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は
じ
め
に

　　

本
論
の
も
と
と
な
る
ド
イ
ツ
現
代
史
学
会
に
お
け
る
報
告
が
行
わ
れ
た
の
は

二
〇
二
〇
年
九
月
、
緊
急
事
態
宣
言
下
で
の
前
期
授
業
が
終
わ
り
、
後
期
が
始
ま
ろ

う
と
す
る
時
点
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
一
年
以
上
が
経
過
し
、
対
面
授
業
へ
の
回
帰

が
強
ま
り
つ
つ
も
、
同
時
双
方
向
、
あ
る
い
は
オ
ン
デ
マ
ン
ド
方
式
や
、
対
面
と
の

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
形
式
な
ど
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
授
業
は
大
学
教
育
に
お
け
る
選
択

肢
と
し
て
認
知
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
短
期
間
の
や
む
を
得
な
い
方
策

と
考
え
ら
れ
た
も
の
が
、
二
年
間
と
長
期
に
及
ぶ
な
か
で
、
経
験
も
蓄
積
さ
れ
、
否

定
的
な
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
有
用
な
点
も
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
コ
ロ
ナ
以
前
に
お
け
る
歴
史
授
業
の
問
題
点
も
あ
ら
た

め
て
炙
り
出
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
の
史
料

集
が
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、紙
媒
体
の
み
な
ら
ず
、

あ
る
い
は
む
し
ろ
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
下
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
（
オ
ン
ラ
イ
ン
）
媒
体
に

お
い
て
よ
り
い
っ
そ
う
感
じ
取
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
近
現
代
史
を
専
門

と
し
、
授
業
を
行
う
者
で
あ
れ
ば
、
論
説
が
中
心
で
は
あ
る
が
、
史
資
料
も
豊
富
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
連
邦
政
治
教
育
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（bpb

）
を
参
照
し

た
こ
と
が
な
い
者
は
お
そ
ら
く
い
な
い
で
あ
ろ
う
し）

2
（

、
英
語
で
も
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の

ド
イ
ツ
歴
史
学
研
究
所
が
公
開
し
て
い
る
史
料
サ
イ
ト
、「
ド
イ
ツ
史
文
書
図
像
資

料
」
が
存
在
し
て
い
る）

3
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。
規
模
は
別
と
し
て
も
、
こ
れ
に
類
似
し
た
日
本
語
の
サ
イ

ト
が
あ
れ
ば
、
資
料
作
成
だ
け
で
な
く
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
も
追
わ
れ
る
な
か
で
授

業
準
備
が
ど
れ
だ
け
効
率
的
に
行
え
た
で
あ
ろ
う
か
、
と
慨
嘆
し
た
の
は
お
そ
ら
く

筆
者
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
二
〇
二
一
年
一
一
月
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
出

版
社
ブ
ル
ー
ム
ズ
バ
リ
―
が
教
育
機
関
向
け
の
有
料
サ
イ
ト
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
歴

史
家
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ベ
ル
ガ
ー
ら
の
監
修
の
も
と
に
「
歴
史
：
理
論
と
方
法
」
を

開
設
す
る
な
ど
、
大
学
に
お
け
る
歴
史
教
育
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
の
商
品
化
も
進

め
ら
れ
て
い
る）

4
（

。

　

紙
か
オ
ン
ラ
イ
ン
か
と
い
う
媒
体
の
問
題
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
措
く
と
し
て
、
上

述
の
通
り
、
史
料
集
の
編
集
は
コ
ロ
ナ
以
前
か
ら
の
課
題
で
あ
る
。
近
年
の
傾
向
と

し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
―
と
り
わ
け
映
画
や
博
物
館
と
い
っ
た
記
憶

メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
―
学
生
の
関
心
を
喚
起
す
る
概
説
が（
お
も
に
各
国
史
の
形
で
）

出
版
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
コ
ン
パ
ク
ト
に
知
識
を
伝
達
す
る
も
の
と
し

て
も
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
え
る
一
方
で
、
概
説
の
も
つ
叙
述
の
規
範
性
を
考

え
る
な
ら
ば
、
批
判
的
な
歴
史
的
思
考
力
の
涵
養
に
必
ず
し
も
つ
な
が
る
わ
け
で
は

な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
に
は
、
我
々
が
生
き
る
「
性
急
さ
の
時
代
」（
ス
ザ
ン
ヌ
・
マ

ー
チ
ャ
ン
ト）

5
（

）
の
な
か
で
、
か
え
っ
て
簡
に
し
て
要
を
得
た
「
解
答
」
や
コ
ン
パ
ク

ト
さ
へ
の
偏
重
を
促
進
し
て
し
ま
う
リ
ス
ク
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
は
け
っ
し
て
概
説
不
要
論
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
問
題
と
な
る

の
は
、
概
説
に
対
し
て
史
料
を
も
と
に
、
そ
し
て
史
料
を
通
し
て
考
え
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
で
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
の
必
要
性
で
あ
る
。

