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は
じ
め
に

　

一
九
四
二
年
九
月
一
六
日
、
ナ
チ
ス
の
親
衛
隊
を
率
い
る
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヒ
ム
ラ
ー
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
で
、
親
衛
隊
幹

部
を
集
め
て
演
説
を
お
こ
な
っ
た
。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
二
カ
月
前
の
七
月
一
六
日
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
ド
イ
ツ
軍
の
夏
季
攻
勢
に
あ
わ
せ
て
、
本
営
を
前
線
に
近
い
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ヴ
ィ

ニ
ツ
ァ
に
移
し
た
。
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
ナ
チ
体
制
指
導
部
も
ヒ
ト
ラ
ー
の
本
営
の
近
く
に
前
線
本
営
を
お
く
。
陸
軍
最
高
司
令
部
は
ヴ
ィ
ニ

ツ
ァ
の
大
学
街
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
本
営
の
近
く
に
は
ナ
チ
党
指
導
部
の
前
線
本
営
が
設
け
ら
れ
た
。
ゲ
ー
リ
ン
グ
は
コ
ロ
ス
テ
ン
に
、
ヒ
ム

ラ
ー
は
総
統
本
営
か
ら
北
に
約
三
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
に
、
そ
れ
ぞ
れ
本
営
を
設
置
し
た
（
１
）。
九
月
一
六
日
の
演
説
は
、

こ
の
ヒ
ム
ラ
ー
の
本
営
で
開
催
さ
れ
た
ロ
シ
ア
南
部
親
衛
隊
・
警
察
指
導
者
会
議
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
演
説
の
時
間
は
二
時
間
が
予
定

さ
れ
て
い
て
、
か
な
り
長
い
演
説
で
あ
っ
た
。

　

ヒ
ム
ラ
ー
は
、
一
九
二
五
年
か
ら
四
五
年
ま
で
に
、
記
録
に
残
る
も
の
だ
け
で
も
約
一
三
二
回
の
演
説
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
七
五
の

演
説
が
完
全
な
写
し
か
録
音
の
形
で
残
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
（
２
）。
ヒ
ム
ラ
ー
は
、
仲
間
内
で
行
っ
た
秘
密
演
説
で
は
、
お
ど
ろ
く
ほ
ど
率
直
に
機

密
事
項
を
口
に
し
て
い
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
指
導
部
の
組
織
的
殺
害（３
）や
、
親
衛
隊
が
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
解
決
に
中
心
と
な
っ
て
働
い
た
と
語
る
部

分
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
九
四
三
年
一
〇
月
四
日
、
ポ
ー
ゼ
ン
で
の
演
説
の
な
か
で
、
ヒ
ム
ラ
ー
は
、「
ユ
ダ
ヤ
人
の
疎
開
、
す
な
わ

ち
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
根
絶
」
と
述
べ
、「
疎
開
」
と
い
う
ナ
チ
ス
の
偽
装
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
暴
露
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
親
衛
隊
が
そ

の
「
つ
ら
い
任
務
」
を
遂
行
し
て
い
る
こ
と
も
は
っ
き
り
と
語
っ
て
い
る
（
４
）。
こ
の
ポ
ー
ゼ
ン
で
の
演
説
は
、
公
刊
さ
れ
た
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁

判
の
史
料
集
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
一
九
四
二
年
九
月
一
六
日
の
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
は
、
ナ
チ
犯
罪
を
裁

い
た
国
際
軍
事
法
廷
の
史
料
集
に
も
、
戦
後
、
研
究
者
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
ヒ
ム
ラ
ー
秘
密
演
説
集
』
に
も
登
場
し
な
い
（
５
）。

　

筆
者
が
こ
の
演
説
に
注
目
し
た
の
は
、「
清
潔
」
と
い
う
言
葉
を
軸
に
、
ド
イ
ツ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
考
え
て
い
た
と
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き
で
あ
る
。
ヒ
ム
ラ
ー
は
、
こ
の
演
説
の
な
か
で
、
居
並
ぶ
親
衛
隊
の
幹
部
を
ま
え
に
、
じ
つ
に
こ
ま
か
い
と
こ
ろ
ま
で
指
示
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
こ
う
で
あ
る
。
部
下
が
髭
を
剃
っ
て
い
る
か
ど
う
か
注
意
せ
よ
、
く
し
ゃ
く
し
ゃ
の
ベ
ッ
ド
を
見
つ
け
た
ら
、
す
ぐ
に
、
片
づ
け
る
よ

う
に
い
い
た
ま
え
。
食
卓
に
つ
く
と
き
に
は
、
き
ち
ん
と
し
た
服
装
を
す
る
よ
う
に
い
お
う
。
下
着
を
点
検
し
、
汚
れ
て
い
た
ら
、
そ
の
場

で
、
な
ぜ
ま
だ
洗
濯
し
な
い
か
と
問
い
た
だ
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
な
ど
と
。
あ
の
ナ
チ
親
衛
隊
の
ト
ッ
プ
に
立
つ
人
物
な
の
に
、
そ
の
指
示

は
こ
ま
か
く
、
具
体
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
ヒ
ム
ラ
ー
は
、
兵
舎
や
駐
屯
地
は
、
ハ
エ
や
シ
ラ
ミ
な
ど
害
虫
を
徹
底
的
に
駆
除
し
、
排
水
設
備
を

整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。
も
と
も
と
几
帳
面
な
ヒ
ム
ラ
ー
と
は
い
え
、
な
ぜ
、
そ
れ
ほ
ど
整
理
整
頓
や
清
潔
さ
に
気
を

く
ば
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
（
６
）。

　

ヒ
ム
ラ
ー
は
ま
た
、
こ
の
演
説
の
な
か
で
、
ド
イ
ツ
が
占
領
し
た
東
方
領
域
へ
の
大
規
模
な
入
植
構
想
を
語
る
と
と
も
に
、
四
万
三
〇
〇
〇

人
の
民
族
ド
イ
ツ
人
を
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
と
、
コ
ロ
ス
テ
ン
、
ヴ
ィ
ニ
ツ
ァ
に
入
植
さ
せ
る
命
令
を
だ
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ

ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
は
、
独
ソ
開
戦
か
ら
一
年
以
上
が
た
ち
、
ド
イ
ツ
人
兵
士
と
現
地
の
ロ
シ
ア
人
女
性
と
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
子
ど
も

の
数
が
、
数
十
万
か
ら
一
〇
〇
万
人
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
数
字
は
誇
大
に
す
ぎ
る
だ
ろ
う
が
、
問
題
は
、
ヒ
ム
ラ
ー
が
、

そ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
を
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
奪
い
」、「
盗
ん
で
」
で
も
、
ド
イ
ツ
に
つ
れ
帰
っ
て
、
ド
イ
ツ
人
と
し
て
育
て
ね
ば
な
ら
な

い
と
力
を
こ
め
て
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
が
ア
ー
リ
ア
人
や
ゲ
ル
マ
ン
人
の
至
上
主
義
を
と
な
え
、
ス
ラ
ヴ
民
族
を
劣
等
視
し

て
い
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
『
わ
が
闘
争
』
の
な
か
で
、
ド
イ
ツ
人
の
血
の
な
か
に
ユ
ダ
ヤ
人
な
ど
「
劣
等

民
族
」
の
血
が
入
り
こ
む
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
人
の
能
力
が
劣
化
し
、
退
化
し
て
い
く
こ
と
へ
の
恐
れ
を
、
く
り
か
え
し
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
腹
心
の
部
下
で
あ
る
ヒ
ム
ラ
ー
は
、
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
母
親
も
ド
イ
ツ
に
つ
れ
て
い
く
と
い
っ

て
い
る
。
ヒ
ム
ラ
ー
の
演
説
は
、
わ
れ
わ
れ
の
も
つ
ナ
チ
人
種
主
義
の
イ
メ
ー
ジ
と
す
こ
し
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
ヒ
ム
ラ
ー
は
、「
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
」
の
創
建
を
宣
言
し
た
り
、
ア
ッ
テ
ィ
ラ
や
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
、
レ
ー
ニ
ン
、
ス

タ
ー
リ
ン
の
よ
う
な
指
導
者
が
誕
生
し
た
の
は
、
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
血
と
北
方
系
の
血
が
出
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
語
っ
た
り
、
中
国
の
儒
教
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を
ひ
き
あ
い
に
だ
し
て
、
ド
イ
ツ
も
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
く
祖
先
崇
拝
を
復
活
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
り
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

