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丸
山
眞
男
と
ド
イ
ツ
の
思
想
・
学
問

―
戦
前
、
戦
中
、
そ
し
て
戦
後

―
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ザ
イ
フ
ェ
ル
ト

は
じ
め
に

丸
山
眞
男
は
思
想
史
家
お
よ
び
政
治
学
者
と
し
て
、
多
く
の
側
面
を
統
合
し
て

い
る
人
物
で
あ
っ
た(１
)。
青
年
時
代
に
彼
は
、
政
治
学
の
一
専
門
分
野
で
あ
る
政
治

思
想
史
で
は
過
去
と
現
代
、
そ
し
て
西
欧
と
東
ア
ジ
ア
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
思
想

家
の
作
品
を
読
ん
で
、
理
解
し
、
習
得
し
て
き
た
。
思
想
史
の
方
法
を
展
開
す
る

た
め
に
、
認
識
論
お
よ
び
知
識
社
会
学
の
著
書
を
詳
し
く
勉
強
し
て
き
た
。
そ
れ

か
ら
政
治
学
者
と
し
て
、
日
本
の
近
現
代
に
成
立
し
た
国
家
構
造
の
発
展
を
、
ま

た
国
際
関
係
に
お
け
る
日
本
の
位
置
も
分
析
し
た
。
そ
の
ほ
か
に
、
外
国
に
起
き

た
様
々
な
政
治
的
な
現
象
に
関
し
て
も
叙
述
し
た
。
そ
し
て
、
諸
問
題
を
研
究
す

る
ご
と
に
日
本
の
資
料
だ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
先
進
国
で
刊
行
さ
れ
た
研
究

成
果
も
文
献
と
し
て
利
用
し
て
、
自
分
の
研
究
の
た
め
に
活
用
し
た
。
な
お
、
戦

後
日
本
の
言
論
の
世
界
で
は
、
し
ば
し
ば
政
治
哲
学
者
と
し
て
発
言
し
た
。
こ
れ

は
公
共
知
識
人
（

）
の
役
割
で
あ
る
。
つ
ね
に
、
社
会
の
な

public
intellectual

か
に
生
き
て
い
る
学
者
の
責
任
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
し
て
、
そ
し
て
一
人
の
市
民

と
し
て
政
治
的
に
行
動
し
、そ
の
と
き
に
ど
の
よ
う
な
条
件
に
直
面
し
て
い
る
か
、

と
い
う
テ
ー
マ
に
関
し
て
も
根
本
的
な
問
題
提
起
を
し
た
。
社
会
の
近
代
化
に
と

も
な
っ
て
生
じ
る
政
治
の
諸
問
題
を
取
り
上
げ
た
り
、
歴
史
の
転
換
期
を
論
じ
た

り
す
る
と
、
丸
山
の
研
究
関
心
は
何
よ
り
も
同
じ
日
本
人
の
政
治
意
識
と
行
動
に

向
け
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
丸
山
の
研
究
関
心
は
、
彼
が
社
会
の
近
代
化
過

程
に
お
け
る
政
治
と
歴
史
に
関
す
る
「
一
般
的
問
題
」
を
検
討
す
る
場
合
に
さ
え
、

日
本
に
集
中
し
た
。
日
本
人
の
意
識
と
行
動
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
ら
を
出
発
点
と

し
た
テ
ー
マ
で
あ
る
、
日
本
の
近
代
化
過
程
に
お
け
る
諸
制
度
の
発
展
が
、
丸
山

の
関
心
の
中
心
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
丸
山
の
論
文
に
よ
く
出
て
く
る
ド
イ
ツ
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
、

ド
イ
ツ
研
究
を
行
う
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
地
域
研
究
（

）
を
進
め
る

areastudies

こ
と
で
も
な
い
。
他
方
に
お
い
て
、
丸
山
が
日
本
の
社
会
と
歴
史
に
焦
点
を
合
わ

せ
る
こ
と
は
、
視
野
を
制
約
す
る
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
ま
た
日
本
研
究
の
枠
内
に
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と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
作
業
の
場
合
に
は
、
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。
そ
の

対
比
と
比
較
論
の
方
法
を
使
い
な
が
ら
、
外
国
に
現
れ
て
い
る
現
象
と
の
比
較
に

よ
っ
て
、
新
し
い
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
開
か
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
逆
に
丸
山

の
書
い
た
日
本
に
つ
い
て
の
論
文
を
読
む
外
国
の
読
者
は
、
自
国
に
起
き
た
歴
史

的
・
政
治
的
な
変
化
に
関
し
て
、
新
し
い
問
題
提
起
を
展
開
で
き
る
こ
と
が
少
な

く
な
い
の
で
あ
る
。

今
回
の
報
告
で
は
、
丸
山
の
ド
イ
ツ
の
思
想
家
や
学
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
若

干
の
所
見
を
述
べ
た
い
。
ま
ず
指
摘
し
た
い
の
は
、
ド
イ
ツ
の
著
者
を
引
き
合
い

に
出
す
こ
と
が
丸
山
の
仕
事
の
す
べ
て
の
領
域
で
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
不
可
能
に
近
い
こ
と
だ
。
そ
の

ほ
か
に
、
日
本
の
丸
山
研
究
者
は
、
丸
山
と
特
定
の
ド
イ
ツ
の
思
想
家
や
学
者
と

の
関
係
に
つ
い
て
よ
く
調
べ
、
丸
山
が
後
者
の
作
っ
た
概
念
、
議
論
、
テ
ー
ゼ
を

ど
の
よ
う
に
応
用
し
、
更
に
い
か
に
し
て
発
展
さ
せ
た
か
を
浮
き
彫
り
に
し
て
き

た(２
)。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
幾
つ
か
の
例
に
限
っ
て
論
じ
た
い
。

丸
山
は
す
で
に
（
旧
制
）
中
学
・
高
校
生
の
と
き
、
ド
イ
ツ
の
文
学
ま
た
は
哲

学
の
作
品
を
読
み
始
め
た
経
験
に
、
し
ば
し
ば
触
れ
て
い
る(３
)。

そ
し
て
、
こ
の
関

心
が
持
続
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
の
時
局
と
時
代
の
情
勢

も
あ
り
、
当
時
の
学
制
に
よ
る
入
学
の
条
件
も
そ
れ
ぞ
れ
あ
っ
た
が
、
し
か
し
決

定
的
な
の
は
、
若
き
丸
山
の
知
的
な
関
心
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う

な
要
因
に
よ
っ
て
、
そ
の
作
品
へ
の
理
解
度
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
と
の
対

決
が
ど
れ
ほ
ど
深
か
っ
た
か
、
な
ど
が
決
定
づ
け
ら
れ
た
。

高
校
生
、
つ
い
で
大
学
生
に
な
っ
た
丸
山
が
ど
の
作
品
を
読
ん
だ
か
を
調
べ
る

と
、
他
の
西
洋
諸
国
の
文
学
作
品
の
読
書
と
比
べ
て
、
や
は
り
ド
イ
ツ
の
も
の
が

よ
り
多
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
確
か
に
様
々
な
動
機
も
あ
っ
た
と
思
う
が
、

高
校
の
ド
イ
ツ
語
の
教
師
が
刺
激
を
与
え
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
丸
山
に
は
ド
イ
ツ
の
思
想
家
ま
た
は
学
者
の
思
想
に
対
し
て
、
特

