
〈
特
集
「
東

西
に

お
け
る
男
女
論
」
４
〉

現

代

の

男

性

論

―
―
日
本
の
場
合
―
―

一
　

男

性

論

成

立

の
動

機

自
ら
を
対
象
化

す
る
と
い
う
営
み

は
、
自
ら

に
対
す

る
問
題
意
識
が
生

じ

た
と
き
に
始
ま
る
。
男
性
自
身
が

「
男
性
で
あ
る
」
と

い
う
存
在
形
態

に
問

題
を
感
じ
た
と
き

、
男
性
論
が
始
ま

っ
た
。

男
性
が
男
性
で

あ
る
こ
と
に
問
題
を
感
じ

る
と

い
う
と
き
、
そ

の
問
題

の

感
じ
方
に
、
大
き

く
分
け

て
二
通
り
が
あ

る
。

第
一

の
人
た
ち
は
、
そ
の
時
代
・
社
会
の
「
男
性
」
の

メ
ル

ク
マ
ー
ル
に

合
致
し
な
い
、
し

た
が
っ
て

「
男
性
」
と
し
て
は
「
劣
等
」
と
さ
れ
る
性
質

を
持

っ
た
人

た
ち
で

あ
る
。
そ
の
極
端
な
形
態
が
「
性
同
一
化
障
害
者
」

た

ち
で
あ
る
。
つ
ま
り
客
観

的
に
「
女

性
的
」

と
さ
れ
る
特
徴
を
持

っ
て
い
る

か
、
あ
る
い
は
主
観
的

に
「
女
性
」

で
あ

る
と
感
じ
て

い
る
人

々
は
、
「
男

性
」
で
あ

り
た
く

な
い
と
思

い
、
女
性

に
な
り

た
い

と
思

う
。
こ

う
し

た

林
　
　
　

道
　
義

人
々
は
「
な
ぜ
男

性
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の

か
」
と

問
い
、
「
男

性
で
あ

る
と
は
何

か
？
」

を
問
題
と
す

る
。

「
男
性
的
」
で

あ
る
こ
と

に
疑
問
を
感
ず
る
第
二
の
人

々
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
の
影
響

を
強
く
受
け
て

い
て
、

そ
の
た
め
に
「
男
性

的
で

あ

る
」

と

か

「
男
ら
し

い
」
こ

と
が
女

性
を

抑
圧
し
た
り
、
支
配
す

る
こ
と

に
つ
な
が

っ

て

い
る
と

考
え

る
。
そ
れ
ば

か
り

か
、
「
男
性
的
」
で
あ
り

「
男
ら
し

い
」

こ
と
が
、
女
性
ば

か
り
か
自
分
た
ち
男
性
も
抑
圧
し
不
自
由

に
し
て

い
る
と

考
え

る
。
こ

こ
か
ら

、
現
代
社
会
の
家
父
長
的
な
仕
組
み
が
、
女
性
ば

か
り

か
男
性
を
も
抑
圧
し
て

い
る
と
い
う
視
点
が
生
ま
れ

る
。
つ
ま
り
男
性

は
加

害
者
・
差
別
者
で
あ

る
ば

か
り
で
な
く
、
被
害
者
・
被
差
別
者
で
も
あ
る
と

い
う
認
識
を
持
つ

に
い
た
る
。
こ
こ
か
ら
「
男
性
の
自
己
解
放
」
と
い
う
目

標
が
生
ま
れ
る
。
今
日
で
は
、
男
性
論
の
大
部
分
が
こ
の
「
男
性
の
自
己
解

放
」
を
目
指
す
も
の

に
な

っ
て
い
る
。



二
　

男

性

の
弱

さ

の

自

覚

男

性
が
支
配
者
で

抑
圧

者
だ
と
い
う
認
識

か
ら
、
男
性
自
身
も
抑
圧
さ
れ

て

い
る
と

い
う
視

点
へ
と
転

換
し
、

そ
れ
が

さ
ら
に

進
む
と

「
男

性

の
弱

さ
」
が
自
覚
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
男
性

は
強

い
か
ら
支
配
し
て

い
る
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
弱
い
か
ら
こ
そ
支
配

の
機
構

や
制
度
を
必
要
と

し
て

い
る

と

い
う
説

が
生
ま
れ
る
。