話
題
が
冗
談
で
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
は
ど
の
よ
う
な
整
合
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
演
説
の
最
大
の
特
徴
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
不
在
に
あ
る
。
正
確
に
い
え
ば
、「
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
い
う
名
詞
と
形
容
詞
は
全
部
で

三
回
ほ
ど
登
場
す
る
が
、
い
ず
れ
も
つ
い
で
に
あ
げ
た
と
い
う
印
象
が
強
く
、
脇
役
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
７
）。
か
わ
り
に
目
に
つ
く
の
が
「
ア
ジ

ア
」
と
い
う
言
葉
で
、
こ
れ
は
七
回
登
場
し
、
中
心
的
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
こ
の
一
九
四
二
年
九
月
一
六
日
の
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
に
つ
い
て
は
、
個
別
研
究
の
な
か
で
、
関
連
す
る
部
分
が
と
り
あ
げ
ら

れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
こ
の
演
説
そ
の
も
の
が
テ
ー
マ
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
８
）。

し
か
し
、
ナ
チ
ズ
ム
研
究
に
と
っ

て
貴
重
な
史
料
で
あ
る
『
ヒ
ム
ラ
ー
の
業
務
予
定
表（９
）』
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ム
ラ
ー
は
こ
の
演
説
を
重
視
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
ヒ
ム
ラ
ー
の
個
人
秘
書
の
ブ
ラ
ン
ト
が
、
速
記
録
か
ら
こ
の
演
説
を
書
き
写
す
の
に
、
ヒ
ム
ラ
ー
が
何
回
も
修
正
す
る
の
で
、
何
日

も
か
か
っ
た
と
注
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る）（（
（

。
そ
れ
だ
け
ヒ
ム
ラ
ー
は
こ
の
演
説
に
は
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
の
課
題
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
を
全
体
と
し
て
と
ら
え
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
で
浮
上
し
て

く
る
の
は
な
に
か
。
そ
れ
を
つ
う
じ
て
、
ヒ
ム
ラ
ー
が
こ
の
演
説
を
重
視
し
た
理
由
を
考
え
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
登

場
し
な
い
こ
の
演
説
を
、
ナ
チ
ス
の
人
種
主
義
に
つ
い
て
考
え
る
手
が
か
り
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

ユ
ダ
ヤ
人
問
題
が
ナ
チ
ス
の
人
種
主
義
の
重
要
な
部
分
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
以
外
の
要
素
に
注

目
す
る
こ
と
で
、
ナ
チ
ス
の
人
種
主
義
の
特
徴
が
す
こ
し
で
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ナ
チ
ス
が
な
ぜ
あ

れ
ほ
ど
ユ
ダ
ヤ
人
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
も
、
み
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ヒ
ム
ラ
ー
は
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
で
の
演
説
の
翌
日
、
九
月
一
七
日
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
面
談
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
都

合
で
面
談
が
実
現
し
た
の
は
九
月
二
二
日
で
あ
る
が
、
ヒ
ム
ラ
ー
の
上
申
用
の
メ
モ）（（
（

が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
メ
モ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演

説
の
内
容
を
補
足
す
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
の
で
、
ま
ず
こ
こ
に
史
料
と
し
て
掲
載
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
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史
料 

１ 

ヒ
ム
ラ
ー
の
一
九
四
二
年
九
月
二
二
日
ヒ
ト
ラ
ー
へ
の
上
申
事
項
メ
モ

　
　
　
　
　

出
典　
『
ヒ
ム
ラ
ー
の
業
務
予
定
表
』
五
六
三
─
五
六
八
頁
（
註
一
一
参
照
）

　
　
　
　
　

凡
例

　
　
　
　
　
　

①　

項
目
の
下
に
あ
る
（
済
）
は
、
協
議
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
チ
ェ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　

②
［　

］
内
は
筆
者
の
注
記

Ⅰ　

昇
任
と
任
命

Ⅱ　

武
装
親
衛
隊

Ⅲ　

防
空　

Ⅳ　

民
族
と
入
植

１
．
ユ
ダ
ヤ
人
の
移
住　
　
（
済
）

　
　

今
後
は
ど
の
よ
う
に
す
す
め
る
か
。

２
．
ル
ブ
リ
ン
へ
の
入
植　
　

総
督
府
の
状
況
に
つ
い
て
、
グ
ロ
ボ
チ
ュ
ニ
ク

　
　

ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
人

　
　

ボ
ス
ニ
ア
か
ら
の
ド
イ
ツ
人

　
　

ベ
ッ
サ
ラ
ビ
ア
人

３
．
ク
リ
ミ
ア
へ
の
入
植

　
　
ａ
．
気
候
と
健
康
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ｂ
．
ゲ
ル
マ
ン
系
ゴ
ー
ト
人
、
入
植
に
は
ま
だ
同
意
し
て
い
な
い
。
南
テ
ィ
ロ
ー
ル
人
も
同
様
。

　
　
ｃ
．
民
族
ド
イ
ツ
人　

ト
ラ
ン
ス
ニ
ス
ト
リ
ア
か
ら　
　
　
　

一
三
万
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ハ
ル
プ
シ
ュ
タ
ッ
ト　
　
　
　
　
　
　
　

四
万
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

コ
リ
ツ
カ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
万
五
〇
〇
〇
人

　
　

ｄ
．
ク
リ
ミ
ア
入
植
へ
の
よ
り
明
確
な
命
令　
［
横
線
で
消
さ
れ
て
い
る
］

４
．
ロ
シ
ア
に
お
け
る
［
国
防
軍
関
係
者
の
］
非
嫡
出
子
の
捕
捉　
　
（
済
）

　
　
ａ
．
軍
の
上
官
へ
の
届
け
出

　
　

ｂ
．
警
察
の
窓
口
で
の
捕
捉

　
　
ｃ
．
母
親
へ
の
月
々
の
手
当

Ⅴ　

雑
件

Ⅵ　

サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
と
匪
賊
戦
争

１
．
総
統
指
令
第
四
六
号
［
一
九
四
二
年
八
月
一
八
日
の
「
東
部
正
面
の
匪
賊
取
締
の
強
化
」
指
令
］
の
効
果
（
済
）

２
．
フ
ォ
ン
・
デ
ア
・
バ
ッ
ハ
＝
ツ
ェ
レ
ウ
ス
キ
へ
の
任
務　
（
済
）

　
　
　

ダ
リ
ュ
ー
ゲ
の
解
任　

一
九
四
三
年
四
月
／
五
月
以
降

３
．
敵
の
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
手
段
の
図
表
集　
（
済
）

４
．
ド
イ
ツ
人
常
習
犯
罪
者
の
処
刑
へ
の
許
可　
（
済
）

５
．
ド
イ
ツ
人
四
万
三
〇
〇
〇
人
の
入
植　
　
（
済
）

　
　

コ
ロ
ス
テ
ン　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
ゲ
ー
リ
ン
グ
の
本
営
周
辺
］

　
　

ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
（
ジ
ト
ー
ミ
ル
） ［
ヒ
ム
ラ
ー
の
本
営
周
辺
］
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ヴ
ェ
ー
ア
ヴ
ォ
ル
フ　
　
　
　
　
　
［
ヒ
ト
ラ
ー
の
本
営　

ヴ
ィ
ニ
ツ
ァ
北
部
］

［
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
で
発
表
さ
れ
た
民
族
ド
イ
ツ
人
四
万
三
〇
〇
〇
人
の
入
植
が
、
Ⅳ
民
族
と
入
植
で
は
な
く
、
Ⅵ
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ

と
匪
賊
戦
争
に
あ
る
の
は
、
パ
ル
チ
ザ
ン
か
ら
の
攻
撃
に
た
い
す
る
防
御
措
置
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
］

６
．
一
九
四
二
年
七
月
ゲ
ル
マ
ン
義
勇
兵
の
手
紙　
（
済
）

第
一
章　

ヒ
ム
ラ
ー
に
よ
る
戦
争
の
意
義
の
再
構
築

　

一　

ヒ
ム
ラ
ー
の
視
線

　
　

ヒ
ム
ラ
ー
は
、
一
九
四
二
年
九
月
一
六
日
、
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
で
の
演
説
を
こ
う
は
じ
め
た
。

　

一
〇
年
前
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
親
衛
隊
指
導
者
会
議
を
、
今
日
、
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
で
、
す
な
わ
ち
住
民
の
大
部