別
の
親
近
感
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

周
知
の
よ
う
に
、
丸
山
は
ド
イ
ツ
史
家
へ
の
道
に
進
ま
な
か
っ
た
。
自
分
の
専

門
で
あ
る
政
治
思
想
史
を
営
む
と
、
ま
ず
日
本
に
お
け
る
様
々
な
政
治
思
想
が
ど

う
展
開
し
て
き
た
か
、
そ
し
て
歴
史
に
上
が
っ
て
く
る
そ
の
思
想
の
諸
命
題
を
現

代
の
「
立
場
」
か
ら
考
え
る
こ
と
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
諸

テ
ー
マ
は
ど
の
社
会
で
も
そ
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
議
題
に
盛
り
込
ま
れ
る
よ
う

に
な
る
、
と
理
解
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
外
国
の
政
治
思
想
家
も
か
な
ら
ず

こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
に
従
事
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
外
国
の
思
想
家
や
政
治

学
者
も
間
接
的
に
あ
る
特
定
の
テ
ー
マ
の
問
題
史
を
解
明
す
る
こ
と
に
寄
与
で
き

る
し
、
ま
た
逆
に
彼
ら
の
論
文
が
日
本
の
学
者
に
よ
っ
て
も
利
用
さ
れ
う
る
。
こ

の
よ
う
な
テ
ー
マ
の
例
と
し
て
は
、「
国
家
理
性
」
ま
た
は
「
国
家
」
が
あ
げ
ら
れ

る
。さ

て
、
丸
山
眞
男
が
生
き
た
歳
月
を
見
て
み
る
と
、
四
つ
の
期
間
に
区
分
で
き
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る
で
あ
ろ
う
。
戦
前
（
①
こ
こ
で
彼
は
高
校
生
と
な
り
、
②
助
手
の
時
代
ま
で
）、

戦
中
（
一
九
三
七
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
）、
そ
し
て
戦
後
を
一
九
五
〇
年
代
後

半
ま
で
と
一
九
六
〇
年
か
ら
一
九
九
〇
年
ま
で
の
期
間
と
の
二
つ
に
分
け
る
。
各

期
間
で
彼
は
、
一
定
の
研
究
分
野
に
集
中
的
に
論
文
を
作
成
し
、
執
筆
す
る
。
但

し
、
同
じ
期
間
に
二
つ
ま
た
は
三
つ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
研
究
を
進
め
て
、
時
々

同
じ
期
間
に
様
々
な
領
域
に
ま
た
が
っ
た
研
究
成
果
を
出
版
し
た
こ
と
は
注
目
に

値
す
る(４
)。
初
期
の
期
間
に
は
研
究
の
重
点
は
、
本
人
の
研
究
関
心
あ
る
い
は
資
格

取
得
の
条
件
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

Ⅰ

戦

前

（
１
）
高
校
時
代
か
ら
助
手
に
な
る
ま
で
の
期
間
（
一
九
三
一
―
一
九
三
四
）

―
文
学
、
認
識
論
、
歴
史
哲
学

丸
山
の
ド
イ
ツ
の
思
想
や
学
問
と
の
関
係
は
す
で
に
こ
の
若
い
年
齢
か
ら
始

ま
っ
て
い
た
。
高
校
生
の
時
代
に
新
カ
ン
ト
派
の
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
及
び
リ
ッ

ケ
ル
ト
の
論
文
を
読
み
、
そ
こ
で
の
議
論
を
通
じ
て
俗
流
マ
ル
ク
ス
主
義
が
抱
え

て
い
る
社
会
史
的
な
「
反
映
論
」
へ
の
懐
疑
的
な
態
度
が
強
め
ら
れ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
丸
山
が
新
カ
ン
ト
派
の
信
奉
者
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
同
じ
頃
、
日
本
の
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
方
法
に
基
づ
く
日
本
の
経
済
史
を
研

究
し
て
き
た
学
者
た
ち
の
分
析
に
も
関
心
を
持
ち
は
じ
め
た
。
日
本
経
済
の
発
展

を
解
明
す
る
の
に
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
使
っ
た
学
者
が
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
大
学
生
に
な
っ
た
ば
か
り
の
丸
山
が
一
九

三
四
年
に
『
日
本
資
本
主
義
発
達
史
講
座
』
の
論
文
集
を
勉
強
し
た
こ
と
は
不
思

議
で
は
な
か
ろ
う(５
)。

そ
の
ほ
か
に
、
彼
は
青
年
時
代
か
ら
、
当
時
の
日
本
の
政
治

的
・
思
想
的
な
潮
流
を
知
っ
て
、
そ
れ
に
直
面
し
た
と
き
、
自
分
が
「
政
治
化
の

時
代
」
に
生
き
て
い
る
者
で
あ
る
と
感
じ
た(６
)。

そ
の
当
時
に
始
ま
っ
た
丸
山
の
学
問
的
な
関
心
事
は
主
と
し
て
次
の
二
つ
で
あ

る
。
一
つ
は
、
時
の
た
つ
う
ち
に
、
一
定
の
政
治
思
想
（

）
の
中
身

politicalidea

が
ど
う
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
て
く
る
か
と
い
う
問
題
、
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
政
治
思
想
と
そ
の
「
社
会
的
基
礎
」（
担
い
手
と
し
て
の
社
会
層
）
と
の
関
係
で

あ
る
。
こ
れ
は
知
識
社
会
学
の
問
題
群
に
入
る
。
そ
れ
と
は
別
に
し
て
、
西
欧
諸

国
で
政
治
が
ど
う
動
い
て
い
る
か
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
る
丸
山
の
政
治
思
想
の
展

開
に
と
っ
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
ド
イ
ツ
で
行
わ
れ
た
国
家
法
・
政
治
論
争

が
特
に
興
味
深
く
、
そ
の
代
表
的
な
テ
キ
ス
ト
の
読
書
が
重
要
な
ウ
ェ
イ
ト
を
し

め
て
い
た
。

丸
山
は
高
校
入
学
後
、
ど
ん
な
著
者
の
作
品
、
論
文
を
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
か
。

幾
人
か
の
著
者
の
名
前
を
挙
げ
る
前
に
、
そ
の
当
時
の
高
校
、
大
学
の
教
育
シ
ス

テ
ム
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
丸
山
自
身
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
次
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
旧
制
高
等
学
校
の
文
科
と
い
う
の
は
、
語
学
の
勉

強
に
圧
倒
的
に
時
間
を
費
や
す
と
こ
ろ
で
…
…
そ
う
し
て
、原
典
を
読
む
場
合
に
、

比
較
的
に
対﹅

象﹅

に﹅

つ﹅

い﹅

て﹅

の
専
門
知
識
な
し
に
、
い
い
か
え
れ
ば
文
字
通
り
「語

学
」の
勉
強
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
集
中
で
き
る
領
域
と
い
え
ば
、
文
学
作
品
か
ま
た
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は
哲
学
で
す(７
)。」

そ
う
い
う
よ
う
な
制
度
的
な
背
景
が
あ
り
、
一
九
三
三
年
に
旧
制

一
高
で
の
ド
イ
ツ
語
教
師
ペ
ツ
ォ
ル
ト
夫
婦
と
の
交
際
も
あ
っ
て
、
最
初
に
ド
イ

ツ
文
学
専
攻
を
志
望
し
た
。
そ
の
上
、
上
智
大
学
の
教
師
で
あ
る
ペ
ツ
ォ
ル
ト
教

授
に
ド
イ
ツ
語
会
話
を
学
ん
だ
。

（
２
）
政
治
学
の
学
生
と
し
て
（
一
九
三
四
―
一
九
三
七
）

―
政
治
理
論
・
哲

学
と
思
想
史
の
方
法

丸
山
は
一
九
三
四
年
か
ら
、
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
学
者
た
ち
（
ラ
ス
キ
、
コ
ー

