
会
あ
る
ご
と
に
礼
儀
作
法
を
通
じ

て
表
現
さ
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
礼
儀
作
法
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
、

宮
廷
貴
族
と
し
て
の
彼
ら
の
威
信
は
無
に
等
し
い
。
宮
廷
貴
族
に
と

っ
て
礼
儀

作
法
に
対
す
る
感
受
性
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
は
決
し
て
外
面
的
な
こ
と
の
重
視

で
は
な
く
、
最
も
必
要
不
可
欠
な
も
の
の
重
視
で
あ

っ
た
。
互
い
に
宮
廷
社
会

を
織
り
な
し
て
い
る
宮
廷
貴
族
た
ち
は
、
個

々
人
と
し
て
は
こ
う
し
た
強
制
に

不
承
不
承
な
が
ら
耐
え

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
彼
ら
に
と
.っ
て
、
宮

廷
社
会
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
強
制
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
、
宮
廷
貴
族
で
あ
る
と
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い
う
自
己
の
存
在
感
の
根
幹
、
自

己
の
生
の
意
味
を
放
棄
す
る
こ
と
に
他
な
ら

な
か

っ
た
。
こ
う
し
て
宮
廷
貴
族
独
特

の
名
誉
を
求
め
表
現
す
る
た
め
の
行
動

様
式
が
、
生
産

・
再
生
産
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

宮
廷
社
会
に
生
き
る
人
々
を
、
彼
ら
の
繰
り
広
げ
る
闘
争
を
基
軸
と
す
る
連

鎖
構
造
の
な
か
で
捉
え
る
よ
う
な

人
間
認
識
。
こ
れ
が

エ
リ
ア
ス
に
よ
る
宮
廷

社
会
論
の
ひ
と

つ
の
核
を
な
す
。

こ
の
展
開
を
通
じ
て
エ
リ
ア
ス
は
、
自
ら
の

視
点
を

「閉
じ
た
人
」
と
い
う
単
数
形
の
人
間
像
か
ら
解
き
放
ち
始
め
る
。

だ
が
、
宮
廷
社
会
論
が
エ
リ
ア
ス
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
こ
れ
だ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
は

エ
リ
ア
ス
を
、
第

一
節
で
言
及
し
た

「発
展
」
の
問
題

へ
と
導
い

て
い
く
。
「発
展
」
の
問
題

へ
の
言
及
は
、
と
り
わ
け

『宮
廷
社
会
』
の
ほ
ぼ
最

終
章
に
近
い
第
八
章

「宮
廷
化
の
過
程
に
お
け
る
貴
族
的

ロ
マ
ン
主
義
の
社
会

発
生
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
み
ら
れ
る

(Hv。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
宮
廷
貴
族
は
、

宮
廷
社
会
の
熾
烈
な
競
争
に
お
い
て
地
位
と
名
誉
を
保
持
し
、
嘲
笑

・
軽
侮

・

威
信
喪
失
に
曝
さ
れ
な
い
た
め
に
、
服
装
や
靴
、
身
の
こ
な
し
方
、
言
葉
遣
い
、

さ
ら
に
は
微
笑
の
仕
方
さ
え
、
要
す
る
に
自
己
自
身
を
彼
ら
が
出
会
う
相
手
や

状
況
に
相
応
し
く
調
節
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
う
し
た
序
列
化
闘

争
を
繰
り
広
げ
て
い
く
な
か
で
宮
廷
人
は
、
自
ら
を
統
御
す
る
存
在
と
な
る
こ

と
を
強
い
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
宮
廷
貴
族
の
自
己
統
御
的
な
行
動
様
式
は
、
や

が
て
彼
ら
の
心
的
態
度
を
も
変
化
さ
せ
て
い
く
。
「以
前
の
時
代
と
比
較
し
て
、

今
や
宮
廷
で
は
・
:
・人
間
の
自
発
的
衝
動
は
、
対
人
関
係
に
際
し
て
は
る
か
に

抑
制
さ
れ
て
い
る
。
考
慮
、
状
況

の
迅
速
な
現
状
把
握
、
行
動
路
線

の
測
定
、

要
す
る
に
省
察
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
情
感
的
自
発
的
行
動
衝
動
と
言
動
上

の
実
際
的
行
動
開
始
の
間
に
、
今

や
多
か
れ
少
な
か
れ
自
動
的
に
入
り
込
ん
で

く
る
」
(融
9
。。紹
山
ΦΩ
一二
七
八
)
。
そ
し
て
こ
の
自
己
統
御
的
な
心
的
態
度
が
、

他
の
人
々
に
対
し
て
自
律
性
を
有
す
る
自
ら
の

「内
面
」
と

い
う
実
感
を
生
み

出
す
た
め
の
壁
と
な
る
。
心
的
態
度
に
お
け
る
自
己
統
御
性
は
、
宮
廷
社
会
の

連
鎖
構
造
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
応
じ
て
、
「
『悟
性
』
と
か

『理
性
』

の
名
を
与
え
て
肯
定
的
に
評
価
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
感
情
の
拘
束
、
障

害
現
象
、
人
間
性
の
堕
落
と
み
な
し
て
ロ
マ
ン
主
義
的
か

つ
否
定
的
評
価
」
を

下

さ

れ

た

り
す

る

(零

"ω
紹

-ω
①
Ω
一二
七

八

)
。

だ

が

い
ず

れ

に

し

て

も

、

こ
う

し
た
心
的
態
度
の
変
化
の
渦
中
に
あ
る
宮
廷
貴
族
に
と

っ
て
、
自
ら
の
身
に
生

じ
て
い
る
変
化
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が

い
か
な
る
過
程

の
も
と
に
進
展
し
て
い
る
の
か
は
、
明
確
に
は
意
識
さ
れ
な

い
。
こ
こ
に
生
み

出
さ
れ
る
の
が
、
「内
面
」
の
存
在
を
人
間
に
と

っ
て
自
明
の
も
の
、
も
し
く
は

永
遠
の
属
性
で
あ
る
と
捉
え
る
よ
う
な
自
己
経
験
で
あ
る
。
こ
の
吟
味
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
日
常
的
な
実
感
を
源
泉
と
し
て
、

エ
リ
ア
ス
が
問
題
に
し
て
き
た

哲
学
や
社
会
認
識
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る

「閉
じ
た
人
」
と
い
う
人
間
像
が
、
普

遍
的
な
人
間
像
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
く
。

宮
廷
社
会
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
エ
リ
ア
ス
が
得
た
も
う
ひ
と
つ
の

収
穫
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
自
ら
の
社
会
認
識
を
創
造
す
る
た
め
の
対
蹠
物
と
し

て
き
た

「閉
じ
た
人
」
と

い
う
人
間
像
の
生
成
過
程

へ
と
接
近
す
る
手
が
か
り

で
あ
っ
た
。
こ
の
手
が
か
り
を
頼
り
に
エ
リ
ア
ス
の
社
会
認
識
は
、
「閉
じ
た
人
」

と
い
う
認
識
を
生
み
出
す
よ
う
な
心
的
態
度
の
変
遷
過
程
が
、
人
間
の
連
鎖
構

造
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
変
遷
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
て
き
た
の
か
を
、
よ
り

長
期
的
な
形
で
捉
え
る
た
め
に
駆
動
し
始
め
る
。
そ
こ
に
生
み
出
さ
れ
て
く
る

の
が

『文
明
化
の
過
程
』
で
あ
る
。
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だ
が

『文
明
化
の
過
程
』
は
、
『
宮
廷
社
会
』
を
単
に

「発
展
」
さ
せ
た
研
究

で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
『宮
廷
杜
会
』
以
後
の
エ
リ
ア
ス
に
拭