　
　
　
　

２　

世
界
史
・
外
国
史
に
お
け
る
史
料
集
の
必
要
性

　　

い
う
ま
で
も
な
く
、「
史
料
か
ら
考
え
る
」
こ
と
は
二
◯
二
二
年
か
ら
始
ま
る
高

校
の
歴
史
教
育
に
お
け
る
重
要
な
改
革
の
一
つ
で
あ
り
、「
歴
史
総
合
」
や
「
世
界
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史
探
究
」
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
は
ず
の
）
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
当
た
り
前
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
あ

え
て
史
料
集
の
重
要
性
を
強
調
す
る
意
義
を
以
下
三
つ
挙
げ
て
お
き
た
い
。一
つ
は
、

そ
も
そ
も
高
校
と
大
学
の
歴
史
教
育
を
同
一
に
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い

う
疑
問
に
つ
い
て
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
歴
史
授
業
の
実
践
が
学
習
指
導

要
領
の
改
正
に
よ
っ
て
一
変
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
教
育
方
法
を
大
学
に

お
い
て
身
に
つ
け
た
（
教
育
学
部
だ
け
に
限
ら
れ
な
い
）
学
生
が
教
職
に
就
く
こ
と

で
定
着
し
て
い
く
と
い
う
中
長
期
的
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
す
で

に
こ
の
点
に
お
い
て
高
大
連
携
は
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
他
方
、「
世
界
史

の
お
も
し
ろ
さ
に
触
れ
る
鍵）

6
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」
で
あ
る
史
料
を
分
析
し
、
史
料
で
考
え
る
こ
と
は
、

授
業
内
容
に
お
い
て
自
由
度
の
高
い
大
学
に
お
い
て
よ
り
本
格
的
に
実
践
可
能
で
あ

り
、
そ
れ
は
ゼ
ミ
な
ど
の
少
人
数
科
目
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
大
人
数
の
講
義
系
科
目

に
お
い
て
も
導
入
や
展
開
、
あ
る
い
は
発
展
的
課
題
な
ど
、
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
活
用

す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
在
に
お
い
て
も
知
識
の
伝
達
に
重
点

が
置
か
れ
、
史
料
分
析
や
思
考
に
つ
い
て
は
そ
れ
に
付
随
す
る
副
次
的
な
も
の
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
に
、
こ
の
こ
と
は
、
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
・
共
通
テ
ス
ト
に
お
け
る
世

界
史
（
A
・
B
）
受
験
者
が
、
日
本
史
や
地
理
と
比
べ
て
少
数
派
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
。「
歴
史
総
合
」
の
導
入
の
き
っ
か
け
で
あ
る
二
◯

◯
七
年
の
「
世
界
史
未
履
修
問
題
」
以
降
も
世
界
史
必
修
は
維
持
さ
れ
た
も
の
の
、

二
〇
二
〇
年
度
の
共
通
テ
ス
ト
初
回
に
お
け
る
地
歴
三
科
目
（
B
）
の
受
験
者
数

は
、
世
界
史
：
日
本
史
：
地
理
＝
九
：
一
六
：
一
四
（
万
人
）
と
な
っ
て
い
る
。
皮

肉
な
こ
と
に
、
世
界
史
を
必
修
化
し
た
一
九
八
九
年
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
の
翌
年

の
一
九
九
〇
年
度
の
セ
ン
タ
ー
試
験
で
は
、
三
科
目
そ
れ
ぞ
れ
の
受
験
者
数
は
ほ
ぼ

一
二
万
人
と
拮
抗
し
て
い
た
の
が
、
冷
戦
終
結
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
叫
ば
れ
た
平

成
時
代
に
お
い
て
、
日
本
史
〉
地
理
〉
世
界
史
の
序
列
が
急
速
に
固
定
化
さ
れ
て
い

っ
た
の
で
あ
る）

7
（

。
ま
た
、
筆
者
が
勤
め
る
私
大
「
国
際
学
部
」
に
お
い
て
も
、
日
本

史
受
験
者
が
世
界
史
受
験
者
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
た

め
、
大
学
に
お
け
る
世
界
史
に
か
ん
す
る
講
義
に
お
い
て
は
、
視
野
を
広
げ
た
り
、

見
方
を
ひ
っ
く
り
返
す
以
前
に
、
土
台
と
な
る
知
識
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
ハ
ン

デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
に
労
力
を
費
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ハ

ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
は
、
と
り
わ
け
文
書
史
料
の
場
合
は
翻
訳
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な

い
と
い
う
史
料
活
用
に
お
け
る
語
学
の
壁
と
し
て
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
第
一
次

世
界
大
戦
下
の
社
会
情
勢
の
「
生
史
料
」
と
し
て
当
時
の
新
聞
記
事
の
コ
ピ
ー
は
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
授
業
で
も
よ
く
使
わ
れ
て
お
り
、
日
本
で
も
明