事
実
。
女
性
と
比

べ
て

男
性
の
方
が
弱

い
ま

た
は

耐
性
が

な
い
と
解
釈
せ
ざ
る
を
え

な
い
現

象
が
数
多
く
報
告
さ
れ
て

い
る
。

た
と
え
ば

自
閉
症

は
男
性
が
女
性

の
三

～
四

倍
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ
る
し
、

数

々
の
遺
伝
病

は
男
性
の
方
が
圧

倒
的
に
多
い
。
ま
た
男
性
は
ス
ト
レ
ス
に

も
弱
く

、
心
筋
梗
塞
な
ど
虚
血
性
疾
患

や
脳
出

血
の
可

能
性
も

多
い
。

離
婚

し

た
男

性
の
死
亡

率
は
女
性
の
三

・
一
六
倍
、
犯
罪
者
の
自
殺
も
女

性
の
四

倍

、
一
般
の
自
殺
者
も
男

性
の
方
が
ど
の
年
代
で
も
多
い
。

と
く

に
多
い
の
が
「
性
同
一
性
障
害
者
」
で
あ

る
。
彼
ら
は
自
分
を
女
性

だ
と
感
じ
、
ま
た
は
女
性
に
な
り
た
い
と
思

い
、
女
装
を
し
た
り
性
転
換
手

術
を
受
け

た
い
と
強
く
願
う
ま
で

に
い
た
る
。

そ
こ
ま
で
極
端
で
な
く
と
も
、

「
男
で

あ
る
こ
と
」

に
違
和
感
を
持

っ
た
り

、
「
男
」

に
な
り
き
れ

な
い
で
悩

ん
で

い
る
男
性

が
増
え
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
男
性
の
「
脆
弱
性
」

の
原
因

と
し
て

は
、
大
き
く
分
け
て
三

種

類
の
次
元

の
異
な
る
問
題
を

考
え

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
は
胎
児

の
と
き

に
男
女

に
分
か
れ
る
に
さ
い
し
て

、
女

の
子

は
母

体

の
中
の
女
性
ホ
ル
モ
ン
を
そ
の
ま
ま
で

浴
び
続
け
れ
ば
い
い
の
に
対

し
て

、

男

の
子

の
場

合
に
は
、
母
体

に
特
殊
な
変
化
が
起
こ
り
、
母
体
が
男
性

ホ
ル

モ
ン
を
出
し
て
胎
児

に
浴

び
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
転
換
が
う
ま
く

い
か
な
い
と

、
あ

る
い
は
十

分
に
な

さ
れ
な

い
と
、
外
見
は
男
性
だ
が
心
理

や
性
格
は
女

性
的

だ
と
い
う
存
在
と
し
て
生
ま
れ
て
き
て
し
ま

う
。
こ

の
よ

う
な
「
男

性
」

は
と

く
に
「
性
同
一

性
障
害
」

に
悩
む
こ
と
に
な
る
。

第
二
の
場
合
は
、
生
ま

れ
て
か
ら
比
較

的
早

い
時
期
（
二
、
三
歳

ま
で
と

言
わ
れ
る
）
に
、
心
理
的
な
刷
り
込
み

に
似

た
「
性
同
一
化
」

が
な
さ
れ
る
。

こ
れ

は
た
と
え
ば
男
子

の
場

合
に
は
父
親
と

の
一
体
性
を
本

能
的

に
感
じ

と

っ
て
、
男
性
と
同

一
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
過
程
で
あ
る
。
そ
れ
は
お

そ
ら
く
本
能
的
感
覚
的
な
次
元
の
心
の
働
き

に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ

が
う
ま
く
な
さ
れ
な
い
と
、
自
分
の
性
に
同
一
化
で
き
な
い
男

性
に
な
っ
て

し
ま
う
。
こ
れ
は
よ
く
言
わ
れ
る
「
性
別

役
割
」
が
学
習
に
よ
っ
て

な
さ
れ

る
と

い
う
よ
り
も
、
も
っ
と
根
源
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
遺
伝
と
ま
で