い
が
た
い
刻
印
を

残
す
こ
と
に
な
る
、
も
う
ひ
と

つ
の
事
態
に
後
押
し
さ
れ
て
生
み
出
さ
れ
る
。

そ
し
て
エ
リ
ア
ス
の
人
間
像
の
問
題
も
ま
た
、
こ
の
事
態
を
転
換
点
と
し
て
新

た
な
段
階
を
迎
え
る
。
そ
の
事
態
こ
そ
が
、
ナ
チ
ス
の
台
頭
で
あ
る
。

第
四
節

『文

明
化

の
過
程
』
と
「
開

い
た
人

々
」
と

い
う
人
問
像

ー

ナ
チ

ス

・
ド
イ

ツ
を
媒

介

に
し
て
ー

ナ
チ
ス

・
ド
イ
ツ
と

『文
明
化
の
過
程
』
の
関
連
を
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
は

こ
こ
で
の
課
題
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
ま

っ
た
く
無
視
し
て

『文
明
化
の

過
程
』
を
論
じ
る
こ
と
も
ま
た
困
難

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
両
者

の
関
連
の
な
か

で
も
、

エ
リ
ア
ス
の
人
間
認
識
に
と

っ
て
と
り
わ
け
重
要
な

一
点
に
限
定
し
て

考
察
す
る
。

エ
リ
ア
ス
は

『ド
イ

ツ
人
論
』
に
お
い
て
、
ナ
チ
ス

・
ド
イ
ツ
と

『文
明
化

の
過
程
』
と
の
関
連
を
表
す
次
の
よ
う
な

エ
ピ

ソ
ー
ド
を
記
し
て
い
る
。
「あ
る

学
生
の
奨
学
金
の
こ
と
で
、
私
は

一
九
三
二
年
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
労
働
組

合
会
館
で
会
議
し
た
こ
と
が
あ
る
。
会
話
が
と
ぎ
れ
た
と
き
、
私
は

『武
装
し

た
連
中
に
攻
撃
さ
れ
る
と
し
た
ら
、

こ
の
労
働
組
合
会
館
で
自
分
を
守
る
た
め

に
ど
う
い
う
予
防
策
を
講
じ
た
だ
ろ
う
か
?
』
と
尋
ね
て
み
た
。
こ
う
質
問
す

る
と
、
み
な
黙

っ
て
し
ま

っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
や
や
激
し
い
討

論
が
始
ま

っ
た
が
、
そ
れ
を
見
て
、
参
加
者
の

一
部
の
人
た
ち
が
ず

っ
と
前
か

ら
意
識
の
背
後

に
な
か
ば
隠
し
て

い
た
考
え
を
私
が
述
べ
た
の
が
分
か
っ
た
。

し
か
し
そ
の
人
た
ち
は
、
そ
の
考
え
が
示
唆
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
口
に

出
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
可
能
性
は
日
常
生
活
の
調

子
と
大
き
く
食

い
違

っ
て
お
り
、
日
常
生
活
の
歩
み
が
終
わ
り
か
け
て
い
る
事

実
を
認
め
る
の
は
恐
ろ
し
い
こ
と
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う

い
う
出
来
事
は

ま

っ
た
く
起
こ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
声
も
少
し
あ

っ
た
。
歴
史
に
お
け
る

一

種
の
摂
理
に
よ
っ
て
、
『理
性
』
と
見
ら
れ
る
も
の
の
ほ
う
が
反
動
に
対
し
て
必

ず
勝
利
を
収

め
る
、
と

い
う
そ

の
人
た
ち

の
確
信

は
揺
ら
が
な
か

っ
た
」

(
貴

卜⊃
り
O
-bの
り
一
旧二
亠
ハ
一二
)
。

エ
リ

ア

ス
が

二

十
世

紀

前

半

の
ド
イ

ツ
に
お

け

る

ナ

チ
の
興
隆
を
め
ぐ

っ
て
着
目
し
た
問
題
の
ひ
と

つ
、
そ
れ
は
ナ
チ
ス
の
台
頭
を

眼
前
に
し
な
が
ら
も
、
ナ
チ
の
台
頭
お
よ
び
彼
ら
の
主
張
す
る
大
量
虐
殺

の
現

実
化
を
予
見
し
よ
う
と
し
な
か

っ
た
ド
イ

ツ
内
外
の
人
々
の
認
識
や
思
考
で
あ

っ
た
。

な
ぜ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
は
、
ナ
チ
ス
の
台
頭
を
予
見
し
よ
う
と
し
な
か

っ

た
の
か
。
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
行
為
の
現
実
化
を
主
張
し
て
い
た
の
が
ナ
チ
ス

で
は
な
く
、
自
分
た
ち
が

「彼
ら
」
と
考
え
る
人
々
ー

す
な
わ
ち

「我

々
」

の
行
動
様
式
か
ら
は
遠
く
隔
た

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
人
々
ー

で
あ

っ
た
な
ら
ば
、
「彼
ら
な
ら
や
り
か
ね
な
い
」
と
人

々
は
考
え
る
で
あ
ろ
う
し
、

そ
れ
は
あ
る
形
に
お
い
て
理
解
の
範
疇
内
に
置
か
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
に
と

っ
て
ナ
チ
を
含
め
た
ド
イ
ツ
の
人
々
は
、
「彼
ら
」
と
い

う
よ
り
も

「我
々
」
と
し
て
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
、
自
ら
と
比
較
的
同
様
の

行
動
様
式
を
備
え
て
い
る
は
ず
の
人
々
で
あ

っ
た
。
そ
う
し
た
人
々
が
多
分
に

空
想
的
と
思
わ
れ
る

ユ
ダ
ヤ
人
殺
戮
を
主
張
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ

を
実
行
に
移
す
は
ず
が
な
い
。
早
晩
、
現
実
的
な
利
害
は
空
想
に
妥
協
を
強

い
、

ノルベル ト ・エ リアスと人間像の問題299



や
が
て
彼
ら
は
自
ら
の
問
題
を
多

少
な
り
と
も
自
分
た
ち
に
不
利
に
な
ら
ぬ
よ

う
な
形
で
判
断
し
処
理
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
う
考
え
た
多
く
の
人
々
に
お
い

て
、
大
量
虐
殺
の
現
実
化
は
予
期
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
ナ
チ
ス
に
向
け
ら
れ
た
ド
イ
ツ
内
外
の
人
々
の
認
識
の
基
底
に
エ
リ
ア

ス
が
見
て
取

っ
た
も
の
、
そ
れ
は
人
間
性
に
お
け
る
相
違
な
り
変
容
な
り
を
暗

黙
に
は
認
め
つ
つ
も
、
究
極
的
に
は

「理
性
」
的
に
認
識

・
思
考
し
、
行
動
す

る
存
在
と
捉
え
る
認
識
で
あ
る
。
要
す
る
に
エ
リ
ア
ス
は
、
宮
廷
社
会
に
向
け

ら
れ
た
視
線
同
様
、
人
間
を

「閉
じ
た
人
」
と
し
て
捉
え
る
認
識
を
そ
こ
に
見

出
し
た
の
で
あ
る
。

だ
が
ナ
チ
ス
に
お
い
て
み
ら
れ
た
認
識
や
思
考
、
行
動
は
、
な
に
を
も

っ
て

冷
静
さ
を
欠

い
た
現
実
的
で
は
な

い
も

の
と
さ
れ
る
の
か
。
こ
う
し
た
反
応
に

は
あ
る
種
の
認
識

・
思
考
、
行
動

に
対
し
て
、
半
ば
自
動
的
に
不
快
感
を
抱
く

よ
う
な
独
特
の
心
的
態
度
が
作
用

し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
の
独
特
の
心

的
態
度
を
、
人
間
に
と

っ
て
普
遍
的
な
も
の
と
自
明
視
す
る
と
こ
ろ
に
、
ナ
チ

ス
の
台
頭
を
看
過
す
る
認
識
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
エ
リ
ア