治
か
ら
昭
和
初
期
の
戦
時
下
の
日
本
の
社
会
に
つ
い
て
同
様
の
実
践
は
可
能
で
あ
る

が
、
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
授
業
に
お
い
て
は
高
校
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
大
学
に
お
い
て
も
容
易
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

実
際
に
は
、
既
存
の
世
界
史
の
教
科
書
や
資
料
集
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
図
像
、
文
書

史
料
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
一
二
巻
に
お
よ
ぶ
歴
史
学
研
究
会
編

の
世
界
史
史
料
も
あ
る
で
は
な
い
か）

8
（

、
と
い
う
反
論
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
そ
の
史
料
の
役
割
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が

第
三
の
、
そ
し
て
本
論
に
お
い
て
中
核
と
な
る
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら

の
史
料
の
多
く
は
本
文
テ
キ
ス
ト
を
例
証
、
確
認
す
る
機
能
を
有
し
、
そ
れ
自
体
意

味
は
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
史
料
そ
の
も
の
「
を
」、
そ
し
て

史
料
「
か
ら
」
考
え
る
契
機
を
十
分
に
与
え
て
い
る
と
は
言
い
難
い
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
た
と
え
ば
二
◯
一
五
年
か
ら
二
〇
二
〇
年
に
か
け
て
全
四
巻

で
刊
行
さ
れ
た
ド
イ
ツ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
通
歴
史
教
科
書
の
仕
様
書
に
お
い
て
は
、

「
本
文
記
述
は
支
配
的
と
は
な
ら
ず
、
文
書
・
図
像
史
料
と
緊
張
関
係
の
も
と
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に
置
か
れ
、
論
争
的
な
判
断
（
コ
メ
ン
ト
）
に
十
分
な
ス
ペ
ー
ス
が
与
え
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。（
…
）
史
料
は
本
文
の
記
述
を
確
認
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
を
補
足
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
矛
盾
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
生
徒
に
は
自
立
的
か
つ
批
判
的
に
そ
れ
ら
と
取
り
組
む
可
能
性
が
与
え

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る）

9
（

。」

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
本
文
記
述
と
史
料
の
関
係
が
よ
り
対
等
な
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
を
異
な
る
（
高
校
）
教
科
書
文
化
の
な
か
に
安
直
に
「
輸
入
」

す
る
こ
と
は
混
乱
を
招
く
危
険
性
が
あ
る
が
、
史
料
の
多
機
能
性
、
と
り
わ
け
本
文

記
述
に
整
合
し
な
い
視
点
を
提
示
す
る
史
料
の
提
示
は
、
こ
こ
で
も
述
べ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
批
判
的
な
歴
史
思
考
力
を
形
成
す
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
提
起
し
た
い
の
が
、「
複
眼
的
視
点M
ultiperspektivität

」

に
も
と
づ
く
史
料
集
の
作
成
で
あ
る
。
以
下
で
は
ま
ず
、
こ
の
概
念
と
そ
の
方
法
論

に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　　
　
　
　

３　

歴
史
教
育
に
お
け
る
「
複
眼
的
視
点
」

　　

歴
史
教
育
に
お
け
る
「
複
眼
的
視
点
」
は
、
一
九
七
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
（
西
）
ド

イ
ツ
の
歴
史
教
育
学
に
お
い
て
議
論
さ
れ
、
一
九
九
◯
年
以
降
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）
10
（

。
ド
イ
ツ
の
先
駆
性
は
、
政
治
教
育
に
お

け
る
「
ボ
イ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
合
意
」（
一
九
七
六
年
）、
と
く
に
「
学
問
と
政
治
に
お

い
て
議
論
の
あ
る
こ
と
は
、
授
業
に
お
い
て
も
議
論
の
あ
る
も
の
？
と
し
て
扱
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
…
）
多
様
な
視
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、
他
の
選
択
肢
が

隠
さ
れ
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
が
言
及
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
は
、（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
）

教
化
が
始
ま
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
「
論
争
性K

ontroversität

」
原
則
と
も
関
連

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る）
11
（

。
た
だ
し
、
知
識
伝
達
偏
重
に
対
す
る
不
満
は
同
じ
時
期

に
他
国
に
お
い
て
も
観
察
さ
れ
、
そ
れ
が
一
九
九
〇
年
代
、
そ
し
て
二
一
世
紀
に
入

り
「
複
眼
的
視
点
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
国
境
横
断
的
な
潮
流
と
な
っ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
バ
ル
カ
ン
諸
国
に
お
け
る
共
通
歴
史
教
材
や
す
で
に
言

及
し
た
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
間
の
共
通
歴
史
教
科
書
の
作

成
に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
国
境
内
部
に
お
い
て
も
、
多
文
化
社
会
に
お

け
る
市
民
的
能
力
（
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
）
を
育
む
う
え
で
、「
複
眼
的
視
点
」
が
注

目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る）
12
（

。
ド
イ
ツ
は
周
知
の
と
お
り
公
教
育
は
連
邦
州
の
管

轄
で
あ
る
が
、
各
州
の
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
「
複
眼
的
視
点
」
は
歴
史
教
育
に