分
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
か
つ
て
の
ロ
シ
ア
都
市
ジ
ト
ー
ミ
ル
近
郊
で
、
開
催
す
る
よ
う
に
な
る
と
は
、
ま
っ
た
く
夢
に
も
思
わ
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。［
中
略
］

　

わ
れ
わ
れ
は
い
ま
だ
に
な
お
、
ロ
シ
ア
に
お
い
て
大
規
模
な
軍
事
的
、
兵
士
的
格
闘
の
最
中
に
あ
る
。
こ
の
戦
い
は
た
い
へ
ん
厳
し

い
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
ロ
シ
ア
に
は
ま
り
こ
ん
で
い
る
諸
君
が
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
今
年
も
ま
た
か
な
り
の
領
土
を

わ
が
方
に
獲
得
し
た
。
こ
れ
か
ら
の
数
カ
月
で
も
っ
と
征
服
す
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
巨
大
な
国
家
に
軍
事
面
、
人
員
面
、

装
備
面
で
ふ
た
た
び
打
撃
を
あ
た
え
た
。
来
年
に
は
、
残
っ
て
い
る
ロ
シ
ア
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
部
分
を
完
全
に
打
倒
で
き
る
だ
ろ
う
。
ロ
シ

ア
人
は
こ
れ
ま
で
で
、
ま
た
こ
の
戦
争
で
も
、
一
番
の
手
ご
わ
い
敵
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
疑
う
兵
士
は
、
ひ
と
り
も
い
な
い
で
あ
ろ
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う
。
ま
た
ロ
シ
ア
人
は
け
っ
し
て
降
伏
し
な
い
と
い
う
点
で
も
、
み
な
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
ま
っ
た
く
の
肉
弾
戦
は
本
当
に
厳
し
い
。

こ
れ
か
ら
も
こ
の
厳
し
い
月
日
が
、
数
カ
月
、
半
年
、
一
年
、
い
や
数
年
も
待
ち
う
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
い
つ
か
こ
の
戦
争
は
、
三

年
、
四
年
、
五
年
つ
づ
い
た
と
、
そ
っ
け
な
く
歴
史
に
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
第
一
次
世
界
大
戦
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
第

二
次
世
界
大
戦
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
数
カ
月
、
こ
の
数
年
、
わ
れ
わ
れ
が
直
面
し
て
き
た
憂
慮
や
、
流
し
た
血
や
、

責
任
の
こ
と
な
ど
は
、
と
く
に
総
統
が
双
肩
に
担
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
忘
れ
さ
ら
れ
、
言
及
さ
れ
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
最
後
に
わ
れ
わ
れ

の
あ
げ
た
成
果
が
記
録
さ
れ
る
。
戦
後
、
歴
史
に
は
こ
う
記
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
が
、
と
く
に
こ
の
東
方
を
つ
つ
み
こ

ん
で
、
創
建
さ
れ
た
と）（（
（

。

　

演
説
が
お
こ
な
わ
れ
た
一
九
四
二
年
九
月
一
六
日
は
、
ド
イ
ツ
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
侵
攻
し
た
一
九
三
九
年
九
月
一
日
か
ら
約
三
年
が
経
過
し

た
節
目
に
あ
た
る
時
点
で
あ
る
。
対
ソ
開
戦
か
ら
は
四
五
二
日
目
に
あ
た
り
、
一
九
四
二
年
六
月
二
八
日
に
起
死
回
生
の
「
青
」
作
戦
を
開
始

し
て
か
ら
は
、
二
カ
月
半
に
な
る
。
ヒ
ム
ラ
ー
が
節
目
を
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
ヒ
ム
ラ
ー
の
視
線
を
追
う
と
、

こ
の
戦
争
が
三
つ
の
方
向
か
ら
、
過
去
と
現
在
と
未
来
か
ら
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
一
〇
年
前
に
は
、・
・
・
ま
っ
た
く
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
」
と
、
ヒ
ム
ラ
ー
は
ま
ず
過
去
に
た
ち
か
え
っ
て
、
こ
の
戦
争
を

と
ら
え
な
お
そ
う
と
し
て
い
る
。
ナ
チ
ス
が
政
権
に
つ
い
た
の
が
一
九
三
三
年
の
一
月
で
あ
る
か
ら
、
一
〇
年
前
と
い
え
ば
、
ち
ょ
う
ど
そ
の

前
後
の
時
期
に
あ
た
る
。
当
時
か
ら
す
れ
ば
、
ナ
チ
ス
が
ソ
連
に
深
く
攻
め
こ
ん
で
、
ド
イ
ツ
か
ら
一
五
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
た
「
ユ

ダ
ヤ
都
市
」
近
郊
に
本
営
を
お
き
、
一
二
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
先
に
あ
る
カ
フ
カ
ー
ス
の
油
田
地
帯
も
手
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、

ま
さ
に
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
よ
く
ぞ
こ
こ
ま
で
来
た
と
い
う
感
慨
、
達
成
感
が
う
か
が
え
る
。

　

た
し
か
に
一
九
四
二
年
の
夏
は
、
ナ
チ
第
三
帝
国
の
絶
頂
期
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
軍
は
ど
の
戦
線
で
も
勝
利
し
て
い
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
作
戦

指
令
書
か
ら
は
、
ド
イ
ツ
軍
が
一
九
四
二
年
中
に
究
極
の
勝
利
を
め
ざ
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る）（（
（

。
こ
の
こ
ろ
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
新
体
制
」
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と
か
「
新
秩
序
」、「
新
し
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
な
ど
と
い
う
言
葉
が
、
浮
上
し
て
く
る）（（
（

。
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
一
九
四
二
年
六
月
二
九
日
、
夏
季
大
攻

勢
「
青
」
作
戦
を
開
始
し
た
そ
の
翌
日
、
ヒ
ム
ラ
ー
を
ま
じ
え
た
会
話
の
な
か
で
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
「
み
ず
か
ら
な
し
と
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
困
難
な
歴
史
的
事
業
」
に
つ
い
て
語
り
、「
い
ま
や
完
成
し
つ
つ
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
一
」
の
た
め
に
払
っ
た
膨
大
な
犠
牲
の
こ
と

は
、
後
の
世
代
で
は
、
す
ぐ
に
忘
れ
さ
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る）（（
（

。
ヒ
ム
ラ
ー
も
、
七
月
一
九
日
に
、「
一
九
四
二
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
に

ポ
ー
ラ
ン
ド
総
督
府
の
ユ
ダ
ヤ
人
全
員
の
再
移
送
［
殺
害
］」
を
完
了
す
る
よ
う
に
命
令
し
た
文
書
の
な
か
で
、「
こ
の
措
置
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

新
体
制
に
必
要
な
人
種
と
民
族
に
よ
る
住
民
集
団
の
分
割
と
、
ド
イ
ツ
本
国
と
そ
の
勢
力
圏
の
治
安
と
浄
化
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で

あ
る）（（
（

」
と
述
べ
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
新
体
制
」
に
言
及
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
九
月
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
楽
観
論
に
も
か
げ
り
が
で
て
く
る）（（
（

。
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
の
演
説
で
ヒ
ム
ラ
ー
は
、
ド
イ
ツ
軍
が
ロ
シ

ア
軍
の
頑
強
な
抵
抗
に
苦
戦
し
て
い
る
こ
と
を
率
直
に
認
め
、
い
ま
の
現
場
か
ら
の
視
点
で
こ
の
戦
争
を
と
ら
え
な
お
し
て
い
る
。
こ
の
演
説

で
ヒ
ム
ラ
ー
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
指
揮
官
た
ち
に
、
現
場
を
直
接
、
自
分
の
目
で
み
よ
。
少
な
く
と
も
毎
月
十
回
の
視
察
を
お
こ
な
い
、

部
下
た
ち
の
様
子
に
気
を
配
れ
。
決
定
は
書
類
机
の
上
で
は
な
く
、
現
場
で
お
こ
な
え
、
と
い
う
点
で
あ
る）（（
（

。
先
に
あ
げ
た
「
清
潔
」
と
い
う

問
題
も
、
こ
の
現
場
か
ら
の
視
点
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
現
場
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
こ
の
戦
争
は
、
ま
だ
「
数
カ
月
、
半
年
、
一
年
、
い
や

