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し
が
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に
か
え
て
　

―
　

研
究
会
の
こ
と
、
そ
し
て
藤
田
省
三
「
語
り
」
の
世
界

　
本
書
は
、
現
代
の
核
心
を
衝
い
た
主
と
し
て
二
〇
世
紀
の
代
表
的
な
書
物
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、

あ
ら
た
め
て
現
代
に
お
け
る
人
間
の
在
り
方
を
問
い
、
同
時
に
「
読
み
」
の
面
白
さ
と
充
実
を
伝
え
て

い
る
本
と
し
て
世
に
送
り
出
す
も
の
で
あ
る
。

　
藤
田
省
三（
一
九
二
七
―
二
〇
〇
三
）は
、
丸
山
眞
男
に
師
事
し
た
研
究
者
の
中
で
も
鋭
い
理
論
家
、
思

想
史
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
今
や
古
典
的
名
著
と
も
い
え
る
処
女
作
『
天
皇
制
国
家
の
支
配
原

理
』（
未
来
社
）以
来
、
一
貫
し
て
時
代
状
況
に
対
し
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
批
評
精
神
を
保
ち
続
け
た
研
究

者
で
あ
っ
た
。
一
九
七
一
年
、
当
時
の
大
学
闘
争
の
渦
中
で
法
政
大
学
を
辞
め
、
以
後
一
九
八
〇
年
に

復
職
す
る
ま
で
約
一
〇
年
間
の
「
浪
人
時
代
」
を
経
験
す
る
が
、
こ
の
一
〇
年
間
に
そ
の
後
の
藤
田
の

大
き
な
飛
躍
を
可
能
に
す
る
理
論
的
骨
格
が
準
備
さ
れ
た
。
藤
田
は
そ
の
時
期
に
、
古
事
記
、
史
記
を

は
じ
め
と
す
る
古
代
文
学
や
古
代
・
中
世
史
を
学
び
直
し
、
古
典
か
ら
人
類
学
・
神
話
学
、
さ
ら
に
は

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
ア
ー
レ
ン
ト
な
ど
の
二
〇
世
紀
思
想
家
群
、
あ
る
い
は
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
動
物
行
動
学

や
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
に
至
る
ま
で
そ
の
著
作
を
読
み
抜
き
、
ほ
ぼ
人
類
史
的
視
野
の
中
で
現
代

社
会
と
批
判
的
に
対
決
す
る
視
点
が
用
意
さ
れ
た
。
そ
の
成
果
が
八
二
年
に
『
精
神
史
的
考
察
』（
平
凡
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社
）の
諸
作
品
へ
と
結
晶
化
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
九
五
年
に
は
『
全
体
主
義
の
時
代
経
験
』（
み
す
ず
書

房
）を
出
版
し
て
、「
高
度
技
術
化
さ
れ
た
野
蛮
社
会
」（
藤
田
）の
蟠ば
ん

踞き
ょ

が
何
を
も
た
ら
し
、
何
を
失
わ
せ

た
か
に
つ
い
て
、
そ
の
精
神
的
基
礎
を
含
め
た
根
底
か
ら
の
吟
味
と
反
省
と
を
も
た
ら
す
著
作
を
生
み

出
し
て
い
っ
た
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
藤
田
は
彼
自
身
の
転
機
を
為
す
画
期
的
な
「
浪
人
時
代
」
に
、
我
々
法
政
大
学
の

卒
業
生
を
相
手
に
研
究
会
を
自
宅
で
開
い
て
く
れ
た
。
研
究
会
は
、
正
確
に
は
、
一
九
七
四
年
二
月
二

四
日
に
第
一
回
目
を
開
い
て
か
ら
、
一
九
八
二
年
四
月
に
藤
田
『
精
神
史
的
考
察
』
が
刊
行
さ
れ
る
ま

で
断
続
的
に
続
け
ら
れ
た
。
刷
り
上
が
っ
た
ば
か
り
の
そ
の
本
を
私
た
ち
に
手
渡
し
な
が
ら
、「
こ
れ

で
解
散
し
よ
う
か
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
、
つ
い
昨
日
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
る
。
そ
の
研
究
会
の
記

録
を
中
心
と
し
て
ま
と
め
た
の
が
本
書
Ⅱ
の
部
分
で
あ
る
。
本
記
録
の
初
出
は
、
雑
誌
『
世
界
』
に
二

〇
〇
三
年
三
月
号
か
ら
七
回
に
わ
た
り
掲
載
さ
れ
た
。

　
な
お
、
本
書
に
は
、
初
出
時
の
、
藤
田
の
同
意
の
も
と
に
雑
誌
『
世
界
』
に
掲
載
し
た
も
の
の
ほ
か

に
、
他
の
場
所
で
行
わ
れ
た
、「
都
市
の
精
神
史
」
と
し
て
荻
生
徂
徠
『
政
談
』
を
読
み
解
く
藤
田
の

講
演
記
録
と
、
法
政
大
学
で
の
「
現
代
」
や
「
古
典
」
の
意
味
を
問
う
講
義
の
一
部
を
新
た
に
収
録
し

た
。
い
ず
れ
も
藤
田
の
「
根
源
的
な
読
み
」
の
姿
勢
が
典
型
的
に
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
併
せ

て
収
録
す
る
こ
と
に
し
た
。

＊
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藤
田
は
本
質
的
に
「
談
論
風
発
」
の
人
で
あ
っ
た
。
書
か
れ
た
作
品
の
文
字
へ
と
定
着
す
る
前
に
、

