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ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
に
お
け
る
東
西
交
点
と
し
て
の「
第
三
の
国
﹂

─
メ
ラ
ー
・
ファン
・
デ
ン
・
ブ
ルッ
ク
︑
日
本
の
雑
誌
﹃
第
三
帝
国
﹄︑
パ
ウ
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
─

小
黒　

康
正

一
　
一
九
二
三
年

二
〇
二
三
年
の
夏
学
期
に
ベ
ル
リ
ー
ン
自
由
大
学
で
連
続
講
義
﹁
危
機
の
年
一
九
二
三
年
に
お
け
る
ベ
ル
リ
ー
ン　

文
学
と
学
問
と
芸
術
に
お
け

る
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
﹂
が
企
画
さ
れ
た一

︒
一
九
二
三
年
は
︑
ド
イ
ツ
の
賠
償
金
不
払
い
を
理
由
に
フ
ラ
ン
ス
と
ベ
ル
ギ
ー
の
軍
隊
が
ド
イ
ツ
の
ル

ー
ル
地
方
を
占
拠
し
︑
そ
の
後
ド
イ
ツ
国
内
で
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
が
進
行
す
る
中
で
十
一
月
に
ヒ
ト
ラ
ー
が
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
一
揆
を
起
こ
し
︑
ド

イ
ツ
全
体
が
危
機
に
陥
っ
た
年
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
ヒ
ト
ラ
ー
は
︑
前
年
に
イ
タ
リ
ア
で
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
政
権
を
奪
取
し
た
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ

を
ま
ね
て
反
乱
を
起
こ
し
た
も
の
の
︑
す
ぐ
に
鎮
圧
さ
れ
投
獄
さ
れ
た
が
︑
こ
の
一
件
で
却
っ
て
﹁
保
守
系
右
派
の
政
治
的
英
雄
﹂
と
し
て
知
名
度

を
高
め二

︑
翌
年
に
出
所
し
て
︑
国
民
社
会
主
義
ド
イ
ツ
労
働
者
党
を
再
建
し
た
の
で
あ
る
︒
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
エ
カ
ル
ト
を
中
心
に
ド
イ
ツ
労
働
者

党
が
立
ち
上
げ
ら
れ
た
の
は
一
九
一
九
年
で
あ
り
︑
党
名
が
ド
イ
ツ
労
働
者
党
か
ら
国
民
社
会
主
義
ド
イ
ツ
労
働
者
党
へ
改
称
さ
れ
︑
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ

ン
の
﹁
ホ
ー
フ
ブ
ロ
イ
ハ
ウ
ス
﹂
で
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
っ
て
二
十
五
か
条
の
党
綱
領
が
出
さ
れ
た
の
は
一
九
二
〇
年
で
あ
っ
た
が
︑
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
一

揆
が
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
内
で
帝
政
支
持
者
を
勢
い
づ
か
せ
︑
首
都
ベ
ル
リ
ー
ン
に
お
い
て
右
派
と
左
派
の
対
立
を
激
化
さ
せ
た
年
︑
つ
ま
り
一
九
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二
三
年
こ
そ
︑
ま
さ
に
危
機
の
年
で
あ
っ
た
︒
ヒ
ト
ラ
ー
が
一
九
一
三
年
五
月
に
ヴ
ィ
ー
ン
を
去
っ
て
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
に
移
住
し
︑
一
九
三
三
年
一

月
三
十
日
に
ベ
ル
リ
ー
ン
で
政
権
を
掌
握
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
一
九
二
三
年
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
本
格
的
な
危
機
の
始
ま
り
で
あ
り
︑
大
き
な

転
機
だ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
︒

一
九
二
三
年
を
考
察
対
象
に
据
え
る
連
続
講
義
に
お
い
て
は
︑
十
年
後
の
一
九
三
三
年
の
み
な
ら
ず
︑
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
い
ま
だ
終
焉
せ
ず
︑
ロ

シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
が
続
く
二
〇
二
三
年
も
視
野
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
︒
但
し
︑
一
九
二
三
年
の
ベ
ル
リ
ー
ン
の
﹁
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
﹂

と
し
て
同
年
の
東
京
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
︒
ド
イ
ツ
在
住
の
二
名
と
日
本
在
住
の
一
名
︑
合
計
三
名
の
日
本
人
研
究

者
が
連
続
講
義
十
四
回
中
の
一
回
を
そ
れ
ぞ
れ
担
当
し
︑
加
え
て
︑
講
義
の
案
内
ポ
ス
タ
ー
︵
図
一
︶
に
掲
載
さ
れ
た
歪
ん
だ
線
路
の
写
真
が
耳
目

図一
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を
引
く
か
ら
だ
︒
こ
の
写
真
は
︑
連
続
講
義
の
企
画
担
当
者
で
あ
る
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
教
授
に
よ
れ
ば三

︑
関
東
大
震
災
直
後
の
写
真
で

あ
っ
た
︒
一
九
二
三
年
九
月
一
日
に
関
東
地
方
を
襲
っ
た
巨
大
地
震
が
未
曾
有
の
自
然
災
害
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
︑
日
本
社
会
を
根
底
か

ら
覆
す
大
惨
事
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
日
本
で
は
︑
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
に
普
通
選
挙
運
動
が
展
開
さ
れ
民
本
主
義
や
自

由
主
義
が
高
揚
し
︑
一
九
一
八
年
に
米
騒
動
︑
一
九
二
一
年
に
原
敬
首
相
暗
殺
事
件
︑
一
九
二
二
年
に
シ
ベ
リ
ア
出
兵
か
ら
の
撤
退
が
起
き
た
後

に
大
震
災
が
発
生
し
︑
災
害
対
応
の
主
役
と
な
っ
た
陸
軍
の
影
響
力
が
高
ま
る
中
で四

︑
一
九
二
五
年
の
治
安
維
持
法
成
立
と
一
九
三
一
年
の
満
州

事
変
を
経
て
︑
一
九
三
三
年
二
月
に
日
本
は
国
際
連
盟
を
脱
退
し
て
国
際
的
に
孤
立
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
︒
ド
イ
ツ
が
同
年
十
月
に
国
際
連
盟

を
脱
退
す
る
こ
と
を
併
せ
て
考
え
る
と
︑
連
続
講
義
の
ポ
ス
タ
ー
は
ド
イ
ツ
の
み
な
ら
ず
︑
日
本
に
お
け
る
一
九
二
三
年
の
﹁
危
機
﹂
と
そ
の
後

の
紆
余
曲
折
を
歪
ん
だ
線
路
で
示
唆
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
︒

ド
イ
ツ
の
場
合
︑
一
九
二
三
年
か
ら
一
九
三
三
年
ま
で
は
︑
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
る
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
一
揆
か
ら
ベ
ル
リ
ー
ン
で
の
政
権
獲
得
ま
で
の

十
年
と
し
て
︑
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
自
称
で
あ
り
︑
通
称
で
あ
り
︑
俗
称
で
あ
る
﹁
第
三
帝
国
﹂
と
い
う
言
説
が
流
布
し
た
十
年
で
も
あ
っ
た五

︒ 

こ
の
言
葉
の
使
用
禁
止
が
一
九
三
九
年
六
月
十
三
日
付
の
﹁
総
統
命
令
﹂
で
出
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が六

︑
ヒ
ト
ラ
ー
自
身
︑
一
九
四
一
年
十
二
月

十
七
日
か
ら
十
八
日
に
か
け
て
の
談
話
で
﹁
今
や
︑
ド
イ
ツ
と
い
う
時
︑
そ
れ
は
﹃
第
三
帝
国
﹄
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い七

﹂
と
語
っ
て
い
た
の

だ
︒
こ
の
言
説
が
流
布
す
る
契
機
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
メ
ラ
ー
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
の
著
作
﹃
第
三
の
国八

﹄
が
刊
行
さ
れ
た
年
が
ま

さ
に
一
九
二
三
年
で
あ
り
︑
同
書
に
よ
っ
て
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
さ
れ
た
﹁
ラ
イ
ヒ
﹂R

eich

と
い
う
言
葉
が
ド
イ
ツ
民
族
を
統
一
す
る
理

念
と
し
て
ド
イ
ツ
語
圏
で
広
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
同
書
以
降
の
一
般
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
︑﹁
ラ
イ
ヒ
﹂
を
巡
る
三
段
階
と
し
て
あ
る
の
は
︑
第

一
に
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
︑
第
二
に
ド
イ
ツ
帝
国
で
あ
り
︑
第
三
に
一
九
一
九
年
成
立
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
を
認
め
な
い
保
守
勢
力
が
求
め
た
新

た
な
政
治
体
制
で
あ
り
︑
詰
ま
る
と
こ
ろ
︑
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
﹁
第
三
帝
国
﹂das D

ritte R
eich

で
あ
っ
た
︒
ナ
チ
ス
と
は
異
な
る
意
味
合

い
で
﹁
第
三
の
国
﹂das dritte R

eich

と
い
う
言
葉
を
用
い
た
エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ロ
ッ
ホ
は
︑
ナ
チ
ス
の
﹁
土
地
台
帳
﹂
と
な
り
︑
ナ
チ
ズ
ム
の

﹁
主
著
﹂
と
な
っ
た
メ
ラ
ー
の
著
作
が
﹁
運
動
の
エ
リ
ー
ト
﹂
た
ち
の
心
を
捉
え
た
と
言
う九

︒ 

こ
の
﹁
主
著
﹂
が
刊
行
さ
れ
た
年
も
︑
ヒ
ト
ラ
ー

が
彼
自
身
に
決
定
的
な
政
治
的
影
響
を
与
え
た
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
エ
カ
ル
ト
と
共
に
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
一
揆
を
起
こ
し
た
年
も
︑
ヒ
ト
ラ
ー
に
﹁
第
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三
帝
国
﹂
と
い
う
言
葉
を
も
た
ら
し
た
エ
カ
ル
ト
が
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
に
よ
る
心
臓
発
作
で
死
亡
し
た
年
も
︑
す
べ
て
同
年
で
あ
っ
た
︒
そ
の
意
味