お
け
る
重
要
な
理
念
と
さ
れ
て
い
る）
13
（

。

　
「
複
眼
的
視
点
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
定
義
、
方
法
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
主

張
、
解
釈
が
存
在
す
る
が
、
こ
の
分
野
の
第
一
人
者
と
し
て
衆
目
の
一
致
す
る
の
が
、

『
複
眼
的
視
点
―
歴
史
を
自
ら
考
え
る
』（
二
〇
〇
〇
年
刊
）
の
著
者
で
も
あ
る
、
ド

イ
ツ
の
歴
史
教
育
学
者
ク
ラ
ウ
ス
・
ベ
ル
ク
マ
ン
（
一
九
三
八

－

二
◯
◯
二
年
）
で

あ
る）
14
（

。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
複
眼
的
視
点
と
は
歴
史
的
状
況
を
そ
こ
に
参
加
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
直
面

し
た
人
び
と
の
様
々
な
視
点
か
ら
叙
述
し
、
考
察
す
る
歴
史
学
習
の
原
則
で

あ
る
。
歴
史
の
複
合
的
な
情
勢
の
な
か
で
行
動
し
、
受
苦
す
る
人
び
と
は
そ

の
状
況
を
異
な
る
形
で
認
識
し
、
状
況
に
対
し
て
異
な
る
意
図
を
も
っ
て
働

き
か
け
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
相
違
は
何
よ
り
も
支
配
の
文
脈
、

男
女
と
い
う
性
的
帰
属
、
利
害
、
あ
る
い
は
宗
教
や
そ
の
他
の
確
信
の
な
か

に
存
在
し
て
い
た
。
生
徒
た
ち
は
こ
の
異
な
る
視
点
と
向
か
い
合
い
、
歴
史

的
思
考
の
行
為
に
お
い
て
そ
れ
ら
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る）
15
（

。」
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こ
の
よ
う
に
、「
複
眼
的
視
点
」
と
は
歴
史
認
識
に
お
け
る
主
観
性
（
＝
視
点
）

を
前
提
と
し
、
歴
史
に
お
け
る
知
の
客
観
性
が
間
主
観
的
な
検
証
と
い
う
行
為
に
よ

っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
経
験
的
に
学
び
と
る
こ
と
に
教
育
的
な
意

義
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
他
者
の
認
識
、
感
情
、
価
値
観

の
視
点
を
認
識
す
る
こ
と
」
が
、「
自
分
の
視
点
を
内
省
し
、
他
者
の
目
を
通
し
て

自
ら
を
観
る
こ
と
」
に
な
る
と
い
う
再
帰
的
価
値
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る）
16
（

。
そ
の

う
え
で
ベ
ル
ク
マ
ン
は
、
学
習
過
程
と
し
て
、(

一)

史
料
に
登
場
、
発
言
す
る
主

体
の
視
点
を
引
き
受
け
て
考
察
す
る
作
業
に
よ
っ
て
、
過
去
の
視
点
の
復
元
を
試
み

る
こ
と
に
よ
る
、
理
解
と
共
感
の
訓
練
、(

二)

過
去
の
視
点
を
そ
の
歴
史
的
文
脈

に
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
る
、
枠
組
み
条
件
の
説
明
の
訓
練
、(

三)

過
去
の
現
実

の
再
構
成
が
一
つ
の
解
釈
で
あ
り
、
異
な
る
見
解
に
至
り
う
る
と
い
う
状
況
を
理
解

す
る
こ
と
、(

四)

そ
の
よ
う
な
解
釈
作
業
は
、
自
ら
の
主
観
的
視
点
と
直
接
的
に

関
連
し
て
い
る
と
い
う
状
況
の
経
験
、(

五)

そ
の
時
代
に
生
き
る
人
々
の
行
為
と

受
苦
を
事
実
と
価
値
の
判
断
に
よ
っ
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、
熟
慮
し

た
う
え
で
の
判
断
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
、
と
い
う
五
つ
を
挙
げ
て
い
る）
17
（

。

　

た
だ
し
、「
複
眼
的
視
点
」
は
取
り
上
げ
る
時
代
、
出
来
事
の
当
事
者
の
視
点
に

お
け
る
複
数
性
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
上
記(

三)

〜(
五)
が
示
唆

す
る
よ
う
に
、
後
世
の
人
間
が
異
な
る
視
点
を
ど
の
よ
う
に
整
理
し
、
解
釈
す
る
の

か
、
そ
し
て
過
去
の
解
釈
が
現
代
社
会
の
指
針
と
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て

い
る
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
マ
ン
は
こ
れ

を
「
同
時
代
」、「
歴
史
解
釈
」、
そ
し
て
「
記
憶
文
化
」
の
三
つ
の
次
元
と
し
て
提

示
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
オ
ラ
ン
ダ
の
社
会
教
育
学
者
ワ
ン
シ
ン
ク
ら
も
、「
三
つ