ス
は
、
自
ら
が
ナ
チ
ス
の
台
頭
か
ら
導
き
出
し
た
問
題
を
次

の
よ
う
に
規
定
す

る
。
「
つ
ま
り
私
に
現
れ
て
き
た
問
題
は
、
古
代
を
は
る
か
に
凌
い
で
い
る
人
間

性
の
基
準
を
表
し
、
そ
れ
に
従

っ
て
国
家
社
会
主
義
者

の
よ
う
な
行
動
、
あ
る

い
は
他
の
民
族
に
お
け
る
そ
れ
に
類
し
た
行
動
様
式
に
対
し
て
自
動
的
に
反
感

を
抱
く
人
格
構
造
、
特
に
良
心
や
自
己
の
構
造
の
発
展
を
説
明
し
理
解
し
う
る

よ
う
に
す
る
と
い
う
問
題
で
あ

っ
た
」
(⑦
b
苫
9
五

一
九
)。
手
が
か
り
は
自
ら

の
展
開
し
た
宮
廷
社
会
論
に
あ
る
。
そ
の

「発
展
」
的
展
開
が
誘
発
さ
れ
る
。

こ
こ
に

『文
明
化
の
過
程
』
が
生
み
出
さ
れ
る
。

宮
廷
社
会
か
ら
の
遡
行
に
よ
っ
て
エ
リ
ア
ス
が
着
目
し
た
の
は
、
物
理
的
暴

力
の
独
占
を
生
み
出
し
て
い
く
人
間
の
連
鎖
構
造
の
変
容
過
程
で
あ
る
。
こ
の

暴
力
独
占
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
の
が
、
暴
力
を
凍
結
さ
せ
た
序
列
化
闘
争
で

あ
る
。
こ
の
闘
争
形
態
の
変
容
を
基
軸
と
し
て
人
々
の
生
活
様
式
は
大
き
く
変

貌
す
る
。
時

々
の
序
列
化
闘
争
の
形
態
に
従
い
、
生
活
の
様

々
な
場
面
に
お
い

て
、
あ
る
種
の
衝
動
や
情
感
を
抑
制
し
た
り
隠
蔽
す
る
こ
と
が
人
々
に
要
請
さ

れ
る
。
同
時
に
、
あ
る
種
の
衝
動
や
情
感
の
あ
か
ら
さ
ま
な
発
動
や
開
示
は
、

下
等

.
下
品
な
も
の
と
し
て
貶
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
抑
制
に
対
す
る
感
受
性

を
発
達
さ
せ
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
時
々
の
序
列
化
闘
争
に
よ
り
強
度
に
参
加

し
て
い
る
人
々
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
強
く
要
請
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
人
々
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
自
ら
を
あ
た
か
も
衝
動
や
情
緒
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な

い

冷
静
な
存
在
と
し
て
顕
示
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
例
え
ば
宮
廷
社
会
に
お

け
る
宮
廷
貴
族
の
よ
う
に
。

や
が
て
そ
の
抑
制
は
、
自
己
に
よ
る
半
ば
自
動
的
な
統
御

へ
と
姿
を
変
え
る
。

自
ら
に
お
け
る
あ
る
種
の
認
識
や
思
考
、
行
動
に
対
し
て
は
敏
感
に
羞
恥
心
を

感
知
し
、
他
の
人
々
の
そ
れ
に
対
し
て
は
敏
感
に
不
快
感
を
感
知
す
る
よ
う
な

独
特
の
心
的
態
度
が
生
み
出
さ
れ
る
。
だ
が
そ
の
時
々
に
お
け
る
自
ら
の
心
的

態
度
に
対
す
る
自
明
視
に
よ
り
そ
の
特
異
性
は
明
確
に
意
識
さ
れ
な

い
。
ま
た

そ
れ
が
、
ど
の
よ
う
な
独
特
の
連
鎖
構
造
の
変
容
過
程
を
経
て
構
成
さ
れ
、
支

え
ら
れ
て
い
る
か
と

い
う
こ
と
も
容
易
に
意
識
に
は
の
ぼ
ら
な
い
。
「現
在
わ
れ

わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
比
較
的
安
定
し
た
暴
力
独
占
状
態
と
そ
れ
に
対
応
し
た
暴

力
行
使
の
か
な
り
大
き
な
計
算
可
能
性
に
す

っ
か
り
慣
れ
き

っ
て
い
る
。
そ
の

結
果
そ
れ
ら
が
わ
れ
わ
れ
の
行
動
様
式
や
心
の
構
造
に
及
ぼ
す
影
響

の
意
味
を
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ほ
と
ん
ど
ま
だ
気
づ

い
て
い
な

い
。
も
し
、
わ
れ
わ
れ
の
な
か
や
ま
わ
り
に
あ

る
不
安

の
緊
張
状
態
が
変
わ
れ
ば
、

:
:
わ
れ
わ
れ
が

『理
性
』
と
名
づ
け
て

い
る
も
の
ー

か
な
り
長
期
的
視
野

に
立

っ
て
わ
れ
わ
れ
の
行
動
様
式
を
調
整

し
、
衝
動
を
押
さ
え

つ
け
、
細
分
化
し
な
が
ら
安
定
さ
せ
て
い
る
も
の
ー

が

い
か
に
速
や
か
に
砕
け
散
り
、
あ
る

い
は
崩
壊
す
る
か
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ

ほ
と

ん

ど
意

識

し

て

い
な

い
」

(
§

春
癖
鼻
-心
心
㎝
旧四

亠ハ
亠
ハ
)
。

こ
う

し

た

心

的
態

度
の
変
容
過
程
を
も

っ
て
エ
リ
ア
ス
は
、
「文
明
化
の
過
程
」
と
命
名
す
る
。
宮

廷
社
会
は
、
そ
の
過
程
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
、
そ
し
て
重
要
な
転
轍
機
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
。

だ
が

「文
明
化
の
過
程
」
は
、
決

し
て
人
間
に
お
け
る
衝
動
や
情
緒
の
消
滅

過
程
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
心
的
態
度
に
よ
る
半

ば
自
動
的
な
抑
制
と
隠
蔽
で
あ
る
。

こ
の
意
識
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
独
特
の
心

的
態
度
に
基
づ

い
て
、
何
が
冷
静
な
判
断
な
の
か
、
何
が
妥
当
な
行
動
な
の
か

が
規
定
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
し
ば

し
ば
軽
や
か
に

「正
常
性
」
の
装
い
を
纏

う
こ
と
で
、
理
解
し
難
き

「異
常
」
な
る
も
の
を
生
み
出
し
て
い
く

§
。
例
え

ば
ナ
チ
ス
の
台
頭
を
予
見
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
の
認
識

に
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
。

だ
が
こ
う
し
た
社
会
認
識
は
何
を
生
み
出
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
認
識
に
お

い
て
は

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
「社
会
事
象
と
し
て
の
暴
力
は
、
反
理
性
的
で
は
な
い

ま
で
も
非
理
性
的
と
さ
れ
る
領
域
に
追
い
や
ら
れ
る
だ
け
で
、
実
質
に
は
不
可

解

な

も

の
と

さ

れ

て

い
る

に
す

ぎ

な

い
」

の

で
は

な

い
か

(
貴

卜。
Φ
卜。
"五
五

四
)
。

こ
れ
に
対
し
て
エ
リ
ア
ス
は
言
う
。
ナ
チ
ス
に
み
ら
れ
た
大
量
虐
殺
を
は
じ
め

と
す
る
様
々
な
出
来
事
を

「例
外
的
な
も
の
だ

っ
た
の
だ
と
考
え
て
自
分
を
慰

め
て
は
な
ら
な
い
。
探
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
種
の
蛮
行
を
助
長

し
、
今
後
も
助
長
し
か
ね
な

い
二
〇
世
紀
の
文
明
化
の
状
況
と
、
そ
の
社
会
的

諸

条
件

な

の
で
あ

る
」

(矍

ω
⑩
㎝
-ω
Φ
O
"一二
五

四
)
蠶
。

こ
う
し
た
社
会
認
識
の
転
換
の
た
め
に
必
要
な
の
は
、
他
者
か
ら
隔
絶
し
て

存
在
す
る

「内
面
」
と
い
う
実
感
か
ら
頭
の
中
で
距
離
を
と
り
、
自
ら
の
心
的

態
度
の
独
自
性
や
、
そ
の
刻
印
を
帯
び
た
自
ら
の
認
識
や
思
考
の
形
態
、
行
動

の
様
式
を
、
自
ら
を
含
め
た
人
々
の
連
鎖
構
造
お
よ
び
そ
の
変
容
過
程
の
な
か

で
眺
め
直
す
よ
う
な
想
像
力
で
あ
る
。
こ
う
し
た
想
像
力
を
発
動
す
る
た
め
の

道
具
の
ひ
と

つ
と
し
て
エ
リ
ア
ス
が
提
起
す
る
の
が
、
す
で
に
宮
廷
社
会
論
に

お
い
て
萌
芽
的
に
企
図
さ
れ
て
い
た

「閉
じ
た
人
」
と

い
う
人
間
像
の
転
換

で

あ
る
。

エ
リ
ア
ス
は
自
ら
の
提
示
す
る
人
間
像
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
人
間
は
、