は

言
え
な

い
が
、
し
か
し
ほ
と

ん
ど
本
能
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

そ
ば

に
男
女
の
モ
デ
ル
が

い
な
い
と
起
こ
り
に
く
い
か
ら
、
純
粋
に
本
能
と

も
言
え

な
い
が
、
し

か
し
そ

う
い
う
刷
り
込
み
に
似
た
性
同
一
化
作
用
は
あ

ら

か
じ

め
プ
ロ
グ
ラ

ミ
ン
グ
さ
れ
て

い
る
プ

ロ
セ
ス
で
あ

る
。

第
三
に
、
人
格
形

成
期

に
お
け

る
男
性

モ
デ
ル
の
喪
失

と
い
う
問
題
が
あ

る
。
と
く
に
現
代
で

は
家
庭

の
中

に
父
親
が
不
在
で
（
日
本
で

は
苛

酷
な
労

働
慣
行

の
た
め
、
ア
メ
リ
カ
で

は
離

婚
の
増
加
の
た
め
な
ど
）
母
親

だ
け
と

接
触
し
て

い
る
男
子

は
、
男

性
と
し
て

の
モ
デ
ル
が
欠
け
て

い
る
た
め
に
、

男
性
と
し
て

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
獲
得
す
る
の
に
つ
ね
に
困
難
を
感



じ
て

い
る
。
し
か
も
幼
稚
園
、
保
育
所
、
小
学
校
で
は
先
生
が
圧
倒
的

に
女

性
が
多
い
と
い
う
環
境
の
中
で
、
男
子
は
ま
す
ま
す
「
男
に
な
る
」
こ
と

に

困
難
を
持

た
ざ
る
を
え
な
い
。

三
　

支

配

す

る

男

性

の

自

己

疎

外

の

意

識

化

こ
の
よ
う

に
男
性

の
弱

さ
が
意

識
化
さ
れ

る
と

、
現
実

社
会
の
中
で
「
弱

い
立
場
」
や

「
被
支
配
」

の
中

に
置

か
れ
て

い
る
男
性

の
認

識
・
自
己
認
識

が
進
み
、
支
配
・
抑
圧
し
て

い
る
男
性

に
対
す
る
分
析
も
進
む
こ

と
に
な
る
。

こ
の
分
析
は
じ
つ
は

フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
の
対
象
で
も
あ
り
、
両
者

は
手

を
携
え

て
男

性
の
支
配
体
制
を
批
判
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
近
代
家
族
へ
の

批
判
も
出
て

く
る
。
す
な
わ
ち
公
の
働
く
場

所
と
私

の
場
所
で
あ
る
家
庭
と

の
分
離

は
「
男

は
外

へ
働
き

に
」
「
女

は
家
で
家

事
を
」
と

い
う
性

別
役
割

分
業
を
固
定
化
し

、
男

性
の
女
性
支
配

を
強
化

し
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
視
点

か
ら
見

る
と
、
仕
事
人
間
と
化

し
た
現

代
の
男
性
は
、
性
別
役

割
分
業
を
固
定
化
し
て

女
性

に
対
す

る
父
権

的
支
配

を
強
化
す
る
ば

か
り
か
、

自
ら
も
ま
た
そ
の
関
係
の
中
で
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ア
ニ
マ
ル
と
し
て
人
間
性
を