豊
か
な
「
お
し
ゃ
べ
り
」
の
世
界
が
あ
っ
た
の
だ
。

　
既
に
子
ど
も
の
頃
、
当
時
の
土
俗
的
社
会
に
定
期
的
に
巡
っ
て
く
る
香や

し
具
師
の
口
上
を
す
ぐ
さ
ま
覚

え
込
む
と
い
っ
た
当
意
即
妙
さ
に
始
ま
り
、
そ
の
傾
向
は
終
生
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
も

ち
ろ
ん
、
長
じ
て
か
ら
そ
れ
は
既
に
理
論
的
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
だ
が
―
こ
う
書

い
て
も
別
段
悪
い
意
味
で
は
な
い
。
あ
る
意
味
で
、
軽
業
師
の
よ
う
に
重
力
を
否
定
し
、
こ
の
世
の

「
重
力
」
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
言
説
や
営
み
を
、
時
に
か
ら
か
う
よ
う
に
、
ま
た
時
に
皮
肉
た
っ
ぷ
り

に
批
判
し
、
物
事
を
軽
々
と
転
倒
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
は
一
陣
の
自
由
の
風
が
吹
き
抜
け
て
い
っ

た
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
単
な
る
軽
口
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
真
な
る
も
の
」
に
迫
ろ
う
と

す
る
態
度
、
本
当
の
重
心
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
気
づ
か
せ
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
。
既
成
の
体
系
や

教
義
や
制
度
上
の
照
準
で
定
め
ら
れ
た
も
の
が
、
実
は
「
裸
の
王
様
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
暴
き
出
す
、

そ
う
し
た
「
精
神
の
野
党
性
」
が
燦
然
と
輝
い
て
い
た
の
だ
。

　
こ
う
し
た
意
味
で
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
藤
田
の
「
語
り
」
に
は
彼
の
豊
か
な
経
験
世
界
の
裾
野
が
い

か
ん
な
く
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
既
に
緊
密
な
無
駄
の
な
い
抽
象
的
文
体
で

も
っ
て
書
か
れ
た
「
作
品
」
で
は
、
文
字
の
流
れ
で
平
面
的
に
読
み
過
ご
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
に
な
る

事
柄
が
、「
語
り
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
躍
動
感
と
立
体
性
を
も
っ
て
「
あ
あ
も
言
い
、
こ
う
も
言
い
」

直
さ
れ
、
眼
前
に
浮
か
ぶ
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
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こ
う
し
て
藤
田
が
そ
の
「
談
論
風
発
」
の
中
で
語
る
言
葉
は
、
書
か
れ
た
も
の
か
ら
で
は
じ
か
に
は

味
わ
え
な
い
自
由
な
飛
躍
と
間ま

の
リ
ズ
ム
、
挑
発
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
生
き
生
き
と
し
た
風
刺
性
、
事
柄

の
根
底
を
刺
し
貫
く
命
題
群
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
。
日
常
の
片
々
た
る
事
柄
で
あ
ろ
う
と
も
、
あ
る

い
は
、
入
口
は
ひ
ど
く
常
識
的
で
あ
り
ふ
れ
た
事
柄
で
あ
ろ
う
と
も
、
藤
田
が
語
り
始
め
る
と
啓
発
性

を
持
っ
た
一
貫
し
た
思
考
の
厚
さ
と
構
築
力
を
感
じ
さ
せ
、
物
ご
と
の
「
構
造
」
が
端
的
に
見
え
て
く

る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
「
深
い
」
世
界
が
次
か
ら
次
へ
と
繰
り
広
げ
ら
れ
た
の
だ
。

　
聞
い
て
い
る
方
と
し
て
は
何
と
も
め
く
る
め
く
よ
う
な
知
的
快
感
を
と
も
な
っ
た
「
お
し
ゃ
べ
り
」

が
そ
こ
に
あ
っ
た
。
鮮
や
か
な
知
的
放
物
線
を
描
く
「
語
り
」
が
、
そ
れ
を
聞
く
我
々
の
眼
前
、
空
中

の
中
に
す
ぐ
に
消
え
去
り
な
が
ら
惜
し
げ
も
な
く
展
開
し
て
い
た
。
私
は
空
中
に
こ
ぼ
れ
落
ち
る
言
葉

を
拾
い
上
げ
る
よ
う
に
ひ
た
す
ら
記
録
し
て
い
っ
た
―
ひ
と
り
の
得
難
い
鋭
い
知
性
の
持
ち
主
を
前

に
し
て
記
録
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
の
だ
。
し
か
も
、
藤
田
の
豊
か
な
「
お
し
ゃ
べ
り
」
を

「
文
字
化
」
す
る
、
と
い
う
矛
盾
に
満
ち
た
困
難
さ
に
敢
え
て
あ
ら
が
い
な
が
ら
。

　
こ
う
し
た
記
録
を
元
に
し
て
誕
生
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
藤
田
の
「
お
し
ゃ
べ
り
」
が
発
揮
し
た

ス
リ
リ
ン
グ
な
醍
醐
味
を
多
少
な
り
と
も
記
録
し
え
て
い
る
な
ら
ば
、
本
書
は
『
藤
田
省
三
著
作
集
』

（
全
一
〇
巻
、
み
す
ず
書
房
）、『
藤
田
省
三
対
話
集
成
』（
全
三
巻
、
み
す
ず
書
房
）と
は
違
う
、
も
う
ひ
と
つ

