
高
橋
秀
寿
著

﹃
時
間
／
空
間
の
戦
後
ド
イ
ツ
史

い
か
に
﹁
ひ
と
つ
の
国
民
﹂
は
形
成
さ
れ
た
の
か

﹄

紀

愛

子

一
九
四
五
年
以
降
︑
ド
イ
ツ
が
ど
の
よ
う
に
民
主
主
義
を
再
建
し
︑
ま
た

そ
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
自
国
の
負
の
歴
史
と
向
き
合
っ
て
き
た
の
か
は
︑

歴
史
学
の
領
域
の
み
な
ら
ず
︑
一
般
に
も
高
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
︒

特
に
︑
ナ
チ
ズ
ム
の
過
去
を
め
ぐ
る
﹁
過
去
の
克
服
﹂
の
諸
問
題
は
︑
日
本

と
の
比
較
と
い
う
問
題
意
識
も
相
ま
っ
て
︑
幾
度
と
な
く
取
り
上
げ
ら
れ
て

き
た
テ
ー
マ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

こ
う
し
た
戦
後
ド
イ
ツ
を
取
り
巻
く
関
心
に
お
い
て
︑
主
に
対
象
化
さ
れ

て
き
た
の
は
︑
﹁
非
ナ
チ
化
﹂
や
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
犠
牲
者
に
対
す
る
補
償
政

策
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
︑
具
体
的
な
政
策
の
変
遷
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
︒
一
方
︑
そ
う
し
た
政
治
的
変
化
の
背
景
に
あ
っ
た
は
ず
の
︑
国
民
の

意
識
と
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
目
が
向
け
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
︒
そ
こ
に
焦
点
を
当
て
た
の
が
︑
本
書
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
メ
デ
ィ

ア
や
大
衆
文
化
に
発
露
す
る
国
民
意
識
の
描
出
に
長
け
て
お
り
︑
二
〇
一
七

年
に
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
め
ぐ
る
表
象
と
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
変
遷
を
描
い
た

﹃
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
戦
後
ド
イ
ツ
﹄
も
刊
行
し
て
い
る①
︒
本
書
は
︑
ホ
ロ

コ
ー
ス
ト
や
ナ
チ
ズ
ム
の
過
去
に
焦
点
を
限
定
せ
ず
︑
国
民
意
識
の
形
成
と
︑

そ
れ
に
深
く
か
か
わ
る
時
間
／
空
間
と
い
う
観
点
か
ら
︑
終
戦
時
か
ら
一
九

七
〇
年
代
ま
で
の
戦
後
ド
イ
ツ
史
を
再
考
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
︒

ま
ず
は
︑
本
書
の
目
的
と
執
筆
経
緯
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
︒
本
書

の
目
的
は
︑
終
戦
時
か
ら
一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
西
ド
イ
ツ
を
対
象
と
し
て
︑

終
戦
時
︑
復
興
期
︑
高
度
成
長
期
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
時
間
／
空
間
が
︑

ど
の
よ
う
な
国
民
形
成
を
行
っ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
化
／
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
﹂
概
念
が
さ
か
ん
に
叫
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
︒
し
か
し
︑
こ
の
概
念
が
︑
か
つ
て
内
包
し
た
よ

う
な
﹁
人
類
が
国
境
を
こ
え
て
つ
な
が
り
合
え
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
﹂
で
は
な
く
︑

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
対
義
語
で
あ
っ
た
は
ず
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
と
共
存
す
る

ど
こ
ろ
か
︑
む
し
ろ
そ
の
誘
因
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
近
年
の
状

況
を
前
に
し
て
︑
﹁
現
在
の
国
民
形
成
と
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
を
歴
史
的
に
解

明
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
研
究
課
題
と
な
っ
て
い
る
﹂
と
の
問
題
意
識
か
ら
︑

執
筆
さ
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
︵﹁
あ
と
が
き
﹂
よ
り
︶︒

本
書
の
構
成
は
︑
﹁
あ
と
が
き
﹂
を
除
い
て
︑
以
下
の
よ
う
な
章
立
て
と

な
っ
て
い
る
︒

序

章

時
間
／
空
間
・
物
語
・
国
民
形
成

第
一
章

終
戦
時
の
時
間
／
空
間

第
二
章

復
興
期
の
時
間
／
空
間

第
三
章

復
興
期
の
国
民
形
成

第
四
章

若
者
文
化
の
時
間
／
空
間

第
五
章

高
度
経
済
成
長
期
の
時
間
／
空
間

第
六
章

時
間
／
空
間
の
変
容
と
新
た
な
国
民
形
成

終

章

西
ド
イ
ツ
で
国
民
は
い
か
に
形
成
さ
れ
た
の
か
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で
は
︑
各
章
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
﹁
時
間
／
空
間
﹂
と
国
民
形
成

が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
以
下
︑
各
章
ご
と
の
要
点
を
紹
介
し

た
い
︒

序
章
で
は
ま
ず
︑
本
書
の
目
的
が
示
さ
れ
た
後
︑
重
要
と
な
る
い
く
つ
か

の
概
念
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
る
︒
ま
ず
︑
本
書
の
い
う
﹁
時
間
﹂
概
念
が
︑

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
﹁
想
像
の
共
同
体
﹂
論
と
関
連
づ
け
な

が
ら
論
じ
ら
れ
る
︒
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
︑
国
民
と
い
う
﹁
想
像
の
共