奪
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ

る
。

そ
の
よ
う
な
父
権
的
な
社
会
構
造
の
中

に
あ

っ
て

は
、
す

べ
て

の
「
女
性

的
」
と

さ
れ
る
性
質

は
軽
蔑
さ
れ
排
除
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
理

性
に
対

す
る

感
情
、
学
習

に
対

す
る
本
能
、
啓
蒙
に
対
す
る
神
話
な
ど

は
、
価
値

の
低

い

も
の
と
し
て
否

定
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
エ

ロ
ス
（
関
係
づ
け
と

い
う
広
い

意
味
で

の
）
が
男

性

か
ら

奪

わ
れ

、
男

性

に
残

さ
れ

た

エ
ロ

ス
は
身

体
的

セ
ッ
ク
ス
的
に
矮
小
化
さ
れ
、
そ
の
視
点
が
女
性
に
投
影
さ
れ
て
、
女
性
の

身
体
が
商
品
化

さ
れ

る
。
こ
う
し
て
女
性

に
対
す
る
男
性
支
配
が
、
男

性
自

身
の
あ
り
方
を
も

一
面
的
に
歪
め
る
と

い
う
面
が
意
識
化
さ
れ
て
い

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
男
性
支
配
が
男

性
の
中
で
も
支
配
１
被
支
配
の
関
係
を
再
生

産
す

る
と
い
う
視
点

か
ら
、
男
性

マ
イ

ノ
リ
テ

ィ
ー
の
権
利
回
復
運
動
が
生

じ
て
き

た
。
こ
の
傾
向
は
男
性

の
中
で

「
劣
等
」
と
か
「
異
常
」

と
み
な
さ

れ
て
き

た

メ
ル

ク
マ
ー
ル
を
持

っ
て
い
る
人
々
が
、
差
別
さ
れ
た
り
抑
圧
さ

れ

る
こ

と
に
対

す
る
抗
議
と
し
て
始
ま

っ
た
。
そ
の
典
型

が
同
性
愛
の
価
値

の
見
直
し
で

あ
る
。
同

性
愛

は
今
ま
で
「
正
常
」

だ
と

さ
れ
て
き

た
異
性
愛

に
対
し
て

「
異
常
」

の
レ

ご
ア
ル
を
貼
ら

れ
て
き

た
が
、

一
方
を

「
正

常
」

他
方
を

「
異
常
」
と
す

る
区
別
だ
て
は
差
別
だ
と

い
う
認
識
が
出
て
き

た
。

こ
の
視
点
は

「
人
権
」
思
想
や
「
多
様

な
価
値
観
」
思
想
と
も
呼
応
し
て
、

男
性
中
心
思
想
の
見
直
し
と
、
「
男
ら
し

さ
」

の
見
直
し

に
ま
で
進
ん
で

い

る
。

四

「
男

ら
し

さ

」

の

否

定

父
権
制
が
男
性

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
だ
け
で
な
く
、
男
性
す
べ
て
を
も
疎
外