ル
、
バ
ー
カ
ー
）
の
著
書
な
い
し
論
文
以
外
で
は
、
ド
イ
ツ
の
国
法
学
者
で
あ
る

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』
と
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
の

『
純
粋
法
学
』
を
読
む
。
次
い
で
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
時
代
に
社
会
民
主
主

義
の
理
論
家
で
も
あ
っ
た
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
ー
と
法
制
史
家
ギ
ー
ル
ケ
の
研
究
書

も
読
む
。
様
々
な
授
業
の
う
ち
、
丸
山
が
大
き
な
影
響
を
受
け
た
南
原
繁
教
授
の

演
習
で
は
、
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
歴
史
哲
学
序
説
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
法

学
ま
た
は
政
治
学
、
そ
し
て
社
会
学
の
研
究
書
を
ド
イ
ツ
語
の
原
典
に
よ
っ
て
読

む
。
そ
れ
ら
の
読
書
に
よ
っ
て
得
た
知
識
は
、
一
九
三
六
年
に
大
学
の
『
緑
会
雑

誌
』
に
提
出
し
た
「
政
治
学
に
お
け
る
国
家
の
概
念
」
に
反
映
さ
れ
た
。

同
年
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
政
治
論
集
』、
経
済
学
者
ル
ド
ル
フ
・
ヒ

ル
フ
ァ
ー
デ
ィ
ン
グ
、
政
治
理
論
家
に
し
て
革
命
家
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、

法
哲
学
者
グ
ス
タ
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
著
書
も
読
む
。
翌
年
マ
ル
ク
ス
の『
ヘ
ー

ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序
説
』
と
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神

の
現
象
学
』、
そ
の
ほ
か
に
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ル
ケ
ナ
ウ
の
『
封
建
的

世
界
像
か
ら
市
民
的
世
界
像
へ
』
も
読
む
。

丸
山
の
読
書
に
関
連
し
て
指
摘
し
た
い
の
は
、
彼
が
ど
ん
な
学
術
の
書
物
で
も

単
に
「
読
む
」
こ
と
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
内
容
に
含
ま
れ
て
い
る
議
論
ま

た
は
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
テ
ー
ゼ
と
対
決
し
た
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
『
現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
地
位
』
の
読
書
を
見
て

み
よ
う
。
丸
山
が
使
っ
て
い
た
本
に
は
書
き
込
み
や
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
ひ
い
た

箇
所
が
沢
山
あ
る
。
そ
の
上
、
テ
キ
ス
ト
の
終
わ
り
に
は
、
書
き
付
け
ら
れ
た
言

葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
丸
山
が
ド
イ
ツ
語
で
書
い
た
短
い
コ
メ
ン
ト
で
、
そ
の
意
味

は
、「
非
常
に
洞
察
力
あ
る
分
析
だ
か
ら
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
主
張
に
対
し
て
根
拠
あ

る
議
論
を
提
出
す
る
こ
と
が
実
に
困
難
だ(８
)。」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

一
九
六
三
年
に
自
身
を
ふ
り
か
え
っ
た
丸
山
は
、
自
己
の
学
問
の
形
成
に
関
し

て
ド
イ
ツ
の
三
人
の
学
者
か
ら
受
け
た
影
響
に
触
れ
て
、
こ
う
述
べ
た
。「
社
会

的
・
政
治
的
研
究
の
領
域
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
「歴
史
主
義
」と
イ
ギ
リ
ス
の

「経
験
論
」と
の
間
の
中
間
的
立
場
を
と
る
思
想
家
た
ち

―
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
ー
、
お
よ
び
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
の
よ
う
な
ひ
と
び

と

―
に
、
私
は
こ
れ
ま
で
つ
ね
に
深
い
共
感
を
覚
え
て
き
た
し
、
ま
た
も
っ
と

も
刺
激
を
う
け
て
き
た
の
で
あ
る(９
)。」

こ
れ
は
『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
の
英

語
版
へ
の
著
者
序
文
の
な
か
の
文
で
あ
る
。
こ
の
文
に
よ
っ
て
丸
山
が
ド
イ
ツ
の
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思
想
・
学
問
に
対
し
て
、
特
別
な
親
近
感
を
も
っ
た
と
解
釈
し
て
良
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
私
の
見
方
は
こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
多
少
離
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
文
に
現
れ
て
い
る
三
人
の
学
者
は
皆
確
か
に
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
丸

山
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
彼
ら
の
国
籍
で
は
な
く
、
む
し
ろ
方
法
論
に
関
す
る
一

人
ひ
と
り
の
考
察
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
丸
山
は
し
ば
し
ば
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
学
問
を
評
価
し
た
。

一
九
七
八
年
の「
回
想
」で
は
こ
う
述
べ
た
。「
も
ち
ろ
ん
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
…
…
「ヒ

ン
ト
」と
か
「触
発
」と
か
で
は
到
底
表
現
で
き
な
い
ほ
ど
、
学
恩
を
負
っ
て
い
る

学
者
で
す
。
…
…
と
こ
ろ
が
思﹅

想﹅

史﹅

の﹅

方﹅

法﹅

論﹅

と
い
う
主
題
を
い
ざ
前
面
に
立
て

て
、
過
去
を
ふ
り
か
え
っ
て
見
ま
す
と
、
わ
れ
な
が
ら
意
外
に
思
う
ほ
ど
、
こ
れ

こ
そ
ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
学
ん
だ
、
と
い
う
焦
点
が
ク
リ
ア
に
浮
び
上
っ
て
来
ま
せ

ん(
)。」

同
じ
こ
と
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
政
治
論
集
』
の
受
容
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い

10る
。
こ
の
論
文
集
は
丸
山
に
と
っ
て
議
会
制
、
政
党
と
官
僚
制
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
、支
配
の
正
統
性
な
ど
の
問
題
を
理
解
す
る
た
め
に
不
可
欠
の
本
で
あ
っ
た
が
、

思
想
史
に
つ
い
て
の
著
作
で
は
な
い
。
丸
山
は
日
本
の
統
治
構
造
を
研
究
し
た
と

き
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
創
作
し
た
概
念
を
使
用
し
た
が
、
ほ
か
に
は
実
証
研
究
に

基
づ
く
分
析
で
は
、
自
分
自
身
が
作
っ
た
概
念
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
使
っ
た
。
し
か

し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
概
念
は
「
実
質
的
な
統
治
構
造
や
政
治
的
指
導
の
理
論
と
歴

史
に
か
か
わ
る
問
題
で
、
直﹅

接﹅

的﹅

に﹅

思
想
史
と
は
か
か
わ
り
ま
せ
ん(
)。」
11

と
こ
ろ
で
、
丸
山
は
、
す
で
に
助
手
に
な
る
前
に
思
想
史
と
社
会
史
と
の
関
係

を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
気
づ
い
た
。
政
治
思
想
史
の
方
法
が
課
題
に
な
っ
た
と
き
に

は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
知
識
社
会
学
か
ら
得
た
認
識
に
依
拠
し
な
が
ら
、
自
分
自
身

の
方
法
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
加
え
て
、
マ
ル
ク
ス
の

諸
作
品
を
読
ん
だ
上
で
、
社
会
史
を
考
慮
に
入
れ
な
い
ま
ま
で
の
思
想
史
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
は
、
丸
山
に
は
も
う
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

Ⅱ

戦
時
中
（
一
九
三
七
年
か
ら
一
九
四
五
年
に
か
け
て
）

職
業
と
し
て
の
学
問
、
助
手
と
助
教
授

―
見
つ
け
た
方
法
論
を
前
近
代
日
本
の

思
想
史
へ
応
用
す
る

「
職
業
と
し
て
の
学
問
」（
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
）
へ
の
道
を
決
め
た
と
き