同
体
﹂
の
生
成
に
際
し
て
は
︑
近
代
以
降
の
﹁
均
質
で
空
虚
な
空
間
﹂
の
誕

生
が
重
要
な
契
機
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
﹁
時
間
﹂
の
な
か
で
起

こ
る
出
来
事
が
相
互
に
関
連
づ
け
ら
れ
︑
意
味
づ
け
ら
れ
る
た
め
に
は
︑

﹁
物
語
﹂
と
﹁
空
間
﹂
と
い
う
︑
も
う
二
つ
の
次
元
が
必
要
で
あ
る
と
︑
著

者
は
主
張
す
る
︒
﹁
物
語
﹂
は
︑
起
こ
っ
た
出
来
事
や
そ
こ
で
の
複
雑
な
人

間
関
係
を
︑
俯
瞰
的
な
視
点
か
ら
﹁
国
民
の
歴
史
﹂
と
し
て
理
解
す
る
た
め

の
枠
組
み
で
あ
り
︑
ま
た
﹁
空
間
﹂
は
︑
そ
う
し
た
﹁
物
語
﹂
に
お
い
て
︑

自
分
た
ち
が
帰
属
す
る
空
間
で
あ
る
﹁
社
会
﹂
と
し
て
﹁
色
づ
け
﹂
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
﹁
物
語
﹂
を
ど
う
構
成
し
︑
空
間
を
ど
う

﹁
色
づ
け
﹂
し
て
い
く
の
か

そ
れ
は
︑
国
民
間
の
様
々
な
政
治
勢
力
に

よ
る
﹁
闘
争
﹂
を
経
て
︑
そ
の
都
度
決
定
さ
れ
る
︒
著
者
は
︑
こ
の
﹁
闘

争
﹂
を
国
民
形
成
の
過
程
で
あ
る
と
名
づ
け
︑
国
民
の
存
在
も
﹁
日
々
の
国

民
闘
争
﹂
と
定
義
し
て
い
る
︒

第
一
章
で
は
︑
空
襲
と
地
上
戦
に
よ
っ
て
都
市
の
大
部
分
を
破
壊
さ
れ
︑

﹁
瓦
礫
と
廃
墟
﹂
の
景
観
が
出
現
し
た
終
戦
時
の
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
︑
ど

の
よ
う
な
﹁
日
々
の
国
民
闘
争
﹂
が
展
開
さ
れ
た
の
か
が
論
じ
ら
れ
る
︒
ま

ず
﹁
空
間
﹂
に
関
し
て
著
者
は
︑
戦
争
に
よ
っ
て
生
じ
た
︑
本
来
醜
悪
で
あ

る
は
ず
の
﹁
瓦
礫
と
廃
墟
﹂
の
景
観
が
︑
戦
争
の
勝
者
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
や

ソ
連
の
人
々
︑
敗
者
で
あ
る
ド
イ
ツ
人
の
双
方
に
と
っ
て
︑
美
的
魅
力
や
美

学
的
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
う
え
で
︑
何
故
︑
こ
の
よ

う
な
美
学
的
価
値
が
︑﹁
瓦
礫
と
廃
墟
﹂
に
見
出
さ
れ
た
か
と
い
う
問
い
を

提
起
す
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
戦
後
初
期
に
撮
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
映
画
を
も

と
に
考
察
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
映
画
﹁
人
殺
し
は
私
た
ち
に
紛
れ
込
ん
で

い
る
﹂
で
は
︑
主
要
登
場
人
物
で
あ
る
男
女
が
口
論
の
後
に
和
解
す
る
場
面

で
︑﹁
瓦
礫
と
廃
墟
﹂
が
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
る
な
ど
︑
意
図
的
に
美
的
に

演
出
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
美
学
的
価
値
は
︑
三
つ
の
美
学
に
基
づ
い
て
い

る
と
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
戦
争
に
よ
っ
て
生
じ
た
苦
悩
と
︑
そ
れ
を
も
た

ら
し
た
者
に
対
す
る
怒
り
を
︑
瓦
礫
と
廃
墟
を
通
じ
て
告
発
し
よ
う
と
す
る

﹁
告
発
の
美
学
﹂︑
戦
争
の
犠
牲
と
な
っ
た
死
者
の
声
を
代
弁
す
る
﹁
追
悼

の
美
学
﹂
︑
過
去
の
清
算
と
未
来
の
始
ま
り
を
象
徴
す
る
﹁
零
時
﹂
を
表
象

す
る
﹁
再
生
の
美
学
﹂
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
告
発
と
追
悼
︑
清
算
と
い

う
過
程
に
お
い
て
︑
模
範
的
な
国
民
像
と
さ
れ
た
の
は
︑﹁
瓦
礫
の
女
た
ち
﹂

で
あ
り
︑
戦
争
犯
罪
人
な
ど
の
﹁
ナ
チ
ス
的
人
物
﹂
は
︑
瓦
礫
と
廃
墟
の
世

界
の
外
部
と
し
て
描
か
れ
た
︒
著
者
は
︑
こ
う
し
た
国
民
形
成
の
試
み
を
通

し
て
︑
瓦
礫
と
廃
墟
の
世
界
が
﹁
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
民
的
空
間
の
原