「他
人
と
の
関
係
に
お
い
て
相
対
的
自
律
性
は
多
少
有
し
て
い
る
が
、
決
し
て
絶

対
的
全
体
的
自
律
性
を
持

つ
こ
と
は
な
く
、
事
実
上
は

一
生
涯
に
わ
た

っ
て
終

始
他
人
に
調
子
を
合
わ
せ
、
他
人
に
頼
り
切
り
、
他
人
に
依
存
し
て
い
る
存
在
」

(覊

」
…い
×
<
HH"五
〇
)
で
あ
る
。
人
間
は
自
分
に
起
こ
る
様
々
な
出
来
事
を

様
々
の
形
で
経
験
す
る
。
例
え
ば
有
意
義
な
も
の
や
無
意
味
な
も
の
、
意
味
を

満
た
す
も
の
や
意
味
を
喪
失
さ
せ
る
も
の
と
し
て
。
人
々
が
こ
う
し
た
意
味
を

.
め
ぐ
る
経
験
を
、

い
か
に
他
者
に
対
す
る
自
律
性
を
有
し
た

「内
面
」
に
お
け

る
も
の
と
し
て
実
感
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
ら
は
す

べ
て
、
ー

最
も
典
型
的
に

は
言
語
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
1

同
時
代
の
人
々
の
み
な
ら
ず
、
場

合
に
よ

っ
て
は
過
去
や
未
来
の
人
々
も
含
ん
だ
他
者
に
と

っ
て
ど

の
よ
う
な
意

味
を
持

つ
か
、
も
し
く
は
持

っ
て
い
る
と
自
ら
が
感
じ
る
か
と

い
う
こ
と
に
決
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定
的
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
認
識
や
思
考
、
行
動
が
、
他
の

人

々
に
と

っ
て
ど

の
よ
う
な
意
味
を
も

つ
の
か
は
、
自
ら
を
含
め
た
諸
個
人
の

織
り
な
す
連
鎖
構
造
、
お
よ
び
そ

の
な
か
で
の
位
置
に
よ

っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
、

支
え
ら
れ
て
い
る
。
人
々
の
心
的
態
度
は
、
生
ま
れ
た
そ
の
瞬
間
か
ら
、
こ
の

意
味
の
方
向
づ
け
に
敏
感
に
感
応

し
つ
つ
形
成
さ
れ
る
。
や
が
て
そ
の
心
的
態

度
は
半
ば
自
動
的
に
作
用
す
る
も

の
と
な

っ
て
い
く
。
だ
が
こ
う
し
た
心
的
態

度
の
自
動
化
は
、
心
的
態
度
の
恒
常
的
な
安
定
性
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
人
間
の
織
り
な
す
連
鎖
構
造
や
そ
の
な
か
で
の
位
置
の
変
化
に
つ
れ
て
、

さ
ら
な
る
変
容
を
促
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
そ
の
時
々
に
お
け
る
心
的
態
度
が

い

か
に
普
遍
性
を
有
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
あ

る
連
鎖
構
造
に
お
い
て
の
み
方
向
づ
け
ら
れ
、
構
成
さ
れ
、
支
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
エ
リ
ア
ス
が

『文
明
化
の
過
程
』
「序
論
」
に
お
い
て
提
示

し
た
複
数
形
の
人
間
像
、
「開
い
た
人
々
び
○
巨
器
ω
碧
興
座

で
あ
る
。

『宮
廷
社
会
』
と

『文
明
化

の
過
程
』
と

い
う
二
つ
の
研
究
を
通
じ
て
エ
リ

ア
ス
が
彫
琢
し
た

「開
い
た
人
々
」
と
い
う
新
た
な
人
間
像
、
そ
れ
は
諸
個
人

内
水
準
に
お
け
る
人
格
構
造
の
変
容
を
、
諸
個
人
間
水
準
に
お
け
る
連
鎖
構
造

と
相
関
さ
せ
て
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
人
間
像

の
も
と
に
展
開
さ

れ
る
エ
リ
ア
ス
の
社
会
認
識
は
、
自
ら
が

「閉
じ
た
人
」
と
名
称
し
た
人
間
像

の
問
題
、
ひ

い
て
は
社
会
認
識
に
お
け
る

「個
人
」
と

「社
会
」
の
問
題
を
、

そ
の
生
成
と

い
う
観
点
か
ら
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
り
、
独
特

の
形
で
調
停

へ
と

導

い
て
い
く

の
で
あ
る
。
『文
明
化

の
過
程
』
「序
論
」

に
お
い
て
自
ら
の
研
究

を
振
り
返

っ
た
エ
リ
ア
ス
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
自
ら
の

社
会
認
識
に
お
い
て
人
間
像
の
問
題
と

い
う
隠
さ
れ
た
主
題
が
占
め
る
重
要
な

位
置
に
つ
い
て
、
か
つ
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
語

っ
た
と
き
よ
り
も
明
確
に
認
識
し

023

て
い
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
自
ら
の
社
会
認
識
に
と

っ
て
持

っ
た
意
義
に
つ
い

て
、
過
大
に
で
も
な
く
過
小
に
で
も
な
く
、
慎
重
に
見
定
め
よ
う
と
す
る
エ
リ

ア
ス
の
姿
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「当
研
究
に
は
偏
見
に
と
ら

わ
れ
ぬ
人
間
観
察
と
う
ま
く
合
致
し
、
そ
れ
故
に
、
た
と
え
ば
文
明
化
の
過
程

な

い
し
国
家
形
成
の
過
程
の
問
題
の
ご
と
く
、
古

い
人
間
像
を
基
礎
に
し
て
い

て
は
多
か
れ
少
な
か
れ
依
然
と
し
て
充
分
に
究
明
し
難
い
問
題
、
も
し
く
は
た

と
え
ば
個
人
と
社
会
の
関
係
の
問
題
の
ご
と
く
、
古

い
人
間
像
の
立
場
か
ら
は

そ
の
解
決
の
試
み
も
た
だ
い
た
ず
ら
に
複
雑
な
だ
け
で
、
決
し
て
説
得
力
の
あ

る
も
の
と
は
な
り
得
な
い
問
題

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
容
易
に
す
る
よ
う
な
人
間

像
の
、
少
な
く
と
も
萌
芽
だ
け
は
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」

(§

P
×
<
孟

○
)。

丁 注

 

(2
)

以

下
、
引
用

は
原
書

の
略
記
号

(後
掲

)
と
そ

の
頁

に
加

え
、
邦
訳

の
出
版

さ
れ

て

い
る
著
書
に

つ
い
て
は

、
邦

訳
に
お
け

る
頁
を

記
載
。
な
お

訳
文

は

適
宜
変
更
。

[]
内

は
内
海

の
も

の
。

エ
リ
ア
ス
が
具
体
的

に
ど

の
よ
う

な
契

機
か
ら
人
間
像

の
問
題

に
取
り
組

み

は
じ

め
、
そ
こ
か
ら
実
際

に
ど

の
よ
う

な
個
人
史
的
経
過

を
た
ど

っ
て
自

ら

の
社
会

認
識
を

形
成
し

て
い

っ
た
の
か
と

い
う
問
題

や
、
歴
史
的

・
思
想

史

的
文
脈

の
な
か

に
、

エ
リ
ア
ス
の
社
会

学
的
視
座

の
発

展
を
位
置
づ

け
る
と

い
っ
た

問
題

は
、
本
稿

の
枠
を
越
え

た
課
題

で
あ

る
。
確

か

に
こ
の
課
題

に

関
す

る
手

が
か
り
を
、

い
く

つ
か
見

い
だ
す

こ
と
は

で
き

る
。
例
え
ば

『覚

書
』

に
は
次

の
よ
う
な
文

章
が
み
ら
れ
る
。

「学
位

に
向
け

て
の
研

究
の
過
程

に
お

い
て
、
す

で
に
私
は
思
想
と

い
う

も
の
を
、
人
間

が
現
実

に
他

の
人

々



(3
)