で
︑﹁
危
機
の
年
﹂
一
九
二
三
年
は
﹁
第
三
の
国
﹂
の
年
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
︒

メ
ラ
ー
の
著
作
が
当
時
の
ド
イ
ツ
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
背
景
に
は一
〇

︑
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
主
義
的
憲
法
を
も
つ
ヴ
ァ
イ
マ
ル
体
制
に
対
し
て
右

派
も
左
派
も
抱
い
て
い
た
嫌
悪
が
あ
り
︑
同
書
が
有
す
る
宗
教
政
治
性
が
あ
っ
た一
一

︒ 

フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
思
想
が
ド
イ
ツ
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
至
る

過
程
を
文
化
史
的
に
追
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
L
・
モ
ッ
セ
は
︑
一
九
六
四
年
の
著
作
﹃
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
革
命
﹄
で
﹁
第
三
帝
国
の
知
的
起
源
﹂
を

既
に
考
察
し
て
﹁
ゲ
ル
マ
ン
的
信
仰
の
復
活
﹂
を
指
摘
し
て
お
り
︑
第
十
六
章
﹁
ド
イ
ツ
的
革
命
﹂
で
メ
ラ
ー
を
﹁
第
三
の
道
﹂
の
予
言
者
と
み

な
し
︑
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
な
ド
イ
ツ
的
社
会
主
義
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い
う
﹁
国
際
的
運
動
﹂
と
結
び
つ
く
過
程
を
追
い
な
が
ら
︑
メ
ラ
ー
の
思
想

が
中
世
の
メ
シ
ア
信
仰
の
諸
伝
統
を
新
し
い
時
代
に
移
す
精
神
的
な
革
命
で
あ
る
と
み
な
し
た
の
で
あ
る一
二

︒ 

モ
ッ
セ
以
上
に
﹁
第
三
の
国
﹂
の

知
的
起
源
を
追
っ
た
ク
ラ
ウ
ス
・
エ
ッ
ケ
ハ
ル
ト
・
ベ
ル
シ
ュ
は
︑
一
九
九
八
年
な
ら
び
に
二
〇
〇
二
年
の
時
点
で
ナ
チ
ス
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
宗
教
政
治
的
な
観
点
か
ら
問
う
た
際
︑
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
を
﹁
歴
史
神
学
の
母
﹂﹁
近
代
の
歴
史
目
的
論
の
祖
母
﹂
と
名
づ
け
︑
歴
史
を
三
分

割
し
な
が
ら
黙
示
録
を
解
釈
し
た
十
二
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
修
道
院
長
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
に
ふ
れ
︑
後
世
に
お
け
る
影
響
の
一
つ
と
し
て
エ

カ
ル
ト
︑
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
︑
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
︑
ヒ
ト
ラ
ー
の
言
説
を
分
析
し
た一
三

︒ 

と
は
い
え
︑
こ
う
し
た
分
析
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
政

治
思
想
家
の
ヘ
ル
マ
ン
・
ブ
ッ
ツ
ァ
ー
は
二
〇
〇
三
年
の
時
点
で
﹁
ト
ポ
ス
と
し
て
﹃
第
三
の
国
﹄
を
扱
う
文
学
的
・
言
語
学
的
研
究
は
極
め

て
少
な
い
﹂
と
言
う一
四

︒ 

そ
の
主
張
に
よ
れ
ば
︑
従
来
の
研
究
が
と
か
く
﹁
ラ
イ
ヒ
﹂
に
偏
り
が
ち
で
︑﹁
第
三
の
国
﹂
と
い
う
言
説
そ
の
も
の
が

注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
だ
︒
そ
こ
で
ブ
ッ
ツ
ァ
ー
は
︑﹁
第
三
の
国
﹂
の
知
的
起
源
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
る
た
め
に
︑
二
世
紀
の
モ
ン
タ

ヌ
ス
派
と
十
二
世
紀
の
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
を
あ
げ
︑
特
に
後
者
の
影
響
が
︑
フ
ス
︑
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
︑
レ
ッ
シ
ン
グ
︑
シ
ェ
リ
ン
グ
︑

ヘ
ー
ゲ
ル
︑
イ
プ
セ
ン
に
及
ん
だ
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
こ
こ
で
ブ
ッ
ツ
ァ
ー
は
十
九
世
紀
に
お
い
て
﹁
特
別
な
契
機
を
も
た
ら
す
﹂besonders 

anstoßgebend

イ
プ
セ
ン
の
劇
﹃
皇
帝
と
ガ
リ
ラ
ヤ
人
﹄︵
一
八
七
三
年
︶
に
触
れ一
五

︑
ロ
ー
マ
皇
帝
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
名
前
を
挙
げ
な
が
ら
異
教
と

キ
リ
ス
ト
教
の
ジ
ン
テ
ー
ゼ
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
﹁
第
三
の
国
﹂
に
つ
い
て
若
干
の
補
足
を
註
で
行
う
︒
但
し
︑
註
に
よ
る
補
足
説
明

に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
一
八
八
八
年
の
ド
イ
ツ
語
訳
﹃
皇
帝
と
ガ
リ
ラ
ヤ
人
﹄
が
い
か
な
る
﹁
特
別
な
契
機
﹂
を
も
た
ら
し
た
の
か
︑
そ

し
て
﹁
第
三
の
国
﹂
が
そ
も
そ
も
背
教
者
と
称
さ
れ
た
皇
帝
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
か
︑
い
ず
れ
も
説
明
し
て
い
な
い
︒
い
や
︑
そ
れ
以
上
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に
︑
中
世
イ
タ
リ
ア
で
生
じ
た
﹁
三
﹂
の
思
想
が
︑
ナ
チ
ス
の
語
彙
使
用
と
は
全
く
異
な
る
意
味
で
用
い
ら
れ
︑
近
代
の
ド
イ
ツ
の
み
な
ら
ず
︑

ロ
シ
ア
や
日
本
に
も
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
︑
ブ
ッ
ツ
ァ
ー
の
論
攷
で
も
そ
の
後
の
研
究
で
も
総
括
的
な
研
究
は
い
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
︒
別
言
す
る
と
︑﹁
第
三
の
国
﹂
を
め
ぐ
る
考
察
は
︑
ナ
チ
ス
研
究
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
︑
モ
ッ
セ
の
説
明
と
は
異
な

り
︑
必
ず
し
も
﹁
国
際
的
運
動
﹂
と
十
分
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
︒
そ
こ
で
本
論
は
︑﹁
第
三
の
国
﹂
研
究
に
お
け
る
こ
う
し

た
欠
落
を
補
う
た
め
︑
一
九
一
三
年
に
お
け
る
ヒ
ト
ラ
ー
の
移
住
先
の
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
と
し
て
一
九
一
三
年
の
東
京
に
着
目
し
た
い
︒
と
い

う
の
も
︑
一
九
二
三
年
ベ
ル
リ
ー
ン
に
お
け
る
﹁
第
三
の
国
﹂
の
い
わ
ば
同
音
異
義
語
と
も
称
す
べ
き
思
想
が
一
九
一
三
年
の
東
京
に
お
い
て
展

開
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
本
論
は
︑
一
九
二
三
年
か
ら
十
年
を
下
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
十
年
を
遡
る
試
論
と
し
て
︑

﹁
第
三
の
国
﹂
を
東
西
交
点
と
い
う
新
た
な
視
点
で
考
察
を
行
う
︒

二
　「
今
や
我
国
に
も
「
第
三
帝
国
」
の
声
は
高
い
」

こ
こ
に
あ
げ
た
言
説
に
つ
い
て
︑
三
つ
の
問
い
を
立
て
て
お
こ
う
︒﹁
今
や
﹂
と
は
い
つ
の
こ
と
か
︑﹁
我
国
﹂
と
は
ど
こ
の
国
か
︑﹁
も
﹂
と

い
う
助
詞
は
何
を
意
味
す
る
の
か
︒
こ
の
言
葉
が
発
せ
ら
れ
た
の
は
︑
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
掌
握
の
一
九
三
三
年
で
も
な
け
れ
ば
︑
メ
ラ
ー
の
著
作
が

出
た
一
九
二
三
年
で
も
な
く
︑
む
し
ろ
ヒ
ト
ラ
ー
が
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
に
移
住
し
た
一
九
一
三
年
の
頃
だ
が
︑﹁
我
国
﹂
と
は
ド
イ
ツ
の
こ
と
で
は

な
か
っ
た
︒
件
の
言
葉
は
︑
一
九
一
四
年
三
月
︑
国
文
学
者
・
国
語
教
育
学
者
の
西
尾
実
が
雑
誌
﹃
信
濃
教
育
﹄
大
正
三
年
三
月
号
所
収
の
論
攷

﹁
道
元
禅
師
﹂
で
発
し
た
言
葉
だ
っ
た
の
で
あ
る一
六

︒ 

そ
の
際
︑
西
尾
は
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
を
﹁
中
世
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
文
明
﹂︑
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
を

﹁
近
世
ギ
リ
シ
ャ
思
想
の
文
明
﹂
の
意
で
用
い
︑
西
洋
的
な
二
項
対
立
を
日
本
で
克
服
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
﹁
第
三
帝
国
﹂
と
い
う
言
葉
を
用

い
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑das dritte R

eich

と
い
う
表
記
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
流
布
す
る
前
に
︑
日
本
に
お
い
て
︑
い
や
︑
日
本
に
お
い
て
﹁
も
﹂