点
﹂
と
な
っ
た
︑
と
述
べ
て
い
る
︒

一
方
︑
﹁
時
間
﹂
に
関
し
て
著
者
は
︑
ド
イ
ツ
に
は
明
確
な
終
戦
記
念
日

は
な
く
︑
終
戦
に
対
す
る
当
時
の
立
場
や
態
度
も
一
様
で
は
な
か
っ
た
と
述

べ
る
︒
強
制
収
容
所
の
囚
人
た
ち
に
と
っ
て
︑
終
戦
は
﹁
解
放
の
日
﹂
で
あ

っ
た
が
︑
多
く
の
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
は
︑﹁
崩
壊
﹂
の
感
覚
こ
そ
が
︑
終

戦
時
の
時
間
感
覚
で
あ
っ
た
︒
こ
の
﹁
崩
壊
﹂
感
覚
は
︑
終
戦
時
に
始
ま
っ

た
も
の
で
は
な
く
︑
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
ー
ド
戦
の
敗
北
を
境
に
始
ま
り
︑
戦

後
も
深
化
・
拡
大
し
て
い
っ
た
と
い
う
︒
こ
の
よ
う
な
感
覚
は
︑
例
え
ば
︑

書 評
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一
九
五
〇
年
初
頭
に
行
わ
れ
た
世
論
調
査
で
︑﹁
ド
イ
ツ
が
最
も
最
悪
だ
っ

た
時
期
﹂
と
し
て
︑
多
く
の
ド
イ
ツ
人
が
﹁
四
十
五
～
四
十
八
年
﹂
と
回
答

す
る
と
い
う
結
果
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
て
ド
イ
ツ
の
戦
後
は
︑

ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
ー
ド
戦
の
敗
北
と
地
続
き
の
︑
克
服
さ
れ
る
べ
き
崩
壊
状

態
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
︒

第
二
章
で
は
︑
一
九
五
〇
年
代
の
流
行
歌
や
映
画
︑
都
市
計
画
を
も
と
に
︑

当
該
時
期
の
時
間
と
空
間
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
︒
一
九
五
〇
年
代
に
ヒ
ッ

ト
し
た
流
行
歌
は
︑
故
郷
＝
ハ
イ
マ
ー
ト
に
思
い
を
馳
せ
る
も
の
が
多
く

︵﹁
ハ
イ
マ
ー
ト
・
ソ
ン
グ
﹂︶︑
そ
こ
で
は
︑﹁
正
常
性
へ
の
回
帰
願
望
に
よ

っ
て
美
化
さ
れ
た
古
﹂
が
歌
わ
れ
た
︒
映
画
に
お
い
て
も
︑
田
園
・
村
落
を

主
要
な
舞
台
と
す
る
﹁
ハ
イ
マ
ー
ト
映
画
﹂
が
ブ
ー
ム
と
な
り
︑
ハ
イ
マ
ー

ト
空
間
へ
の
回
帰
が
描
か
れ
た
︒
ハ
イ
マ
ー
ト
映
画
の
基
調
を
な
し
て
い
た

の
は
︑﹁
反
都
市
﹂
の
思
想
で
あ
り
︑
そ
の
筋
書
き
と
し
て
多
用
さ
れ
た
の

は
︑
都
市
に
お
け
る
人
間
関
係
や
金
銭
関
係
な
ど
の
問
題
が
動
機
と
な
っ
て

都
会
人
が
ハ
イ
マ
ー
ト
へ
と
向
か
う
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
っ
た
︒
つ
ま

り
︑
都
会
で
も
た
ら
さ
れ
た
誤
解
や
軋
轢
︑
あ
る
い
は
歴
史
が
も
た
ら
し
た

社
会
問
題
が
︑
﹁
自
然
と
慣
習
と
い
う
必
然
的
で
︑
非
歴
史
的
な
秩
序
に
よ

っ
て
解
決
さ
れ
︑
あ
る
べ
き
人
間
関
係
が
形
成
あ
る
い
は
回
復
し
て
い
く
過

程
﹂
が
︑
ハ
イ
マ
ー
ト
映
画
の
な
か
で
は
描
か
れ
た
の
で
あ
り
︑
こ
の
過
程

こ
そ
が
終
戦
後
の
国
民
形
成
の
﹁
時
間
／
空
間
﹂
を
描
き
出
し
て
い
た
︑
と

著
者
は
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
五
〇
年
代
の
復
興
・
都
市
計
画
に
お
い
て
ス

ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
︑﹁
反
都
市
﹂
を
基
調
と
し
た
二
つ
の
理

念
︑﹁
都
市
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
﹂
と
﹁
区
分
・
構
成
さ
れ
︑
弛
緩
さ
れ
た
都

市
﹂
も
ま
た
︑
こ
の
時
期
の
自
然
と
ハ
イ
マ
ー
ト
へ
の
回
帰
願
望
を
あ
ら
わ

す
も
の
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

第
三
章
で
は
ま
ず
︑
復
興
期
の
﹁
時
間
﹂
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
が
︑
こ

こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
︑
当
時
の
ド
イ
ツ
人
の
﹁
未
来
観
﹂
で
あ
る
︒