の
時
間
軸tem

poralities

」
と
し
て
、「
歴
史
的
な
視
点
取
りhistorical perspective 

taking

」、「
歴
史
学
的
な
視
点
取
りhistoriographical perspective taking

」、「
現

代
的
な
視
点
取
りcontem

porary perspective taking

」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が）
18
（

、

お
お
よ
そ
ベ
ル
ク
マ
ン
の
三
つ
の
次
元
と
一
致
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
理
念
型
で
あ
り
、実
際
に
は
相
互
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

歴
史
研
究
に
お
け
る
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
や
記
憶
文
化
の
変
化
が
新
た
な
史
料
の
発

掘
を
促
す
と
い
う
よ
う
に
、時
間
の
流
れ
に
逆
行
す
る
形
で
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
関
連
性
も
三
つ
の
次
元
・
時
間
軸
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
視
化
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、そ
の
教
育
的
有
用
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
実
際
、

前
述
の
歴
史
映
画
や
博
物
館
、
記
念
碑
な
ど
を
導
入
、
切
り
口
と
し
た
概
説
で
は
、

第
三
の
次
元
・
時
間
軸
か
ら
第
一
、
第
二
の
次
元
へ
と
移
行
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

が
、
こ
れ
は
授
業
実
践
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
て
い
る
手
法
で
あ
ろ
う
。

そ
の
一
方
で
、
と
り
わ
け
第
二
の
次
元
は
日
本
の
高
校
、
大
学
教
育
に
お
け
る
プ
レ

ゼ
ン
ス
は
希
薄
で
あ
り
、
教
科
書
の
な
か
に
歴
史
家
の
異
な
る
解
釈
が
提
示
さ
れ
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
し
か
に
史
学
史
や
研
究
史
は
抽
象
度
が
高
く
、
そ
れ
と

の
取
り
組
み
は
第
一
の
次
元
よ
り
も
複
雑
か
も
し
れ
な
い
が
、
解
釈
が
な
ぜ
複
数
あ

り
う
る
の
か
、
あ
る
い
は
な
ぜ
有
力
と
目
さ
れ
る
解
釈
が
変
化
し
た
の
か
に
つ
い
て

考
え
る
う
え
で
は
、
必
要
な
手
続
き
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
点
の
教
材
資
料
レ
ベ
ル

で
の
欠
落
が
、
二
◯
一
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
論
点
・
西
洋
史
学
』
に
対
す
る
注
目

の
高
さ
に
繋
が
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う）
19
（

。
こ
の
研
究
者
に
よ
る
論
点
整
理
か
ら
さ
ら

に
一
歩
進
め
れ
ば
、
歴
史
解
釈
の
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
を
読
解
し
、
突
き
合
わ
せ
る

よ
う
な
（
エ
ッ
セ
ン
ス
の
抜
粋
と
し
て
の
）
史
料
の
提
示
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

４　
「
複
眼
的
視
点
」
の
課
題
と
問
題
点

　　

あ
ら
ゆ
る
教
育
方
法
と
同
様
、「
複
眼
的
視
点
」
に
も
リ
ス
ク
や
副
作
用
な
ど
の

問
題
、
課
題
が
存
在
す
る
。
ベ
ル
ク
マ
ン
の
学
習
過
程(

一)

の
過
去
の
当
事
者
の

視
点
を
引
き
受
け
る
点
に
つ
い
て
は
、「
私
」
と
い
う
一
人
称
で
過
去
を
再
構
成
す
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る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
日
記
を
書
く
、
新
聞
に
投
書
す
る
と
い
っ

た
仮
想
的
な
課
題
、
エ
ゴ
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
作
成
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
課
題
は
実
際
に
ド
イ
ツ
の
高
校
歴
史
教
科
書
に
も
み
ら
れ
る
手

法
で
あ
る
が
、
歴
史
の
な
か
で
沈
黙
し
た
人
び
と
に
声
を
与
え
る
行
為
が
、
学
習
者

の
現
在
主
義
的
な
思
い
込
み
を
不
可
避
的
に
混
入
さ
せ
、か
え
っ
て
史
実
（
歴
史
学
）

と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
歴
史
文
学
）
と
の
境
界
を
曖
昧
に
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

か
、
む
し
ろ
声
な
き
人
び
と
が
沈
黙
し
た
事
実
そ
の
も
の
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い

か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
歴
史
上
の
主
体
へ
の
理
解
・
共
感
が
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
形
成
と
も
連
動
す
る
と
（
こ
こ
に
は
理
解
・
共
感
困
難
な
人
物
に
対
す
る
嫌
悪
・

反
感
を
含
む
）、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
困
難
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

っ
た
懸
念
や
批
判
も
み
ら
れ
る
。
最
後
者
に
つ
い
て
は
年
齢
層
も
関
わ
る
心
理
的
要

素
を
含
む
難
し
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
前
二
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ

る(

二)