数
年
も
」
続
き
そ
う
な
の
で
、
い
か
に
部
下
た
ち
に
戦
争
の
意
義
を
説
明
し
、
士
気
を
維
持
す
る
か
が
重
要
に
な
る
。「
部
下
た
ち
は
、
知
り

た
が
る
だ
ろ
う
。
む
こ
う
の
前
線
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
な
ぜ
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
部
下
た
ち
は
、
ア
ジ
ア
の
問
題
に
つ
い

て
知
り
た
が
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
諸
君
は
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
部
下
は
こ
う
い
う
だ
ろ
う
。
そ
の
と
お
り
だ
。
自
分

に
は
妻
と
四
人
の
子
ど
も
が
い
る
。
や
が
て
こ
こ
に
一
五
〇
か
ら
二
〇
〇
モ
ル
ゲ
ン
の
土
地
を
も
て
る
だ
ろ
う
。
息
子
の
ゼ
ッ
ペ
と
ハ
ン
ス

は
、
い
つ
か
自
分
の
農
場
を
も
て
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
の
土
地
は
す
ば
ら
し
い
」
と）（（
（

。

　

現
場
へ
の
視
線
か
ら
転
じ
て
、「
い
つ
か
こ
の
戦
争
は
、
…
…
第
二
次
世
界
大
戦
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
語
る
ヒ
ム
ラ
ー
の
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視
線
は
、
未
来
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
戦
争
の
た
め
に
払
っ
た
膨
大
な
犠
牲
の
こ
と
な
ど
す
っ
か
り
忘
れ
さ
ら
れ
た
未
来
か
ら
の
視
点
を
借
り

て
、
ヒ
ム
ラ
ー
は
こ
の
戦
争
の
歴
史
に
残
る
意
義
を
「
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
の
創
建
」
に
求
め
て
い
る
。
ド
イ
ツ
が
主
導
権
を
握
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
新
体
制
」
を
、
ヒ
ム
ラ
ー
は
「
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
」
と
と
ら
え
な
お
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
ヒ
ム
ラ
ー
の
視
線
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
、
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
侵
略
か
ら
は
じ
ま
る
ナ
チ
ズ
ム
の
戦
争

の
意
義
を
、
あ
ら
た
め
て
再
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
論
点
が
浮
上
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
ヒ
ム
ラ
ー
が
部
下
た
ち
に
語

り
聞
か
せ
る
べ
き
と
す
る
こ
の
戦
争
の
意
義
に
つ
い
て
少
し
み
て
お
こ
う
。

二　
「
ア
ジ
ア
」
の
脅
威
へ
の
対
処

　

ヒ
ム
ラ
ー
が
、
部
下
の
士
気
を
高
め
る
た
め
に
有
効
と
考
え
て
い
た
の
は
、
戦
争
に
勝
て
ば
こ
の
肥
沃
な
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
ド
イ
ツ
の
植
民
地

に
し
て
、
兵
士
や
農
民
た
ち
は
広
大
な
農
場
を
手
に
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ヒ
ム
ラ
ー
に
と
っ
て
は
、
領
土
の
拡
大

と
入
植
地
の
確
保
が
戦
争
の
重
要
な
目
的
で
あ
り
、
意
義
で
あ
る
。
も
っ
と
も
東
部
戦
線
に
動
員
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
軍
や
親
衛
隊
員
は
、
み

な
が
み
な
農
民
家
族
の
出
身
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
分
け
前
と
し
て
の
土
地
と
農
場
は
ど
れ
ほ
ど
魅
力
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
国
防
軍
や

民
政
府
、
親
衛
隊
は
占
領
地
の
奪
い
あ
い
を
し
て
い
た
が
、
一
九
四
三
年
夏
に
国
防
軍
が
実
施
し
た
あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
戦
後
ウ
ク
ラ
イ
ナ

へ
の
入
植
を
希
望
す
る
者
は
た
っ
た
二
七
三
人
だ
っ
た
と
さ
れ
る）（（
（

。

　

し
か
し
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
部
下
た
ち
は
、
ア
ジ
ア
の
問
題
に
つ
い
て
知
り
た
が
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
諸
君
は
説
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
…
…
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
の
問
題
と
は
な
に
か
。
な
ぜ
ア
ジ
ア
の
問
題
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
の
農
場

獲
得
と
結
び
つ
く
の
だ
ろ
う
か
。

　

ヒ
ム
ラ
ー
は
、
演
説
の
導
入
部
分
に
つ
づ
け
て
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。
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諸
君
は
、
村
々
で
出
あ
う
女
性
二
人
に
ひ
と
り
、
三
人
に
ひ
と
り
は
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
に
、
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。［
中
略
］
諸
君

は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
ロ
シ
ア
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
戦
争
の
な
か
で
も
っ
と
も
厳
し
い
戦
争
、
す
な
わ
ち
こ
の
全
ア
ジ
ア
大
陸
の
前
地
と
の

戦
争
に
直
面
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
心
に
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
二
億
人
の
ロ
シ
ア
人
が
相
手
な
の
で
あ
る
。
ロ
シ
ア

人
は
、
毎
年
二
〇
〇
万
人
ず
つ
増
加
し
、
今
日
も
増
加
し
つ
づ
け
て
い
る
。
し
か
も
明
ら
か
に
こ
こ
二
〇
～
二
五
年
の
飢
え
や
、
困
苦
、

貧
困
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
目
を
む
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
ー
ニ
ン
や
ス
タ
ー
リ
ン
な
ど
の
独
裁
的
な

権
力
者
や
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
み
な
ア
ジ
ア
人
と
の
典
型
的
な
混
血
で
あ
る
か
ら
だ
。
か
れ
ら
は
、
軍
需
能
力
と
世
界
征
服
に
狙
い
を
つ
け

て
い
る
。
諸
君
は
こ
の
こ
と
を
け
っ
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
諸
君
は
、
い
つ
も
こ
の
こ
と
を
思
い
だ
し
て
、
絶
対
に
方
向
性
を
見
失

わ
な
い
よ
う
に
し
、
な
ぜ
自
分
た
ち
が
こ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）（（
（

。

　

こ
の
文
章
で
は
、
第
一
に
、
ロ
シ
ア
人
の
出
生
力
の
高
さ
、
巨
大
な
人
口
と
そ
の
圧
力
が
ド
イ
ツ
に
た
い
す
る
脅
威
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
第
二
に
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
指
導
部
と
ユ
ダ
ヤ
人
、
す
な
わ
ち
ナ
チ
ズ
ム
の
敵
は
い
ず
れ
も
「
ア
ジ
ア
人
と
の
混
血
」
と
さ
れ
、
ソ
連
と

ア
ジ
ア
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
づ
く
部
分
を
読
む
と
、
そ
の
意
図
は
も
っ
と
は
っ
き
り
す
る
。

　
「
も
し
あ
の
ス
タ
ー
リ
ン
が
ロ
シ
ア
で
な
く
、
中
国
や
日
本
に
生
ま
れ
、
蒋
介
石
に
代
わ
っ
て
、
二
億
人
で
は
な
く
、
四
億
五
〇
〇
〇
万
人

の
人
間
を
組
織
し
て
、
他
の
ア
ジ
ア
の
大
衆
と
と
も
に
、
わ
れ
わ
れ
に
立
ち
向
か
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う）（（
（

」。
あ
の
ア
ッ
テ
ィ
ラ

も
、
こ
う
し
た
何
百
万
人
と
い
う
下
等
人
間
の
ご
っ
た
煮
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
よ
う
に
、
あ
る
と
き
、
こ
う
し
た
ご
っ
た
煮
の
な
か
に

失
わ
れ
て
い
た
「
指
導
力
と
組
織
力
を
も
つ
北
方
系
─
ゲ
ル
マ
ン
系
─
ア
ー
リ
ア
系
」
の
血
の
一
部
が
出
会
っ
て
、
第
二
の
ア
ッ
テ
ィ
ラ
、
チ

ン
ギ
ス
・
ハ
ン
、
チ
ム
ー
ル
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
で
て
こ
な
い
と
も
か
ぎ
ら
な
い
。「
も
し
ア
ー
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
が
同
じ
時
代
に
生
ま
れ
て

い
な
か
っ
た
ら
、
白
人
種
の
側
が
ど
ん
な
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
て
い
た
か
、
肝
に
銘
じ
て
お
こ
う）（（
（

」。

　