ア
レ
ン
ス
バ
ッ
ハ
協
会
が
五
〇
年
代
初
期
か
ら
現
在
ま
で
行
っ
て
い
る
質
問
︑

﹁
人
々
の
生
活
は
明
る
く
な
っ
て
い
き
ま
す
か
︑
あ
る
い
は
暗
く
な
っ
て
い

き
ま
す
か
﹂
に
対
し
て
︑
西
ド
イ
ツ
人
は
建
国
初
期
か
ら
一
貫
し
て
悲
観
的

な
傾
向
を
持
っ
て
い
た
が
︑
五
〇
年
代
の
調
査
結
果
に
お
い
て
は
︑
第
三
次

世
界
大
戦
へ
の
不
安
と
い
う
﹁
外
部
﹂
に
対
す
る
不
安
が
色
濃
く
に
じ
み
出

て
い
た
︒
こ
う
し
た
不
安
か
ら
︑
人
々
は
私
生
活
へ
退
去
し
︑﹁
必
然
性
に

支
配
さ
れ
た
非
歴
史
的
な
不
変
の
ハ
イ
マ
ー
ト
﹂︑﹁
公
的
な
領
域
か
ら
隔
て

ら
れ
た
重
厚
な
安
定
し
た
居
住
空
間
﹂︑﹁
自
然
と
ハ
イ
マ
ー
ト
の
要
素
を
取

り
入
れ
た
都
市
空
間
﹂
を
志
向
し
た
と
い
う
︒

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
志
向
は
︑
ナ
チ
体
制
期
＝
﹁
褐
色
の
過
去
﹂
と
無

縁
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
ハ
イ
マ
ー
ト
映
画
の
多
く
は
ナ
チ
体
制
期
の
映

画
の
リ
メ
イ
ク
版
で
あ
っ
た
し
︑﹁
都
市
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
﹂
や
﹁
区
分
・

構
成
さ
れ
︑
弛
緩
し
た
都
市
﹂
も
ま
た
︑
ナ
チ
体
制
期
に
練
り
上
げ
ら
れ
た

構
想
で
あ
っ
た
と
︑
著
者
は
主
張
す
る
︒
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
著
者
は
︑

﹁
西
ド
イ
ツ
の
国
家
と
社
会
は
︑
ナ
チ
ズ
ム
の
否
定
を
基
本
的
な
理
念
と
し

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
国
民
の
多
数
が
そ
の
理
念
を
支
持
・
黙
認
し
て

い
た
と
い
う
矛
盾
を
抱
え
て
い
た
﹂
と
指
摘
す
る
︒
そ
し
て
︑
そ
う
し
た
西

ド
イ
ツ
の
復
興
空
間
の
中
に
は
︑
生
物
学
的
な
人
種
主
義
の
要
素
と
︑
異
物

を
取
り
除
こ
う
と
す
る
排
他
性
と
が
残
存
し
て
い
た
︒
そ
う
し
た
﹁
異
物
﹂

の
一
つ
が
︑
反
ナ
チ
国
家
で
あ
る
と
同
時
に
反
共
国
家
で
も
あ
る
西
ド
イ
ツ

が
︑
自
己
確
立
の
た
め
に
も
っ
と
も
重
視
し
た
﹁
構
成
的
外
部
﹂
た
る
ロ
シ

ア
人
で
あ
っ
た
と
い
う
︒

第
四
章
で
は
︑
復
興
期
に
お
け
る
﹁
若
者
文
化
﹂
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
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こ
の
時
期
︑
先
述
の
ハ
イ
マ
ー
ト
・
ソ
ン
グ
で
描
か
れ
る
よ
う
な
ハ
イ
マ
ー

ト
の
世
界
か
ら
離
脱
し
︑
社
会
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
た

若
者
が
社
会
現
象
化
し
た
︒
彼
ら
は
︑﹁
強
が
り
﹂
や
﹁
チ
ン
ピ
ラ
﹂
を
意

味
す
る
﹁
ハ
ル
プ
シ
ュ
タ
ル
ケ
﹂
と
い
う
言
葉
で
呼
称
さ
れ
た
︒
こ
う
し
た

若
者
は
︑
復
興
期
の
国
民
共
同
体
に
お
い
て
﹁
異
端
児
﹂
で
あ
り
︑
こ
の
共

同
体
に
と
っ
て
の
脅
威
︑﹁
非
国
民
﹂
と
見
な
さ
れ
た
︒
そ
し
て
ハ
ル
プ
シ

ュ
タ
ル
ケ
は
︑
﹁
日
々
の
国
民
闘
争
﹂
の
中
で
︑
ハ
イ
マ
ー
ト
へ
の
帰
還
を

求
め
ら
れ
︑
﹁
過
去
の
克
服
﹂
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
六
〇
年
代

が
進
む
に
つ
れ
て
︑
﹁
克
服
﹂
の
対
象
は
徐
々
に
逆
転
し
て
い
っ
た
︒
つ
ま

り
︑
ハ
イ
マ
ー
ト
的
な
時
間
／
空
間
の
ほ
う
が
︑﹁
克
服
﹂
さ
れ
る
べ
き
対

象
に
な
り
︑
若
者
文
化
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
っ
て
い
く
︒
大
量
生
産
・
大
量

消
費
の
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
的
な
社
会
が
発
展
す
る
に
つ
れ
︑
そ
う
し
た
大
衆

消
費
文
化
の
担
い
手
と
し
て
︑
若
者
は
社
会
的
価
値
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
︒
そ
し
て
著
者
は
︑
そ
う
し
た
若
者
と
そ
の
文
化
の
価
値
の
向
上
の

な
か
に
︑
後
の
﹁
六
八
年
﹂
を
可
能
に
し
た
社
会
的
背
景
を
見
出
し
て
い
る
︒

第
五
章
で
は
︑
若
者
文
化
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
よ
っ
て
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
的