(4
)

と

共
に
生
活

せ
ず

、
彼
ら
か
ら
何
も

学
ぶ
こ
と
な
く
完
全
な

人
間
に
な
る
と

す

る

『知
識

の
主

体
』
と

い
う
伝
統

的
観
念

か
ら
始
め
た

の
で
は
、
人
間
世

界

の
多

岐

に
わ
た

る
側
面
と
そ
れ
ら

の
問

の
関
係
を
頭

の
な

か
で
把
握

す
る

こ
と

は

で
き
な

い
と
考
え

て

い
た
。
私

は
疑

い
も
な
く
社
会
生
活
自
体

の
私

の
経
験

を
通
じ

て
こ
の
認
識

へ
と
た
ど
り
着

い
た
。
例
え
ば
戦
争

に
お

い
て

で
あ

る
。

本

か

ら

の
知

識

が

そ

の
中

心

を

な

し

て

い
る

の

で
は

な

い
」

(恥
9
一
ω
一
)。
だ

が
本
稿

の
課
題
は
、
あ
く
ま
で

エ
リ
ア
ス
に
お
け
る
特
徴
的
な

社
会
認

識
と
人
間
像

の
問
題
と

の
関
連
を
明

ら
か
に
す

る
こ
と

に
限
定

さ
れ

て

い
る
。
本
稿

の
幾

つ
か
の
箇
所

で
は
、

エ
リ
ア

ス
の
各
著
作

の
執
筆

順
序

お
よ
び

エ
リ

ア
ス
の
概
念

の
明
示
さ
れ
た
時
期

が
意

図
的

に
無
視
さ
れ

て

い

る
。
念

の
た
め

一
言
。

エ
リ

ア
ス
の
経
歴

や
著
書
出
版

の
経
緯

に
関
す
る
詳
細
な
事

情
に

つ
い
て
は
、

ζ

Φ
ロ
コ
Φ
=

(
一
㊤
◎。
O
)
、

O
o
ロ
ω
σ
一〇
ヨ

(
一
8

。。
)
、

囚
ユ
Φ
冨

昌

(
一
8

。。
)
、

ζ
Φ
薹

Φ
=

(
一
8
Qo
)
を
参

照
の
こ
と
。
ま
た
、

エ
リ
ア

ス
と

ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の

や
り
取
り

の
経
緯

に

つ
い
て
は
、
困
ユ
爵

①
コ

(一
り
り
Qo
)

に
お

い
て
言
及
さ
れ

て

い
る
。

「
発
展
」

の
問
題

に
取
り
組

ん
だ

人

々
に

つ
い
て

エ
リ
ア

ス
は
、
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。
彼
ら
は

「過
去

に

つ
い
て
の
社
会
学

的
な
諸
問
題
を
追
求

し
た
の
で
あ
り
、
歴
史
的
な
諸
問
題
を
追
求
し
た
の
で
は
な
か

っ
た
」
。
と
こ

ろ
が

「
こ
の
相
違

を
も
は

や
適
切

に
理
解
せ
ず
、
現
代
と

い
う

狭
く
限
定
さ

れ
た
知
識
と

関
心
を
も

つ
後

の
世
代

の
人

々
は
、
過
去

の
様

々
な
社

会
構
造

や
よ
り
初
期

の
段

階
に
あ

る
社
会
学

的
な
諸
問
題

に
対
す

る
こ
う

し
た
関
心

に
対

し
て
、
『
歴
史
社
会

学
』

と

い
う
名
称
を
与
え
た
。

そ
れ
は
し
か
し
、
誤

っ
た
名
称

で
あ

る
」

(⑦
9
一刈
ω
山
謹

)
。

こ
う

し
た
言
葉

に
、

エ
リ
ア

ス
自
身

の
位

置
づ
け
も
見

て
取
る

こ
と
が

で
き

よ
う

。
な
お

こ
の
問
題

へ
の

エ
リ
ア

ス
の
取
り
組
み

に
お

い
て
、
「
『発

展
』

の
概
念

に
機
械
的
必
然
性

の
表
象
も

し
く
は
目
的
論
的

目
的
追
求

の
表
象
を
結
び

つ
け
る
形
而
上
的
諸
理
念
と
は
、

(
5
∀

(6
)

訣
別
す

る
」

こ
と
が
意

図
さ

れ

て

い
る

こ
と

も
付

け
加
え

て
お

く

(
℃
N
N
"

×
…心
)
。

「
一
九

二
ニ
ー

二
四
年
」
と

は
、

エ
リ

ア
ス
が
ブ
レ

ス
ラ
ウ
大
学

の
哲
学
者

リ
ヒ

ャ
ル
ト

・
へ
ー

ニ
ヒ
ス
バ

ル
ト

の
も
と

で
、
哲

学

の
学
位
論
文

「
観
念

と
諸
個
人
-

歴
史
概
念

の
批
判

的
検

討
l
l

H
α
Φ
Φ
¢
口
Ω
H
巳

一く
薤
∈

B
」

を

書

い
て
い
た
時
期

に
あ

た
る
。

そ
の

一
部
は
、
O
o
ロ
ωσ
一〇
ヨ

(
一8

00
)
に

収
録

さ
れ

て
い
る
。

『文
明
化

の
過
程
』
と

『諸
個
人

の
社
会
』
収
容

の
論
文

「諸

個
人
の
社
会
」

の
関
係

に

つ
い
て
。
両

テ
キ

ス
ト

は
、
ほ
ぼ

同
時
期

に
執

筆

さ
れ

て
い
る
。

エ
リ
ア

ス
自
身

が
言
う
よ
う

に
、

「実

際
、

『諸

個
人

の
社

会
』

の
草
稿

は
、

そ
の
本

[『
文
明
化

の
過
程
』
]