す

る
と

い
う
視
点
を
提
出
し

た
の
が
、
「
男
ら
し
さ
」

へ
の
批
判
で
あ

る
。

父
権
制

の
も
と
で

は
、
男

性
は

「
男
ら
し

さ
」

の

鎧
を

身
に
ま

と
い
、

「
強

い
」
「
た
く

ま
し
い
」
「
く
じ
け
な
い
」
「
感
情

を
見

せ
な
い
」
男
と
し
て
、

戦

っ
て
競
争

に
打

ち
勝
つ
こ
と
を
求
め
ら

れ
る
。

そ
れ
が
で
き
な
い
男
は
軽

蔑
さ
れ
、
落
伍
者
と
み

な
さ
れ
る
。
「
男
ら

し
さ
」

に
適

応
で
き
な

い
男
性



は
み
じ

め
な
状
態
に
置
か
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
批
判
す

る
者
た

ち
は
、
「
男
ら
し

さ
」

と

は
鎧

で
あ
り

、
仮

面

で
あ
り
、
無
理
を
し
て

い
る
と
み

な
す
。
し

た
が

っ
て
、

そ
れ
を
捨
て
て

「
男
ら
し
さ
」
か
ら
解
放

さ
れ
。

た
だ

「
自
分

ら
し
さ
」

だ
け

を
持

て
ば
、

男
性
は
人
間
と
し
て
解
放

さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ

の
背
後

に
あ
る
の
は
、
男

性
も
女
性
も
人
間
と
し
て
同
じ
に
な
れ
ば
平

等

に
な
れ
幸
せ

に
な
れ
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
女
性
が

「
女
ら
し

さ
」

を
否

定
す

る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
彼
ら
は
男
性
が
女
性

と

同
じ

よ
う
に
家
事
を
し
。
子

育
て
を
す

る
よ
う

に
な
る
の
を
理
想
と
す

る
。

そ
れ
に
対
応
し
て
、
女
性
は
男
性
と
同
じ
よ
う

に
外

に
出
て
働
く

の
が
理
想

と
な
る
。

現
代
の
男
性
論
の
特
徴
は
、

こ
の
よ
う
に
「
男
ら
し

さ
」
そ

の
も

の
を
否

定
し
て
し
ま

い
、
「
男
ら
し

さ
」

の
中
身

を
吟
味
す

る
と
い
う

姿
勢

に
な
ら

な
い
と

こ
ろ

に
あ
る
。

そ
し
て

そ
の
場

合
に
、
「
男

ら
し
さ
」

を
こ
と

さ
ら

に
悪

く
描
く
と
い
う
特
徴
も

持

っ
て

い
る
。
た
と
え

ば

「
強
く

な
れ
」
「
弱

み

を
見
せ
る
な
」
「
競
争

に
勝
て
」
「
敵
を
殺
せ
」
「
涙
を
見
せ
る
な
」
「
泣
き

ご
と
を
言
う
な
」
「
弱
音
を
は
く
な
」
等

々
。

こ
の
よ
う

に
彼
ら

は
、
最
初

か
ら

「
男
ら
し
さ
」
や

「
男
性
性
」

を
悪

い

も
の
と
決

め
つ
け
る
だ
け
で

、
そ
れ
が
そ
も

そ
も
人
間

に
と

っ
て

一
般
的
に

ど
う

い
う
意
味
を
持

っ
て

い
る
の
か
、
そ
れ
が
現
代

に
お
い
て
特

殊
に
い
か

な

る
意
味

を
持

っ
て

い
る
の
か
と
い
う
よ
う
に
、
方
法
論

的
に
考
察
す
る
と

い
う
視
点
を
欠
い
て

い
る
者
が
多
い
。

彼
ら

の
特
徴
は
、
男
女

の
違
い
を
な
く
す
こ
と
を
理
想
と
し
て

い
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
素
朴

な
男
女
同
型
論

の
立
場
に
立

っ
て
い
て

、
そ
の
立

場
か
ら
「
人
間
ら
し
さ
」
と
「
自
分
ら

し
さ
」
さ
え
あ
れ
ば
十
分
だ
と
論
じ

て

い
る
者
が
多
い
。
こ
れ

は
「
ら
し
さ
」

の
両
極
分
解
的
思
考
法
で
あ
る
。

こ
の
思
考
法
は
し

か
し
き

わ
め
て
危
険
な
問
題
を

は
ら
ん
で

い
る
。
そ
れ
は

た
だ
「
楽
」
な
こ
と
だ
け

を
求

め
て
。
面
倒
な
こ

と
を
避
け
る
と

い
う
意
味

で
精
神
の
頽
廃

の
兆
し
で

あ
る
と
同
時

に
、
次
の
よ
う
な
意
味
で

ア
イ

デ
ン

テ
ィ
テ

ィ
ー
の
獲
得
を
困

難
に
す

る
か
ら
で
あ
る
。

子
ど
も
が

ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
な
ん
ら

か
の

モ
デ
ル
を
必
要
と
す

る
。
そ
の
モ
デ
ル
の
性
質
は
あ
る
程
度
以
上

の
明
確

さ

と
具
体
性

を
必
要

と
し
て

い
る
。
し
か
る
に
ウ
ー

マ
ン
・
リ
ブ
や

メ
ン
ズ
・

リ
ブ
は
「
人
間
ら

し
さ
」

と
「
自
分
ら
し
さ
」
で
十
分
だ
と
考
え
て

い
る
ら

し
い
。

し
か
し
そ
の
基
準
は
じ
つ
は
最
も
極
端

に
抽
象
的
な
規
定
性
で

あ
っ

て
、
子

ど
も
に
と

っ
て
の
モ
デ
ル
に
は
な
り
え
な

い