社
会
が
成
熟
し
て
い
く
の
に
伴
い
︑﹁
ハ
イ
マ
ー
ト
﹂
に
表
象
さ
れ
た
時
間

／
空
間
に
訪
れ
た
変
容
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
変
容
の
発
露
と
し
て
ま

ず
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
︑
都
市
空
間
で
あ
る
︒
そ
れ
ま
で
︑
単
に
﹁
都

市
﹂
対
﹁
農
村
﹂
の
対
立
軸
に
沿
っ
て
評
価
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
都
市

計
画
に
対
し
︑
こ
の
時
期
か
ら
は
︑
都
市
自
治
に
対
す
る
市
民
の
自
発
性
や

積
極
性
に
裏
付
け
ら
れ
た
﹁
都
会
性
﹂
の
理
念
を
重
視
し
た
︑
新
た
な
都
市

形
成
と
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
提
唱
さ
れ
た
と
い
う
︒
さ
ら
に
︑﹁
都
会
性
﹂

の
理
念
を
ド
イ
ツ
人
か
ら
永
遠
に
奪
っ
た
﹁
犯
罪
者
﹂
と
ナ
チ
ス
を
見
な
す

こ
と
で
︑
都
市
計
画
の
領
域
に
お
い
て
も
﹁
過
去
の
克
服
﹂
が
課
題
と
さ
れ

た
と
︑
著
者
は
述
べ
て
い
る
︒

映
画
に
お
い
て
も
︑
そ
れ
ま
で
の
ハ
イ
マ
ー
ト
的
な
時
間
／
空
間
の
克
服

が
行
わ
れ
た
︒
映
画
館
か
ら
客
足
が
遠
の
き
︑
主
な
観
客
層
が
若
年
層
へ
と

移
行
す
る
に
つ
れ
︑
彼
ら
に
と
っ
て
魅
力
あ
る
映
画
の
制
作
が
危
急
の
課
題

と
な
っ
た
︒
こ
う
し
て
︑
当
時
ま
だ
四
十
歳
以
下
の
若
手
映
画
人
た
ち
が
︑

﹁
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
マ
ン
・
シ
ネ
マ
﹂
の
担
い
手
と
し
て
登
場
し
て
く
る
こ

と
に
な
る
︒
こ
う
し
た
映
画
は
︑﹁
社
会
的
現
実
か
ら
逃
避
し
て
ハ
イ
マ
ー

ト
に
投
影
さ
れ
た
理
想
の
共
同
体
を
追
い
求
め
る
﹂
か
つ
て
の
ハ
イ
マ
ー
ト

映
画
と
は
対
照
的
に
︑
﹁
社
会
的
現
実
を
直
視
し
︑
西
ド
イ
ツ
の
現
実
の
共

同
体
を
批
判
的
に
見
つ
め
る
﹂
こ
と
を
︑
観
客
に
訴
え
か
け
る
も
の
で
あ
っ

た
︒
著
者
は
こ
こ
に
︑﹁
ハ
イ
マ
ー
ト
映
画
と
そ
れ
を
モ
デ
ル
に
し
た
国
民

共
同
体
に
対
す
る
痛
烈
な
﹃
日
々
の
国
民
闘
争
﹄﹂
を
見
出
し
て
い
る
︒

第
六
章
で
は
︑
一
九
七
〇
年
に
締
結
さ
れ
た
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
と
︑
そ
れ

に
よ
る
オ
ー
デ
ル
=
ナ
イ
セ
線
の
承
認
︑
さ
ら
に
東
西
ド
イ
ツ
の
統
一
問
題

を
基
軸
と
し
て
︑
ド
イ
ツ
国
民
国
家
の
枠
組
み
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
か

が
論
じ
ら
れ
る
︒
五
〇
年
代
の
段
階
で
は
︑
オ
ー
デ
ル
＝
ナ
イ
セ
線
や
ド
イ

ツ
の
東
西
分
断
を
不
当
な
も
の
と
見
な
し
︑
そ
の
領
土
の
復
帰
を
求
め
る
声

が
多
か
っ
た
が
︑
六
〇
年
代
に
入
る
と
︑
こ
の
傾
向
は
徐
々
に
変
化
し
た
︒

す
な
わ
ち
︑
オ
ー
デ
ル
＝
ナ
イ
セ
線
以
東
の
旧
ド
イ
ツ
領
土
に
対
す
る
西
ド

イ
ツ
国
民
の
関
心
は
徐
々
に
薄
れ
︑
東
ド
イ
ツ
に
対
す
る
彼
ら
の
心
理
的
距

離
も
ま
た
遠
く
な
っ
て
い
っ
た
︒
こ
う
し
て
︑
旧
東
方
領
土
と
東
ド
イ
ツ
は
︑

﹁
今
日
と
明
日
の
ド
イ
ツ
﹂
の
想
像
の
共
同
体
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
て
い
っ

た
と
い
う
︒

こ
う
し
た
な
か
︑
復
興
期
に
ハ
イ
マ
ー
ト
理
念
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た

﹁
犠
牲
者
の
共
同
体
﹂
と
い
う
枠
組
み
は
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
︑
﹁
ド
イ

書 評
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ツ
﹂
概
念
は
多
元
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
︒
一
八
七
一
年
に
統
一
さ
れ