に
、
丸
山
は
方
向
を
西
洋
政
治
思
想
史
に
向
け
よ
う
と
し
た
が
、
南
原
繁
教
授
の

助
言
の
結
果
と
し
て
、
日
本
の
伝
統
思
想
お
よ
び
中
国
の
古
典
の
研
究
に
従
事
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
四
〇
年
に
助
教
授
に
な
り
、
徳
川
時
代
の
思
想
、
な
か

ん
ず
く
朱
子
学
と
国
学
に
専
念
し
た
。
そ
こ
で
丸
山
は
徳
川
時
代
の
思
想
史
を

「
近
代
的
意
識
」
の
成
立
過
程
を
研
究
し
な
が
ら
、
そ
の
枠
の
な
か
で
理
解
し
、

解
釈
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
主
と
し
て
、
社
会
秩
序
の
理
念
で

あ
る
「
自
然
」
か
ら
「
作
為
」
へ
の
移
行
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
証
明
す
る
の
に
、
マ

ン
ハ
イ
ム
が
展
開
し
た
方
法
を
利
用
す
る
。
そ
の
方
法
論
の
中
心
的
な
も
の
は
い

わ
ゆ
る
「
遠
近
法
主
義
」
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
丸
山
は
こ
う
述
べ
た
。
つ

ま
り
、「

そ
れ
に
も
ま
し
て
、私
に
目
か
ら
ウ
ロ
コ
が
落
ち
る
思
い
を
さ
せ
た
の
は
、
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彼
の
理
論
に
お
け
る
遠﹅

近﹅

法﹅

的﹅

な
見
方
で
す
。
「ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス

ム
ス
」〔

〕
と
い
う
認
識
方
法
の
裡
に
、
私
は
新
カ
ン
ト

Perspektivism
us

派
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
が
（
方
向
は
正
反
対
で
す
が
）
共﹅

有﹅

し
て
い
る
よ
う

な
対
象
と
認
識
と
の
一
対
一
の
対
応
関
係
を
つ
き
く
ず
し
、
精
神
史
を
社
会

史
の
文
脈
の
中
に
お
き
な
が
ら
同﹅

時﹅

に﹅

、
精
神
史
特
有
の
発
展
形
態
を
明
ら

か
に
す
る
鍵
を
見
出
し
た
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
…
…
で
す
か
ら
、
過
去
の

思
想
は
後
続
す
る
思
想
に
よ
っ
て
「の
り
こ
え
」ら
れ
た
り
（
こ
う
い
う
発
想

自
体
が
単
線
上
の
継
起
を
予
想
し
て
い
ま
す
）、
吸
収
さ
れ
尽
す
の
で
は
な

く
て
、
逆
に
「の
り
こ
え
」ら
れ
た
筈
の
思
想
が
、
歴
史
的
変
化
と
と
も
に
再﹅

評
価
さ
れ
た
り
、
「何
々
に
か
え
れ
」と
い
う
よ
う
な
「復
古
」運
動
が
精
神
史

上
に
し
ば
し
ば
起
る
わ
け
で
す(
)。」
12

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
ペ
ル
ス
ペ
ク
チ
ビ
ス
ム
ス
」
と
い
う
の
は
一
体
ど
う
い
う

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
丸
山
は
マ
ン
ハ
イ
ム
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。「
思

惟
主
体
〔
＝
考
え
て
い
る
主
体
〕
の
社﹅

会﹅

的﹅

立﹅

地﹅

が﹅

思﹅

惟﹅

内﹅

容﹅

に﹅

構﹅

成﹅

的﹅

に﹅

浸﹅

透﹅

す﹅

る﹅

と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
に
も
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
す
。
整
序
さ
れ
た
普
遍
妥

当
的
な
認
識
か
、
そ
れ
と
も
カ
オ
ス
か
と
い
う
二
者
択
一
の
か
わ
り
に
、
い
ま
や

プ
ル
ー
ラ
ル
で
、
し
か
も
動
的
な
展
望
が
現
れ
ま
す(
)。」

丸
山
自
身
が
指
摘
し
た
よ

13

う
に
、
こ
の
知
識
社
会
学
的
な
洞
察
は
、
彼
が
少
し
後
に
書
い
た
研
究
論
文
に
、

直
接
で
は
な
く
、
間
接
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

Ⅲ

戦
後
（
一
九
四
六
年
か
ら
一
九
五
〇
年
代
後
半
ま
で
）

現
代
史
、
明
治
時
代
の
思
想
史
、
政
治
哲
学
の
論
文

日
本
の
戦
時
体
制
が
崩
壊
し
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
占
領
下
に
新
し
い
制
度
が
「
輸

入
」
さ
れ
た
。
丸
山
は
民
主
主
義
を
い
か
に
し
て
国
民
の
思
想
と
行
動
に
根
づ
か

せ
る
か
、
を
考
え
て
い
る
。
大
学
以
外
の
啓
蒙
的
活
動
も
含
め
て
、
様
々
な
知
識

人
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
な
が
ら
、
政
治
学
・
現
代
史
の
分
野
に
エ
ッ
セ
ー
、
論
文

な
ど
を
投
稿
し
て
い
る
時
代
だ
。
一
般
論
と
し
て
の
民
主
主
義
と
大
衆
社
会
、
憲

法
第
九
条
、「
国
際
政
治
に
お
け
る
日
本
」
の
よ
う
な
テ
ー
マ
も
取
り
上
げ
る(
)。

さ

14

て
、
日
本
の
近
現
代
に
成
立
し
た
政
治
体
制
と
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
特
に
「
日

本
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
る
諸
論
文
を
、
丸
山
と
ド
イ
ツ
の
学
問
と
の
関
わ
り
と

い
う
観
点
か
ら
見
て
み
よ
う
。

「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」。
こ
の
エ
ッ
セ
ー
を
も
っ
て
丸
山
は
、
連
合
国

の
首
脳
が
多
か
れ
少
な
か
れ
、
敗
北
し
た
日
本
の
政
治
体
制
を
単
純
に
ナ
チ
・
ド

イ
ツ
お
よ
び
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
イ
タ
リ
ア
の
政
治
体
制
と
同
一
視
す
る
見
解
に
、
反

駁
し
た
と
思
う
。
ア
メ
リ
カ
政
府
が
使
っ
た
言
葉
で
あ
る
「
超
国
家
主
義
」
は
、

ド
イ
ツ
の
「
国
民
社
会
主
義
」
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
の
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
と
の
対
比

で
は
、
類
似
点
よ
り
も
相
違
点
の
方
が
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
は
こ
の
三
国
そ
れ

ぞ
れ
の
運
動
に
も
、
政
治
体
制
に
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
も
当
て
は
ま
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
丸
山
は
こ
の
論
説
（
ま
た
は
一
連
の
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
分
析
の
諸

国際シンポジウム 新しい丸山眞男像の発見

130



125_「知識人と教養」_ヴォルフガング・ザイフェルト氏.mcd  Page 7 17/03/02 13:28  v5.51

論
文
）
に
よ
っ
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
比
較
研
究
へ
の
「
手
が
か
り
を
提
供
し
た
」
の

で
あ
る(
)。
15

終
戦
後
の
一
〇
年
間
、
丸
山
は
戦
争
中
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
『
国
家
学
会
雑
誌
』

に
掲
載
さ
れ
た
徳
川
時
代
の
思
想
史
を
め
ぐ
る
三
つ
の
論
文
を
一
冊
の
著
書
に
纏

め
た
が
、
同
時
に
日
本
現
代
史
の
研
究
を
し
て
き
た
。
彼
は
、
日
本
が
特
に
東
ア

ジ
ア
に
お
い
て
起
こ
し
て
き
た
紛
争
を
武
力
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
は
何
故