の
藤
田
の
魅
力
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
十
分
意
味
を
持
つ
も
の
と
信
じ
て
い
る
。

　
既
に
藤
田
の
没
後
一
〇
年
以
上
が
経
過
し
て
い
る
が
、
思
想
史
家
藤
田
省
三
の
鋭
い
談
論
を
紙
上
に
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再
現
し
、
現
代
世
界
の
代
表
的
書
物
へ
の
鮮
烈
な
接
近
を
果
た
し
て
い
る
本
書
は
、
不
安
と
混
沌
の
支

配
す
る
現
代
の
精
神
状
況
に
対
峙
す
る
姿
勢
の
核
心
を
伝
え
、
今
な
お
意
義
を
失
わ
な
い
ど
こ
ろ
か
、

妖
気
漂
う
現
代
社
会
に
お
い
て
国
家
に
抗
す
る
社
会
の
在
り
方
と
人
間
の
方
向
を
問
い
、
ま
っ
と
う
な

生
き
方
を
照
ら
し
出
し
示
唆
す
る
一
書
と
な
る
、
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
今
回
、
研
究
会
で
の
談
話
部
分
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
作
品
紹
介
な
ら
び
に
注
と
「
藤
田
の
語
り

を
聞
き
終
え
て
」
を
付
記
し
て
、
読
者
の
理
解
の
一
助
と
し
た
。
ま
た
、『
世
界
』
掲
載
時
に
私
が
採

録
し
た
の
は
藤
田
の
話
し
た
内
容
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
研
究
会
冒
頭
で
各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
報

告
を
読
み
上
げ
て
い
た
。
今
回
の
出
版
に
際
し
、（
今
の
時
点
で
既
に
大
方
の
内
容
は
忘
れ
て
し
ま
っ

た
も
の
の
）覚
え
て
い
る
こ
と
だ
け
を
参
考
程
度
に
冒
頭
に
数
行
ず
つ
記
し
た
。
い
ず
れ
も
四
〇
年
ほ

ど
昔
の
こ
と
で
あ
り
、
今
と
な
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
記
憶
が
消
し
飛
ん
で
い
る
が
、
今
の
時
点
で
思
い
出

せ
る
精
一
杯
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
鮮
や
か
な
切
り
口
で
問
題
の
本
質
を
抉
り
出
し
、「
根
本
命
題
」

を
指
摘
す
る
藤
田
の
「
語
り
」
の
鋭
さ
に
つ
い
て
の
印
象
は
、「
一
本
の
矢
印
」
の
ご
と
く
今
と
な
っ

て
も
胸
に
鮮
明
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。 

（
本
堂
明
）
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3　　Ⅰ　︲　1　現代とはどのような時代か

1　

現
代
と
は
ど
の
よ
う
な
時
代
か

　
二
〇
世
紀
の
、
そ
れ
以
前
の
時
代
と
違
う
大
き
な
特
徴
は
何
か
？
　
特
に
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
か
ら

で
き
た
も
の
で
、
そ
れ
以
前
の
時
代
と
大
き
く
違
っ
て
い
る
も
の
は
何
か
？
　
大
き
な
こ
と
で
は
な
く
、

私
た
ち
の
普
通
の
日
常
生
活
の
身
の
回
り
に
あ
る
も
の
で
、
二
〇
世
紀
以
前
の
時
代
と
大
き
く
違
う
も

の
は
何
か
。
何
だ
と
思
う
？（
し
ば
ら
く
学
生
た
ち
に
考
え
さ
せ
る
。
自
動
車
だ
と
か
テ
レ
ビ
と
か
の
声
が
あ
が

る
　

―
　

編
者
）

　
そ
う
、
そ
れ
は
私
た
ち
の
誰
の
家
に
で
も
あ
る
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
存
在
だ
。
現
代
文
明
の
一
つ
の

特
徴
は
、
私
た
ち
の
時
代
は
視
聴
覚
文
化
の
時
代
で
あ
る
と
い
う
点
に
他
な
ら
な
い
。
で
は
テ
レ
ビ
の

特
徴
は
何
か
？
　
あ
る
い
は
私
た
ち
に
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
？

　
そ
れ
は
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
発
達
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
「
耳
」
な
り
「
目
」
が
空
間
的
に
世
界

大
の
規
模
で
移
動
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
だ
。
大
体
ど
こ
に
い
て
も
い
ろ
い
ろ
な
情
報
が
入
っ
て

く
る
し
、
世
界
の
出
来
事
は
、
ア
メ
リ
カ
の
で
も
イ
ギ
リ
ス
の
で
も
時
に
は
ソ
連
の
で
も
す
ぐ
に
伝
わ

っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
空
間
を
移
動
し
う
る
「
耳
」
や
「
目
」
と
い
う
も
の
を
、
即
ち
テ
レ
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ビ
・
ラ
ジ
オ
と
い
う
も
の
を
私
た
ち
は
日
常
の
存
在
と
し
て
普
通
に
持
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、