の
第
二
巻

に
含
ま

れ
て

い
る
包
括
的
な

理
論

の

一
部
を
な
す
予
定
で
あ

っ
た
」
。
し
か
し
続

け
て

エ
リ
ア
ス
は
次

の
よ
う

に

述

べ
て
い
る
。
「
し
ば

ら
く
の
問
研
究

し
た
後
、
私

に
は
次

の
よ
う

な
こ
と
が

明
ら

か
に
な

っ
て
き

た
。
社
会
過
程

に
対
す
る
個
人

の
関
係

の
問
題
は

、
ふ

た

つ
の
主
題

が
密

接
に
関
連
し

て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

、
文

明
化

に

つ
い

て
の
著
書

の
枠
を
混
乱
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
」

(
Q
舘

9
=
)
。

そ

れ
は
な
ぜ
か

。
多

少
、
本
稿

の
論
点
を

先
取
り

す
る

こ
と
に
な

る
が
、

こ
こ
で
こ
.の
問
題

に

つ
い
て
言
及
し

て
お
く
必
要
が
あ

る
。
確

か
に

『文
明

化

の
過
程
』

は
、

「
閉
じ
た
人
」
と
呼

ぶ
人

問
像

の
生
成
過
程
を

説
明
す

る
。

し
か
し
そ

こ
に
ひ
と

つ
の
問
題
が
あ

る
。

そ
れ
は

『
文
明
化

の
過
程
』

で
の

議
論

に
基
づ
く
限
り
、

「閉
じ
た
人
」
と

い
う
認
識
か
ら
逃
れ

る
こ
と
は
容
易

で
は
な

い
と

い
う
障
害

で
あ

る
。
な
ぜ
な

ら
、

人
間

の
心
的
態

度
が
自
己
統

御
と

い
う
性
格
を
顕
著

に
し
て

い
く

こ
と

に
よ
り

生
じ

て
き
た

人
間

の

「内

面
」

と

い
う
実
感
は
、

「自
然
」
を

「外
部
世
界
」
と
し

て
認
識
す
る

こ
と

に

よ

っ
て

「自
然
科
学
」

の
急

激
な
発
達
を
促
進

し
た
。
そ
し

て

「社
会

」
も

ま
た
、
人
間

の

「内
面
」

か
ら
切
り
離
さ
れ
た

「外

部
世
界
」
と

し
て
認
識

さ
れ
る
こ
と

に
よ

っ
て

「社
会
科

学
」
と
言
わ
れ

る
学

問
領
域
を
生

み
出
し

一ノル ベ ル ト ・エ リア ス と人 間像 の 問 題303



て
き
た

の
で
あ
る
。
な
ら
ば

こ
う

し
た
学

問
領
域

の
発
達
を
促
し
た
人
間

の

「内

面
」
と

「
外
部
世

界
」

の
分

離
を
自
明

視
す

る
自

己
経
験
は

、
「
社
会
」

の
認
識

に
さ

い
し

て
必
要

不
可
欠
な
自
己
経

験
で
あ
る
と
言
え

る
。

に
も

か

か
わ

ら
ず

エ
リ

ア
ス
は
、

こ
う

し
た
自

己
認

識
か

ら
生

み
だ

さ
れ

て
き

た

「閉

じ
た

人
」
と

い
う
人

間
像

が
、

「社
会
」

の
考

察
を
困
難

に
す

る
諸
問
題

を
生

み
出
す

と
す
る

の
で
あ

る
。
な
ら
ば
ど

の
よ
う

に
し

て

「内
面
」

の
実

感
か
ら
逃

れ
よ
う
と
す

る
の
か
。
そ

の
実
感
を
ー

も
し
可
能

で
あ

る
と

し

て
1

除
去
し
た

の
で
は
、

「社
会
」
を
そ
れ
自
体

の
秩
序
を
有

し
た
も

の
と

し

て
捉
え

る
こ
と
は

で
き

な

い
。

そ
れ
ら
を
誤
り

で
あ
る
と
指
摘
し
た
だ
け

で
は
、
路

頭
に
迷
う
だ
け

で
あ
る
。
人
間

「社
会
」

を
考

察
す
る
さ

い
の
源

泉
と
な

る

一
方
で
、
そ

の
考
察
を

困
難

に
す

る
諸

問
題
を

生
み
出
す
源
泉
を

な
し

て
き
た

と

い
う

「内
面
」

の
二
面
性
は

、

エ
リ
ア

ス
が

『文
明
化

の
過

程
』

に
お

い
て
行

っ
た
研
究

と
密

接

に
関
わ

る
と
と

も
に
、
そ

の
枠

に
収
ま

り
き

ら
な

い
可
能
性
が
あ
る
。

「閉
じ
た
人
」
と

い
う

人
間
像
か
ら
距
離
を
お

く
た
め

に
必

要
な

の
は
、
認

識
や
思
考
、
知
識

や
概
念

の
発
達
を
射
程

に
収

め
た
形

で

「文

明
化
」
論
を

さ
ら
に
彫
琢
す

る
こ
と

で
あ

る
。
そ
れ
は

『
文

明
化

の
過
程
』

に
お

い
て
取
り
あ

げ
た
時
間
枠

に
と

ど
ま

ら
ず
、
よ
り
長
期

に
わ
た

る
時

間
軸
に
沿

っ
た
考
察

を
必
要
と
す

る
。

エ
リ
ア

ス
に
と

っ
て
こ

の
方
向
づ
け
を

『文

明
化

の
過
程

』

の
枠
内

で
行
う

の
は
ま
だ
時
期
尚
早

で

あ

る
と
思
わ

れ
た
の

で
あ

ろ
う
。

こ
れ
が
人
間
像
を

め
ぐ

る
問
題

が

『文
明

化

の
過
程
』

か
ら
姿
を
消
し
た
理
由

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し

て

『文

明
化

の
過
程
』
以
降

に
お
け
る

エ
リ

ア
ス
の
社
会
認
識

の
展

開
は
、
例
え
ば

『参

加
と
距
離
化
』

に
収
め
ら
れ
た

二
編

の
論
文

(お
よ
び

二

つ
の

「断
章
」
)
や

『
諸
個
人

の
社
会
』

に
収

め
ら
れ
た

五
篇

の
論
文

に
お

け
る
焦

点

の
推
移
、

『時
間

に

つ
い
て
』
、
『
シ
ン
ボ

ル

・
セ
オ
リ
ー

9
§

ぴ
o
丶

§

Φ
o
琶

と

い

っ
た
著
書
、
そ
し

て
本
稿

の
最
後

で
言
及
さ
れ
る

エ
リ

ア
ス

独
自

の
人
間
像

「開

い
た
人

々
」

の
提

示
な
ど
と
し

て
現

れ
て

い
く
こ
と
に

(7
)

(8
)

(9
)

な
る
。
特
に

『
参
加
と
距
離
化

』
と

『
時
間

に

つ
い
て
』

に
お

い
て
、

エ
リ

043

ア

ス
は
副
題

に
わ
ざ
わ
ざ

「
知
識
社

会
学
」
と

い
う
名
称

を
用

い
て

い
る
。

な
お
、

エ
リ

ア
ス
に
お

け
る

「
知
識
社
会
学
」

に
言

及
し

て
い
る
も

の
と
し

て
、

臼
本

に
お

い
て
は
澤
井

(
一り
り
α
)
が
あ
る
。

エ
リ
ア

ス
の

「
閉
じ
た
人
」
と

い
う

人
間
像

の
問
題
を

、
本
稿

の
よ
う

に

エ

リ
ア
ス
研
究
と

い
う

文
脈

に
囚

わ
れ
る
こ
と
な
く
、
社
会

思
想
的

・
社
会

学

的
に
論

じ
た

興
味

深

い
研

究
と

し

て
、

日
本

で
は
奥

村

(
一
り
り
心
)
、
石

井

(一
り
O
。。
)
、
海
外
で
は
ζ
仁
oゴ
Φ
ヨ
三
①
α
(一り
◎。
Q。
)、
○
ロ
け蕁
ヨ

(一
り
。。
Φ
)

な
ど

が

あ

る
。

こ
こ
に
、
あ

く
ま
で
本
稿

の
枠
を
越
え

た
問
題
が
見

ら
れ
る
。
ド
イ

ツ
、
広

く
は

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
知
的
伝
統

に
対
す

る

エ
リ

ア
ス
の
反
応

は
、

一
九
世
紀

中
葉

か
ら
二
〇
世
紀
初
頭

に
か
け

て
の
思
想

史
的
文
脈
と

の
結
び

つ
き
を
無

視
し

て
は
理
解
す

る
こ
と
は
で
き
な

い
。
例
え
ば
厚
東

(一
Φ
OQ
㊤
)
は

、
こ
の

文
脈

の
な
か
で
成
立

し

て
く

る
社
会
学
前
史

、
さ
ら

に
は
社
会

学

の
創
設
者

た
ち

に
、
孤
立

的
個
人
像

の
問
題

へ
の
着

目
を
見
出
し

て

い
る
。

し
ば

し
ば
言

わ
れ
る
よ
う

に
、

エ
リ
ア
ス
研
究
に
お

い
て
大

き
な
障
害
と

な

る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
書

の
出
版
経
緯
と

エ
リ
ア
ス
に
よ
る
加
筆

で
あ

る
。

こ
れ
は

『
宮
廷
社
会
』

に

つ
い
て
と
り
わ
け
当

て
は
ま

る
。

『宮
廷
社
会
』

の

原
型
は
、
本
来

エ
リ

ア
ス
が

一
九
三

三
年

に
教
授
資
格
論
文

と
し

て
書

い
た

「宮
廷
人
ー

宮
廷

・
宮
廷
社
会

・
絶
対
王
政
の
社
会
学
の
た
め
の
論
考
1

⊥

で
あ
る
。
だ
が
三
〇
年
後
の
出
版
に
際
し
て
、
冒
頭
の
序
論

「社
会
学

と
歴
史
学
」
と
補
筆

二
篇
が
加
え
ら
れ

た
だ

け
で
な
く
、
お

そ
ら
く
本
文

の

方
に
も
何
カ
所
に
も
わ

た
る
加
筆

・
修
正
が
加

尺
ら
れ

て
い
る
と
思
わ
れ

る
。

本
稿

で
は
、

問
題
設
宀疋
上
、
そ
う
し
た
加
筆

・
修
正

に

つ
い
て
の
厳
密
な
検

討
が
不
可
欠

で
は
な

い
と

の
判
断

に
基
づ
き

、
こ
う

し
た
検
討

は
行

っ
て

い

な

い
こ
と
を

断

っ
て
お
く
。
加
筆

・
修
正

の
詳
細

に

つ
い
て
は
、
注

(
1
)