か
、
ま
た
国
内
政
治
で
は
、
政
治
体
制
に
お
い
て
政
党
お
よ
び
利
益
集
団
の
役
割

を
や
め
さ
せ
た
の
は
何
故
か
を
解
明
し
、
そ
の
原
因
を
探
究
し
た
。
雑
誌
『
世
界
』

の
一
九
四
六
年
五
月
号
に
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
を
掲
載
し
た
。
こ
の

論
説
で
丸
山
は
、
ド
イ
ツ
の
国
法
学
者
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
一
八
八
八
―
一

九
八
四
）
が
指
摘
し
た
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
世
・
近
代
国
家
に
お
け
る
「
国
家
の
、

宗
教
・
思
想
が
含
む
真
、
善
、
美
の
価
値
に
対
す
る
中
立
性
」
と
い
う
特
徴
づ
け

（「
中
性
国
家
」）
を
、
日
本
の
近
代
国
家
の
形
成
過
程
と
対
比
さ
せ
、
日
本
で
は

最
高
の
価
値
が
最
終
的
に
天
皇
に
体
現
さ
れ
た
、
と
結
論
し
た
。
一
九
三
八
年
に

発
表
さ
れ
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の
国
家
論
に
お
け
る
リ
バ
イ

ア
サ
ン
」
を
丸
山
は
参
考
に
し
、
日
本
の
ケ
ー
ス
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
論
考
を
使
用
し
た
。
そ
の
場
合
、
た
と
え
ば
君
主
制
の
性
格
を
考
え
る

と
、
日
本
の
天
皇
を
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
世
に
出
現
し
て
き
た
絶
対
君
主
制
の

君
主
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
丸
山
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
る
も
う
一

つ
の
結
論
は
、
一
九
三
〇
年
代
と
一
九
四
〇
年
代
半
ば
ま
で
の
日
本
の
政
治
体
制

に
は
、
同
じ
頃
の
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
で
最
高
の
権
力
を
握
っ
た
独
裁
者
で
あ
る

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
や
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
よ
う
な
人
が
出
て
来
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
日
本
の
「
軍
部
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の
時
代
に
は
、
未
曾
有
の
権
限
を
も
っ

て
い
た
東
条
英
機
さ
え
「
独
裁
者
」
的
な
首
相
で
は
な
か
っ
た(
)。

こ
こ
で
も
丸
山

16

は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
独
裁
と
独
裁
者
の
定
義
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
分
析
を
進
め

て
き
た
。

丸
山
は
、
当
時
の
日
本
の
権
力
の
構
造
を
分
析
し
た
と
き
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
ほ

か
に
、
イ
ギ
リ
ス
、
米
国
な
ど
の
幾
人
か
の
西
洋
の
学
者
の
研
究
書
も
参
考
に
す

る
が
、
ド
イ
ツ
人
、
そ
し
て
英
米
に
亡
命
し
た
ド
イ
ツ
人
の
研
究
に
か
な
り
学
ん

だ
。
そ
の
理
由
は
、
亡
命
し
た
ド
イ
ツ
の
学
者
た
ち
は
ド
イ
ツ
の
社
会
、
政
治
、

思
想
を
い
わ
ば
「
中
か
ら
」
よ
く
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
、
丸
山
眞
男
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
対
比
し
な
が

ら
、
数
冊
の
研
究
書
を
参
考
に
し
、
み
ず
か
ら
「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
を
分
析
し

た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
当
時
、
ド
イ
ツ
の
研
究
者
、
ま
た
は
ド
イ
ツ
か
ら
ア
メ

リ
カ
へ
、
あ
る
い
は
他
の
外
国
へ
亡
命
し
た
ド
イ
ツ
の
研
究
者
に
よ
る
著
書
だ
け

で
な
く
、
他
の
外
国
の
学
者
の
労
作
も
読
ん
だ
が
、
外
国
へ
亡
命
し
た
ド
イ
ツ
の

学
者
が
出
版
し
た
著
作
に
は
特
徴
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
九
二
〇
年
代
、
一
九
三

〇
年
代
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
政
治
的
・
社
会
的
な
時
勢
に
つ
い
て
の
い
わ
ば
「
中

か
ら
得
た
経
験
と
知
見
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
し
た
知
識
に
基
づ
い
て

い
る
研
究
書
は
非
常
に
明
解
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
説
得
力
の
あ
る
も
の
と
し

て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
な
に
よ
り
も
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
間

丸山眞男とドイツの思想・学問（ヴォルフガング・ザイフェルト）
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に
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
が
強
ま
っ
た
り
し
て
、
そ
の
勢
力
が
台
頭
し
た
り
す
る
過

程
を
観
察
し
な
が
ら
、
分
析
を
行
っ
て
い
た
。
丸
山
は
「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
思

想
と
運
動
」（
一
九
四
八
）、「
軍
国
支
配
者
の
精
神
形
態
」（
一
九
四
九
）、「
フ
ァ

シ
ズ
ム
の
諸
問
題
」（
一
九
五
二
）
を
執
筆
し
た
と
き
、
そ
う
し
た
著
作
群
の
成
果

を
一
緒
に
利
用
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
な
か
の
一
つ
は
ド
イ
ツ
人
で
、
ア
メ
リ

カ
へ
亡
命
し
た
フ
ラ
ン
ツ
・
ノ
イ
マ
ン
の
『
ビ
ヒ
モ
ス
』
と
い
う
労
作
で
あ
る
。

こ
の
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
に
関
す
る
「
最
初
の
構
造
分
析
」（

）
を
、

C.W
right

M
ills

丸
山
は
高
く
評
価
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
著
作
の
原
文
は
英
語
で
、
一
九
四
二

年
に
イ
ギ
リ
ス
で
出
版
さ
れ
、
一
九
四
四
年
に
増
補
版
と
し
て
ア
メ
リ
カ
で
出
版

さ
れ
た
。
ち
な
み
に
、
日
本
語
版
の
『
ビ
ヒ
モ
ス

―
ナ
チ
ズ
ム
の
構
造
と
実
際
』

は
一
九
六
三
年
に
発
行
さ
れ
、
ド
イ
ツ
語
版
が
一
九
七
七
年
に
、
遅
れ
て
出
版
さ

れ
た
（
文
庫
版
は
さ
ら
に
遅
れ
た
一
九
八
四
年
に
出
版
さ
れ
た
）。
丸
山
は
こ
の

本
を
い
つ
ご
ろ
入
手
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
詳
し
い
こ
と
は
ま
だ
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
九
四
四
年
の
第
二
版
を
一
九
四
七
年
に
読
ん
だ
こ
と
は

事
実
で
あ
る(
)。
こ
の
事
実
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
丸
山
は
一
九
四
七
年
、「
日
本

17

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
思
想
と
運
動
」
の
公
開
講
演
を
行
っ
た
時
点
で
、
す
で
に
『
ビ
ヒ

モ
ス
』
の
研
究
成
果
お
よ
び
結
論
を
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。「
日
本
フ
ァ
シ

ズ
ム
」
を
解
明
す
る
た
め
に
、
丸
山
が
ノ
イ
マ
ン
の
こ
の
著
書
の
な
か
で
に
現
れ

て
い
る
分
析
装
置
を
応
用
し
た
か
ど
う
か
は
、
ま
だ
証
明
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
ノ
イ
マ
ン
の
ナ
チ
ズ
ム
の
社
会
・
経
済
・
政
治
構
造
に
つ
い
て
の
テ
ー
ゼ
は