の
時
代
の
制
約
条
件
、
文
脈
へ
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
向
き
合
う
こ
と
が

可
能
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
、
史
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
境
界
線
に
つ
い
て
自
覚

的
と
な
り
、
歴
史
文
学
や
映
画
を
そ
れ
自
体
と
し
て
評
価
す
る
能
力
を
涵
養
す
る
こ

と
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う）
20
（

。

　

こ
の
時
代
の
制
約
条
件
、
文
脈
に
お
け
る
位
置
づ
け
は
、
概
説
な
ど
に
よ
っ
て
提

供
さ
れ
る
知
識
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
多
様
な
視
点
自
体
も
、
私
た

ち
が
そ
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
お
い
て
重
要
と
み
な
す
カ
テ
ゴ
リ
ー
―
ベ
ル
ク
マ
ン
の

上
記
引
用
に
は
、
支
配
権
力
構
造
の
な
か
の
位
置
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
経
済
的
利
害
、

宗
教
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
―
に
沿
っ
て
選
択
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
の
解
釈
が

多
様
で
あ
り
変
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
文
脈
」
や

「
背
景
」
も
ま
た
一
つ
の
解
釈
に
基
づ
い
て
お
り
、「
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
支
点
」
は
存

在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
．
に
引
用
し
た
、
ド
イ
ツ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
通

教
科
書
の
仕
様
書
に
お
け
る
本
文
記
述
に
対
す
る
論
争
的
判
断
の
可
能
性
の
付
与
は

こ
の
こ
と
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
高
度
な
学
習
課
題
と
い

う
べ
き
で
あ
り
、
同
教
科
書
が
対
象
と
す
る
中
学
校
レ
ベ
ル
の
生
徒
、
そ
し
て
彼
ら

に
教
え
る
教
員
に
と
っ
て
果
た
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
疑
問
が
残
る
が
、
少
な
く
と

も
大
学
の
講
義
・
演
習
レ
ベ
ル
で
あ
れ
ば
実
践
は
不
可
能
で
は
な
く
、
む
し
ろ
必
要

と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
「
複
眼
的
視
点
」
に
対
す
る
批
判
と
し
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
の
が
、

誰
も
が
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
多
様
性
の
陳
腐
な
確
認
や
相
対
主

義
の
カ
オ
ス
に
陥
る
危
険
性
で
あ
る）
21
（

。
と
り
わ
け
問
題
と
な
る
の
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス

ト
な
ど
現
代
社
会
に
お
い
て
高
度
に
モ
ラ
ル
的
な
意
味
を
も
つ
歴
史
事
象
を
め
ぐ
っ

て
、
視
点
の
複
数
性
が
提
示
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
両
論
併
記
と
し
て
い
わ
ゆ
る
「
歴

史
修
正
主
義
」
を
も
等
価
な
も
の
と
の
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
、と
い
う
点
で
あ
る
。

実
際
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
研
究
の
立
場
か
ら
は
、「
教
育
学
の
一
部
に
お
い
て
は
、
規

範
的
な
価
値
志
向
の
不
可
欠
な
立
場
に
、
複
眼
的
視
点
や
多
様
性
と
ラ
ベ
リ
ン
グ
さ

れ
た
文
化
・
価
値
相
対
主
義
が
取
っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
根
本

に
お
い
て
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
主
題
化
に
と
っ
て
致
命
的
な
結
果
を
も
た
ら
し
う
る
も

の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
と
っ
て
視
点
的
、
文
化
的
、
多
様
な

正
当
化
な
ど
は
存
在
せ
ず
、
そ
れ
は
つ
ね
に
誤
り
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
の
指
摘

も
あ
る）
22
（

。
た
と
え
ば
、
ナ
チ
に
対
す
る
国
民
の
支
持
に
つ
い
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
よ

り
も
経
済
的
な
動
機
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
証
言
が
史
料
の
一
つ
と
し
て
提
示
さ
れ

た
場
合
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
「
相
対
化
」
へ
と
導
く
ナ
チ
支
持
の
「
多
様
性
」
と
解

釈
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
ベ
ル
ク
マ
ン
の

学
習
過
程
の(

五)

に
お
け
る
価
値
判
断
に
よ
っ
て
、
共
犯
的
関
係
性
と
し
て
「
つ

ね
に
誤
り
で
あ
る
」
と
規
範
的
に
断
罪
さ
れ
る
べ
き
な
る
の
か
。
先
述
の
オ
ラ
ン
ダ

の
ワ
ン
シ
ン
ク
ら
の
研
究
は
、「
オ
ラ
ン
ダ
独
立
戦
争
」、「
奴
隷
制
」、「
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
」
の
三
つ
の
テ
ー
マ
の
授
業
を
比
較
分
析
す
る
な
か
で
、
遠
い
時
代
の
「
冷
め
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た
テ
ー
マ
」
で
あ
る
「
オ
ラ
ン
ダ
独
立
戦
争
」
の
方
が
複
眼
的
視
点
を
展
開
し
や
す