ド
イ
ツ
が
戦
っ
て
い
る
ロ
シ
ア
は
、
全
ア
ジ
ア
大
陸
の
先
兵
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ヒ
ム
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
と
の
戦
い
は
ア
ジ
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ア
の
脅
威
と
の
戦
い
で
も
あ
る
。
ア
ジ
ア
の
脅
威
と
し
て
は
、
フ
ン
族
や
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
ア
ジ
ア
諸
民
族
に
よ
っ
て
く
り
か
え
さ
れ
て
き
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
侵
攻
や
世
界
征
服
の
歴
史
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ロ
シ
ア
そ
し
て
ア
ジ
ア
の
人
口
の
と

ほ
う
も
な
い
大
き
さ
、
出
生
力
の
高
さ
、
人
口
圧
力
で
あ
る
。「
ア
ジ
ア
の
問
題
」
と
は
、
ロ
シ
ア
＝
ア
ジ
ア
の
巨
大
な
人
口
圧
力
で
あ
ろ

う
。
い
ま
は
た
ま
た
ま
ヒ
ト
ラ
ー
と
い
う
指
導
者
に
め
ぐ
ま
れ
た
の
で
、
ド
イ
ツ
は
ア
ジ
ア
を
お
し
か
え
す
こ
と
が
で
き
た
が
、
将
来
、
ア
ジ

ア
と
対
決
す
る
と
き
が
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
ま
で
に
、
ア
ジ
ア
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
ド
イ
ツ
が
広
大
な
ロ
シ
ア
を
植
民
地
化
し
、

ゲ
ル
マ
ン
人
を
入
植
さ
せ
て
、
そ
こ
を
ゲ
ル
マ
ン
系
の
子
孫
を
増
や
し
て
い
く
人
種
育
種
場
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
演
説
で
は
ロ
シ
ア
人
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
と
も
に
、「
ア
ジ
ア
人
と
の
混
血
」
と
さ
れ
る
。
ロ
シ
ア
は
ア
ジ
ア
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
生
物

学
的
、
人
種
的
に
と
ら
え
ら
れ
、
ア
ジ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
が
ロ
シ
ア
に
投
影
さ
れ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
の
ア
ジ
ア
化
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ア
ッ
テ
ィ

ラ
や
、
レ
ー
ニ
ン
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
よ
う
な
指
導
者
た
ち
に
は
「
北
方
系
─
ゲ
ル
マ
ン
系
─
ア
ー
リ
ア
系
」
の
血
が
流
れ
て
い
る
こ
と
も
ほ
の

め
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
北
方
系
と
ゲ
ル
マ
ン
系
、
そ
れ
に
ア
ー
リ
ア
系
が
等
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
フ
ン
族
の
ア
ッ
テ
ィ
ラ
に
ゲ
ル

マ
ン
の
血
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
す
こ
し
奇
妙
な
感
じ
が
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
人
兵
士
と
ロ
シ
ア
人
女
性
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ

た
子
ど
も
を
、
ド
イ
ツ
に
つ
れ
帰
り
、
ド
イ
ツ
人
と
し
て
育
て
る
と
い
う
問
題
と
い
い
、
こ
う
し
た
ち
ょ
っ
と
し
た
違
和
感
に
目
を
む
け
る
こ

と
で
、
ナ
チ
ス
の
人
種
論
の
特
徴
が
み
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
場
の
部
下
た
ち
に
も
っ
と
気
を
配
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ヒ
ム
ラ
ー
の
演
説
を
読
ん
で
い
く
と
、
ロ
シ
ア
化
と
い
う

表
現
に
た
ど
り
つ
く
。

　

こ
こ
ロ
シ
ア
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
を
た
い
へ
ん
堕
落
さ
せ
る
」
と
こ
ろ
で
あ
る
。
孤
独
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
そ
し
て
女
性
が
こ
こ
ロ
シ
ア
で

は
、
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
を
飲
み
こ
ん
で
し
ま
う
。「
ロ
シ
ア
化
」
す
る
と
は
、
こ
こ
の
慣
習
に
な
れ
て
し
ま
っ
て
、
日
に
煙
草

を
六
〇
本
も
、
七
〇
本
も
、
八
〇
本
も
吸
い
、
シ
ュ
ナ
プ
ス
［
ア
ル
コ
ー
ル
度
の
高
い
蒸
留
酒
］
を
水
の
よ
う
に
が
ぶ
飲
み
す
る
者
で
、
今
日
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で
は
な
く
て
、
明
日
に
ま
わ
せ
ば
い
い
、
と
い
う
者
で
あ
る
。「
汚
れ
を
気
に
し
な
く
な
り
、
し
だ
い
に
投
げ
や
り
に
な
る
者
で
あ
る
」。
そ
う

し
た
者
は
、「
も
う
ド
イ
ツ
人
で
は
な
い
。
ロ
シ
ア
化
し
て
い
る
の
だ）（（
（

」
と
い
う
。

　

ロ
シ
ア
は
不
潔
で
不
衛
生
、
無
気
力
、
無
規
律
な
世
界
と
さ
れ
、
文
明
か
ら
と
り
の
こ
さ
れ
た
、
後
進
的
で
、
野
蛮
な
人
び
と
の
住
む
と
こ

ろ
と
さ
れ
る
。
文
明
と
野
蛮
、
清
潔
と
不
潔
、
ド
イ
ツ
と
ロ
シ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
が
対
比
さ
れ
、
図
式
化
さ
れ
て
い
る
。
先
に
あ
げ

た
「
清
潔
」
と
い
う
問
題
も
、
ロ
シ
ア
を
ア
ジ
ア
化
す
る
回
路
と
と
ら
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
シ
ア
は
ア
ジ
ア
の
一
部
で
あ
り
、
ア
ジ

ア
の
先
兵
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
を
ひ
き
あ
い
に
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
戦
争
は
、
ア
ジ
ア
に
た
い
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
防
衛
戦
争
と
な
り
、

ド
イ
ツ
は
そ
の
先
頭
に
た
っ
て
戦
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
正
当
化
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
ヒ
ム
ラ
ー
が
あ
れ
ほ
ど
「
清
潔
」
に
こ
だ

わ
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
人
が
清
潔
好
き
で
あ
る
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
清
潔
こ
そ
が
、
ド
イ
ツ
人
兵
士
が
こ
の
戦
争
の
意
義
を
確
認
し
、
正
当

化
す
る
た
め
の
回
路
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ロ
シ
ア
人
を
不
潔
で
野
蛮
で
あ
る
と
す
る
た
め
に
は
、
ド
イ
ツ
人
は
あ
く

ま
で
清
潔
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　

ロ
シ
ア
の
征
服
が
ま
ぢ
か
に
み
え
た
と
き
、
ヒ
ム
ラ
ー
は
戦
争
の
意
味
と
目
的
を
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
再
構
築
し
た
。
そ
の
さ
い
の
構
造
化
の

ひ
と
つ
の
核
と
な
っ
た
の
が
「
ア
ジ
ア
」
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
の
脅
威
へ
の
対
処
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
こ
の
戦
争
に
火
を
つ
け
、
戦
争
の
背
後

で
糸
を
ひ
い
て
い
る
と
さ
れ
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
こ
こ
で
は
ア
ジ
ア
に
そ
の
座
を
ゆ
ず
り
わ
た
し
て
い
る
。

三　
「
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
」
の
建
設

　

ヒ
ム
ラ
ー
が
こ
の
戦
争
の
意
義
と
し
て
あ
げ
る
「
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
」
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。

ヒ
ム
ラ
ー
の
演
説
を
調
べ
て
い
く
と
、
一
九
三
八
年
一
一
月
八
日
の
親
衛
隊
幹
部
を
ま
え
に
し
た
演
説
の
結
び
に
「
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
」
と
い

う
言
葉
が
登
場
す
る
。

　
「
ド
イ
ツ
の
行
く
手
に
あ
る
の
は
、
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
［das großgerm

anische Im
perium

］
か
、
無
か
の
い
ず
れ
で
し
か
な
い
。
わ
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れ
わ
れ
親
衛
隊
が
そ
の
責
務
を
は
た
せ
ば
、
総
統
は
こ
の
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
［das großgerm

anische Im
perium

］、
す
な
わ
ち
大
ゲ
ル

マ
ン
・
ラ
イ
ヒ
［das großgerm

anische Reich

］
を
創
造
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
人
類
と
世
界
が
い
ま
だ
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
も
な
い
よ

う
な
最
大
の
ラ
イ
ヒ
で
あ
る）（（
（

」。

　