「
全
体
主
義
的
多
元
主
義
の
カ
オ
ス
」
と
い
う
も
の
で
あ
る(
)。

ち
な
み
に
こ
の
フ

18

ラ
ン
ツ
・
ノ
イ
マ
ン
は
、
ず
っ
と
後
で
有
名
に
な
っ
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の

人
た
ち
と
多
少
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
戦
後
西
ド
イ
ツ
の

政
治
学
の
創
始
者
の
一
人
で
も
あ
る
。

そ
し
て
、
丸
山
は
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
諸
問
題
」
の
論
文
を
執
筆
し
た
と
き
、
次

の
よ
う
に
注
記
し
て
い
る
。「
こ
の
点〔
ナ
チ
党
と
独
占
資
本
と
の
融
合
〕と
く
に
、

お
よ
び

参
照
。
な
お
本

F.
N
eum
ann,

op.
cit.,

p.
504,

n.
63

p.611-614

書
全
体
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ツ
・
ノ
イ
マ
ン
の
分
析
は
、
ナ
チ
ス
社
会
を
も
っ
て
、

階
級
を
解
消
し
た
マ
ス
の
支
配
と
み
る
Ｅ
・
レ
ー
デ
ラ
ー
や
、
も
は
や
資
本
主
義

の
法
則
の
妥
当
し
な
い
一
種
の
国
防
経
済
体
制（

）と
見
る
Ｐ
・

W
ehrw

irtschaft

ド
ラ
ッ
カ
ー
の
見
解
に
対
す
る
最
も
見
事
な
反﹅

証﹅

で
あ
る(
)。」

な
お
、
丸
山
は
、
政

19

治
理
論
へ
の
重
要
な
寄
与
で
あ
る
「
政
治
権
力
の
諸
問
題
」（
一
九
五
七
）
の
な
か

で
、
ノ
イ
マ
ン
が
一
九
五
〇
年
に
発
表
し
た
論
文“

A
pproachestotheStudy

を
あ
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
ノ
イ
マ
ン
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
主

ofPoliticalPow
er”

張
す
る
主
権
を
め
ぐ
る
有
名
な
命
題

―
つ
ま
り
、
国
家
が
例
外
状
態
（
戦
争
、

革
命
、
独
裁
）
に
陥
る
と
、
主
権
が
ど
ち
ら
側
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
、
が
は
じ

め
て
明
ら
か
に
な
る

―
を
肯
定
的
に
み
た
、
と
丸
山
は
指
摘
す
る(
)。
ノ
イ
マ
ン

20

の
著
書
以
外
に
、
ア
メ
リ
カ
も
し
く
は
イ
ギ
リ
ス
へ
亡
命
し
た
ド
イ
ツ
の
学
者
の

著
書
の
う
ち
に
、
社
会
学
者

の
『

』

Em
ilLederer

T
heStateoftheM

asses
（
一
九
四
〇
、原
文
は
英
語
）お
よ
び
政
治
学
者

の『

Sigm
und
N
eum
ann

T
he

』（
一
九
四
二
、
原
文
は
英
語
）
も
あ
る
。
丸
山
は
こ
れ

Perm
anentRevolution

ら
を
一
九
五
七
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
軍
国
主
義
・
フ
ァ

シ
ズ
ム
」
を
執
筆
し
た
と
き
、
参
考
に
し
た
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
二
冊
も
終
戦
以

国際シンポジウム 新しい丸山眞男像の発見
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前
、
日
本
で
入
手
で
き
な
か
っ
た
著
書
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、こ
の
年
代
に
丸
山
は
、ほ
か
に
も
明
治
時
代
の
政
治
思
想
を
め
ぐ
っ

て
い
く
つ
か
の
論
文
を
発
表
し
た
。
残
念
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
こ
こ
で
対
象
に
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ド
イ
ツ
の
思
想
家
と
の
関
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら
み
る

と
、ま
た
別
の
注
目
す
べ
き
一
節
が
あ
る
。
一
九
四
七
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文「
科

学
と
し
て
の
政
治
学
」
の
な
か
で
の
社
会
に
対
す
る
学
者
の
立
場
に
つ
い
て
の
見

解
で
あ
る
が
、
丸
山
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
見
方
を
マ
リ
ア
ン
ネ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
言

葉
を
借
り
て
、
こ
う
紹
介
す
る
。「
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
は
、
理
論
的
な
価
値
関
係
づ

け
と
、
実
践
的
価
値
判
断
と
の
分
離
は
一
つ
の
「研
究
者
の
理
想
」で
、
そ
れ
を
完

全
に
実
現
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
人
格
の
統
一
性
と
矛
盾
す
る
と
考
え
て
い
た
の
で

あ
る
…
…
世
界
観
的
価
値
判
断
に
対
す
る
傍
観
的
態
度
、
乃
至
は
左
右
両
翼
に
対

す
る
「中
間
派
」の
立
場
と
混
同
さ
れ
る
の
を
鋭
く
斥
け
、
む
し
ろ
学
者
が
各
自
の

世
界
観
乃
至
政
治
的
立
場
を
ハ
ッ
キ
リ
表
明
す
る
こ
と
を
市﹅

民﹅

と﹅

し﹅

て﹅

の﹅

義﹅

務﹅

と

し
て
要
請
し
て
い
る(
)。」こ

の
見
方
は
正
し
い
、と
丸
山
は
認
め
て
い
る
が
、ウ
ェ
ー

21

バ
ー
の
言
葉
を
誤
解
し
な
が
ら
、
学
者
と
し
て
の
傍
観
者
と
い
う
像
も
ま
た
現
代

日
本
の
社
会
で
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
、
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

Ⅳ

戦
後
の
後
期（
一
九
六
〇
年
か
ら
一
九
九
〇
年
代
に
か
け
て
）

さ
て
、
先
に
あ
げ
た
時
代
区
分
の
な
か
の
最
後
の
期
間
に
関
し
て
、
つ
ま
り
一

九
六
〇
年
以
降
、
ド
イ
ツ
の
学
問
・
思
想
へ
の
言
及
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
見
て
み

た
い
。
私
が
知
っ
て
い
る
限
り
、そ
う
い
っ
た
言
及
は
明
ら
か
に
ほ
と
ん
ど
な
い
。

ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
簡
単
に
出
て
こ
な
い

が
、
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
に
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

一
つ
の
理
由
は
、丸
山
が
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
一
流
の
大
学
に
招
待
さ
れ
、

そ
こ
で
英
語
圏
に
お
け
る
最
新
の
日
本
研
究
の
成
果
だ
け
で
な
く
、
社
会
学
理
論

も
含
め
た
最
新
の
社
会
学
の
文
献
を
直
接
に
知
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。

特
に
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
氏
と
の
交
流
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
よ
う
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
分
断
さ
れ
た
国
ド
イ
ツ
は
、
東
ド
イ
ツ
で
あ
れ

西
ド
イ
ツ
で
あ
れ
、
思
想
的
に
も
政
治
的
に
も
面
白
み
に
欠
け
る
時
代
に
入
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
思
想
家T

heodor
A
dorno

と

、
そ
し
て
次
世
代
の

ら
に
よ
る
そ

M
ax
H
orkheim

er
Juergen

H
aberm

as

れ
ぞ
れ
の
思
想
と
社
会
科
学
的
な
分
析
の
影
響
は
一
九
六
〇
年
代
後
半
以
降
に

な
っ
て
、
は
じ
め
て
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
西
ド
イ
ツ
で
起

き
た
社
会
の
変
化
が
ゆ
っ
く
り
、
少
し
ず
つ
目
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
し
、
激
変