流
布
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

西
尾
発
言
の
背
景
と
し
て
︑
お
よ
そ
半
年
前
に
あ
た
る
一
九
一
三
年
十
月
十
日
に
茅
原
華
山
に
よ
っ
て
雑
誌
﹃
第
三
帝
国一
七

﹄
が
創
刊
さ
れ
た
こ
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と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
各
号
の
上
部
にTH

E TH
IR

D
 EM

PIR
E

と
記
さ
れ
た
こ
の
社
会
評
論
誌
︵
図
二
︶
は
︑
普
通
選

挙
請
願
運
動
を
呼
び
か
け
︑
民
本
主
義
の
急
先
鋒
と
な
り
な
が
ら
帝
国
主
義
的
な
植
民
地
主
義
を
否
定
し
た
雑
誌
で
あ
る
︒
一
九
一
五
年
十
二
月

に
廃
刊
に
い
た
る
が
︑
廃
刊
前
の
同
年
二
月
に
は
同
誌
に
掲
載
さ
れ
た
主
要
論
説
が
一
冊
の
書
物
に
ま
と
め
ら
れ
て
﹃
第
三
帝
国
の
思
想
﹄
と
し

て
刊
行
さ
れ
て
お
り
︑
同
書
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
﹁
新
第
三
帝
国
論
﹂
に
よ
る
と
︑
茅
原
は
﹁
一
種
の
洪
水
﹂
と
さ
れ
た
戦
争
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

勃
発
す
る
中
で
﹁
世
界
は
民
族
が
対
立
角
遂
す
る
時
代
と
す
れ
ば
︑
我
々
は
自
我
主
義
を
徹
底
し
て
︑
世
界
を
排
除
す
る
の
で
は
な
い
︑
世
界
を

包
括
す
る
民
族
主
義
に
到
達
せ
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
と
考
え
︑﹁
新
な
る
︹
マ
マ
︺
世
界
的
帝
国
﹂
と
し
て
の
﹁
第
三
帝
国
﹂
を
日
本
で
模
索
し
た

の
で
あ
る一
八

︒

図二　『第三帝国』創刊号表紙
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第
一
次
世
界
大
戦
直
前
の
日
本
で
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
が
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
で
刊
行
さ
れ
た
メ
ラ
ー
の
著
作
と
ま
っ
た
く
異
な
る
こ

と
は
言
を
俟
た
な
い
︒
両
者
の
比
較
検
討
は
︑
ド
イ
ツ
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑
日
本
に
お
い
て
も
見
当
た
ら
な
い
の
で
︑
ど
の
程
度
の
違
い
が
あ

る
か
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
︒
両
者
と
も
に
歴
史
の
三
分
割
と
い
う
点
で
共
通
す
る
が
︑
当
然
の
こ
と
な
が
ら
三
段
階
が
ま
っ
た
く
異

な
る
︒
茅
原
は
︑
明
治
維
新
ま
で
の
日
本
を
第
一
帝
国
︑
国
家
至
上
主
義
的
な
明
治
の
日
本
を
第
二
帝
国
︑
そ
し
て
文
明
論
的
な
霊
肉
一
致
の

観
点
か
ら
霊
に
基
づ
く
﹁
東
洋
の
直
覚
生
活
﹂
と
肉
に
基
づ
く
﹁
西
洋
の
理
智
生
活
﹂
の
一
致
合
流
を
﹁
第
三
生
活
︑
第
三
文
明
︑
第
三
帝
国
﹂

と
解
し
た一
九

︒
こ
れ
に
対
し
て
メ
ラ
ー
の
場
合
︑﹁
ラ
イ
ヒ
﹂
を
巡
る
三
段
階
と
し
て
︑
第
一
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
︑
第
二
の
ド
イ
ツ
帝
国
に
続
い

て
︑
ド
イ
ツ
史
を
継
続
す
る
﹁
第
三
の
党
﹂
す
な
わ
ち
﹁
第
三
の
国
﹂
を
求
め
た
の
で
あ
る二
〇

︒ 

そ
れ
は
﹁
新
し
い
最
終
の
国二
一

﹂
で
あ
り
︑
し
か

も
﹁
永
久
平
和
の
思
想二
二

﹂
で
も
あ
っ
た
が
︑
実
際
の
と
こ
ろ
は
︑
一
九
一
九
年
成
立
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
を
認
め
な
い
保
守
勢
力
が
求
め
た
反

動
的
な
政
治
体
制
で
あ
っ
た
︒
メ
ラ
ー
は
﹁
我
々
の
国
に
お
け
る
西
側
を
範
に
し
た
議
会
政
治
の
席
巻
﹂
を
打
破
す
べ
き
現
実
と
み
な
し
て
い
た

の
で
あ
る二
三

︒ 

先
に
用
い
た
モ
ッ
セ
の
言
葉
を
援
用
す
る
と
︑
日
本
の
雑
誌
が
目
指
し
た
国
際
的
運
動
は
﹁
世
界
の
民
主
的
大
勢二
四

﹂
で
あ
り
︑
メ

ラ
ー
の
著
作
が
連
動
し
た
そ
れ
は
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
で
あ
っ
た
︒
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
︑
日
本
の
社
会
評
論
誌
が
普
通
選
挙
請
願
運
動

や
民
本
主
義
を
支
持
し
た
の
に
対
し
て
︑
ド
イ
ツ
保
守
革
命
を
代
表
す
る
著
作
は
議
会
政
治
の
み
な
ら
ず
︑﹃
第
三
の
国
﹄
第
三
章
に
添
え
ら
れ

た
エ
ピ
グ
ラ
フ
﹁
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
冒
さ
れ
て
人
々
は
破
滅
す
る二
五

﹂
が
示
唆
す
る
よ
う
に
︑
政
治
的
な
自
由
主
義
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
の
で
あ

っ
た
︒
別
言
す
る
と
︑﹁
少
数
の
貧
乏
武
士
が
先
づ
覚
醒
し
発
奮
し
て
終
に
革
新
を
行
っ
た
﹂
後
に
刊
行
さ
れ
た
日
本
の
社
会
評
論
誌
が
西
洋
の

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
近
づ
こ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
︑
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
な
ド
イ
ツ
的
社
会
主
義
を
標
榜
す
る
メ
ラ
ー
の
著
作
は
﹁
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
は
諸
々
の
文
化
を
葬
っ
た
︒
諸
宗
教
を
台
無
し
に
し
た
︒
諸
々
の
祖
国
を
破
壊
し
た
︒
そ
れ
は
人
類
の
自
己
破
壊
だ
っ
た
の
で
あ
る二
六

﹂
と
述
べ

て
︑
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
﹁
西
側
﹂W

esten

に
由
来
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
断
固
拒
否
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
拒
絶
が
あ
る
か

ら
こ
そ
︑
フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ュ
テ
ル
ン
は
一
九
六
一
年
の
著
作
﹃
文
化
的
絶
望
の
政
治二
七

﹄
に
お
い
て
︑
非
政
治
的
な
不
満
を
政
治
化
さ
せ
︑
ナ
チ
ス

の
思
想
的
先
駆
と
な
っ
た
三
者
と
し
て
︑
パ
ウ
ル
・
ド
・
ラ
ガ
ル
ド
や
ユ
ー
リ
ウ
ス
・
ラ
ン
グ
ベ
ー
ン二
八

と
共
に
メ
ラ
ー
を
集
中
的
に
扱
っ
た
の
で

あ
っ
た
︒
メ
ラ
ー
は
︑
非
政
治
的
な
不
満
を
政
治
化
さ
せ
た
際
︑
批
判
の
矛
先
を
マ
ル
ク
ス
主
義
に
も
向
け
︑﹁
ど
の
民
族
も
独
自
の
社
会
主
義
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を
も
つ
︒
／
マ
ル
ク
ス
は
ド
イ
ツ
の
社
会
主
義
を
根
本
的
に
破
壊
し
た
︒
ド
イ
ツ
の
社
会
主
義
に
い
か
な
る
成
長
も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
︒︹
中

略
︺
彼
は
国
民
的
な
社
会
主
義
の
芽
︵die K

eim
e eines nationalen Sozialism

us

︶
を
埋
め
て
し
ま
っ
た
の
だ二
九

﹂
と
言
う
︒
こ
う
し
た
糾
弾

か
ら
は
﹁
国
民
社
会
主
義
﹂N

ationalsozialism
us

の
思
想
的
先
駆
が
読
み
取
れ
よ
う
︒
一
九
一
八
年
の
ド
イ
ツ
革
命
を
単
な
る
﹁
反
乱
﹂
と
し

か
み
な
い
メ
ラ
ー
は三
〇

︑﹁
保
守
的
な
﹂
革
命
と
な
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
社
会
主
義
を
求
め
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
を
装
う
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

社
会
主
義
を
徹
底
的
に
拒
ん
だ三
一

︒﹁
マ
ル
ク
ス
主
義
が
終
わ
る
と
こ
ろ
で
社
会
主
義
が
始
ま
る
﹂
と
言
い
切
る
メ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
︑
始
ま
る
の
は

﹁
第
三
の
国
﹂
の
基
盤
と
な
る
﹁
ド
イ
ツ
の
社
会
主
義
﹂
で
あ
っ
た三
二

︒ 

メ
ラ
ー
は
別
の
言
い
方
も
し
て
お
り
︑
そ
れ
に
よ
る
と
︑
ド
イ
ツ
的
社
会

主
義
の
中
核
を
担
う
﹁
反
動
的
な
人
間
﹂
は
非
政
治
的
な
人
間
と
し
て
﹁
第
三
の
国
﹂
を
思
い
出
す
の
で
あ
る三
三

︒

メ
ラ
ー
の
著
作
に
見
ら
れ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
批
判
は
︑
ロ
シ
ア
革
命
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
日
本
の
社
会
評
論
誌
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な