演
説
が
お
こ
な
わ
れ
た
一
九
三
八
年
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
併
合
が
あ
り
、
ズ
デ
ー
テ
ン
問
題
を
め
ぐ
っ
て
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
会
談
が
開
か
れ
た

年
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ナ
チ
ス
が
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
体
制
の
枠
組
み
を
越
え
る
こ
と
で
、
戦
争
の
危
機
が
現
実
化
し
た
年
で
あ
る
。
こ
の

オ
ー
ス
ト
リ
ア
併
合
と
チ
ェ
コ
危
機
の
二
回
に
わ
た
り
、
親
衛
隊
の
特
務
部
隊
に
動
員
令
が
だ
さ
れ
た
が
、
こ
の
特
務
部
隊
の
将
兵
に
は
、
二

〇
人
の
外
国
人
が
く
わ
わ
っ
て
い
た
。
ス
イ
ス
人
、
デ
ン
マ
ー
ク
人
、
バ
ル
ト
人
、
ジ
ー
ベ
ン
ビ
ュ
ル
ゲ
ン
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
の
ド
イ
ツ
人

が
そ
れ
で
あ
る）（（
（

。
ま
た
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
八
月
一
七
日
に
こ
の
特
務
部
隊
を
国
防
軍
と
同
格
の
武
装
組
織
（
武
装
親
衛
隊
）
と
す
る
秘
密
指
令
を

だ
し
て
い
る）（（
（

。

　

戦
争
を
強
く
意
識
し
た
ヒ
ム
ラ
ー
の
こ
の
演
説
は
、
興
味
深
い
内
容
を
ふ
く
ん
で
い
る
の
で
、
す
こ
し
長
く
な
る
が
引
用
し
て
お
こ
う
。

　

今
後
一
〇
年
以
内
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
に
例
の
な
い
、
重
大
な
対
立
に
直
面
す
る
こ
と
を
覚
悟
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
た
ん
な
る
国
家
間
の
戦
い
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
国
家
は
敵
方
か
ら
口
実
と
し
て
も
ち
だ
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
の
対
立

は
、
世
界
の
ユ
ダ
ヤ
人
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
、
教
会
勢
力
全
体
に
た
い
す
る
世
界
観
の
戦
い
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た

諸
勢
力
は
、
な
か
で
も
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
否
定
的
な
こ
と
の
大
も
と
で
あ
り
、
推
進
者
で
あ
る
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。
か
れ

ら
は
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
が
絶
滅
さ
れ
る
の
で
な
か
っ
た
ら
、
絶
滅
さ
れ
る
の
は
自
分
た
ち
の
ほ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
覚
悟
し
て
い

る
で
あ
ろ
う
。
簡
単
な
結
論
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
時
間
の
問
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
、
例
を
み
な
い
断
固
た
る
措
置
を
も
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
国
外
に
だ
ん
だ
ん
と
追
い
出
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。［
中
略
］

　

こ
の
戦
い
に
わ
れ
わ
れ
が
敗
北
す
れ
ば
、
ゲ
ル
マ
ン
人
に
は
ひ
と
つ
の
居
留
地
も
残
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
全
員
が
餓
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死
し
、
殺
害
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
第
三
帝
国
の
熱
烈
な
支
持
者
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
全
員
に
ふ
り
か
か
る
こ
と
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
語
を
話
し
、
ド
イ
ツ
人
の
母
親
が
い
る
だ
け
で
十
分
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
考
え
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
世
界
中
か
ら
す
べ
て
の
良
き

血
、
す
べ
て
の
ゲ
ル
マ
ン
の
血
は
、
も
し
そ
れ
が
ド
イ
ツ
の
側
に
な
け
れ
ば
、
い
つ
か
は
わ
れ
わ
れ
の
破
滅
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
る
だ

ろ
う
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
が
、
最
良
の
血
を
も
つ
ゲ
ル
マ
ン
人
を
ひ
と
り
、
ド
イ
ツ
に
つ
れ
て
き
て
、
ド
イ

ツ
人
意
識
を
も
つ
ゲ
ル
マ
ン
人
に
、
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
戦
う
戦
士
に
育
て
あ
げ
れ
ば
、
そ
の
ぶ
ん
だ
け
敵
側
は
有
益
な
人
間
を
ひ
と
り

失
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。
わ
た
し
は
ほ
ん
と
う
に
、
世
界
中
か
ら
ゲ
ル
マ
ン
の
血
を
も
つ
も
の
を
、
呼
び
よ
せ
、
略
奪
し
、
盗
む
つ
も
り

で
い
る
。
そ
れ
が
可
能
な
と
こ
ろ
で
は
。「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
」
連
隊
と
い
う
名
称
も
だ
て
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。「
ド
イ

ツ
」
連
隊
と
「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
」
連
隊
が
あ
る
。
遅
く
と
も
二
年
以
内
に
、
非
ド
イ
ツ
系
ゲ
ル
マ
ン
人
か
ら
な
る
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
連

隊
を
編
成
す
る
の
が
わ
た
し
の
目
標
で
あ
る）（（
（

。

　

ゲ
ル
マ
ン
と
い
う
言
葉
は
、
ま
ず
ナ
チ
ス
の
い
う
ド
イ
ツ
や
、
ド
イ
ツ
的
な
る
も
の
か
ら
、
ユ
ダ
ヤ
人
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
を
切
り
離
し
、

敵
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
た
め
の
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
戦
争
の
危
機
が
、
あ
ら
た
め
て
ユ
ダ
ヤ
人
や
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
、
マ
ル

ク
ス
主
義
者
、
キ
リ
ス
ト
教
会
な
ど
国
内
に
い
る
「
敵
」
に
目
を
む
け
さ
せ
た
が
、
こ
う
し
た
敵
は
ド
イ
ツ
と
い
う
枠
を
こ
え
た
「
国
際
的
」

な
勢
力
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
国
際
的
と
い
う
言
葉
が
、
ゲ
ル
マ
ン
と
い
う
言
葉
の
も
つ
も
う
ひ
と
つ
の
意
味
を
ひ
き
よ
せ
て
く
る
。

ゲ
ル
マ
ン
は
「
血
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
ゲ
ル
マ
ン
人
と
な
り
、
ド
イ
ツ
と
い
う
枠
を
こ
え
る
力
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　

一
九
三
八
年
一
一
月
八
日
の
演
説
は
、
戦
争
の
危
機
が
も
た
ら
し
た
状
況
を
ヒ
ム
ラ
ー
は
「
ゲ
ル
マ
ン
」
と
い
う
言
葉
で
再
構
築
し
よ
う
と

し
た
も
の
と
、
ま
ず
は
と
ら
え
て
お
く
。

　

こ
こ
で
、
ヒ
ム
ラ
ー
の
演
説
に
で
て
く
る
キ
ー
ワ
ー
ド
を
ま
と
め
て
表
に
し
て
お
こ
う）（（
（

。
表
１
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
つ
ぎ
に
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「
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
は
、
一
九
四
〇

年
九
月
七
日
の
演
説
で
あ
る
。

　

こ
の
演
説
は
、
メ
ッ
ツ
の
日
（
総
統
連
隊
旗
授
与
式
）
に
、「
ア
ー

ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
親
衛
連
隊
」
の
将
校
団
を
前
に
お
こ
な
わ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
武
装
親
衛
隊
の
活
動
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
ヒ

ム
ラ
ー
は
、
親
衛
隊
の
社
会
基
盤
を
整
備
す
る
に
は
、
資
金
が
必
要

で
、
そ
の
資
金
は
「
人
間
の
屑
、
囚
人
、
常
習
犯
罪
者
を
積
極
的
な

労
働
に
つ
か
せ
て
、
そ
こ
か
ら
稼
ぎ
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）（（
（

」

と
述
べ
、
こ
う
つ
づ
け
る
。

　

そ
う
し
て
い
っ
さ
い
の
私
情
を
排
し
て
稼
い
だ
資
金
を
、
住

宅
、
土
地
と
耕
地
、
入
植
地
に
投
じ
る
の
で
あ
る
。
わ
が
部
下

や
士
官
た
ち
が
生
活
し
、
大
人
数
の
家
族
が
住
む
家
を
も
て
る

よ
う
に
な
り
、
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
を
も
て
る
よ
う
に
す
る
た

め
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
生
死
を
と
も
に
す
る
こ
の
ド
イ
ツ
に