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ

り
、
子
ど
も
は
「
人
間
ら
し

さ
」
と
「
自
分
ら
し

さ
」

の
中
身
を
自
分
で
獲

得
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ

る
。
し

か
し
子
ど
も
が
自
主

的
に
人
格

の
中
身
を

ま

っ
た
く
独
力
で
獲
得
す

る
と
い
う
こ
と
は
不
可

能
で

あ
る
。
身
近

な
モ
デ

ル
が
な
く
て

は
、
人
間

は
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
ー
の
獲
得
に
た
い
へ
ん
な
困

難
を
感
じ

な
く
て

は
な
ら
な
い
。
男

の
子
は
「
男
ら
し
さ
」
の
、
女
の
子

は

「
女

ら
し

さ
」

の
モ
デ
ル
が
必
要
で
あ

る
。

そ
れ
を
み
な
否

定
し
て
し
ま

っ

て
、
の
っ
ぺ

ら
ぼ
う
の
「
人
間
ら
し
さ
」
と
「
自
分
ら
し
さ
」
だ
け
を
提
示

し
て

も
、
何
も
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。



五

「
男

ら

し

さ
」

の

概

念

の

必

要

性

男
子
が

ア
イ
デ

ン
テ

ィ
テ
ィ
ー
を
獲
得
す
る

た
め
に
は
、

モ
デ

ル
と
し
て

の
「
男
ら
し
さ
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ

た
が
、
次

に
問
題
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
の

は
。
そ
の
「
男
ら
し
さ
」
の
中
身
で
あ

る
。
ウ

ー
マ
ン
・

リ
ブ
や

メ
ン
ズ
・
リ
ブ

は
「
男

ら
し

さ
」
「
女
ら
し

さ
」

を
こ
と

さ
ら

に
悪

く
描
い
て
否
定
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し

か
し
一
定

の
観

点
か
ら
「
悪
い
」
と

さ
れ
る
特
徴
だ
け
を
挙
げ
て
、
そ
の
特
徴
を
持

っ
て

い
る
概
念
そ
れ
自
体
を

全
体
と
し
て
否
定
す
る
の
は
、
正

し
い
判
断
の
仕
方
で

は
な

い
。

人
間
に
は
、
そ
の
立
場
に
応
じ

た
理
想
の
モ
デ

ル
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の

モ
デ
ル
は
単
に
「
自
分

ら
し
さ
」

と
い
う
抽
象
的
な
規
定
性
だ
け
で
は
決
定

的
に
不

十
分
で

あ
る
。
「
ら

し
さ
」

は
人

間

の
中

の
一
定

の
特
徴
を
持

っ
た

集
団
ご

と
に
設

定
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら

な

い
。
つ

ま
り

「
人
類
」
と

「
個

人
」

の
あ
い
だ
の
、
さ
ま
ざ
ま

な
集
団

ご
と

に
、
「
ら
し
さ
」
が
必
要

に
な

る
。
し
た
が

っ
て
「
男
ら
し
さ
」

と
「
女
ら
し
さ
」
だ
け
で
な
く
、
さ
ら

に

こ
ま
か
く
「
先
生
ら
し
さ
」
と
か
「
政
治
家
ら
し

さ
」
と

か
「
公
務
員
ら
し

さ
」

な
ど
と
い
う
も
の
も
必
要

に
な
る
。

そ
う
い
う
「
あ
る
集
団

が
共

通
に
持

っ
て

い
な
く
て

は
な
ら
な

い
と
考
え

ら

れ
る
性
質
」

が
「
ら
し
さ
」
で

あ
る
。
そ
の
「
ら
し
さ
」
は
、
母
集
団
が

大
き
く

な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
あ
い
ま
い
で

抽
象
的

に
な
る
。
た
と
え
ば
「
人

間
ら
し

さ
」

を
定
義
し
よ

う
と
思

う
と
、
人
そ
れ
ぞ
れ
で
異
な

っ
て
し
ま
い

お
そ
ら
く

誰
も

が
賛
成
す

る
「
人
間
ら

し
さ
」
は
出
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
男
ら
し

さ
」
「
女
ら
し
さ
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
困
難
さ
が
つ
き
ま
と
う
。

し

か
し

だ
か
ら
と
言

っ
て
「
男
ら
し
さ
」
そ
の
も

の
を
否
定
し
て
は
な
ら

な

い
の
は
、
「
人
間
ら
し
さ
」
の
定

義
が
困
難

だ
か
ら
と
言

っ
て

「
人

間
ら

し
さ
」

を
追

求
す

る
こ
と
を
放
棄
し
て
は
な
ら
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で

日
本
人
が
考
え
て
き
た
「
男

ら
し
さ
」

の
中

に
は
、
現
代
的
な

感
覚

か
ら
見

る
と
肯
定
し
が
た
い
内
容
が
あ
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
し
か