い
︒
両
者
の
根
本
的
な
相
違
は
︑
日
本
の
雑
誌
が
︑
創
刊
号
冒
頭
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
志
を
述
ぶ
﹂
で
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
植
民
地
主
義
的

な
大
日
本
主
義
を
否
定
し
︑
満
韓
放
棄
論
と
も
称
さ
れ
た
小
日
本
主
義
を
支
持
し
た
の
に
対
し
て
︑
ド
イ
ツ
保
守
革
命
の
著
作
が
大
ド
イ
ツ
主
義

を
標
榜
し
た
点
に
行
き
着
く
︒
後
者
で
は
﹁
第
二
の
国
は
不
完
全
な
ラ
イ
ヒ
で
あ
っ
た
︒
こ
の
第
二
の
国
と
と
も
に
第
一
の
国
の
時
か
ら
生
き
残

り
続
け
て
い
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
取
り
込
ん
で
い
な
か
っ
た
の
だ
︒
そ
れ
は
︑
大
ド
イ
ツ
国
に
行
き
つ
く
た
め
に
︑
ま
た
し
て
も
回
り
道
と
し
か

理
解
で
き
な
い
小
ド
イ
ツ
国
で
あ
っ
た三
四

﹂
と
書
か
れ
て
い
た
︒
大
ド
イ
ツ
主
義
を
め
ざ
す
﹁
第
三
の
国
﹂
は
︑
メ
ラ
ー
自
身
が
序
文
で
述
べ
て
い

る
よ
う
に
︑﹁
千
年
王
国
へ
の
期
待三
五

﹂
と
結
び
つ
く
︒
こ
う
し
た
宗
教
政
治
的
な
思
潮
こ
そ
︑
ド
イ
ツ
に
お
け
る
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
思
想
の
核
だ

と
言
っ
て
も
よ
い
︒
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
精
神
史
的
な
前
史
を
問
う
研
究
の
嚆
矢
と
な
っ
た
J
・
F
・
ノ
イ
ロ
ー
ル
著
﹃
第
三
帝
国
の
神
話
─

ナ
チ
ズ
ム
の
精
神
史
﹄︵
一
九
五
七
年
︶
に
よ
れ
ば
︑
ヒ
ト
ラ
ー
に
権
力
を
も
た
ら
し
た
﹁
国
民
運
動
﹂
と
し
て
の
﹁
千
年
王
国
﹂
は
﹁
十
九
世

紀
︑
特
に
二
十
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
民
族
の
発
展
に
陰
に
陽
に
伴
っ
た
数
々
の
思
潮
︑
運
動
︑
幻
想
︑
神
話
の
帰
結
で
あ
り
︑
ド
イ
ツ
人
の
あ

ら
ゆ
る
願
望
の
夢
︑
悪
習
︑
退
化
の
ジ
ン
テ
ー
ゼ
﹂
で
あ
っ
た三
六

︒ 

日
本
の
社
会
評
論
誌
か
ら
あ
ま
り
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
宗
教
政
治
的

な
思
潮
も
︑
メ
ラ
ー
の
著
作
に
お
け
る
特
徴
と
言
え
よ
う
︒

以
上
の
と
お
り
︑
日
本
の
リ
ベ
ラ
ル
な
雑
誌
と
ド
イ
ツ
の
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
な
著
作
は
決
定
的
な
相
違
が
数
多
く
あ
る
が
︑
両
者
が
共
有
す
る
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三
つ
の
共
通
項
に
も
目
を
向
け
て
お
き
た
い
︒︵
一
︶
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
歴
史

の
三
分
割
そ
の
も
の
が
第
一
の
共
通
項
と
み
な
せ
る
︒
そ
う
し
た
三
分
割
は
︑
弁
証
法
的
な
展
開
を
示
し
な
が
ら
も
︑
弁
証
法
的
な
歴
史
観
と
は

異
な
り
︑﹁
第
三
の
国
﹂
を
第
三
か
つ
最
終
の
局
面
と
み
な
す
こ
と
で
﹁
第
四
の
国
﹂
を
想
定
し
て
い
な
い
︒
日
本
の
雑
誌
で
は
﹁
第
三
帝
国
﹂

以
降
の
展
開
に
関
す
る
言
及
が
皆
無
で
あ
る
し
︑
メ
ラ
ー
の
著
作
は
序
文
に
お
い
て
﹁
第
三
の
国
﹂
を
﹁
我
々
の
最
高
で
最
後
の
世
界
観三
七

﹂
と
明

言
し
て
い
る
︒︵
二
︶
第
二
の
共
通
項
と
し
て
︑
ド
ミ
ト
リ
ー
・
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
に
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
ロ
シ
ア
人
作

家
は
評
論
﹃
ト
ル
ス
ト
イ
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
﹄︵
一
九
〇
一
─

一
九
〇
二
年
︶
の
中
で
霊
肉
一
致
を
実
現
す
る
﹁
聖
霊
の
王
国
﹂
の
到
来
を

希
求
し
︑﹁
言
葉
の
英
雄
﹂
で
あ
る
作
家
の
中
か
ら
﹁
第
三
か
つ
最
終
の
精
神
の
王
国
で
人
類
を
治
め
る
選
ば
れ
し
人
﹂
が
現
わ
れ
る
と
主
張
し

て
い
た三
八

︒ 

し
か
も
雑
誌
﹃
第
三
帝
国
﹄
の
場
合
︑
創
刊
号
で
は
イ
プ
セ
ン
が
︑
第
二
号
で
は
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
が
話
題
の
中
心
を
な
す
︒
実

際
に
︑
創
刊
号
に
お
い
て
は
新
劇
運
動
に
関
わ
っ
た
島
村
抱
月
の
寄
稿
﹁
イ
ブ
セ
ン
劇
の
﹃
第
三
帝
国
﹄﹂
が
︑﹁
霊
か
肉
か
﹂
と
い
う
問
い
を
巻

頭
か
ら
立
て
る
第
二
号
に
お
い
て
は
ロ
シ
ア
文
学
者
で
あ
る
曻の
ぼ
り
し
ょ
む

曙
夢
の
寄
稿
﹁
メ
レ
ジ
ユ
コ
フ
ス
キ
ー
の
作
物
に
現
は
れ
た
る
霊
肉
一
致
の
思

想
﹂
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
耳
目
を
引
く
︒
こ
の
よ
う
に
日
本
の
雑
誌
に
お
い
て
両
者
が
重
視
さ
れ
る
の
は
︑
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
劇
作
家
が
歴
史
劇
﹃
皇
帝

と
ガ
リ
ラ
ヤ
人
﹄︵
一
八
七
三
年
︶
を
︑
ロ
シ
ア
の
象
徴
主
義
者
が
小
説
﹃
神
々
の
死
─
背
教
者
ユ
リ
ア
ヌ
ス
﹄︵
一
八
九
六
年
︶
を
︑
つ
ま
り

両
者
と
も
に
背
教
者
ユ
リ
ア
ヌ
ス
を
扱
う
作
品
を
世
に
問
う
て
い
た
か
ら
だ
︒
三
六
一
年
か
ら
三
六
三
年
ま
で
の
在
位
期
間
に
太
陽
神
崇
拝
ゆ
え

に
﹁
背
教
﹂
の
道
へ
踏
み
出
し
た
こ
の
ロ
ー
マ
皇
帝
が
︑
雑
誌
の
表
紙
に
お
い
て
太
陽
を
指
さ
す
若
者
︑
つ
ま
り
﹁
第
三
の
国
﹂
を
体
現
す
る
人

物
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
ド
イ
ツ
語
圏
の
文
芸
評
論
家
レ
ー
オ
・
ベ
ル
ク
が
一
八
九
七
年
に
上
梓
し
た

﹃
現
代
文
学
に
お
け
る
超
人
﹄
で
﹁
第
三
の
国
の
メ
シ
ア
﹂
と
し
て
イ
プ
セ
ン
を
︑﹁
人
類
の
新
し
い
第
三
の
国
﹂
の
先
行
者
と
し
て
メ
レ
シ
コ
フ

ス
キ
ー
を
既
に
論
じ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と三
九

︑
日
本
に
お
け
る
両
者
の
受
容
が
例
の
西
尾
発
言
を
生
み
出
し
︑
発
言
中
の
﹁
我
国
に
も
﹂
と

い
う
言
い
回
し
が
示
唆
す
る
よ
う
に
︑
日
本
の
雑
誌
が
国
際
的
動
向
を
踏
ま
え
て
い
た
と
言
え
よ
う
︒
さ
ら
に
言
え
ば
︑
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
の

場
合
︑
メ
ラ
ー
に
﹁
特
別
な
契
機
を
も
た
ら
す
﹂
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
傾
倒
し

た
象
徴
主
義
者
で
あ
り
な
が
ら
︑
同
時
に
モ
ス
ク
ワ
を
﹁
第
三
の
ロ
ー
マ
﹂
と
み
な
す
ロ
シ
ア
独
自
の
黙
示
録
解
釈
を
復
活
さ
せ
た
人
物
で
も
あ
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っ
た
が
︑
メ
ラ
ー
は
一
九
〇
二
年
か
ら
一
九
〇
六
年
の
間
に
パ
リ
に
滞
在
し
た
際
に
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
と
知
り
合
い
︑
一
九
〇
六
年
か
ら
一
九

一
九
年
ま
で
の
間
に
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
の
協
力
を
得
て
ド
イ
ツ
で
最
初
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
全
集
を
編
纂
し
た
の
で
あ
る
︒︵
三
︶
以
上
の

連
関
で
︑
第
三
の
共
通
項
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の
名
前
も
挙
げ
て
お
き
た
い
︒
と
い
う
の
も
︑
上
述
の
レ
ー
オ
・
ベ
ル
ク
に
よ
っ
て
一
八
八
九
年
に