お
け
る
、
こ
の
指
導
的
な
良
き
血
統
が
増
加
し
な
い
よ
う
な
こ

と
が
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
世
界
を
支
配
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
い
ま
成
立
途
上
に
あ
る
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
も
、
維
持
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
諸
君
に
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
る

表１　ヒムラーの演説に登場するキーワードの回数
演説日 ユダヤ人 アジア 大ドイツ国 ゲルマン帝国 大ゲルマン帝国
1938 年 11 月 8 日 7 0 1 1 3
1940 年 2 月 29 日 26 1 1 1 0
1940 年 9 月 7 日 0 0 0 0 1
1942 年 6 月 9 日 2 2 0 4 ＋１（Imperium） 0
1942 年 9 月 16 日 3 7 0 1 2
1943 年 1 月 30 日 1 0 0 1 0
1943 年 10 月 4 日 18 5 1 5 ＋１（Weltreich） 1
1943 年 10 月 6 日 23 2 3 4 ＋１（Weltreich） 0
1944 年 7 月 26 日 3 4 2 3 2
1944 年 8 月 3 日 1 0 2 1 0

出典　註の 33 を参照
凡例
①「大ドイツ国」には、Großdeutschland, das großdeutsche Reich の二つを含む。
② 「ゲルマン帝国」には、ein germanisches Reich のほかに、 das germanische Weltreich, 

das germanisches Imperium という表現も含めた。。
③ 「大ゲルマン帝国」には、das großgermanische Reich のほかに、一九四三年一〇月四

日の演説に登場する die großgermanische Gemeischaft も含めた。
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と
思
う
。
わ
た
し
は
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
を
維
持
で
き
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
前
提
を
つ
く
り
だ
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
も
し
、
息
子
の
数
が
あ
ま
り
に
す
く
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
臆
病
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
一
家
に
四
人
の
男
の
子
が
い

れ
ば
、
戦
争
に
打
っ
て
で
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
人
が
死
ん
で
も
、
二
人
の
息
子
が
家
名
を
つ
ぐ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る）（（
（

。

　
「
い
ま
成
立
途
上
に
あ
る
」
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
九
四
〇
年
九
月
は
、
ド
イ
ツ
が
オ
ラ

ン
ダ
や
デ
ン
マ
ー
ク
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
ゲ
ル
マ
ン
系
の
諸
国
を
占
領
し
、
フ
ラ
ン
ス
も
降
伏
さ
せ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
新
体
制
に

つ
い
て
の
構
想
が
必
要
と
な
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
か
ら
約
一
年
後
の
一
九
四
三
年
一
〇
月
四
日
、
親
衛
隊
幹
部
を
前
に
し
た
ポ
ー
ゼ
ン
で
の
演
説
は
、
三
時
間
一
〇
分

に
も
お
よ
ぶ
長
大
な
も
の
で
あ
る）（（
（

。
そ
こ
で
は
戦
争
の
推
移
が
節
目
ご
と
に
反
省
を
こ
め
て
総
括
さ
れ
、
敵
国
の
情
勢
分
析
か
ら
、
親
衛
隊
に

よ
る
ム
ソ
リ
ー
ニ
の
救
出
、
国
内
情
勢
、
親
衛
隊
の
人
事
異
動
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
疎
開
ま
で
広
範
な
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
総
括
的
な
演

説
の
な
か
で
、
ヒ
ム
ラ
ー
が
こ
の
戦
争
の
意
味
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
に
ゲ
ル
マ
ン
世
界
帝
国
と
い
う
言
葉
が
登
場

す
る
。
ヒ
ム
ラ
ー
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
が
多
大
の
出
血
を
し
い
ら
れ
な
が
ら
、
七
年
戦
争
を
戦
い
ぬ
き
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

か
ら
奪
っ
た
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
の
領
有
を
各
国
に
認
め
さ
せ
た
と
い
う
故
事
を
ひ
き
あ
い
に
だ
し
て
、
こ
う
語
る
。

　
「
こ
の
戦
争
は
、
東
方
へ
の
道
を
開
き
、
ド
イ
ツ
が
世
界
帝
国
で
あ
り
、
ゲ
ル
マ
ン
世
界
帝
国
の
建
設
を
認
め
さ
せ
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
が
こ
の
戦
争
の
意
味
な
の
で
あ
る）（（
（

」
と
。

こ
こ
で
は
「
東
方
を
つ
つ
み
こ
ん
で
」
で
は
な
く
、「
東
方
へ
の
道
を
開
き
」
と
一
歩
後
退
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
ヒ
ム
ラ
ー
は
自
分
の

関
心
領
域
と
し
て
、「
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
バ
ル
カ
ン
、
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
リ
ト
ア
ニ
ア）（（
（

」
の
名
前
を
あ
げ
て
い
る
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

や
ク
リ
ミ
ア
の
名
前
が
消
え
て
い
る
。
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
の
収
縮
ぶ
り
は
、
大
ゲ
ル
マ
ン
と
い
う
言
葉
に
も
み
て
と
れ
る
。
こ
の
用
語
は
こ
の
演

説
で
も
、
ゲ
ル
マ
ン
義
勇
軍
団
に
参
加
し
た
「
大
ゲ
ル
マ
ン
共
同
体
」
の
古
参
闘
士
と
い
う
表
現
に
あ
る
よ
う
に
、
武
装
親
衛
隊
と
の
関
連
で
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登
場
し
て
い
る
が
、「
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン
ド
ル
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
」
と
い
っ
た
北
欧
と
北
西
欧
諸
国
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

国
防
軍
と
競
合
す
る
武
装
親
衛
隊
は
、
隊
員
の
徴
募
を
ド
イ
ツ
兵
役
義
務
者
の
二
％
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
ド
イ
ツ
以
外
の
ゲ
ル
マ

ン
血
統
を
求
め
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
事
情
が
、
武
装
親
衛
隊
と
大
ゲ
ル
マ
ン
と
い
う
言
葉
の
結
び
つ
き
の
背
景
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
「
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
」
が
武
装
親
衛
隊
で
は
な
く
、
戦
争
の
意
義
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
あ
の
一
九
四
二
年
九
月
一
六
日
の
ヘ
ー
ゲ

ヴ
ァ
ル
ト
演
説
の
独
自
性
が
あ
ら
た
め
て
き
わ
だ
っ
て
く
る
。

　

表
１
に
よ
れ
ば
、「
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
九
四
四
年
七
月
二
六
日
の
演
説
に
も
登
場
す
る
。
こ
の
演
説
は
、
ユ
ダ
ヤ
人

よ
り
も
ア
ジ
ア
へ
の
言
及
が
多
く
、
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
が
複
数
回
登
場
す
る
点
で
、
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
に
よ
く
似
た
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て

い
る
。
ち
が
う
の
は
、「
大
ド
イ
ツ
国
」
と
い
う
言
葉
が
、
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
で
は
ゼ
ロ
な
の
に
、
こ
の
演
説
で
は
二
回
登
場
し
て
い
る

点
で
あ
る
。

　

こ
の
一
九
四
四
年
七
月
二
六
日
の
演
説
は
、
あ
の
七
月
二
〇
日
の
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
未
遂
事
件
を
う
け
た
も
の
で
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
命
令
で
新
設

さ
れ
た
武
装
親
衛
隊
第
一
五
師
団
、
擲
弾
兵
師
団
の
将
校
団
を
前
に
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ヒ
ム
ラ
ー
は
、
状
況
は
厳
し
い
と
述
べ
、
こ

う
つ
づ
け
る
。

　

諸
君
は
か
な
ら
ず
や
状
況
の
厳
し
さ
を
知
る
と
き
が
く
る
だ
ろ
う
。
諸
君
が
も
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
う
と
き
が
く
る
だ

ろ
う
。
そ
う
い
う
と
き
に
は
、
ち
ょ
っ
と
未
来
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
こ
と
も
い
い
だ
ろ
う
。
わ
れ
ら
が
勝
利
し
て
か
ら
二
〇
年
た
っ
た

と
き
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
ま
え
。
わ
れ
わ
れ
が
勝
利
す
る
こ
と
は
、
わ
た
し
が
い
ま
こ
こ
に
諸
君
の
目
の
前
に
立
っ
て
い
る
こ
と
と
お

な
じ
よ
う
に
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
戦
争
の
意
義
は
な
ん
だ
っ
た
の
か
考
え
て
み
た
ま
え
。
戦
後
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
想
像
し
て
み
た
ま
え）（（
（