た
ド
イ
ツ
帝
国
を
ド
イ
ツ
と
す
る
認
識
が
残
存
す
る
一
方
で
︑
む
し
ろ
そ
の

ド
イ
ツ
帝
国
の
な
か
で
抑
圧
さ
れ
て
き
た
︑
民
主
的
な
自
由
を
求
め
る
国
民

運
動
の
系
譜
に
こ
そ
︑
新
た
な
ド
イ
ツ
像
を
求
め
る
認
識
が
出
て
き
た
︒
こ

う
し
た
国
民
観
を
め
ぐ
っ
て
︑
西
ド
イ
ツ
政
治
は
﹁
保
守

v
s
革
新
﹂
の
左

右
軸
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
旧
来
の
﹁
犠
牲
者
共
同
体
﹂

か
ら
︑
政
治
的
な
左
右
両
軸
の
国
民
共
同
体
が
拮
抗
す
る
複
合
体
へ
と
︑
国

民
の
在
り
方
が
変
容
し
た
の
で
あ
る
︒

終
章
で
は
︑
以
上
六
章
の
内
容
が
総
括
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
本
書
の
対
象

時
期
以
後
︑
す
な
わ
ち
高
度
経
済
成
長
期
以
降
の
時
間
／
空
間
と
国
民
形
成

に
関
し
て
︑
展
望
が
示
さ
れ
る
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑
一
九
七
〇
年
代
後
半
か

ら
八
〇
年
代
以
降
に
︑
時
間
／
空
間
と
国
民
形
成
に
大
き
な
変
化
が
訪
れ
る
︒

﹁
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
﹂
概
念
が
市
民
社
会
に
定
着
し
︑
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
部
と
し
て
不
可
欠
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
に
伴
い
︑
緑

の
党
や
極
右
政
党
な
ど
新
た
な
政
党
が
台
頭
し
︑﹁
日
々
の
国
民
闘
争
﹂
に

参
入
し
て
く
る
︒
そ
れ
に
よ
り
︑
国
民
も
変
容
し
て
い
く
の
だ
と
い
う
︒
そ

こ
で
形
成
さ
れ
た
国
民
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は

次
著
の
課
題
と
し
て
︑
著
者
は
本
書
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
︒

以
上
︑
本
書
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
て
き
た
︒
本
書
に
つ
い
て
は
︑
す

で
に
村
上
宏
昭
氏
の
書
評
が
あ
り
︑
本
書
の
成
果
と
疑
問
点
が
ま
と
め
ら
れ

て
い
る②
︒
そ
こ
で
は
︑
著
者
が
主
張
す
る
︑
ハ
イ
マ
ー
ト
映
画
に
見
ら
れ
る

ハ
イ
マ
ー
ト
の
表
象
の
歴
史
的
系
譜
に
つ
い
て
︑
い
く
つ
か
の
指
摘
が
な
さ

れ
て
い
る
︒
一
方
︑
戦
後
ド
イ
ツ
史
︑
特
に
﹁
過
去
の
克
服
﹂
に
研
究
関
心

の
一
端
を
置
く
評
者
か
ら
見
る
と
︑
特
に
興
味
深
い
の
は
︑﹁
褐
色
の
過
去
﹂

と
の
連
続
性
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
本
評
に
お
い
て
は
︑
こ

の
点
に
関
し
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
試
み
た
い
︒

著
者
が
本
書
で
指
摘
し
て
い
る
︑
﹁
褐
色
の
過
去
﹂
と
の
連
続
性
は
︑
﹁
過

去
の
克
服
﹂
を
考
え
る
上
で
と
り
わ
け
重
要
な
テ
ー
マ
と
い
え
る
︒
こ
れ
ま

で
︑
ナ
チ
体
制
期
と
戦
後
と
の
間
の
人
的
・
思
想
的
な
連
続
性
に
つ
い
て
は
︑

主
に
非
ナ
チ
化
の
文
脈
で
も
語
ら
れ
て
き
た
が
︑
都
市
計
画
な
ど
の
文
化
的

側
面
に
も
そ
の
表
出
が
見
出
さ
れ
る
と
の
著
者
の
主
張
は
︑
一
九
四
五
年
を

は
さ
む
連
続
性
を
考
え
る
上
で
︑
有
益
な
指
摘
で
あ
る
︒

し
か
し
一
方
で
︑
若
者
を
め
ぐ
る
排
除
と
統
合
の
問
題
に
︑﹁
褐
色
の
過

去
﹂
と
の
連
続
性
を
見
出
し
て
い
る
第
四
章
で
は
︑
若
干
の
疑
問
が
感
じ
ら

れ
た
︒
著
者
は
︑
一
九
五
〇
年
代
以
降
に
﹁
異
端
児
﹂
と
し
て
目
さ
れ
て
い

た
ハ
ル
プ
シ
ュ
タ
ル
ケ
を
取
り
上
げ
︑
当
時
の
西
ド
イ
ツ
社
会
で
は
︑
彼
ら

を
排
除
︑
或
い
は
教
化
・
統
合
す
る
こ
と
が
︑
国
民
共
同
体
の
課
題
と
な
っ

た
と
し
て
︑
こ
こ
に
﹁
西
ド
イ
ツ
と
第
三
帝
国
と
の
類
似
・
連
続
性
﹂
を
指

摘
し
て
い
る
︒
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
結
成
さ
れ
︑
ナ
チ
体
制
に
対
し
て
抵