ニ
ー
チ
ェ
に
関
す
る
最
初
の
資
料
が
残
さ
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
ニ
ー
チ
ェ
受
容
が
︑
新
し
い
人
間
像
を
求
め
る
運
動
と
し
て
︑
日
本
の
リ
ベ
ラ

ル
な
雑
誌
に
も
ド
イ
ツ
の
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
な
著
作
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
か
ら
だ
︒
雑
誌
﹃
第
三
帝
国
﹄
の
場
合
︑
曻の
ぼ
り
し
ょ
む

曙
夢
の
﹁
メ
レ
ジ

ユ
コ
フ
ス
キ
ー
の
作
物
に
現
は
れ
た
る
霊
肉
一
致
の
思
想
﹂︑
森
田
草
平
訳
に
よ
る
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
の
﹁
霊
肉
問
題
と
死
の
恐
怖
﹂︑
中
川
臨

川
の
﹁
ニ
ー
チ
ェ
の
片
影
﹂
な
ど
で
ニ
ー
チ
ェ
が
繰
り
返
し
扱
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
︑
高
安
月
郊
の
﹁
近
代
文
学
に
於
け
る
﹃
第
三
帝

国
﹄﹂
で
は
﹁
イ
プ
セ
ン
よ
り
も
ニ
イ
ツ
チ
エ
の
影
響
が
著
し
い
﹂
人
物
と
し
て
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
に
日
本

の
社
会
評
論
誌
で
は
文
学
に
重
き
が
置
か
れ
た
社
会
思
想
の
中
で
ニ
ー
チ
ェ
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
︑
メ
ラ
ー
の
著
作
で
は
フ
ェ
ル
キ

ッ
シ
ュ
な
思
想
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
が
扱
わ
れ
て
い
る
︒
メ
ラ
ー
は
︑
一
八
九
九
年
に
﹃
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ　

ニ
ー
チ
ェ
﹄
を
公
刊
し
︑
先
に
あ
げ
た

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
全
集
を
通
じ
て
独
自
の
ニ
ー
チ
ェ
理
解
を
示
し
︑
生
へ
の
衝
動
を
持
つ
ゆ
え
に
世
界
に
お
い
て
優
位
に
立
つ
ド
イ
ツ
人
を
主

張
し
て
い
た四
〇

︒ 

そ
の
上
で
﹃
第
三
の
国
﹄
で
は
﹁
世
紀
末
の
精
神
史
に
お
い
て
別
の
極
に
立
ち
︑
マ
ル
ク
ス
に
対
立
す
る
﹂
人
物
と
し
て
ニ
ー

チ
ェ
を
位
置
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る四
一

︒

三
　
東
と
西
に
お
け
る
「
パ
ウ
リ
、
フ
リ
ー
ド
リ
ツ
ヒ
」

ニ
ー
チ
ェ
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
た
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
一
九
二
四
年
の
小
説
﹃
魔
の
山
﹄
で
﹁
病
気
と
死
の
密
封
空
間
﹂
を
描
い
た
︒
こ
の

よ
う
な
時
空
は
私
た
ち
が
佇
む
二
〇
二
三
年
の
世
界
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
︒
こ
の
よ
う
な
危
機
意
識
か
ら
ド
イ
ツ
を
振
り
返
っ
た
と

き
︑
一
九
二
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
メ
ラ
ー
の
﹃
第
三
の
国
﹄
と
一
九
三
三
年
に
政
権
を
獲
得
し
た
﹁
第
三
帝
国
﹂
に
行
き
着
き
︑
さ
ら
に
は
一
九

一
三
年
に
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
﹃
第
三
帝
国
﹄
に
も
行
き
着
き
つ
い
た
︒
そ
の
上
で
メ
ラ
ー
の
著
作
と
日
本
の
雑
誌
を
比
較
し
な
が
ら
歴
史
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三
分
割
の
思
考
を
遡
っ
た
と
き
に
︑
十
二
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
修
道
院
長
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ

る
︒
ヨ
ア
キ
ム
の
思
想
が
中
世
や
近
世
に
も
た
ら
し
た
宗
教
的
な
影
響
は
︑
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ
に
よ
っ
て
﹁
ヨ
ア
キ
ム
主
義
﹂
と
名
づ
け

ら
れ
て
い
た
が四
二

︑
こ
れ
に
対
し
て
近
代
以
降
の
社
会
思
想
史
的
な
影
響
は
﹁
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
﹂
と
命
名
で
き
よ
う
︒
両
者
は
歴
史
を
三
分

割
し
︑﹁
第
三
の
国
﹂
を
第
三
か
つ
最
終
の
局
面
と
み
な
す
点
で
共
通
す
る
が
︑
も
っ
と
も
前
者
が
宗
教
的
で
後
者
が
社
会
思
想
史
的
で
あ
る
と

言
い
切
れ
な
い
点
に
も
注
意
を
要
す
る
︒
ヨ
ア
キ
ム
の
聖
霊
論
が
中
世
や
近
世
に
お
い
て
千
年
王
国
へ
の
熱
狂
的
な
待
望
と
化
し四
三

︑
類
似
の
待
望

が
近
代
以
降
に
お
い
て
擬
似
宗
教
的
に
政
治
化
し
て
残
り
続
け
た
か
ら
だ
︒
そ
の
点
を
踏
ま
え
て
ノ
イ
ロ
ー
ル
は
﹃
第
三
帝
国
の
神
話
﹄
の
﹁
第

三
帝
国
と
千
年
王
国
﹂
と
い
う
章
に
お
い
て
﹁
我
々
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
長
い
精
神
史
の
流
れ
の
中
で
第
三
の
国
の
夢
に
繰
り
返
し
出
会
う
﹂
と

言
っ
た四
四

︒ 

但
し
︑
こ
の
言
葉
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
と
い
う
の
も
ヨ
ア
キ
ム
主
義
に
関
連
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
は
確
か
に
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
︑
特
に
ド
イ
ツ
で
ト
ー
マ
ス
・
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
や
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
再
洗
礼
派
に
よ
る
急
進
的
な
宗
教
改
革
運
動
と
し
て
起
き
た
が
︑

ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
︑
少
な
く
と
も
西
欧
に
限
定
で
き
な
い
か
ら
だ
︒
一
四
五
三
年
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ノ
ー
プ
ル
陥
落
後
︑
ヨ
ア
キ
ム
の
影
響
が
ロ
シ
ア
に
お
い
て
も
独
自
の
展
開
を
遂
げ
︑
古
代
ロ
ー
マ
と
第
二
の
ロ
ー
マ
で
あ
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ノ
ー
プ
ル
が
そ
れ
ぞ
れ
亡
び
た
後
︑
真
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
﹁
第
三
の
ロ
ー
マ
﹂
で
あ
る
モ
ス
ク
ワ
に
お
い
て
保
持
さ
れ
る
と
い
う
思
想
が
民

衆
に
根
強
く
広
ま
っ
た
の
で
あ
る四
五

︒ 

ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
は
︑﹁
西
﹂
と
﹁
東
﹂
で
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
展
開
を
遂
げ
︑
十
九
世
紀
後
半
に
至
る

と
︑
イ
プ
セ
ン
そ
し
て
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
特
異
な
﹁
第
三
の
国
﹂
を
培
っ
た
の
だ
︒
ロ
シ
ア
人
に
関
し
て
は
︑
ド
イ
ツ

で
活
躍
し
た
画
家
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
が
第
一
次
世
界
大
戦
前
に
抽
象
絵
画
の
到
来
を
﹁
第
三
の
黙
示
﹂
と
み
な
し
て
い
た
点
も
見
逃
せ
な
い四
六

︒ 

同
大
戦
前
に
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
が
パ
リ
に
︑
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
が
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
に
移
住
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
か
つ
て
東
西
に
分
離
し

た
﹁
第
三
の
国
﹂
と
い
う
理
念
が
再
び
出
会
い
︑
新
た
な
展
開
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
二
十
世
紀
に
お
い
て
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム

主
義
は
モ
ッ
セ
の
い
う
﹁
国
際
的
運
動
﹂
よ
り
も
遥
か
に
広
く
展
開
し
た
の
で
あ
る
︒

事
実
︑﹁
第
三
の
国
﹂
を
め
ぐ
る
思
潮
は
雑
誌
﹃
第
三
帝
国
﹄
を
通
じ
て
日
本
に
お
い
て
も
﹁
第
三
帝
国
﹂
招
来
の
声
と
し
て
高
ま
っ
た
の
で

あ
っ
た
︒
こ
の
社
会
評
論
誌
が
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
に
お
い
て
最
も
重
要
な
東
西
交
点
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
同
誌
に
お
い
て
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繰
り
返
し
イ
プ
セ
ン
と
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
が
扱
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
︒
創
刊
号
冒
頭
の
﹁
志
を
述
ぶ
﹂
に
あ
る
﹁﹃
第
三
帝
国
﹄
の
名

は
︑
ヘ
ン
リ
ッ
ク
︑
イ
プ
セ
ン
及
び
パ
ウ
リ
︑
フ
リ
ー
ド
リ
ツ
ヒ
の
劇
に
取
れ
り四
七

﹂
と
い
う
説
明
が
何
よ
り
の
証
左
だ
︒
も
っ
と
も
こ
の
説
明
は

か
な
り
不
十
分
な
説
明
で
あ
る
︒
そ
う
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
︑﹁
パ
ウ
リ
︑
フ
リ
ー
ド
リ
ツ
ヒ
﹂
に
関
す
る
記
載
は
︑﹁
志
を
述
ぶ
﹂
の
他

に
︑
茅
原
の
﹁
新
第
三
帝
国
論
﹂
に
お
け
る
﹁
第
三
帝
国
と
い
へ
る
思
想
は
︑
イ
ブ
セ
ン
や
ポ
ー
ル
︑
フ
リ
イ
ド
リ
ツ
ヒ
や
メ
レ
ヂ
ユ
コ
フ
ス
キ