の
時
代
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
事
情
を
背
景
に
し
て
、
外
国
の

思
想
家
お
よ
び
学
者
の
間
で
は
、
当
時
の
西
ド
イ
ツ
の
政
治
、
社
会
、
思
想
を
知

り
た
い
と
い
う
動
機
に
つ
な
が
る
き
っ
か
け
が
あ
ま
り
生
ま
れ
な
か
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
三
つ
目
の
理
由
と
し
て
、
丸
山
眞
男
が
一
九
六
〇
年
代
、

一
九
七
〇
年
代
は
主
と
し
て
自
国
の
現
代
社
会
と
そ
の
思
想
的
伝
統
と
の
関
連
を

再
び
研
究
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
に
集
中
す
る
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
界
の
歴
史
お
よ
び
世
界
の
思
想
に
関
し
て
驚
異
的
な

丸山眞男とドイツの思想・学問（ヴォルフガング・ザイフェルト）
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知
識
を
有
し
た
学
者
と
し
て
の
丸
山
は
、い
わ
ゆ
る「
日
本
回
帰
」と
全
く
異
な
っ

た
形
で
日
本
の
思
想
史
を
研
究
し
つ
づ
け
た
。

一
九
五
〇
年
代
後
半
に
丸
山
は
再
び
日
本
の
思
想
史
に
向
け
て
、
優
先
的
に
歴

史
意
識
の
古
層
を
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
コ
ト
バ
の
「翻
訳
」の
問
題
を

ふ
く
む
文
化
接
触
と
文
化
変
容
と
い
う
観
点
の
思
想
史
へ
の
導
入(
)」
と
い
う
見
方

22

が
前
面
に
出
て
く
る
。
一
九
六
三
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
歴
史
哲
学
的
な
基

本
過
程
を
熟
考
し
、
今
度
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
の
テ
キ
ス

ト
を
本
格
的
に
読
む
よ
う
に
な
る
。「
原
型
」、
次
に
「
古
層
」、
そ
の
後
「
執
拗
低

音
」
と
規
定
し
て
い
る
歴
史
意
識
の
な
か
の
層
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
た
。
方
法

論
で
も
、
内
容
の
面
で
も
新
し
い
考
え
方
を
展
開
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
ド
イ
ツ

の
研
究
者
よ
り
も
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
学
者
が
刺
激
を
与
え
た
と
み
え
る
。

ま
た
歴
史
を
め
ぐ
る
構
想
に
も
変
化
が
起
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
丸
山
の
歴
史
の

思
想
に
は
「
単
数
の
近
代
化
」
か
ら
「
複
数
の
近
代
化
」
へ
の
移
行
が
明
ら
か
に

な
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
テ
ー
ゼ
へ
の
は
っ
き
り
と
し
た
批
判
を
表
明
し
な
い
ま

ま
、
諸
社
会
の
多
様
性
に
応
じ
て
複
数
の
近
代
化
（

）
が

m
ultiplem

odernities

あ
る
、
と
主
張
す
る(
)。

し
か
し
な
が
ら
、
近
代
化
の
多
様
性
を
展
望
す
る
に
も
か

23

か
わ
ら
ず
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
一
部
の
思
想
家
た
ち
と
違
っ
て
、
普
遍
性
の
理
念

を
完
全
否
定
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
は
説
得
力
の

あ
る
答
え
が
見
え
て
こ
な
い
と
思
わ
れ
る(
)。

こ
の
丸
山
の
思
想
的
な
展
開
は
そ
れ

24

以
前
か
ら
準
備
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
す
で
に
「
忠
誠
と
反
逆
」（
一
九
六
〇
）
に

は
、
社
会
は
そ
の
歴
史
に
お
い
て
「
単
線
的
な
進
歩
の
道
」
を
行
か
な
い
と
い
う

考
え
が
入
っ
て
い
る(
)。
25

お
わ
り
に

な
お
、
丸
山
の
思
想
史
的
な
研
究
に
対
す
る
批
判
的
な
見
解
の
一
つ
と
し
て
、

彼
は
そ
の
研
究
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
、
主
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
の
翻
訳
者

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
丸
山
が
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
歴
史
的
な
文
脈
か
ら
切
断
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
も
そ
の
歴
史
的
な
文
脈
か
ら
切
断
す
る
こ
と
に
由
来
す
る
、
と
い
う
見

方
が
あ
る(
)。

確
か
に
、
丸
山
は
近
代
へ
の
過
渡
期
の
思
想
家
た
ち
（
荻
生
徂
徠
、

26

後
に
福
沢
諭
吉
な
ど
）
を
詳
細
に
研
究
し
た
が
、
い
わ
ゆ
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
」
な
思
想
家
（
北
一
輝
、
大
川
周
明
な
ど
）
を
め
ぐ
っ
て
は
、
戦
後
の

論
文
で
は
そ
れ
ほ
ど
詳
細
な
叙
述
を
残
し
て
は
い
な
い
。
こ
れ
は
丸
山
が
後
者
の

グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
る
者
の
日
本
へ
の
影
響
を
高
く
評
価
し
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
様
々
な
思
潮
（
例
え
ば
、
ア
ジ

ア
主
義
）
を
ま
だ
調
べ
て
い
な
い
こ
と
を
彼
は
は
っ
き
り
と
欠
点
だ
と
見
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
丸
山
の
「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
を
解
明
す
る
た
め
に
努

力
し
た
そ
の
動
機
は
、
彼
ら
の
思
想
、
そ
し
て
よ
り
実
践
的
に
み
て
、
大
学
で
「
超

国
家
主
義
」を
主
張
し
て
い
る
教
員
の
見
解
を
厳
し
く
批
判
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

特
に
一
九
四
〇
年
代
の
国
家
官
僚
制
と
軍
部
が
も
っ
て
い
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
た

と
え
ば
、『
国
体
の
本
義
』
に
現
れ
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
を
支
持
す
る
著
作
を

丹
念
に
調
べ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
別
に
し
て
、
彼
ら
が
掲
げ
て
い
る
「
超
国
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家
主
義
」
と
「
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
を
等
し
い
も
の
と
捉
え
て
、
同
一
視

す
る
と
、
理
解
の
隔
た
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
丸
山
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ま

た
は
ド
イ
ツ
の
思
想
と
学
問
の
一
部
を
応
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
思
想

史
を
解
明
す
る
こ
と
に
独
創
性
を
も
つ
分
析
を
展
開
し
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
別
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
丸
山
の
日
本
の
社
会
に
果
た
し
た
役
割
、

ま
た
彼
の
思
想
が
有
し
た
機
能
は
、
あ
る
意
味
で
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
学
派
の
思
想
が
有
し
た
機
能
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
彼

が
考
え
た
民
主
主
義
の
構
想
も
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
民
主
主
義
の
思
想
と
直
接
的
に

は
関
係
し
て
い
な
い
が
、
幾
つ
か
の
面
で
は
類
似
点
が
あ
る
、
と
筆
者
に
は
思
わ

れ
る
。
丸
山
の
思
想
の
な
か
に
あ
る
予
見
的
な
も
の
と
し
て
は
、
政
治
家
が
新
技

術
を
巧
み
に
採
用
し
て
個
人
の
意
見
形
成
お
よ
び
世
論
へ
のm

anipulative

を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
政
治

pow
er

の
問
題
に
つ
い
て
、丸
山
は
す
で
に
一
九
五
〇
年
代
に
い
く
つ
か
の
指
摘
を
し
た
。

ド
イ
ツ
で
あ
れ
、
日
本
で
あ
れ
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
あ
れ
、
依
然
と
し
て
私
た