く
、
近
い
時
代
で
現
代
オ
ラ
ン
ダ
社
会
の
記
憶
文
化
を
規
定
す
る
「
熱
い
テ
ー
マ
」

で
あ
る
「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
」
で
は
開
放
性
の
ス
ペ
ー
ス
は
縮
小
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
教
員
の
学
級
運
営
能
力
や
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
習
熟
、
生
徒
の
社
会

文
化
的
出
自
の
構
成
な
ど
、
他
の
要
因
に
よ
っ
て
も
影
響
さ
れ
る）
23
（

。
こ
れ
ら
の
知
見

は
、
お
も
に
史
料
集
よ
り
は
中
等
教
育
に
お
け
る
授
業
実
践
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ

る
が
、
史
料
集
が
使
わ
れ
る
環
境
や
、
掲
載
史
料
が
脱
文
脈
化
さ
れ
て
利
用
さ
れ
る

危
険
性
を
考
え
れ
ば
、
十
分
に
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

５　

複
眼
的
視
点
に
も
と
づ
く
史
料
集
の
作
成
に
向
け
て

　　

歴
史
教
育
に
お
い
て
複
眼
的
視
点
を
導
入
、
展
開
す
る
場
合
、
ど
の
層
を
対
象
と

す
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
史
料
集
に
も
当

て
は
ま
る
。
現
在
、
筆
者
が
科
研
基
盤
研
究
（
B
）
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
の
が

こ
の
複
眼
的
視
点
に
も
と
づ
く
ド
イ
ツ
近
現
代
史
の
史
料
集
の
作
成
で
あ
る
が）
24
（

、
そ

こ
で
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
高
校
の
「
世
界
史
探
究
」
か
ら
大
学
の
講
義
、
専
門
の
演
習

ま
で
を
想
定
し
て
い
る
。

　

ど
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
有
用
と
な
る
最
大
公
約
数
は
、
ド
イ
ツ
近
現
代
史
に
お

け
る
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
同
時
代
的
視
点̶

た
だ
し
視
点
は
ド
イ
ツ
内

部
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
―
か
ら
の
史
料
を
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
豊
か
な
も
の
と

し
、
比
較
分
析
に
よ
る
相
違
点
や
関
連
性
の
発
見
を
促
す
形
で
配
置
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
際
、
そ
の
史
料
は
手
紙
や
日
記
、
回
想
録
と
い
っ
た
エ
ゴ
・
ド
キ
ュ
メ
ン

ト
が
、
歴
史
主
体
の
視
点
の
引
き
受
け
と
い
う
観
点
か
ら
は
望
ま
し
い
が
、
他
に
も

裁
判
文
書
や
監
視
記
録
、
新
聞
記
事
な
ど
の
文
書
史
料
に
加
え
、
風
刺
画
な
ど
の
図

像
資
料
も
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
的
特
性
に
つ
い
て
の
解
説
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
文
書
史
料
に
対
し
て
軽
視
さ
れ
が
ち
な
モ
ノ
（
遺
物
）

が
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い）
25
（

。
第
二
の
次
元
に
つ
い

て
は
、
過
去
の
歴
史
教
科
書
や
歴
史
家
の
言
説
、
第
三
の
次
元
に
つ
い
て
は
記
憶
文

化
を
め
ぐ
る
言
説
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら

を
ど
の
よ
う
に
切
り
出
し
、
そ
し
て
同
一
次
元
内
、
次
元
間
横
断
で
資
料
を
組
合
わ

せ
、
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
課
題
を
設
定
す
る
か
が
鍵
と
な

る
。
む
ろ
ん
、
掲
載
さ
れ
る
史
料
は
「
石
切
り
場
」
的
に
、
個
々
の
教
員
に
よ
る
独

自
の
問
題
設
定
に
お
い
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
も
想
定
し
て
い
る
が
、
立
て
ら
れ
う
る

問
い
を
示
す
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
の
多
く
は
、『
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
共
通
歴
史
教
科
書
』
の
翻
訳

に
よ
っ
て
、
日
本
語
で
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
先
例
が
存
在
し
て
い
る）
26
（

。
た
だ
し
、

史
料
集
と
い
う
点
で
は
教
科
書
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
制
約
の
な
か
で
、
複
眼
的

視
点
を
全
面
的
に
展
開
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
方
、
歴
史
教
育
に
お
け
る

複
眼
的
視
点
に
つ
い
て
一
日
（
以
上
）
の
長
が
あ
る
ド
イ
ツ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
史

料
付
き
教
材
が
テ
ー
マ
ご
と
に
刊
行
さ
れ
て
い
る）
27
（

。
こ
れ
ら
も
史
料
集
の
構
成
や
内

容
の
精
緻
化
の
た
め
に
参
照
、
分
析
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
同
時
に
自
ら
の
講
義

や
演
習
も
ま
た
実
験
場
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
と
も
と
筆
者
が
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
構
想
す
る
に
至
っ
た
動
機
は
、
ど
う