イ
等
か
ら
来
た四
八

﹂
と
い
う
説
明
と
日
本
に
お
け
る
イ
プ
セ
ン
受
容
に
お
い
て
先
駆
的
な
役
割
を
果
た
し
た
高
安
月
郊
の
記
事
﹁
近
代
文
学
に
於
け

る
﹃
第
三
帝
国
﹄﹂
に
し
か
見
当
た
ら
な
い
か
ら
だ
︒
高
安
は
イ
プ
セ
ン
の
﹃
帝
と
ガ
リ
ヽ
ア
ン
﹄
と
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
の
﹃
神
の
死
﹄
を
簡

単
に
紹
介
し
︑
併
せ
て
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
ニ
ー
チ
ェ
の
﹁
超
人
﹂
を
﹁
未
来
の
理
想
﹂
と
言
及
し
︑﹁
近
代
人
の
精

神
的
悲
劇
﹂
を
描
い
た
人
物
が
﹁
パ
ウ
ル
︑
フ
リ
イ
ド
リ
ヒ
で
︑
其
劇
を
﹃
第
三
帝
国
﹄
と
名
づ
け
た
﹂
と
述
べ
た
上
で
当
該
の
劇
か
ら
引
用
を

行
っ
て
い
る
︒

既
に
私
に
は
そ
の
世
界
が
暗
闇
の
中
か
ら
立
ち
上
が
る
の
が
見
え
る
︑
新
た
な
大
地
︑
あ
あ
︑
第
三
の
国
が
！ 

そ
こ
で
は
真
が
美
と
合
一

し
て
︑
人
間
の
力
に
向
け
た
ヒ
ュ
メ
ナ
イ
オ
ス
の
呼
び
声
と
な
る
︒
太
陽
は
永
遠
な
る
真
昼
の
輝
き
を
放
ち
︑
自
由
に
目
覚
め
た
者
た
ち
の

頭
上
を
愛
と
い
う
金
の
王
冠
で
こ
と
ご
と
く
飾
る
の
だ
！ 

花
嫁
の
よ
う
な
姿
を
し
︑
思
い
焦
が
れ
な
が
ら
︑
山
と
野
は
佇
み
︙
︙
神
聖
な

も
の
に
向
か
っ
て
延
び
て
い
る
︒
万
物
の
中
で
は
︑
ひ
と
つ
に
ま
と
ま
っ
て
大
き
く
な
っ
た
新
し
い
素
晴
ら
し
い
世
界
の
祝
福
が
ま
る
で
果

実
の
よ
う
に
芽
吹
く
︒
す
べ
て
が
深
く
︑
神
秘
で
あ
り
︑
満
ち
溢
れ
た
泉
︙
︙
そ
の
ヴ
ェ
ー
ル
は
真
珠
色
の
露
を
あ
び
て
き
ら
め
く
︙
︙
野

は
輝
き
︙
︙
谷
と
草
地
は
笑
い
︑
す
べ
て
の
上
に
は
冥
界
の
よ
う
な
静
け
さ
が
漂
う
︙
︙
過
去
は
夢
と
な
り
︙
︙
深
い
沼
の
中
へ
︑
ぱ
っ
く

り
と
開
い
た
墓
の
中
へ
沈
ん
だ
︒
た
だ
未
来
と
永
遠
の
現
在
が
︙
︙
永
遠
の
生
成
が
実
現
を
な
お
も
待
ち
望
ん
で
い
る
︙
︙
だ
が
︑
そ
の
視

線
の
先
に
は
時
間
と
い
う
海
が
果
て
し
な
く
広
が
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
が
お
前
を
直
視
し
て
い
る
の
だ
︑
永
劫
よ四
九

！

高
安
が
劇
﹃
第
三
帝
国
﹄
か
ら
比
較
的
長
め
の
引
用
を
行
っ
た
の
は
︑﹁
近
頃
の
文
学
で
最
も
注
意
す
べ
き
も
の五
〇

﹂
と
見
な
し
た
か
ら
で
あ
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る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
う
し
た
評
価
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
雑
誌
﹃
第
三
帝
国
﹄
は
︑﹁
パ
ウ
リ
︑
フ
リ
ー
ド
リ
ツ
ヒ
﹂
で
あ
れ
︑﹁
ポ
ー
ル
︑
フ

リ
イ
ド
リ
ツ
ヒ
﹂
で
あ
れ
︑﹁
パ
ウ
ル
︑
フ
リ
イ
ド
リ
ヒ
﹂
で
あ
れ
︑
件
の
劇
作
家
が
い
か
な
る
人
物
で
あ
り
︑
そ
の
劇
が
い
か
な
る
作
品
で
あ

る
か
を
説
明
し
て
い
な
い
︒
こ
の
引
用
箇
所
が
存
在
す
る
劇
は
︑
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
ク
セ
ー
ニ
エ
ン
社
か
ら
一
九
一
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
パ
ウ

ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
﹃
第
三
の
国　

個
人
主
義
の
悲
劇
﹄
に
他
な
ら
な
い
が
︑
こ
の
作
品
も
︑﹁
パ
ウ
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
﹂
と
い
う
人
物
も
︑

日
本
は
云
う
に
及
ば
ず
︑
ド
イ
ツ
本
国
に
お
い
て
も
今
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る五
一

︒

パ
ウ
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
﹃
第
三
の
国
﹄
は
︑
ニ
ー
チ
ェ
を
め
ぐ
る
史
実
の
み
な
ら
ず
︑﹃
第
三
の
国
﹄
序
文
を
援
用
す
る
と
﹁
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
神
話五
二

﹂
か
ら
も
成
り
立
つ
︒
ス
イ
ス
の
ル
ツ
ェ
ル
ン
湖
畔
の
町
ト
リ
ー
プ
シ
ェ
ン
に
一
八
六
六
年
か
ら
六
年
間
住
ん
で
い
た
ヴ

ァ
ー
グ
ナ
ー
は
︑
一
八
六
九
年
五
月
十
七
日
に
若
い
ニ
ー
チ
ェ
の
訪
問
を
受
け
た
︒
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
劇
は
︑
こ
の
史
実
に
基
づ
く
両
者
の
対
話

を
い
わ
ば
再
現
し
な
が
ら
︑
劇
中
で
マ
イ
ス
タ
ー
と
称
さ
れ
た
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
に
対
す
る
哲
学
者
ニ
ー
チ
ェ
の
礼
讃
を
示
し
︑
劇
中
で
示
さ
れ
る

原
稿
﹃
バ
イ
ロ
イ
ト
に
お
け
る
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
︑
反
時
代
的
考
察　

第
四
篇
﹄
に
基
づ
い
て
ニ
ー
チ
ェ
の
微
妙
な
意
識
の
変
化
が
暗
示
さ
れ
︑
一

八
七
六
年
に
行
わ
れ
た
第
一
回
バ
イ
ロ
イ
ト
音
楽
祭
で
の
騒
動
と
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
に
対
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
幻
滅
を
経
て
︑
真
と
美
が
合
一
す
る

﹁
新
た
な
大
地
﹂
の
到
来
を
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
誘
い
に
よ
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
が
見
る
幻
視
を
示
す
︒
つ
ま
り
︑
劇
の
序
文
で
﹁
極
め
て
強
烈
な

文
化
悲
劇
﹂
と
称
さ
れ
た
﹁
ニ
ー
チ
ェ
の
悲
劇
﹂
が五
三

︑
ニ
ー
チ
ェ
﹃
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
言
っ
た
﹄
に
依
拠
し
な
が
ら
﹁
第
三
の
国
﹂
と

い
う
理
念
に
行
き
着
く
の
で
あ
る
︒

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ　

微
笑
み
な
が
ら
:
今
日
︑
汝
の
機
は
熟
し
た
︒
い
ま
や
私
は
到
来
し
た
︒
第
三
の
国
が
自
ら
の
神
を
呼
ん
で
い
る
︑

汝
の
国
に
来
た
れ
！
︵
数
歩
前
に
進
む
︒
誘
い
な
が
ら
︶
来
た
れ五
四

！

序
文
で
言
及
さ
れ
た
﹁
ニ
ー
チ
ェ
神
話
﹂
と
結
末
で
予
見
さ
れ
る
﹁
第
三
の
国
﹂
と
を
結
び
つ
け
る
た
め
に
は
︑
序
文
で
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
﹁
私
の
忘
れ
が
た
い
友
人
で
あ
り
助
言
者
で
も
あ
る
レ
ー
オ

4

4

4

・4
ベ
ル
ク

4

4

4

﹂4
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
人
物
が
一
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八
八
九
年
に
ニ
ー
チ
ェ
受
容
に
関
す
る
最
初
の
資
料
を
残
し
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
︒
こ
こ
で
は
ベ
ル
ク
が
前
述
の
﹃
現
代
文
学
に
お
け
る
超

人
﹄
に
お
い
て
︑﹁
神
秘
主
義
者
た
ち
が
か
つ
て
告
知
し
︑
今
日
で
は
預
言
的
な
詩
人
た
ち
が
夢
を
見
て
い
る
も
の
こ
そ
第
三
の
国五
五

﹂
で
あ
る
と

述
べ
な
が
ら
ニ
ー
チ
ェ
の
超
人
思
想
を
論
じ
︑
既
に
指
摘
し
た
と
お
り
︑﹁
第
三
の
国
の
メ
シ
ア
﹂
と
し
て
イ
プ
セ
ン
を
︑﹁
人
類
の
新
し
い
第
三

の
国
﹂
の
先
行
者
と
し
て
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
を
論
じ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
つ
ま
り
︑
十
九
世
紀
末
の
﹁
第
三
の
国
﹂
を
め
ぐ

る
言
説
を
的
確
に
捉
え
て
い
た
﹁
私
の
忘
れ
が
た
い
友
人
で
あ
り
助
言
者
﹂
の
影
響
を
受
け
て
︑
新
理
想
主
義
に
立
脚
す
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は