に
挙
げ

た
文
献
を
参
照

の
こ
と
。



(
10
)
こ
う

し
た

問
題

は
、
例

え
ば
社

会

認
識

に
文
学

や
芸

術
な
ど

の

い
わ

ゆ
る

「文
化
」

的
領
域

を
取
り
込
も
う

と
す

る
場
合

に
最
も
先

鋭
に
現
れ

る
。

こ
う

し
た

説
明
し
が
た

い
と
さ
れ

て
き

た
現
象

へ
の
エ
リ

ア
ス
の
着

目
に
、

ハ
イ

デ
ル
ベ
ル
ク
時
代

の
指
導

教
官

ア
ル
フ
レ
ー
ト

・
ヴ

ェ
ー
バ
ー
と

の
親

近
性

を
見

い
だ
す
こ
と

は
無

理

で
は
あ

る
ま

い
。

エ
リ

ア
ス
は
単

に

「文

明
化

の

過
程
」
と

い
う
概
念
を

ア

ル
フ
レ
ー
ト

か
ら
転
用
し
た
だ
け

で
な
く

、
説
明

し
が
た

い
と
さ
れ

て
き
た

現
象

へ
の
着

目
も

ま
た
引
き
継

い
だ
と
言
え

る
か

も
し
れ
な

い
。

し
か
し

同
時
に

こ
の
相
続

の
内

実
に

こ
そ
、
両
者

の
社

会
認
識

の
大
き
な

隔
た
り

が
見

い
だ
せ
る
。

最
大

の
相
違
は

、
ア
ル

フ
レ
ー
ト

に
お
け

る

「文

明
」

と

「文
化
」

と

の
対
置
を

、

エ
リ

ア
ス
が
受

け
継
が
な
か

っ
た
点

に
あ

る
。

ア
ル
フ
レ
ー
ト
は

「文
明
過

程
」

と

「文
化

運
動
」
を
区
別
し
、
前
者

を

「
合
目
的

な
、
有
用
な
現
存
形
態

を

い
ろ
い
ろ
と

つ
く
り
あ
げ
る
技
術
的

な
手

段
」

に
お
け
る
普
遍
的
な
発

展
と
し
、
後
者
を
時
代

・
社
会
に
依

る
固

有

性
を
も

っ
た

「
物
的

に
、
精
神

的
に
存

す
る
現
存
実
態

の
な
か
で
魂
が
そ

の
都
度

つ
く

る
表

現

の
形
態

、
救

い
の
形
態
」
と
規
定
す

る
。

エ
リ
ア
ス
は
、

こ
う

し
た

ア
ル

フ
レ
ー
ト
の
社
会

認
識
に

つ
い
て
次

の
よ
う

に
言
う
。

「
い
ま

で
は

ア
ル

フ
レ

ー
ト

・
ヴ

ェ
ー

バ

ー

の
著

作

に
お

い

て
、
私

達

は
文

化

さ

丶貯
㌧
の
概
念

を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。

そ
れ
は
事

実
に
基
づ
く
議
論
に

よ

っ
て
十
分
補
わ

れ
て

い
る
が
、

同
時

に
感
情

に
訴
え

る
象
徴

と
し
て

の
意

義
を
も

っ
て
お
り

、
ま
た
そ
れ
自
体
は

ト
ー

マ
ス

・
マ
ン
の
文
化

概
念

と
同

じ
伝
統

に
立

っ
て
い
た
」

(硫
9
一ω
O
)
。
こ
う

し
た
ア
ル
フ
レ
ー
ト

の

「
文
化
」

概
念

に
対

す

る
エ
リ
ア
ス

の
非
共
感
は
、

の
ち
に

『文
明
化

の
過
程
』

の
第

一
部

「
『
文
明
化
』
と

「
文
化

」
と

い
う
概
念

の
社
会
発
生

に

つ
い
て
」

(と

り
わ
け
第

一
章

「ド

イ
ツ
に
お
け

る

『文
化
』

と

『
文
明
化
』

の
対
立

の
社

会
発
生
に

つ
い
て
」
)
に
お

い
て
発

展
的

に
解
消
さ
れ

て
い
く
。

余
談
な

が
ら
、
こ

の
両
者

の
相
違

を
考
え
る
場
合
、
当

然

エ
リ

ア
ス
の
ユ

丶

ダ

ヤ
人
た

る
出
自

の
問
題
は
重
要

に
な
ろ
う

。

二
〇
世
紀

初
頭

の
知
識

人
と

ユ
ダ
ヤ
人
と

い
う

出
自
の
関
連

の
問
題

は
す

で
に
様

々
に
論

じ
ら
れ

て

い
る
。

だ
が
、
ま
だ

エ
リ
ア

ス
に

つ
い
て
の
言

及
は
多

く
な

い
。
数
少

な

い
言
及
者

の
ひ
と
り
で
あ
る
日
冨
く
霞
ω
o

(一
Φ
8
)
は
、

エ
リ

ア
ス
を

「反

ユ
ダ
ヤ
主
義

の
た

め

ユ
ダ
ヤ

の
ア
イ
デ

ン
テ

ィ
テ
ィ
に
戻

っ
た

『
出
戻
り

の
ユ
ダ

ヤ
人
』

と

で
も
称
せ

ら
れ

る
者
」

の
リ

ス
ト

の
な

か
に
並

べ
て
い
る
。

エ
リ

ア
ス
は

生
前
、
自

ら

の
政
治
運

動

へ
の
関
わ
り
を
否

定
し

て

い
た

に
も
関
わ

ら
ず
、

最
近
、
学
生
時
代

の

エ
リ
ア

ス
が
シ
オ

ニ
ズ

ム
運

動
に
関
わ

る
な
か
で
書
か

れ
た
論
文

が
発
見
さ
れ
た

(ζ
①
暮

Φ
一一

一
⑩
り
◎。
)
。

こ
う

し
た
こ
と
を
考
え
合

わ
せ
る
と
、

エ
リ

ア
ス
と

ユ
ダ
ヤ
人
と

い
う
出
自
を

め
ぐ

る
問
題

は
、
極
め

て
興
味
深

い
問
題

で
あ

ろ
う
。

こ
の
問
題

へ
の
先
駆

的
取
り
組

み
と

し
・て
、

日
本

に
お

い
て
は
坂

(一
Φ
O
Q。
)
が
あ

る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ド
イ

ツ
人

で
あ
り

な
が
ら

「
文
化
」
と

「文

明
化
」
と

の
間

の

ド
イ

ツ
的
対

置

と

い
う

流

れ

に
棹

さ

し
、

わ
ざ

わ
ざ

「
文

明

化

靆
ミ

駐
ミ
ご
b
」
を
自

ら
の
研
究

の
中
心

的
概
念

と
し

て
用

い
た

エ
リ
ア

ス
の

独
自
性

は
、
想
起
さ
れ

て
し
か

る
べ
き

問
題
で
あ

る
。

こ

の
ド
イ

ツ
語

に
お

け

る

「文
明
化
」

と

「
文
化
」

の
対

置
と

い
う
問
題
が
、

エ
リ

ア
ス
の
社
会

認
識

に
お

い
て
有

し
た
重
要
性

に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め

て
論
じ
た

い
。

(11
)
本
稿

で
は
、
『宮

廷
社
会
』

に
お

い
て
展
開

さ
れ
た

「発
展
」

の
問
題
を

、
特

に

「閉
じ
た
人
」
と

い
う

認
識

の
生
成

に
限

定
し

て
論
じ

て

い
る
。
ゆ
え

に

こ
こ

で
は
第
七
章

「全
社
会

的
権
力
移
動

の
関
数

と
し

て
の
フ
ラ

ン
ス
宮
廷

社
会

の
成
立
と
変
遷
」

に
お

い
て
展
開
さ
れ

た

「
発
展
」

の
問
題

に

つ
い
て

は
言
及
し
な

い
。
ち

な
み
に
、
こ
れ
ら

『宮
廷
社
会

』

の
第
七
章

と
第
八
章

が
、

そ
れ
ぞ

れ

『文

明
化

の
過
程

』

に
お
け

る

「
国
家
形

成

の
過
程
」

と

「文

明
化

の
過
程
」
と

い
う
議
論

に
繋
が

っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

(12

)
戦
後

に
お

い
て
も
、
こ
れ
と
同
様

の
現
象

が
生
み
出
さ
れ

て
い
く
。

ナ
チ

の

帰
結

と
し

て
生
じ
た

「計
画

的
で
冷

酷
な
組
織
的
大

量
虐
殺
」
と

い
う
事

実

ノルベ ル ト ・エ リアス と人間像 の問題305



(13
)

に
直

面
し
た
人

々
の
多

く
は
次

の
よ
う

な
問
題

を
生

み
だ

し
た
。

「
二
〇
世
紀

の
最
高

の
や
り

方
と
も

い
う