し

だ
か
ら
と

言
っ
て

、「
男
ら
し

さ
」

そ
れ
自
体
を
否

定
す
る
と

い
う
態
度

は
間
違

い
で

あ
ろ

う
。
「
男
ら
し

さ
」

の
内
容

を
よ

く
吟
味
し
て
、
必
要

な

ら
ば
改
訂
し

な
が
ら
、
も
う
一
度
男
性
の
精
神
的
な
お
り
方
の
目
標
と
し
て

立
て
直
す
こ
と
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

「
男
ら
し
さ
」
を
見
直
す
場
合
に
、
大
切

な
こ
と

は
、
精
神
的
な
性
質

に
注

目
す

る
こ
と
だ
と
思

わ
れ
る
。
私

は
か
つ
て

「
男
性
性
」
の
定
義
と
し
て

、

「
精
神

的
な
強

さ
」

と
「
精
神
的
な

高
さ
」
を
提
示
し

た
こ
と
が
あ

る
（
渡

辺
恒
夫
編
『
男
性
学
の
挑
戦
』
新
曜
社
、
一
九
八
九
年
）。

「
男
ら
し

さ
」

は
男
性
支
配
の
た
め
の
概
念
だ
け
で
も
な
く
、
ま
た
男
性
を

縛

っ
て
窮
屈

に
し
抑
圧
す
る
と
い
う
だ
け

の
も
の
で
も
な
く
、
男
性
自
身
の

理
想

や
目
標

と
し
て
掲
げ
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。

六
　

女

性

性

と

の

関

係

を

ど

う

捉
え

る

か

男
性
性

・
女
性
性
と
い
う
概
念
の
必
要

性
を
認

め
る
人
で
も
、
そ
れ
ら
が

男
性
と
女
性

に
固
定
的
に
割
り
振
ら
れ
る
こ
と
に
反
対
し
、
男
性
が
女

性
性

を
も
持
ち
、
女
性
が
男
性
性
を
も
持
つ
こ
と
が
必
要
だ
と
説
く
人
た
ち
が
い



る
。

い
わ
ゆ
る
両
性
具
有
を
理
想
と
考
え
る
人

た
ち
で

あ
る
。

こ
の
人
た
ち
は
男
性
が
女
性
的
な
性
質
を
持
ち

、
女

性
が
男
性
的
な
性
質

を
持

つ
こ
と
を
理
想
と
し
て

い
る
。
彼
ら

は
い
わ
ゆ

る
ク

ロ
ス
オ
ー
バ
ー
を

し
て

、
男
性
も
女
性
も
男
女
両
方

の
性
質
を
持
つ

べ
き
だ
と
考
え
て

い
る
。

こ
の
考
え
を
徹
底

さ
せ
て

い
け
ば

、
男
女

の
違

い
は
な
く
な
る
方
向
に
行
く

で

あ
ろ
う
。
こ

の
考
え
方

は
正
し

い
で
あ
ろ

う
か
。
私
は
正

し
く
な
い
と
考

え
て

い
る
。
ど
こ

が
正
し

く
な
い
か
と
言

う
と
、
男

女
の
違
い
と
い
う
も
の

を
無
視
し
て

い
る
か
ら
で

あ
る
。

男
女
の
違

い
を
な
く
せ

ば
な
く
す

ほ
ど
よ

い
と
考
え
て

い
る
人
た
ち
は
、

男
女
の
違

い
が
す

べ
て
歴
史

的
文
化

的
に
「
作
ら

れ
た
も
の
」
だ
と
考
え
て

い
る
。
し

か
し
男
女

の
違

い
は
遺
伝

的
な
部
分

に
お
い
て

も
、
ま
た
最
初
期

（
二
、
三
歳
ま
で

の
乳

幼
児
期
）
の

「
刷
り

込
み
」

に
も
似

た
基
礎
的
体

験

（
父
母

の
違

い
の
原

体
験
）
に
よ

っ
て
も
、

本
能
的

・
身
体

的
・
生
理

的
な

次
元
で

、
一
定
の
所
与
と
し
て
与

え
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
上
に
性
別
役
割
分

担

に
つ
い
て

の
特
殊
歴
史
的
な
観
念
が
付
け

加
わ
る
。

男
女

の
違
い
は
こ
の
三
段
階
を
経
過
し
て

現
実
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
り
、

個

々
の
特
徴
が
ど
の
段
階

に
由
来
す
る
の
か
を
確
か
め
た
上
で
。
対
処
す
る

の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
と
え
ば
男
女
の
色
の
好
み

は
、
単

に
第
三
段

階
の
文
化
的
規
定
性
だ
け

に
よ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
第
二
段
階
の
原
体
験

に

よ
る
も
の

か
、
ど
ち
ら

か
を
見
定

め
る
と
い
う
姿
勢
が
必
要
で
あ

る
。
も
し

第
二
段
階

に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て

い
る
も
の
だ
と
し
た
ら

、
最
近

の
フ
ェ
ミ

ニ
ス
ト
た
ち
の
よ

う
に
、
「
男
子

は
暗
色
系

統
の
色
、
女
子

は
赤

い
系
統
の

色
と
決

め
つ
け

な
い
で
、
男
子
が
赤

い
色
、
女
子

が
青
い
色

を
着
て

も
い

い
」

な
ど
と
簡
単
に
決
め
つ
け
る
こ
と

は
危
険

だ
と

い
う
こ
と
が
分

か
る
。

そ
れ
を
機
械
的
に
や
る
と
、
男
子
も
女
子
も
性
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