﹁
ニ
ー
チ
ェ
の
悲
劇
﹂
を
め
ぐ
る
文
化
批
判
と
﹁
第
三
の
国
﹂
を
め
ぐ
る
新
た
な
理
想
を
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
︒4
4

ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
に
お
け
る
東
西
交
点
を
パ
ウ
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
﹃
第
三
の
国
﹄
刊
行
三
年
後
に
日
本
で
更
に
展
開
さ
せ
た
の
が
︑
雑

誌
﹃
第
三
帝
国
﹄
で
あ
っ
た
︒﹁
第
三
の
国
﹂
を
め
ぐ
る
言
説
は
︑
一
方
で
ド
イ
ツ
に
お
い
て
危
機
の
年
一
九
二
三
年
に
一
挙
に
政
治
化
し
て
一

九
三
三
年
に
至
っ
た
が
︑
他
方
で
一
九
二
三
年
以
前
︑
特
に
一
九
一
三
年
以
前
に
既
に
︑
ド
イ
ツ
︑
ロ
シ
ア
︑
日
本
な
ど
で
多
様
に
展
開
し
て
い

た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
一
九
二
三
年
以
後
の
画
一
的
な
政
治
的
動
向
の
み
な
ら
ず
︑
一
九
二
三
年
以
前
の
多
様
な
文
化
史
的
な
思
潮
も
更
に
検

討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
だ
け
に
︑
西
尾
発
言
に
あ
る
小
さ
な
言
葉
﹁
も
﹂
が
今
な
お
大
き
く
響
く
の
で
は
な
い
か
︒

註一 

こ
の
連
続
講
義
最
終
回
は
本
論
執
筆
者
が
﹁„D

as dritte R
eich “ vor der N

S-Zeit in O
st und W

est. Von B
erlin 1923 über Tokio 1913 bis nach 

B
erlin 1900

﹂
と
い
う
題
目
で
二
〇
二
三
年
七
月
十
九
日
に
担
当
し
た
︒
講
義
原
稿
の
一
部
を
本
論
執
筆
の
際
に
用
い
た
こ
と
を
予
め
断
っ
て
お
く
︒

ま
た
︑
日
本
独
文
学
会
機
関
誌
﹃
ド
イ
ツ
文
学
﹄
第
一
五
四
号
の
特
集
﹁
黙
示
録
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
﹂
を
香
田
芳
樹
教
授
と
一
緒
に
企
画
し
た
際
︑
論
者

自
身
が
投
稿
し
た
論
文
︵
小
黒
康
正
﹁
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
日
本
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
﹁
第
三
の
国
﹂
─
イ
プ
セ
ン
︑
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
︑
ト

ー
マ
ス
・
マ
ン
─
﹂︑
日
本
独
文
学
会
編
﹃
ド
イ
ツ
文
学
﹄
第
一
五
四
号
︑
二
〇
一
六
年
︑
一
〇
三
─

一
二
一
頁
︶
と
も
内
容
的
に
一
部
重
複
が
あ
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る
︒
な
お
︑
執
筆
の
際
に
は
科
学
研
究
費
補
助
金
﹁
近
現
代
ド
イ
ツ
の
文
学
・
思
想
に
お
け
る
﹁
第
三
の
国
﹂
─
成
立
・
展
開
・
変
容
─
﹂︵
基
盤
研

究
B
︑
課
題
番
号
二
一
H
〇
〇
五
一
六
︶
の
助
成
を
受
け
た
︒

二 
ス
タ
ン
・
ラ
ウ
リ
セ
ン
ス
﹃
ヒ
ト
ラ
ー
に
盗
ま
れ
た
第
三
帝
国
﹄︑
大
山
昌
子
・
梶
山
あ
ゆ
み
訳
︑
原
書
房
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
二
〇
八
頁
参
照
︒

三 

連
続
講
義
の
論
集
刊
行
は
二
〇
二
三
年
十
二
月
の
予
定
︒

四 

土
田
宏
成
﹃
災
害
の
日
本
近
代
史
﹄︑
中
公
新
書
︑
二
〇
二
三
年
︑
一
八
七
頁
以
下
参
照
︒

五 

事
実
︑
国
民
社
会
主
義
ド
イ
ツ
労
働
者
党
が
一
九
三
〇
年
九
月
の
国
政
選
挙
で
大
き
く
議
席
を
伸
ば
し
第
二
党
と
な
っ
た
勝
因
の
一
つ
と
し
て
︑
左

翼
・
リ
ベ
ラ
ル
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
体
制
で
も
反
動
的
君
主
制
で
も
な
い
﹁
第
三
の
国
家
﹂
を
強
力
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
芝
健
介

﹃
ヒ
ト
ラ
ー
─
虚
像
の
独
裁
者
﹄︑
岩
波
新
書
︑
二
〇
二
一
年
︑
一
一
五
頁
参
照
︒

六 
V

gl. H
erm

ann B
utzer: D

as „D
ritte R

eich“ im
 D

ritten R
eich. D

er Topos „D
rittes R

eich“ in der nationalsozialistischen Ideologie und Staatsleh-

re. In: D
er Staat. Vol. 42, N

r. 4 (2003), S. 620.

七 

﹃
ヒ
ト
ラ
ー
の
テ
ー
ブ
ル
・
ト
ー
ク　

1
9
4
1
─

1
9
4
4
﹄︵
上
︶︑
吉
田
八
岑
監
訳
︑
三
交
社
︑
一
九
九
四
年
︑
二
二
三
頁
︒

八 

メ
ラ
ー
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
は
ド
イ
ツ
語
圏
でA

rthur M
oeller van den B

ruck

と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
︑
一
九
〇
四
年
以
降
︑
本

人
はM

oeller van den B
ruck

と
名
乗
り
︑
一
九
二
三
年
の
著
作
で
も
こ
の
表
記
を
用
い
て
い
る
︒
父
親
は O

t to m
ar M

o el ler

︑
母
親
は Eli sa beth 

van den B
ruck 

と
い
う
名
前
で
あ
っ
た
︒
以
下
︑
メ
ラ
ー
と
略
述
す
る
︒V

gl. A
ndré Schlüter: M

oeller van den B
ruck. Leben und W

erk. K
öln 

und W
eim

ar 2010, S. V
 f. 

な
お
︑
本
論
で
は
︑
ナ
チ
ス
の
﹁
第
三
帝
国
﹂D

as D
ritte R

eich

と
区
別
す
る
た
め
に
︑
ナ
チ
ス
以
前
の
第
三
の
﹁
ラ

イ
ヒ
﹂
を
﹁
第
三
の
国
﹂D

as dritte R
eich

と
称
す
︒
ナ
チ
ス
の
﹁
第
三
帝
国
﹂
と
い
う
言
説
は
︑
近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
︑
一
九
一
九
年
に
﹁
ド

イ
ツ
労
働
者
党
﹂
を
設
立
し
同
年
に
ヒ
ト
ラ
ー
と
知
り
合
っ
た
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
エ
カ
ル
ト
に
よ
る
が
︑
し
か
し
︑﹁
第
三
の
国
﹂
と
い
う
言
説
が
流

布
す
る
重
要
な
契
機
は
や
は
り
メ
ラ
ー
の
著
作
で
あ
っ
た
︒ V

gl. C
laus-Ekkehard B

ärsch: D
ie politische R

eligion des N
ationalsozialism

us. D
ie 

religiösen D
im

ensionen der N
S-Ideologie in den Schriften von D

ietrich Eckart. 2., vollst. überarb. A
ufl. M

ünchen 2002, S. 53 ff.

九 

エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ロ
ッ
ホ
﹃
こ
の
時
代
の
遺
産
﹄︑
池
田
浩
士
訳
︑
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
一
九
九
四
年
︑
九
十
六
頁
な
ら
び
に
六
一
三
頁
参
照
︒

一
〇 

ベ
ル
リ
ー
ン
の
リ
ン
グ
社
か
ら
初
版
二
万
部
で
出
さ
れ
た
メ
ラ
ー
の
著
作
は
︑
一
九
三
〇
年
代
半
ば
ま
で
に
十
三
万
部
売
れ
た
︒V

gl. B
utzer, a. a. O

., 

S. 602. 

一
一 

メ
ラ
ー
は
ド
イ
ツ
人
の
心
に
礼
拝
と
宗
教
の
響
き
を
も
た
ら
す
ケ
ル
ト
語
由
来
の
﹁
ラ
イ
ヒ
﹂R

eich 

と
い
う
言
葉
を
巧
み
に
用
い
て
い
た
︒Jean F. 

N
eurohr: D

er M
ythos vom

 D
ritten R

eich. Zur G
eistesgeschichte des N

ationalsozialism
us. Stuttgart 1957, S. 217 f. 



─ 41─（144）

一
二 

ジ
ョ
ー
ジ
・
L
・
モ
ッ
セ
﹃
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
革
命　

ド
イ
ツ
民
族
主
義
か
ら
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
﹄︑
植
村
和
秀
訳
︑
柏
書
房
︑
一
九
九
八
年
︑
三
五
一

頁
以
下
参
照
︒
英
語
初
版
の
原
題
も
示
し
て
お
く
︒G

eorge Lachm
ann M

osse: The C
risis of G

erm
an Ideology. Intellectual O

rigins of the Third 

R
eich. N

ew
 York 1964.

一
三 

B
ärsch, a. a. O

.

一
四 

B
utzer, a. a. O

., S. 600.

一
五 

V
gl. ebd, S. 605 f.