抗
を
繰
り
返
し
た
﹁
エ
ー
デ
ル
ヴ
ァ
イ
ス
海
賊
団
﹂
が
﹁
反
社
会
分
子
﹂
と

し
て
迫
害
さ
れ
た
の
と
同
様
に
︑
ハ
ル
プ
シ
ュ
タ
ル
ケ
も
ま
た
︑
戦
後
西
ド

イ
ツ
社
会
に
お
い
て
﹁
反
社
会
分
子
﹂
と
見
な
さ
れ
て
い
た
︒
著
者
は
︑

﹁
そ
の
意
味
で
︑
戦
後
社
会
は
国
民
共
同
体
の
帰
属
に
関
し
て
ナ
チ
ス
社
会

と
類
似
し
た
線
引
き
を
行
っ
て
い
た
﹂
と
書
い
て
い
る
︒
し
か
し
︑
独
裁
体

制
下
に
お
け
る
不
服
従
の
若
者
に
対
す
る
排
除
と
︑
民
主
主
義
国
家
に
お
け

る
若
者
の
排
除
は
︑
性
質
が
異
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
前
者
が
︑
権
力

に
服
従
し
な
い
抵
抗
者
に
対
す
る
国
家
に
よ
る
迫
害
の
性
質
を
持
つ
の
に
対

し
︑
後
者
は
む
し
ろ
︑
時
代
の
変
化
に
伴
い
︑
親
世
代
の
理
解
の
範
疇
を
越

え
た
若
者
た
ち
が
登
場
し
た
こ
と
に
対
す
る
恐
れ
や
︑
世
代
間
闘
争
と
い
っ

た
側
面
が
強
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
た
め
︑
こ
こ
に
ナ
チ
体
制
期
と
の
連
続
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性
を
見
て
と
れ
る
の
か
ど
う
か
は
疑
問
が
残
る
︒
著
者
は
︑
当
時
ハ
ル
プ
シ

ュ
タ
ル
ケ
が
熱
中
し
た
音
楽
で
あ
る
ロ
ッ
ク
ン
・
ロ
ー
ル
観
に
も
︑
ナ
チ
時

代
の
人
種
主
義
の
連
続
性
が
見
て
と
れ
る
と
し
て
︑
ロ
ッ
ク
ン
・
ロ
ー
ル
が

﹁
異
人
種
の
堕
落
し
た
非
ド
イ
ツ
的
音
楽
﹂
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
こ
と

に
も
ふ
れ
な
が
ら
︑
こ
の
連
続
性
を
浮
き
彫
り
に
し
て
お
り
︑
こ
の
点
は
非

常
に
説
得
力
の
あ
る
議
論
で
あ
る
が
︑
例
え
ば
排
除
や
教
化
・
統
合
の
方
法

な
ど
に
︑
具
体
的
な
共
通
点
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

ま
た
︑
著
者
は
ナ
チ
ズ
ム
と
戦
後
と
の
連
続
性
と
し
て
︑
第
三
章
で
は

﹁
植
民
地
主
義
的
性
格
﹂
と
い
う
要
素
も
挙
げ
て
い
る
︒
東
欧
世
界
を
﹁
野

蛮
﹂︑﹁
劣
等
﹂
と
見
な
し
︑
当
地
の
民
族
集
団
を
殺
戮
し
た
ナ
チ
ズ
ム
の
中

に
は
︑
西
の
﹁
文
明
﹂
世
界
に
よ
る
東
の
﹁
野
蛮
・
未
開
﹂
の
世
界
の
征

服
・
支
配
と
い
う
植
民
地
主
義
的
性
格
が
見
出
せ
る
と
︑
著
者
は
指
摘
す
る
︒

そ
し
て
︑
ロ
シ
ア
人
の
﹁
野
蛮
さ
﹂
を
強
調
し
︑
ソ
連
下
の
ド
イ
ツ
人
捕
虜

を
﹁
犠
牲
者
﹂
と
見
な
す
こ
と
で
︑
戦
中
に
ド
イ
ツ
が
東
欧
世
界
で
犯
し
た

罪
を
忘
却
し
よ
う
と
す
る
戦
後
西
ド
イ
ツ
社
会
に
も
︑﹁
植
民
地
主
義
的
性

格
﹂
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
東
欧
世

界
に
お
け
る
自
ら
の
残
忍
な
過
去
を
記
憶
の
片
隅
に
置
き
︑
そ
の
世
界
の
過

去
と
現
在
の
残
忍
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
︑
西
ド
イ
ツ
国
民
は
﹃
犠
牲
者
共

同
体
﹄
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
﹂
と
い
う
︒
こ
の
点
は
︑
戦
後
西
ド
イ
ツ
社

会
と
東
欧
諸
国
と
の
関
係
性
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
指
摘
と
い
え
よ
う
︒

し
か
し
一
方
で
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
犠
牲
者
共
同
体
﹂
の
形
成
に
見
ら
れ
る

﹁
植
民
地
主
義
的
性
格
﹂
が
︑
ナ
チ
ズ
ム
に
見
ら
れ
る
そ
れ
と
同
質
の
も
の

か
否
か
に
つ
い
て
は
︑
若
干
の
疑
問
を
感
じ
た
︒
ナ
チ
ズ
ム
に
見
ら
れ
る

﹁
植
民
地
主
義
的
性
格
﹂
が
︑
征
服
や
支
配
を
志
向
す
る
︑
積
極
的
で
好
戦

的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑
戦
後
西
ド
イ
ツ
社
会
に
見
ら
れ
る
そ
れ
は
︑