べ
き

、
合
理
的
と

い
う

よ
り
も

科
学
的
な
仕
方

で
、
昔

の
粗
暴

な
野
蛮

へ
の
後
退
と

も
思
わ
れ
る
企

て
を
計

画
し
、
そ
れ
を

実
行
に
移
す
と
い
ー

人
数
の
違
い
を
無
視
し
て
、
死
ん
だ
奴
隷
に
も
人

間
存

在

の
資
格
を

認
め
る
な
ら
、
昔

の
ア

ッ
シ
リ

ア
や
ロ
ー

マ
な
ら
あ
り
え

た
か
も
し
れ

な

い
ー

よ
う
な

こ
と

が
、
ど
う
し

て
起

こ
り

え
た

の
だ
ろ
う

か
?
」

(⑦
匐
ω
⑩
癖
…一二
五
二
)
。
ナ
チ

ス
が

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
入

々
に
突
き

つ
け
た

問
題

、
そ
れ
は
単

に
不
快
感
を
呼
び
起

こ
す
よ
う
な

ナ
チ
の
行

っ
た
行
為

そ

の
も

の
の
問
題

で
は
な
か

っ
た
。

そ
れ
は
自
分
た
ち
と
同
様

と
思

わ
れ
て

い

た
人

々
の
行
為

が
、
自
分
た
ち

の
掲

げ
る
行
為
基
準
か
ら
あ

ま
り

に
か
け
離

れ

て

い
た
こ
と

が
は
ら
む
問
題

で
あ

っ
た

。
そ
れ
が
要
請

し
た
の
は
、
少

な

く
と
も

自
ら

の
生
き

る
社
会
が
ナ

チ
に
類

し
た
人

々
を
生

み
出
し
う

る
こ
と

を
認
識

す
る

こ
と

で
あ

り
、
究
極
的

に
は
自

ら
も
ま
た
ナ

チ
に
類

し
た
行
為

を
な

し
う

る
と
認
識
す

る
こ
と

で
あ

る
。
だ

が
そ
れ
は
容
易

で
は

な

い
。

こ

こ
に
人

々
が
導
き
出

し
た
説
明
は
、

ナ
チ
ス

の
行

為
を
自
分
た
ち
と

は
違
う

一
部

の
狂
信
的
な
人

々
1

つ
ま
り

「彼

ら
」

と
し

て
カ

テ
ゴ
ラ
イ
ズ

さ
れ

る

一
部

の
人

々
1

に
よ

っ
て
引
き
起

こ
さ
れ
た

、
自

ら
と

は
無
関
係
な

、

人
間

に
と

っ
て
の
特
殊
な
出
来

事
、

「正
常
」

で
は
な

い
現
象
で
あ

っ
た
と
す

る
説
明

で
あ

っ
た
。

「
こ
う

い
う
説
明
は
、
そ
れ

に
類
し
た
こ
と
が
再
び
起

こ

る
と

か
、
そ
う

い
う

野
蛮

な
こ
と
は
現
代
産
業
社
会

の
構
造

に
内
在

し
て

い

る
傾
向

に
由

来
し

て

い
る
も

の
か
も
し
れ
な

い
と

い
う

つ
ら

い
思

い
か
ら
守

っ
て
く
れ
る
。
そ
れ
が

一
種

の
慰

め
を
与
え

る
の
だ
」

(⑦
黛

ω
O
経

二
五
三
)
。

エ
リ

ア

ス

に
お

け

る

「
文

明
化

と

暴

力
」

の
問

題

に

つ
い

て
は

、
内

海

(一
8

0Q
)

に
お

い
て
筆
者

の
解
釈
を

示
し
て

い
る
。
な
お
本
稿
は
、
先
の
論
文

に
お

い
て
提

示
し
な
が

ら
も

充
分
に
論
じ

る
こ
と

の

で
き

な
か

っ
た
人
間
像

の
問
題
を
、
中
心
に
据
え
直

し
て
議
論

し
た
も

の
で
あ
る
。

【
略
記
号
】
本
稿
で
引
用

・
言
及
し
た
エ
リ
ア
ス
の
著
作
、
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ

の
省
略
記
号
ば
以
下
の
と
お
り
。

竃

11
蓼

臼
Φ
ミ

§

織
臣

無
碧

賦
幾

§
軸

一
〇
。。
ω
"
ω
9

同惹

ヨ
ロ
・
(波
田
節
美

・
道
旗

泰
三
訳
、
『参
加
と
距
離
化
』
、
法
政
大
学

出
版
局
、

㎝
九
九

一
。
)

葫

"
§

Φ
丶
ミ
Φ
穿

ω
恥
臼
寄
青

魁
Φ
丶
勲

Φ
さ
Φ
旨
栽
魯

し

8

㎝
℃
国
σ
ま

爵
爵

Q。
¢
ぼ

訂

ヨ
P

(中
井
実
訳
、
「
死

に
ゆ
く
者

の
孤
独
」
、

『死

に
ゆ
く
者

の
孤

独
』
、
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      Norbert Elias and the Problem of Human-Images 

                       Hirofumi UTSUMI 

   In 1969, Norbert Elias' "Uber den Prozess der Zivilisation (The Civilizing Process)" was republished 

in Germany. It was trigger to acknowledge and revaluate the works of Elias. In the "Introduction" that 

was freshly written at this time, Elias said that 'The discussion of this image of man serves in the first 

place to improve understanding of the ensuing study of the civilizing process'. 
   This paper mean to be a basic research to determine the position and substance of the problem of 

human-images in the works of Elias. I insist on following things in this paper. The problem of human-

image, that one named 'homo clausus (closed person)', was not considered by Elias after the completion 

of "The Civilizing Process'. This was the problem with that Elias has been got from the beginning of his 

research, and was the clue to create his particular social image as showed in "The Court Societ/ and 

 The Civilizing Process'. Through these two works, Elias set up the concept of 'homines aperti (open 

people)' as the base of his social image. 
   Key concepts are "homo clausus (closed person)" and "homines aperti (open people)", Elias' concepts 

about human-images. Though main texts discussed in this paper are "The Court Society' and "The 

Civilizing Process", for Elias the problem of Human-Images has been a fundamental one, so we need to 
refer to others of his works as well. 

Key Words 

   Norbert Elias, 'homo clausus (closed person)', 'homines aperti (open people)', "The Court Society", 
   "The Civilizing Process' 
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