一
六 

杉
哲
﹁
西
尾
実
と
道
元
︵
IX
︶﹂︑
熊
本
大
学
教
育
学
部
﹃
人
文
科
学
﹄
第
六
十
号
︑
二
〇
一
一
年
︑
六
十
九
─

八
十
頁
︑
特
に
七
十
三
頁
参
照
︒

一
七 

茅
原
華
山
他
編
﹃
第
三
帝
国
﹄︑
全
十
冊
︑
復
刻
版
︑
不
二
出
版
︑
一
九
八
三
─

一
九
八
四
年
︒
な
お
︑
本
論
で
は
引
用
の
際
に
旧
字
体
を
新
字
体
に

書
き
直
し
て
い
る
︒

一
八 

茅
原
華
山
﹁
序
﹂︑
益
新
会
同
人
編
﹃
第
三
帝
国
の
思
想
﹄︑
一
九
一
五
年
︑
五
─

六
頁
参
照
︒
茅
原
華
山
他
編
﹃
第
三
帝
国
﹄
に
は
頁
番
号
が
付
さ
れ

て
い
な
い
の
で
︑
本
論
で
は
引
用
の
際
に
可
能
な
限
り
益
新
会
同
人
編
﹃
第
三
帝
国
の
思
想
﹄
を
用
い
る
︒

一
九 

茅
原
﹁
第
三
帝
国
の
思
想
﹂︑
前
掲
書
︑
九
十
三
頁
︒

二
〇 

M
oeller van den B

ruck: D
as dritte R

eich. B
erlin 1923, S. 244.

二
一 

Ebd., S. 258.

二
二 

Ebd., S. 257.

二
三 

Ebd., S. iii.

二
四 

茅
原
﹁
第
三
帝
国
の
思
想
﹂︑
前
掲
書
︑
一
一
三
頁
︒

二
五 

M
oeller van den B

ruck, a. a. O
., S. 59.

二
六 

Ebd., S. 80.

二
七 

Fritz Stern: K
ulturpessim

ism
us als politische G

efahr. Eine A
nalyse nationaler Ideologie in D

eutschland. A
us dem

 A
m

erikanischen von 

A
lfred P. Zeller. Stuttgart 2005. 

英
語
版
原
著
と
邦
訳
も
示
し
て
お
く
︒Fritz Stern: The Politics of C

ultural D
espair: a Study in the R

ise of the 

G
erm

anic Ideology. U
niversity of C

alifornia Press 1961. 

フ
リ
ッ
ツ
・
ス
タ
ー
ン
﹃
文
化
的
絶
望
の
政
治
﹄︑
中
道
寿
一
訳
︑
三
嶺
書
房
︑
一
九
八

八
年
︒

二
八 

ラ
ン
グ
ベ
ー
ン
は
ド
イ
ツ
民
族
に
深
く
根
ざ
し
た
ル
タ
ー
の
﹁
第
一
の
宗
教
改
革
﹂
と
精
神
か
ら
出
発
し
た
レ
ッ
シ
ン
グ
の
﹁
第
二
の
宗
教
改
革
﹂
と
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の
ジ
ン
テ
ー
ゼ
と
し
て
︑
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
﹁
第
三
の
宗
教
改
革
﹂
を
実
現
す
る
と
主
張
し
た
︒
こ
の
事
例
は
︑
十
七
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
人
画
家
が
十

九
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
連
関
で
好
ん
で
受
容
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
︒V

gl. Fritz Stern, a. a. O
., S. 169.

二
九 

M
oeller van den B

ruck, a. a. O
., S. 64.

三
〇 

Ebd., S. 131.

三
一 

Ebd., S. 61.

三
二 

Ebd., S. 63.

三
三 

V
gl. ebd., S. 194 f. 

こ
こ
で
一
人
の
﹁
非
政
治
的
人
間
﹂
を
思
い
出
す
︒
と
い
う
の
も
︑
一
九
一
二
年
の
﹃﹁
フ
ィ
オ
レ
ン
ツ
ァ
﹂
に
寄
せ
て
﹄
の
末

文
で
﹁
詩
人
は
︑
常
に
至
る
と
こ
ろ
で
ジ
ン
テ
ー
ゼ
を
︑
精
神
と
芸
術
︑
認
識
と
創
造
性
︑
知
性
と
単
純
︑
理
性
と
魔
術
性
︑
禁
欲
と
美
の
和
解
を
実

現
す
る
の
だ
︑
つ
ま
り
第
三
の
国
を
﹂
と
述
べ
た
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
︑
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
と
も
に
自
ら
の
非
政
治
性
を
政
治
化
さ
せ
︑
一

九
一
五
年
の
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
﹁
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
﹃
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
日
々
新
聞
﹄
編
集
部
宛
﹂
が
示
す
よ
う
に
︑﹁
権
力
と
精
神
の
ジ
ン
テ
ー
ゼ
﹂

で
あ
る
﹁
第
三
の
国
﹂
を
ド
イ
ツ
に
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
戦
争
を
理
解
し
た
︒
し
か
も
︑
マ
ン
は
︑
一
九
一
八
年
十
月
十
五
日
の
日
記
に
お
い
て
︑

メ
ラ
ー
が
編
纂
し
た
ド
イ
ツ
で
最
初
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
全
集
の
序
文
に
関
心
を
示
し
︑
第
一
次
世
界
大
戦
後
︑
メ
ラ
ー
が
中
心
的
な
役
割
を
は
た

し
た
﹁
六
月
ク
ラ
ブ
﹂
に
出
入
り
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
拙
論
﹁
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
日
本
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
﹁
第
三
の
国
﹂
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イ
プ
セ
ン
︑

メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
︑
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
─
﹂
参
照
︒

三
四 

M
oeller van den B

ruck, a. a. O
., S. 257. 

な
お
︑
メ
ラ
ー
は
一
九
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八
年
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論
文
﹁
若
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諸
民
族
の
権
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﹂
で
︑﹁
若
い
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族
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﹂
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ド
イ
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erg: D
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odernen Literatur. Paris, Leipzig und M
ünchen 

1897, S. 74 u. 111.
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Schlüter, a. a. O
., S. 1 ff.
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四
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M
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ruck, a. a. O
., S. 141.

四
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・
エ
リ
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デ
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世
界
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史 

III
﹄︑
鶴
岡
賀
雄
訳
︑
筑
摩
書
房
︑
一
九
九
一
年
︑
一
三
二
頁
以
下
参
照
︒

四
三 
ノ
ー
マ
ン
・
コ
ー
ン
﹃
千
年
王
国
の
追
求
﹄︵
江
河
徹
訳
︑
紀
伊
國
屋
書
店
︑
二
〇
〇
八
年
︑
英
語
版
原
著
一
九
五
七
年
︶
な
ら
び
に
バ
ー
ナ
ー
ド
・

マ
ッ
ギ
ン
﹃
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム 

西
欧
思
想
と
黙
示
録
的
終
末
論
﹄︵
宮
本
陽
子
訳
︑
平
凡
社
︑
一
九
九
七
年
︑
英
語
版
原
著
一
九
八
五
年
︶
参

照
︒

四
四 

N
eurohr, a. a. O

., S. 22

四
五 

栗
生
沢
猛
夫
﹁
モ
ス
ク
ワ
第
三
ロ
ー
マ
理
念
考
﹂︑
金
子
幸
彦
編
﹃
ロ
シ
ア
の
思
想
と
文
学
﹄︑
恒
文
社
︑
一
九
九
七
年
︑
九
頁
以
下
︒

四
六 

Sixten R
ingbom

: K
andinsky und das O

kkulte. In: K
andinsky und M

ünchen. B
egegnungen und W

andlungen 1896-1914. H
rsg. von A

rm
in 

Zw
eite. M

ünchen 1982, S. 85-105, hier S. 101.

四
七 

茅
原
他
編
﹃
第
三
帝
国
﹄︑
第
一
巻
冒
頭
︒

四
八 

茅
原
﹁
新
第
三
帝
国
論
﹂︑﹃
第
三
帝
国
の
思
想
﹄︑
三
十
四
頁
以
下
︒

四
九 

高
安
月
郊
﹁
近
代
文
学
に
於
け
る
﹃
第
三
帝
国
﹄﹂︑
前
掲
書
︑
一
三
三
頁
以
下
︒
な
お
︑
こ
こ
の
引
用
は
作
品
全
体
と
し
て
は
本
邦
初
訳
と
な
る
拙
訳

を
用
い
た
︒
パ
ウ
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
﹃
第
三
の
国 

個
人
主
義
の
悲
劇
﹄︑
小
黒
康
正
・
橋
本
佳
奈
訳
︑
九
州
大
学
独
文
学
会
﹃
九
州
ド
イ
ツ
文
学
﹄

第
三
十
五
号
︑
二
〇
二
一
年
︑
六
十
二
頁
︒

五
〇 

高
安
﹁
近
代
文
学
に
於
け
る
﹃
第
三
帝
国
﹄﹂︑
前
掲
書
︑
四
五
頁
︒

五
一 

パ
ウ
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
関
し
て
は
︑
一
九
六
八
年
か
ら
刊
行
が
開
始
さ
れ
た
﹃
ド
イ
ツ
文
学
事
典
﹄
を
除
く
と
︑
一
九
六
五
年
刊
行
の
﹃
キ
ン
ト

ラ
ー
文
学
事
典
﹄
や
一
九
九
二
年
刊
行
の
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
キ
リ
ー
編
﹃
文
学
事
典
﹄︑
更
に
は
一
九
九
五
年
刊
行
の
﹃
ド
イ
ツ
伝
記
全
書
﹄︵D

B
E

︶
な

ど
で
も
項
目
を
欠
く
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gl. D
eutsches Literatur-Lexikon. B
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andbuch. B

egründet von W
ilhelm
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and 5, 
B

ern 1977, S. 718 f.
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eich. D
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us. Leipzig 1910, S. IX
.

五
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Ebd., S. X
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五
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Ebd., S. 99.

五
五 

B
erg, a. a. O

., S. 74.