し
ば
し
ば
限
定
付
け
ら
れ
た
、
あ
る
角
度
か
ら
の
お
仕
着
せ
の
「
目
」
で
は
あ
る
け
れ
ど
。
そ
う
し
た

テ
レ
ビ
の
も
つ
同
時
性
と
い
う
点
で
は
、
た
と
え
ば
、
江
戸
時
代
に
、
忠
臣
蔵
な
ど
で
「
殿
の
一
大

事
」
と
い
う
こ
と
で
江
戸
か
ら
早
馬
や
早
駕
籠
で
赤
穂
ま
で
何
日
も
か
か
っ
て
着
く
と
い
う
よ
う
な

時
（
（
（
代
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
く
ら
い
に
早
く
、
そ
の
意
味
で
膨
大
に
空
間
が
広
が
っ
た
。
あ
っ
と
い

う
間
に
世
界
の
情
勢
が
伝
わ
っ
て
く
る
時
代
と
な
っ
て
い
る
。
テ
レ
ビ
文
化
の
最
大
の
特
徴
は
そ
の
同

時
性
に
あ
る
。

　
し
か
し
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
テ
レ
ビ
と
い
う
も
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
な
が
ら
空
間

の
中
し
か
移
動
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
当
た
り
前
の
よ
う
だ
が
時
間
の
中
ま
で
は
、
タ
イ
ム

マ
シ
ン
で
も
出
来
な
い
限
り
自
由
に
移
動
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
も
大
切
な
こ
と
は
、
時
間

と
い
う
も
の
の
中
で
生
起
し
た
諸
々
の
諸
関
係
や
因
果
関
係
の
諸
結
果
が
歴
史
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

私
た
ち
が
今
持
っ
て
い
る
諸
々
の
価
値
と
い
う
も
の
は
そ
の
歴
史
と
い
う
時
間
の
中
で
、
そ
の
関
連
の

中
で
作
ら
れ
、
築
か
れ
て
き
た
も
の
だ
け
に
、
マ
ス
コ
ミ
の
発
達
が
私
た
ち
に
も
た
ら
し
た
空
間
領
域

の
膨
大
な
拡
大
と
は
裏
腹
に
、
そ
う
し
た
時
間
の
持
つ
価
値
や
時
間
の
中
で
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
諸
価

値
が
逆
に
希
薄
化
さ
れ
、
物
事
は
時
間
の
中
で
生
成
さ
れ
、
成
熟
し
て
く
る
と
い
う
認
識
と
の
ア
ン
バ

ラ
ン
ス
が
い
よ
い
よ
生
ま
れ
、
そ
の
差
は
ほ
う
っ
て
お
け
ば
ど
ん
ど
ん
拡
大
し
て
ゆ
く
ば
か
り
と
な
る
。

テ
レ
ビ
な
ど
の
視
聴
覚
文
化
時
代
の
空
間
の
圧
倒
的
な
同
時
性
は
、
逆
に
歴
史
的
に
生
成
さ
れ
て
き
た
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諸
価
値
の
も
つ
時
間
性
を
い
よ
い
よ
希
薄
化
さ
せ
る
。

　
そ
の
う
え
視
聴
覚
文
化
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
私
た
ち
の
空
間
の
中
に
あ
る
諸
々
の
価
値
と
い
う

も
の
は
、
歴
史
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
契
機
が
合
流
し
て
作
ら
れ
て
き
た
多
様
な
側
面
を
も
つ
多
面
体
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
テ
レ
ビ
と
か
ラ
ジ
オ
と
か
い
っ
た
空
間
上
の
「
目
」
は
、
そ
れ
ら
を
一
面
化
し

て
取
り
扱
う
だ
け
で
、
物
事
は
多
様
な
、
歴
史
的
に
作
ら
れ
て
き
た
側
面
を
も
つ
多
面
体
で
あ
る
と
い

う
認
識
を
い
よ
い
よ
も
っ
て
失
わ
せ
る
ば
か
り
な
の
だ
。
さ
ら
に
そ
の
一
面
的
な
お
仕
着
せ
の
「
目
」

で
も
あ
る
テ
レ
ビ
と
い
う
空
間
は
、
そ
れ
自
身
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
で
自
己
運
動
を
起
こ
し
て
増
殖
し
、

一
面
性
だ
け
が
い
よ
い
よ
強
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
対
し
て
私
た
ち
は
、
時
間
の
中
を
自
由
に
移

動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
歴
史
を
勉
強
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
時
代
を
客
観
化
し
な
け

れ
ば
、
逆
に
十
分
に
私
た
ち
の
位
置
と
い
う
も
の
も
つ
か
め
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
世
界
的

「
同
時
性
」
を
実
現
し
た
テ
レ
ビ
だ
け
を
見
て
い
る
と
、
時
間
的
に
形
作
ら
れ
た
諸
価
値
の
多
様
性
や

物
事
の
多
面
性
へ
の
感
覚
が
ま
す
ま
す
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

　
ま
た
、
テ
レ
ビ
以
前
の
時
代
で
は
、
本
と
い
う
形
で
文
字
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
だ
っ
た
か

ら
文
字
に
対
す
る
復
元
能
力
が
発
達
し
、
文
字
か
ら
豊
か
な
想
像
力
の
世
界
を
築
き
え
た
の
に
比
べ
、

（
1
）　
ち
な
み
に
浅
野
内
匠
頭
の
刃
傷
事
件
は
元
禄
一
四
年（
一
七
〇
一
）三
月
一
四
日
、
事
件
が
赤
穂
藩
に
伝