す
れ
ば
退
屈
そ
う
に
講
義
を
聞
い
て
い
る
学
生
が
一
人
で
も
減
り
、
演
習
に
主
体
的

に
参
加
す
る
学
生
が
増
え
る
の
か
、
と
い
う
素
朴
だ
が
切
実
な
フ
ァ
カ
ル
テ
ィ
ー
・

デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
個
人
的
な
資
質
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
授
業
準
備
に
充
て
ら
れ
る
時
間
が
限
ら
れ
、
む
し
ろ

減
り
つ
つ
あ
る
な
か
、
個
人
の
「
職
人
技
」
だ
け
で
は
限
界
が
あ
り
、
集
合
的
な
イ

ン
フ
ラ
整
備
も
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
が
こ
の
史
料
集
で
あ
る
と
考
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え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
た
ん
な
る
教
育
的
な
観
点
に
と
ど
ま
ら
ず
、
複
眼
的
視
点

が
投
げ
か
け
る
問
い
か
け
は
、
自
ら
の
研
究
に
お
け
る
論
理
構
成
（
史
料
の
取
捨
選

択
、
比
重
の
か
け
方
）
や
そ
の
手
続
き
の
よ
り
自
覚
的
な
振
り
返
り
や
問
い
直
し
を

通
し
て
、
リ
サ
ー
チ
・
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
に
も
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
冒
頭

に
挙
げ
た
欧
米
の
サ
イ
ト
に
比
べ
れ
ば
、き
わ
め
て
さ
さ
や
か
な
も
の
で
は
あ
る
が
、

ド
イ
ツ
近
現
代
史
と
い
う
限
ら
れ
た
領
域
を
イ
ン
テ
ン
シ
ヴ
に
開
拓
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
具
体
的
な
事
例
を
示
せ
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。
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◯
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史
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jorn W
ansink et al., “W

here D
oes Teaching M

ultiperspectivity”, pp.500-501. 

  （
24
） 

他
に
、
芦
部
彰
、
小
野
寺
拓
也
、
河
合
信
晴
、
小
林
繁
子
、
佐
藤
公
紀
、
鈴
木
直

志
、
辻
英
史
、
森
田
直
子
が
研
究
分
担
者
と
し
て
参
加
し
て
い
る
。
本
稿
に
は
初

年
度
で
あ
る
二
〇
二
一
年
度
に
本
科
研
内
で
行
わ
れ
た
議
論
も
取
り
入
れ
ら
れ
て

い
る
。

  （
25
） 

た
と
え
ば
、
戦
争
や
強
制
移
住
に
お
い
て
残
さ
れ
た
・
捨
て
ら
れ
た
モ
ノ
の
史
料

的
価
値
に
つ
い
て
、
以
下
を
参
照
。Leora A

uslander and Tara Zahra, O
bjects 

of W
ar: The M

aterial C
ulture of C

onflict and D
isplacem

ent, Ithaca 2018.

こ

れ
は
博
物
館
に
お
け
る
展
示
（
日
本
で
も
た
と
え
ば
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
後
の
広
島
平

和
記
念
資
料
館
な
ど
に
み
ら
れ
る
）
と
も
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
こ
の
博
物
館
展
示
に
つ
い
て
も
、「
テ
ン
プ
ル
」（
顕
彰
・
慰
霊
）
と
「
フ

ォ
ー
ラ
ム
」（
討
論
）
の
場
と
し
て
の
機
能
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
行
わ
れ
て
お
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
後
者
の
立
場
か
ら
予
定
調
和
と
な
ら
な
い
「
複
眼
的
視
点
」
の

展
示
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。C

f. A
nna C

ento B
ull, Eleanor R

ew
ley, 

and 
o

a W
cic

a, 
W

ar 
useum

s and 
gonistic 

em
or

 
 

e
ort

, in
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  （
（（
） 
ペ
ー
タ
ー
・
ガ
イ
ス
、
ギ
ヨ
ー
ム
・
ル
・
カ
ン
ト
レ
ッ
ク
編
（
福
井
憲
彦
・
近
藤

孝
弘
監
訳
）『
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
共
通
歴
史
教
科
書 

現
代
史 （（（（

年
以
降
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
世
界
』
明
石
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
同
『
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
共

通
歴
史
教
科
書 
近
現
代
史 

ウ
ィ
ー
ン
会
議
か
ら（（（（

年
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
世
界
』
明
石
書
店
、
二
〇
一
六
年
。

  （
（（
） 

代
表
的
な
も
の
は
、
教
育
出
版
社
ヴ
ォ
ッ
ヘ
ン
シ
ャ
ウ
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い

る
、“ G

eschichtsunterricht praktisch”

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。https://w
w

w
.

w
ochenschau-verlag.de/R

eihe/G
eschichtsunterricht-praktisch 

（
二
〇
二
二
年

一
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）

（
に
し
や
ま　

あ
き
よ
し 

・ 

共
立
女
子
大
学
教
授
）
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