受
動
的
で
防
衛
的
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
︑﹁
植
民
地
主
義
﹂

の
な
か
に
も
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ

ン
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
︒

最
後
に
︑
こ
の
﹁
褐
色
の
過
去
﹂
と
の
連
続
性
が
変
容
を
見
せ
始
め
る
の

は
︑
本
書
の
対
象
時
期
か
ら
外
れ
る
一
九
八
〇
年
代
以
降
と
思
わ
れ
る
の
で
︑

そ
の
後
︑
ど
の
よ
う
な
変
化
が
訪
れ
る
の
か
は
︑
是
非
知
り
た
い
点
で
あ
る
︒

こ
の
点
は
著
者
自
身
も
﹁
あ
と
が
き
﹂
で
︑﹁
本
書
は
別
著
が
出
て
初
め
て

完
成
す
る
﹂
と
書
い
て
い
る
た
め
︑
今
後
刊
行
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
次
著
と
あ

わ
せ
て
本
書
を
読
む
こ
と
で
︑
さ
ら
に
体
系
的
な
理
解
が
可
能
と
な
ろ
う
︒

以
上
︑
評
者
な
り
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
た
が
︑
評
者
の
理
解
不
足
や
誤
読

に
よ
る
的
外
れ
な
論
評
に
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
︑
切
に
ご
海
容
願
え
れ
ば

幸
い
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
本
書
の
意
義
と
そ
の
新
し
さ
は
︑
こ
の
よ
う
な

評
者
の
疑
問
点
に
よ
っ
て
い
さ
さ
か
も
損
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒
戦
後

ド
イ
ツ
史
を
扱
っ
た
研
究
は
︑
す
で
に
日
本
で
も
多
く
存
在
す
る
が
︑
本
書

は
そ
こ
に
新
た
な
分
析
の
枠
組
み
を
加
え
る
︑
画
期
的
な
研
究
と
い
え
よ
う
︒

特
に
︑
文
字
史
料
の
み
な
ら
ず
︑
映
画
や
流
行
歌
と
い
っ
た
大
衆
文
化
を
も

分
析
対
象
と
し
な
が
ら
︑
大
衆
レ
ベ
ル
で
の
国
民
感
覚
の
変
遷
を
描
出
す
る

手
法
は
︑
歴
史
学
に
新
た
な
可
能
性
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
︒
本
書
で
扱
わ

れ
て
い
る
よ
う
な
︑
一
般
市
民
の
認
識
は
︑
歴
史
学
に
お
い
て
よ
く
用
い
ら

れ
る
文
書
史
料
に
は
あ
ら
わ
れ
に
く
く
︑
実
証
し
づ
ら
い
と
い
う
事
情
か
ら
︑

こ
れ
ま
で
対
象
化
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
映
画

や
流
行
歌
と
い
っ
た
大
衆
文
化
に
目
を
向
け
︑
そ
れ
を
め
ぐ
る
論
評
を
含
め

て
扱
っ
た
本
書
は
︑
そ
う
し
た
従
来
の
空
隙
を
埋
め
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ

ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
﹁
過
去
の
克
服
﹂
の
流
れ
を
︑
本
書
で
示
さ
れ

た
よ
う
な
国
民
意
識
の
変
遷
と
対
照
さ
せ
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
で
︑
よ
り

立
体
的
に
︑
戦
後
ド
イ
ツ
の
過
去
に
対
す
る
姿
勢
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は

書 評
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な
い
か
︒
ま
た
︑
時
間
／
空
間
と
い
う
概
念
を
分
析
軸
に
す
る
こ
と
に
よ
り
︑

政
治
史
や
社
会
史
︑
文
化
史
と
い
っ
た
枠
組
み
を
超
え
た
考
察
を
可
能
に
し

て
い
る
こ
と
も
︑
特
筆
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
︒

映
画
や
写
真
︑
大
衆
文
化
と
い
っ
た
︑
多
く
の
人
の
興
味
を
惹
く
題
材
を

扱
い
な
が
ら
︑
確
固
と
し
た
分
析
理
論
と
史
料
分
析
に
基
づ
く
実
証
性
と
専

門
性
を
備
え
た
本
書
は
︑
幅
広
い
読
者
層
に
届
く
も
の
で
あ
ろ
う
︒
関
連
分

野
の
研
究
者
の
み
な
ら
ず
︑
戦
後
ド
イ
ツ
史
に
関
心
を
持
つ
学
部
学
生
や
一

般
の
読
者
に
も
︑
広
く
読
ま
れ
る
べ
き
一
冊
で
あ
る
︒

①

高
橋
秀
寿
﹃
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
戦
後
ド
イ
ツ

表
象
・
物
語
・
主
体
﹄
岩
波

書
店
︑
二
〇
一
七
年
︒

②

村
上
宏
昭
﹁
書
評

高
橋
秀
寿
著
﹃
時
間
・
空
間
の
戦
後
ド
イ
ツ
史

い
か
に

﹃
ひ
と
つ
の
国
民
﹄
は
形
成
さ
れ
た
の
か

﹄
﹂
﹃
史
境
﹄
︵
歴
史
人
類
学
会
︶
第

七
六
号
︑
二
〇
一
八
年
九
月
︑
七
六
︱
八
二
頁
︒

︵
四
六
判

二
八
五
頁

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

二
〇
一
八
年
七
月

税
別
三
五
〇
〇
円
︶

︵
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
︶
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