わ
っ
た
の
が
三
月
二
〇
日
。
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テ
レ
ビ
時
代
で
は
か
え
っ
て
文
字
に
対
す
る
再
現
能
力（
文
字
を
通
し
て
そ
の
経
験
世
界
を
読
み
取
っ
て
ゆ

く
と
い
う
想
像
力
　

―
　

編
者
）が
退
行
し
て
、「
一
面
化
」
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
テ
レ
ビ
時
代
の
傾
向
は

倍
化
さ
れ
る
。
だ
か
ら
視
聴
覚
文
化
時
代
で
は
意
識
的
に
再
現
の
努
力
を
し
な
い
限
り
、
私
た
ち
の
今

あ
る
諸
価
値
を
形
作
っ
て
き
た
時
間
、
即
ち
歴
史
の
中
を
移
動
で
き
な
い
し
、
移
動
で
き
な
い
限
り
に

お
い
て
私
た
ち
の
時
代
を
客
観
化
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
視
聴
覚
文
化

時
代
で
は
、
マ
ス
コ
ミ
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
「
空
間
」
の
間
の
み
し
か
移
動

で
き
な
い
か
ら
、
私
た
ち
の
「
目
」
も
無
意
識
の
う
ち
に
限
定
さ
れ
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
一
面

的
に
し
か
も
の
を
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
枠
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
知
ら
ず
に
限
定
付
け
ら
れ
た
自
分
自

身
の
一
面
的
偏
見
の
中
に
惑
溺
し
て
し
ま
う
わ
け
だ
。
つ
ま
り
、
視
聴
覚
文
化
時
代
で
は
、
一
方
で
異

な
っ
た
「
空
間
」
の
間
し
か
移
動
で
き
な
い
か
ら
無
意
識
の
う
ち
に
「
目
」
が
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
と
、
他
方
で
意
識
的
な
復
元
を
し
な
い
限
り
「
時
間
」
の
中
を
移
動
で
き
な
い
と
い
う
、
両

者
の
関
連
を
押
さ
え
る
事
が
大
切
だ
。

　
そ
う
し
な
い
と
今
あ
る
イ
メ
ー
ジ
が
一
面
化
さ
れ
た
ま
ま
、
所
与
の
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
そ

れ
ら
の
価
値
の
多
面
性
と
い
う
視
点
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
ば
か
り
で
な
く
、
今
あ
る
価
値
を
選
択
し

て
ゆ
く
と
い
う
多
元
性
と
主
体
の
決
断
意
識
、
選
択
意
識
を
失
わ
せ
、
未
来
へ
の
作
り
変
え
―
「
現

在
」
か
ら
の
自
由
は
、
過
去
の
中
を
自
由
に
移
動
で
き
る
こ
と
と
、
そ
れ
に
よ
る
自
分
自
身
の
相
対
化

の
作
業
、
今
あ
る
も
の
を
客
観
化
し
た
り
多
面
性
を
考
え
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
、
こ
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の
二
つ
の
作
業
な
し
に
は
成
立
し
な
い
―
を
無
意
識
の
う
ち
に
限
定
づ
け
て
し
ま
う
。
歴
史
を
学
ぶ

と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
過
去
か
ら
学
ば
な
け
れ
ば
現
在
の
傾
向
性
に
無
限
定
に
制
約
さ
れ
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
過
去
」
に
対
す
る
警
戒
心
が
全
く
な
い
と
、
同
じ
傾
向
性
に
無
制

限
に
制
約
さ
れ
る
し
、
過
去
か
ら
の
相
対
的
自
由
を
う
る
こ
と
も
出
来
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

 

（
一
九
六
九
年
四
月
一
四
日
、
法
政
大
学
で
の
講
義
よ
り
）





9　　Ⅰ　︲　2　「古典」を読むとは

2　
「
古
典
」
を
読
む
と
は 

　

―
　

丸
山
眞
男
『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
を
素
材
と
し
（
（
（
て

　
少
し
知
っ
て
分
か
っ
た

0

0

0

0

つ
も
り
に
な
ら
な
い
こ
と
。
と
り
わ
け
こ
の
国
で
は
、
抽
象
的
概
念
を
つ
づ

り
合
わ
せ
て
分
か
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
「
思
い
込
み
」
が
横
行
し
て
い
る
。
書
か
れ
て
あ
る
文

字
と
は
本
来
抽
象
的
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
抽
象
化
さ
れ
た
文
字
の
背
後
に
あ
る
経
験
や
事
実
を
と
ら
え

て
ゆ
く
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
だ
。

　
そ
う
し
て
、「
古
典
」
と
は
シ
チ
ュ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
変
え
て
読
ん
で
も
新
し
い
「
意
味
」
を
発
見
し

て
ゆ
く
本
、
あ
る
い
は
発
見
し
て
ゆ
け
る
本
の
こ
と
だ
。
単
に
「
古
い
」
か
ら
「
古
典
」
と
言
う
の
で

は
な
い
。
人
間
に
と
っ
て
、
変
わ
ら
ぬ
規
範
や
意
味
の
世
界
を
持
ち
続
け
、
ま
た
そ
れ
を
ど
ん
な
シ
チ

ュ
エ
イ
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
も
提
出
し
読
み
取
れ
る
か
ら
こ
そ
、
人
間
に
と
っ
て
の
「
古
典
」
と
言
い
う

（
1
）　『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
刊
行
を
前
に
し
た
丸
山
眞
男
・
石
田
雄
・
藤
田
省
三
に
よ
る
鼎
談
「
戦