ち
に
と
っ
て
、
学
び
う
る
ア
イ
デ
ア
が
多
く
、
こ
れ
ら
を
さ
ら
に
展
開
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

注

（
１
)
こ
れ
は
恐
ら
く
杉
田
敦
氏
が
「
解
説
」
に
付
け
た
見
出
し
「
丸
山
眞
男
と
い
う
多
面
体
」

に
示
さ
れ
て
い
る
。
杉
田
敦
編
『
丸
山
眞
男
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、

二
〇
一
〇
）
四
四
四
頁
。

（
２
)
た
と
え
ば
、
丸
山
眞
男
と
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
権
左
武
志
氏
の
「
丸
山
眞

男
の
政
治
思
想
と
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
上
・
下
）
―
丸
山
の
西
欧
近
代
理
解
を
中

心
と
し
て
」『
思
想
』
第
九
〇
三
号
・
第
九
〇
四
号
（
一
九
九
九
年
九
月
・
一
〇
月
）
を
参

照
。

（
３
)「
思
想
史
の
方
法
を
模
索
し
て

―
一
つ
の
回
想

―
」（
一
九
七
八
）『
集
』
⑩
三
一
三

―
三
四
七
頁
。

（
４
)
一
九
四
七
年
に
丸
山
は
福
沢
諭
吉
に
つ
い
て
二
つ
の
論
文
を
執
筆
し
、
そ
の
ほ
か
に
日

本
の
政
治
学
に
関
し
て
「
科
学
と
し
て
の
政
治
学
」
も
発
表
し
た
。
す
な
わ
ち
、
時
代
区

分
の
な
か
の
一
つ
の
期
間
で
一
つ
の
研
究
分
野
だ
け
に
従
事
し
た
と
は
限
ら
な
い
。

（
５
)
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
古
典
を
勉
強
し
た
丸
山
に
関
し
て
は
、
苅
部
直
『
丸
山
眞
男

―
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
肖
像
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
六
）
六
五
―
七
〇
頁
。

（
６
)
権
左
武
志
氏
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
表
現
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
踏
ま
え
て

丸
山
が
つ
く
り
出
し
た
。
筆
者
は
丸
山
の
「
政
治
学
に
お
け
る
国
家
の
概
念
」
の
独
訳

を
作
っ
た
と
き
、こ
の
言
葉
に
つ
い
て
間
違
っ
た
注
釈
ノ
ー
ト
を
入
れ
た（
ド
イ
ツ
語
版
、

注
６
）。
こ
の
場
を
借
り
て
一
言
お
断
り
し
ま
す
。

（
７
)「
思
想
史
の
方
法
を
模
索
し
て
」『
集
』
⑩
三
一
八
―
三
一
九
頁
。

（
８
)
丸
山
眞
男
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
丸
山
の
手
沢
の
あ
る
『
現
代
議
会
主
義
の
精
神
史

的
地
位
』（

（
登

D
iegeistesgeschichtlicheLagedesheutigen

Parlam
entarism

us

録
番
号
0182574））
の
閲
覧
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
関
係
者
の
皆
様
に
、
こ
の
場
を
借

り
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（
９
)「
「現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
」英
語
版
へ
の
著
者
序
文
」（
一
九
八
二
）『
集
』
⑫
四
八
頁
。

（

)『
集
』
⑩
三
三
六
頁
。

10
（

)『
集
』
⑩
三
三
六
頁
。

11
（

)『
集
』
⑩
三
三
二
―
三
三
三
頁
。

12
（

)『
集
』
⑩
三
三
四
頁
。

13
（

)
酒
井
哲
哉
『
近
代
日
本
の
国
際
秩
序
論
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
）
第
一
章
「
戦
後
外
交

14

論
の
形
成
」
一
九
―
八
八
頁
、
参
照
。

（

)
山
口
定
「
丸
山
眞
男
と
歴
史
の
見
方
」、
小
林
正
弥
編
『
丸
山
眞
男
論

―
主
体
的
作
為
、

15

フ
ァ
シ
ズ
ム
、
市
民
社
会
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
）
一
二
三
―
一
二
四
頁
。
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（

)
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
の
歴
史
学
で
は
新
し
く
発
掘
さ
れ
た
資
料
に
基
づ
く
、
丸
山
の

16

テ
ー
ゼ
に
対
す
る
批
判
的
な
見
解
が
提
出
さ
れ
た
。
一
例
と
し
て
は
、
吉
田
裕
『
ア
ジ

ア
・
太
平
洋
戦
争

シ
リ
ー
ズ
日
本
近
現
代
史
６
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
七
）
が
あ
る

（
七
四
―
八
四
頁
）。

（

)
丸
山
眞
男
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
丸
山
の
手
沢
の
あ
る
『
ビ
ヒ
モ
ス
』（

17

Behem
oth
:

（
登
録
番
号

the
structure

and
practice

of
national

socialism
,
1933-1944

））
の
閲
覧
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
関
係
者
の
皆
様
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
お

0180430

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（

)
日
本
で
丹
念
に
調
べ
ら
れ
た
論
文
と
し
て
は
、
住
沢
博
紀
「
二
〇
世
紀
を
生
き
た
批
判
的

18

政
治
学
者
フ
ラ
ン
ツ
・
ノ
イ
マ
ン
」、
日
本
政
治
学
会
編
『
二
〇
世
紀
の
ド
イ
ツ
政
治
理

論
（
年
報
政
治
学
・
二
〇
〇
二
年
度
）』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
）
一
〇
五
―
一
三
二
頁
、

参
照
。

（

)『
集
』
⑤
二
七
五
―
二
七
六
頁
。

19
（

)『
集
』
⑥
三
五
二
頁
。

20
（

)「
科
学
と
し
て
の
政
治
学
」『
集
』
③
一
五
二
頁
。

21
（

)「
思
想
史
の
方
法
を
模
索
し
て
」『
集
』
⑩
三
四
三
頁
。

22
（

)
平
石
直
昭
氏
よ
り
、「
ウ
ェ
ー
バ
ー
生
誕
一
〇
〇
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
草
案
（
抄

23

録
）」、
東
京
女
子
大
学
丸
山
眞
男
文
庫
編
『
丸
山
眞
男
集
別
集
』
第
三
巻
（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
五
、
三
一
―
五
六
頁
）、
ま
た
、「
普
遍
の
意
識
欠
く
日
本
の
思
想

―
丸
山
眞
男

氏
を
囲
ん
で
」『
集
』
⑯
（
四
七
―
六
七
頁
）
な
ど
の
文
献
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
厚
く

お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（

)
野
口
雅
弘
氏
は
最
近
、「
丸
山
眞
男
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究

―
複
数
の
近
代

24

m
ultiple

を
め
ぐ
っ
て
」
と
い
う
論
文
を
刊
行
し
た
。
中
野
敏
男
ほ
か
編
『
マ
ッ
ク

m
odernities

ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
の
現
在
：
資
本
主
義
・
民
主
主
義
・
福
祉
国
家
の
変
容
の
中
で
』

（
創
文
社
、
二
〇
一
六
）
三
五
三
―
三
六
五
頁
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（

)
川
崎
修
「
解
説
」、
丸
山
眞
男
『
忠
誠
と
反
逆

―
転
形
期
日
本
の
精
神
史
的
位
相
』（
ち

25

く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
八
）
四
八
五
―
四
九
九
頁
。

（

)
植
村
和
秀
「
翻
訳
者
と
し
て
の
丸
山
眞
男

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
と
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ

26

ズ
ム
」『
産
大
法
学
』
第
四
〇
巻
第
三
・
四
号
（
二
〇
〇
七
年
三
月
）
三
三
五
―
三
六
五
、

参
照
。
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