を
持
つ
こ
と
に
困
難
を
感
ず
る
こ
と
に
な
り

か
ね
な

い
。

男

性
性
と
女
性
性
の
相
互
乗
り
入
れ
の
問
題

は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
男

性
性
と

女
性
性
を
確
立
し
た
上
で
、
自
分
に
欠
け
て

い
る
面
を
「
取
り
入
れ
る
」
と

い
う
形
で
進
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
も

そ
も
自
我
が
形
成
さ
れ
る
と
き

に
。
男
性
の
場
合
に
は
男
性
性
が
優
越
機
能
と

な
り
、
女
性
性
は
劣
等
機
能

と
な
る
。
男
性
は
女
性
性
を
「
取
り

入
れ
る
」
と
き

に
、
女
性
性
を
優
越
機

能
に
す
る
の
で
は
な
く
、
劣
等
機
能
な
り

に
洗
練
す

る
の
が
望
ま
し
い
。
優

越
機
能
と
劣
等
機
能
を
逆
転
さ
せ
た
り

、
ま

っ
た
く
対
等
の
も
の
と
し
て
扱

う
こ
と
は
。
む
し
ろ
人
格
の
バ
ラ
ン
ス
を
欠
く
結
果
と
な
り
、
心
の
健
康

に

と
っ
て

望
ま
し
く
な
い
。
（
こ
の
点
に
つ

い
て

は
、
「
日
本

ユ
ン
グ
研

究
会
通

信
」
『
ラ

ピ
ス
』
第
二
号
で
や
や
詳
し

く
論
じ
て

い
る
。
ま
た

ユ
ン
グ

『
夕

イ
プ
論
』
を
参
照
さ
れ
た

い
。
）

お

わ

り

に

男
性
論

は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
主
導
の
も
と
に
成
立
し
た
。
し

た
が

っ
て
そ

れ
は
第
一

に
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
女
性
が
自
ら
の
あ
る
べ
き
姿
を
構
想
し
た
と

き

に
、
そ
れ

に
見
合

う
パ
ー
ト
ナ
ー
の
あ
る
べ
き
姿
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
そ
れ

か
ら
現
実
の
男
性
が

い
か
に
は
ず
れ
て
い
る
か
を
論
じ
る
と
い
う
形
を
取
る

も
の
が
多

か
っ
た
。



そ
れ
を
受
け

る
形
で

、
男

性
自
身

が
、
女
性
と
同

じ
よ

う

に
父

権
制

に

よ

っ
て
抑
圧
さ
れ
て

い
る
と
認

識
し
た
場

合
が

、
第
二
の
型
の
男
性
論

と
な

る
。
そ

の
特
徴

は
男
性
と
し
て

の
特
徴
を
否
定
す

る
傾
向

に
あ
り

、
た
と
え

ば

「
男
ら
し
さ
」
を
否
定
し
、

そ
れ
か
ら

「
解
放
」
さ
れ

る
こ
と

を
目

標
に

す

る
。

第
一
の
型
も
第

二
の
型
も
、
男
女

の
違

い
を
な
く
す
方
向
を
目

指
し

て
お

り

、
ま
た
自
分
の
内
面
的

な
お
り

方
と

し
て
も

、
心
の
中

の
男
女
両
性

具
有

を
理
想
と
す
る
場
合
が
多

い
。

今
後
は
男
性
自
身
の
手
で
男
性

論
が
展
開

さ
れ

る
べ
き
だ
が
、

そ
の
場

合

に
も
、
男
性
独
自
の
特
徴
と
価
値

を
見
失

う
こ
と

の
な

い
よ
う

に
す

べ
き

で

あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と

い
っ
て
女
性
性

の
価
値
を
否
定
す
る
の
で

は
な
く
、

そ
れ
を
認
め
て
、
そ
れ
と
協
力
調
和
の
関
係
を
持
つ
こ
と
の
で
き

る
よ

う
な

形
で
男
性
性
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し

い
。

（
本
稿
と
同
じ
問
題
を
さ
ら

に
詳
し
く

論
じ

た
も

の
と
し
て
、
拙

稿
「
男

性

学
方
法
論
序
説
」
〈
『
東
京
女
子
大
学
比

較
文
化
研
究
所

紀
要
』

第
六
〇

巻
、

一
九
九
九
年
、
所
収
〉
を
も
参
照

さ
れ

た
い
。
）

（
は
や
し
・
み
ち
よ
し
、
哲
学
・
人
間
学
・
深
層
心
理
学
、

東
京
女
子
大

学
教
授
）
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