後
日
本
の
精
神
状
況
」（『
丸
山
眞
男
話
文
集
』
1
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
所
収
）参
照
。
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る
。
転
形
期
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
古
典
を
通
し
た
「
意
味
」
の
再
発
見
、
経
験
の
再
組
織
化
に
よ
っ
て

「
現
在
」
を
再
編
成
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
故ル

ネ
ッ
サ
ン
ス

事
新
編
の
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
再
発
見
に
耐
え
る
も
の

こ
そ
が
「
古
典
」
で
あ
る
。

　
こ
の
丸
山
さ
ん
の
『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
（
（
（
動
』
所
収
論
文
は
、
典
型
的
に
現
れ
た
近
代
日
本
の
特

徴
を
ぴ
た
り
と
と
ら
え
、
ま
た
、
そ
れ
自
体
、
戦
前
の
日
本
の
要
約
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を

「
要
す
る
に
…
…
」
な
ど
と
概
括
的
に
と
ら
え
て
は
い
け
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
第
一
に
、
文
字
は

本
来
抽
象
的
で
あ
り
、
経
験
や
事
実
へ
と
再
度
還
元
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
第
二

に
、
こ
の
古
典
的
論
文
は
そ
れ
自
体
で
戦
前
日
本
の
要
約
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
さ
ら
に
報
告
で
「
要

す
る
に
…
…
」
と
「
要
約
」
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
抽
象
的
な
も
の
が
さ
ら
に
要
約
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ

か
ら
何
が
な
ん
だ
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
し
、
下
手
を
す
れ
ば
概
念
の
つ
づ
り
合
わ
せ
で
「
分

か
っ
た
つ
も
り
」
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
だ
か
ら
報
告
の
仕
方
と
し
て
、
ま
た
読
み
方
と
し
て

大
切
な
こ
と
は
、
む
し
ろ
一
つ
一
つ
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
、
読
み
砕
い
て
読
む
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

こ
の
論
文
の
背
後
に
は
無
限
に
近
い
事
実
が
伏
在
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
を
読
む
と
き
に
も
う

一
度
掘
り
起
こ
し
て
、
行
間
に
隠
さ
れ
た
事
実
を
と
ら
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
こ
に
あ
る
抽
象
的
な

文
字
を
理
解
し
て
ゆ
く
こ
と
が
大
切
だ
。
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
「
国
家
主
権
」
と
か
「
中
性
化
」
と
か

「
近
世
自
然
法
」
と
か
の
文
字
は
、
そ
の
背
後
に
あ
る
膨
大
な
事
実
を
蒸
留
し
た
も
の
で
、
た
と
え
ば

こ
の
（
（
（
行
に
あ
る
ホ
ッ
ブ
ス
の
こ
と
だ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
一
冊
の
本
が
書
け
る
こ
と
を
わ
ず
か
数
行
で
、
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し
か
も
そ
の
あ
る
側
面
を
取
り
出
し
て
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。

　
学
問
と
は
事
実
と
事
実
と
の
関
係
と
そ
の
認
識
の
手
続
き
を
教
え
る
だ
け
。
そ
し
て
「
こ
の
処
理
で

き
な
い
説
明
で
き
な
い
事
実
を
あ
な
た
は
ど
う
解
釈
す
る
の
で
す
か
？
」
と
疑
問
を
提
出
す
る
の
が
教

師
の
役
割
。
事
実
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
概
念
化
す
る
か
が
学
問
。
総
合
雑
誌
な
ど
を
読
ん
で
言
葉
を
先

に
覚
え
て
し
ま
う
と
自
分
勝
手
な
世
界
像
を
作
り
や
す
い
。
そ
し
て
、
何
よ
り
経
験
に
つ
い
て
意
識
さ

れ
た
世
界
が
精
神
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
体
験
も
精
神
も
一
緒
く
た
に
し
て
「
原
体
験
な
い
し
精
神
構

造
」
と
「
な
い
し
」
で
は
結
べ
な
い
も
の
だ
。
そ
う
や
っ
て
言
葉
を
自
ら
突
き
崩
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
古
典
と
は
時
間
を
超
え
た
意
味
、
価
値
を
持
っ
た
本
の
こ
と
。
こ
こ
で
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は

何
な
の
か
、
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
読
め
る
の
か
、
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
、

そ
の
「
読
み
」
の
難
し
さ
。
ま
ず
君
た
ち
に
自
分
の
「
読
み
」
を
提
示
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
に
コ
メ
ン

ト
し
て
ゆ
く
。
大
学
四
年
間
い
て
も
実
は
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
大
事
な
こ
と
は
そ
れ
以
降

自
分
で
「
読
ん
だ
」
り
「
見
た
り
」
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
こ
と
だ
。
だ
か
ら
、
大
学
四
年

間
い
て
、
新
聞
が
「
読
め
る
」
よ
う
に
な
れ
ば
い
い
。
大
抵
、
人
は
新
聞
を
た
だ
「
見
て
」
い
る
か

（
2
）　
未
来
社
刊
、
初
版
は
一
九
五
六
年
刊
。「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
思
想
と

運
動
」「
軍
国
支
配
者
の
精
神
形
態
」
な
ど
の
諸
論
文
を
所
収
。

（
3
）　『
増
補
版
　
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
未
来
社
、
一
九
六
四
年
、
一
七
頁
。
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「
眺
め
て
」
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
新
聞
を
「
読
め
」
て
は
い
な
い
。
新
聞
の
文
字
に
書
か
れ
て
あ
る
諸

現
象
を
い
き
い
き
と
、
し
か
も
構
造
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
個
別
的
な
事
柄
が
大
き

な
文
脈
の
中
で
「
具
体
的
に
」
読
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
そ
の
行
間
を
読
み
抜
く
こ
と
が
出
来
る
よ

う
に
な
る
こ
と
、
そ
れ
が
大
学
四
年
間
の
成
果
と
言
っ
て
も
い
い
。

　
そ
の
よ
う
な
「
目
」
を
持
て
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。
何
も
難
し
い
原
書
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
の
が

卒
業
す
る
こ
と
の
意
味
で
は
な
い
。
大
学
で
は
、
経
験
か
ら
考
え
て
ゆ
く
、
そ
の
考
え
る
道
筋
に
つ
い

て
訓
練
す
る
こ
と
を
教
え
る
だ
け
。
経
験
か
ら
考
え
て
ゆ
く
思
考
過
程
の
訓
練
を
し
て
、
そ
の
思
考
の

層
を
厚
く
す
る
こ
と
、
思
考
能
力
を
高
め
る
こ
と
、
一
つ
の
物
事
に
多
様
な
照
明
を
当
て
て
価
値
の
重

層
性
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
も
の
を
と
ら
え
る
「
目
」、
ポ
イ
ン
ト
を
読
み
取
れ

る
「
目
」、
そ
の
感
受
性
を
高
め
て
ゆ
く
こ
と
、
総
じ
て
思
考
過
程
を
鍛
え
て
ゆ
く
の
が
大
学
で
の
学

問
の
意
味
だ
。
そ
し
て
、
過
去
か
ら
学
び
取
る
こ
と
は
、
現
在
と
い
う
も
の
を
多
角
的
に
と
ら
え
る
こ

と
を
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
。

　
日
本
社
会
の
特
質
の
一
つ
は
、
品
質
管
理
の
な
い
社
会
、
入
口
と
出
口
だ
け
の
キ
セ
ル
社
会
、「
こ

れ
で
ハ
イ
一
丁
上
が
り
」
シ
ス
テ
ム
で
ト
コ
ロ
テ
ン
の
よ
う
に
押
し
出
さ
れ
る
社
会
と
い
う
こ
と
だ
。

訓
練
の
な
い
社
会
と
言
っ
て
も
い
い
。
大
学
は
―
そ
の
「
自
由
」
の
使
い
方
を
知
ら
な
い
人
が
多
い

の
だ
が
―
訓
練
す
る
機
会
を
提
供
し
て
い
る
場
所
だ
。「
読
み
」
に
つ
い
て
訓
練
す
る
制
度
と
言
っ

て
も
い
い
。
こ
の
頃
は
何
で
も
「
直
接
」
流は

や
り行
で
、
何
で
も
イ
ン
ス
タ
ン
ト
に
仕
上
げ
て
し
ま
お
う
と
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福島原発事故
いいだもも・小
尾俊人没

2012 『天皇制国家の支配原理』（みすず・は
じまりの本）刊行

衆議院選挙で自
民党圧勝，第 2
次安倍政権
吉本隆明没

2015 安保関連法案強
行採決
鶴見俊輔没

＊公表された資料のうち，以下を参考とした．
藤田省三「絶筆・4」（『みすず』470号，2000年 5月）
藤田省三・岡本厚対談「戦後精神史序説」全 10回（『世界』1998年
1月～ 99年 3月号）
また藤田の伝記的事実については飯田泰三「藤田省三の時代と思
想」（『現代思想』2004年 2月号）が詳しい．
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行
1997 70 『藤田省三著作集』全 10巻（みすず書

房）刊行
山一証券倒産

1998 71 1月大腿骨骨折で入院．10月背骨の圧
迫骨折で入院

安東仁兵衛・佐
多稲子没

10月『藤田省三著作集』完結
1999 72 ユーゴ空爆開始

久野收没
2001 74 アメリカで同時

多発テロ
萩原延壽・西井
一夫没

2002 75 肺炎等で入退院を繰り返す 安東次男没
2003
平成 15

本書所収の「語る藤田省三」を『世
界』に連載（3～ 9月号，岩波書店）
5月 28日死去．享年 75歳

イラク戦争

2004 イラクに自衛隊
を派遣．スマト
ラ島沖地震
網野善彦没

2006 『藤田省三対話集成』1・2（みすず書
房）刊行

2007 『藤田省三対話集成』3（みすず書房）刊
行

多田道太郎没

2008 藤田省三・萩原延壽『痩我慢の精神』
（朝日文庫）刊行

リーマンショッ
ク．西郷信綱・
加藤周一没

2009 アメリカでオバ
マ大統領就任

2010 『藤田省三セレクション』（平凡社ライ
ブラリー）刊行

2011 東日本大震災・



4　　藤田省三略年譜

新日本文学会で荻生徂徠「政談」につ
いて講ずる

1981 54 本書所収の研究会終了
私的研究会で「日本霊異記」を読む

1982 55 『精神史的考察』（平凡社）刊行
社会文化研究会を始める

1983 56 昭和 58年度第一回 政治研究 櫻田会
賞表彰

1984 57 アキレス腱を切り療養
1985 58 私的研究会で宣長「古事記伝」を読む 良知力没
1986 59 チェルノブイリ

原発事故
石母田正没

1987 60 私的研究会で芭蕉の「猿蓑」やヴィリ
ー・ハース「文学的回想」を読む

バブル時代
ＪＲ誕生

1989 62 リクルート事件の集会，8・15の集会
に出る

ベルリンの壁崩
壊
消費税始まる

1990 63 徐兄弟解放の集会，古在由重の追悼集
会に参加

1991 64 ソビエト崩壊
湾岸戦争．ユー
ゴ内戦
バブル崩壊

1993 66 3月法政大学を退職 廣末保没
1994 67 1月直腸がん手術．以後終生，体調不

良に苦しめられる
1995 68 『全体主義の時代経験』（みすず書房）刊

行
地下鉄サリン事
件・阪神淡路大
震災．谷川雁没

1996 69 『戦後精神の経験』1・2（影書房），『新
編天皇制国家の支配原理』（影書房）刊

丸山眞男没
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『維新の精神』（みすず書房）刊行
1968 41 全共闘運動始ま

る
1969 42 帰国後，大学紛争に忙殺される．高度

成長後の時代と社会への違和感を深め
る
『未来』に「「高度成長」反対」を発表

東大安田講堂攻
防
ベ平連運動盛ん
になる

1971 44 3月法政大学を退職．みすず書房勤務
を経て，庄建設で肉体労働に従事
「みすずセミナー」を始める（福沢諭吉
研究）

1973 46 岩波市民講座で「天皇制の政治的構
造」を講ずる

石油ショック

1974 47 『現代史断章』（未来社）刊行
本書所収の法政大学卒業生を相手とし
た研究会始まる

花田清輝没

1975 48 『原初的条件』（未来社），『転向の思想
史的研究』（岩波書店）刊行
「平凡社セミナー」を始める（「保元物
語を読む」）

ヴェトナム戦争
終結
H.アーレント没

1976 49 庄建設でセミナー．「徂徠先生答問書」
「歎異抄」を読む
イギリスのオックスフォード大学へ出
稼ぎの講義に行く（3カ月）

1977 50 『花田清輝全集』
刊行．竹内好没

1978 51 日本エディタースクールで「野ざらし
紀行」「日本書紀」のセミナーを始め
る

1979 52 第二次石油危機
遠山啓没

1980 53 法政大学に復帰
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清明編，平凡社）に「天皇制」の項目
を執筆

1956 29 法政大学法学部専任講師になる
「天皇制国家の支配原理」を執筆

ポーランド・ハ
ンガリーで暴動

1957 30 法政大学法学部助教授になる
「思想の科学研究会」の「転向研究会」
に参加
『中央公論』に「現在革命思想におけ
る若干の問題」を発表

1959 32 久野收・鶴見俊輔・藤田省三『戦後日
本の思想』（中央公論社）刊行

1960 33 『世界』に「綽綽大事を永遠に図らん」
を発表
安保改定反対闘争に参加．この頃，共
産党をやめ，その席に証人として鶴見
俊輔を同席させる

安保改定反対運
動．浅沼稲次郎
社会党委員長が
刺殺される
「風流夢譚」事件

1961 34 『思想の科学』「天皇制特集号」廃棄事
件が起こり，それに対し「自由からの
逃亡批判」を書き「思想の科学研究
会」をやめる

嶋中事件
『思想の科学』
発行停止

1962 35 キューバ危機
1964 37 『岩波講座現代』に「プロレタリア民

主主義の原型」を発表
1965 38 ヴェトナム侵略戦争反対 6・9共同行

動に参加
『みすず』に「維新の精神」を連載

ヴェトナム戦争
北爆開始
日韓条約調印

1966 39 『天皇制国家の支配原理』（未来社）を刊
行
法政大学法学部教授になる．10 ･ 21
反戦スト支援国民集会に参加

1967 40 3月から 1969年 3月までイギリスの
シェフィールド大学に留学

大学闘争始まる
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年 年
齢 生涯と作品 同時代の動向・

関連人物

1927
昭和 2

9月，愛媛県今治市に生まれる．父藤
作は小学校代用教員．兄二人，姉二人
の末っ子．兄二人は太平洋戦争末期に
戦死

1933 6 今治小学校に入学
1945 18 今治中学卒業後，同年 2～ 8月，陸軍

予科士官学校乙種生徒として埼玉県朝
霞町にあった陸士予科に在籍（在籍中
の校長は盧溝橋事件・インパール作戦
の中心人物，牟田口廉也予備役中将）
敗戦後，父の郷里大三島で百姓生活

1947 20 旧制松山高校に入学
1949 丸山眞男「超国家主義の論理と心理」

（1946年），「軍国支配者の精神形態」
（1949年）を読み，丸山ゼミに入るた
めにだけ東大を志願

中華人民共和国
成立

1950 23 東京大学法学部に入学．1年生から丸
山ゼミに入ることは出来ず，東大歴史
学研究会創立に参加

朝鮮戦争勃発

1952 25 2月東京大学で「ポポロ事件」．その
対応のためにだけ共産党に入党．4月
念願の丸山眞男ゼミに入る．テキスト
はマンハイムの『イデオロギーとユー
トピア』

1953 26 東京大学法学部を卒業．法政大学の助
手に採用される
『政治学事典』（中村哲・丸山眞男・辻