。
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ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
を
お
も
わ
せ
る
語
り
口
で
あ
る
。
内
外
の
情
勢
が
逼
迫
し
、
敗
戦
が
不
可
避
と
な
っ
た
こ
の
段
階
で
、
ヒ
ム
ラ
ー
は

こ
の
戦
争
の
意
義
と
し
て
四
点
を
あ
げ
て
い
る
。

（
１
）
全
世
界
に
た
い
し
て
大
ド
イ
ツ
国
の
存
在
を
歴
史
的
に
承
認
さ
せ
る
こ
と
。

（
２
）
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
の
は
じ
ま
り
と
建
設
。
デ
ン
マ
ー
ク
人
、
フ
ラ
マ
ン
人
、
オ
ラ
ン
ダ
人
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
人
な
ど
、
ゲ
ル
マ
ン
の
血
を

ひ
く
三
〇
〇
〇
万
の
人
び
と
を
ひ
き
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
族
の
基
盤
を
拡
げ
る
こ
と
。

（
３
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
支
配
と
秩
序
維
持
。
つ
ぎ
の
戦
争
で
は
、
国
境
か
ら
二
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
と
こ
ろ
に
防
空
監
視

所
を
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
４
）
一
九
三
九
年
当
時
の
民
族
の
国
境
を
、
す
く
な
く
と
も
五
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
東
に
拡
大
し
た
こ
と
。
そ
の
地
に
は
ド
イ
ツ
人
や
ゲ
ル

マ
ン
人
が
入
植
し
て
、
ゲ
ル
マ
ン
人
の
育
種
場
と
な
る）（（
（

。

　

一
九
四
二
年
九
月
の
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
に
は
な
か
っ
た
「
大
ド
イ
ツ
国
」
と
い
う
言
葉
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
合
邦
し
ズ
デ
ー
テ
ン
ラ

ン
ト
を
併
合
し
た
大
ド
イ
ツ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
世
界
強
国
と
し
て
世
界
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
が
、
戦
争
の
意
味
の
筆
頭
に
掲
げ
ら
れ
て

い
る
。「
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
」
の
建
設
は
二
番
目
に
後
退
し
て
い
る
。
戦
局
が
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
不
利
に
な
っ
た
段
階
で
、
前
面
に
で
て
き
た

の
が
、
す
く
な
く
と
も
世
界
強
国
と
し
て
の
ド
イ
ツ
の
地
位
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
印
象
を
う
け
る
。

こ
の
一
九
四
四
年
の
演
説
に
く
ら
べ
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
で
か
か
げ
ら
れ
た
「
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
」
は
、
北
欧
諸
国
の
併
合
と
い
う

よ
り
は
、「
東
方
を
つ
つ
み
こ
ん
で
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
ソ
連
占
領
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。

巨
大
な
領
土
に
み
あ
う
ド
イ
ツ
人
が
い
な
い
、
と
い
う
状
況
を
克
服
す
る
た
め
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
か
ら
約
三
カ
月
後
、
ヒ
ム
ラ
ー
に
提
出
さ
れ
た
「
入
植
基
本
計
画
」（
表
２
参
照
）
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
に
併
合
さ

れ
た
部
分
を
除
く
旧
ポ
ー
ラ
ン
ド
だ
け
で
、
入
植
目
標
を
達
成
す
る
に
は
八
八
九
万
九
六
〇
〇
人
も
不
足
し
て
お
り
、
バ
ル
ト
地
方
で
は
三
一
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一
万
一
七
〇
〇
人
も
不
足
し
て
い
る
こ
と
が
、
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
統
計
に
は
、
ヒ
ム

ラ
ー
が
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
で
発
表
し
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
入
植
は
ま
だ
含
ま
れ
て
い
な

い
。
ま
た
ク
リ
ミ
ア
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
、
ド
イ
ツ
が
東
西
で
予
定
し
て
い
る

入
植
地
に
は
、
一
五
五
二
万
九
五
〇
〇
人
と
い
う
巨
大
な
数
の
ド
イ
ツ
人
が
不
足
す
る
こ
と

に
な
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
東
方
生
存
圏
要
求
は
、
ド
イ
ツ
の
過
剰
人
口
を
論
拠
に
し
て
い
た

が
、
戦
争
を
つ
う
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
の
過
少
人
口
で
あ
り
、
入
植
者
不

足
で
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア
の
脅
威
に
対
抗
し
、
ド
イ
ツ
が
世
界
帝
国
に
な
る
に
は
、
な
に
よ
り

も
人
口
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
舞
台
に
選
ば
れ
た
の

が
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
を
含
む
「
東
方
」
な
の
で
あ
る
。

　

ヒ
ム
ラ
ー
の
視
線
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
浮
上
し
た
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
の
意
義
は
、

戦
争
の
意
味
の
再
構
築
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ヒ
ム
ラ
ー
は
節
目
、
節
目
で
、
戦
争
の
意
味

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
た
な
状
況
に
応
じ
て
親
衛
隊
の
任
務
と
課
題
を

再
定
義
す
る
試
み
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ヒ
ム
ラ
ー
は
案
外
、
柔
軟
な
構
築
主
義
者
で

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。　

表２　1942 年 12 月　入植基本計画による目標人口と不足数　（単位＝人）

目標人口 ドイツ人人口（現状） ドイツ化可能人口 不足数
民族空間 12915300 4848100 4549000 3518200
東方入植空間 10234000 451400 883000 8899600
バルト空間 5225000 2300 2111000 3111700
合計 28374300 5301800 7543000 15529500

出 典　Madajczyk, Czeslaw (Hg.), Vom Generalplan Ost zum Generalsiedlungsplan, 
München, New Providence, London, Paris: K.G.Sauer, 1994, Nr.71, S.238　表Ⅱから作成。
凡例
① 民族空間（Volksraum）：ルクセンブルク、エルザス・ロートリンゲン、オーバークラ

イン、ウンターシュタイアーマルク、ベーメン・メーレン、西ポーランド
②東方入植空間（Ostsiedlungsraum）：ウッチ、ビャウィストク、総督府
③バルト空間（Baltischer Raum）：エストニア、ラトヴィア、リトアニア
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第
二
章　

ナ
チ
ズ
ム
と
東
方　

一　

東
方
と
い
う
舞
台

　

ヒ
ム
ラ
ー
の
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
の
背
景
に
つ
い
て
調
べ
て
い
く
な
か
で
、
興
味
深
い
記
述
に
で
あ
っ
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
側
近
で
、
建
築

家
で
、
軍
需
大
臣
と
な
っ
た
シ
ュ
ペ
ー
ア
が
、
戦
後
ナ
チ
戦
犯
と
し
て
シ
ュ
パ
ン
ダ
ウ
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
と
き
に
つ
け
て
い
た
日
記

が
あ
る
。
そ
の
一
九
四
七
年
三
月
二
六
日
の
日
記
に
は
、
一
九
四
二
年
八
月
中
旬
に
、
シ
ュ
ペ
ー
ア
が
数
人
の
工
業
家
を
と
も
な
っ
て
ヴ
ィ
ニ

ツ
ァ
に
あ
る
ヒ
ト
ラ
ー
の
本
営
を
訪
問
し
た
と
き
の
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

ち
ょ
う
ど
ド
イ
ツ
軍
が
バ
ク
ー
と
ア
ス
ト
ラ
ハ
ン
に
怒
濤
の
進
撃
を
し
て
い
る
こ
ろ
だ
っ
た
。
本
営
全
体
が
、
輝
く
ば
か
り
の
気
分
で

あ
っ
た
。
会
談
の
あ
と
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
木
造
兵
舎
を
と
り
ま
く
木
陰
で
、
飾
り
気
の
な
い
木
製
の
ベ
ン
チ
に
腰
を
お
ろ
し
た
。
わ
れ
わ
れ

二
人
だ
け
で
、
平
和
な
夕
べ
で
あ
っ
た）（（
（

。［
中
略
］

　

ヒ
ト
ラ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
権
力
と
強
大
さ
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
、
自
ら
の
世
界
帝
国
計
画
を
つ
く
り
あ
げ
た
。
彼
は
世
界
中

の
ゲ
ル
マ
ン
民
族
を
自
分
の
帝
国
に
編
入
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
人
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
、
デ
ン
マ
ー
ク

人
、
フ
ラ
ン
マ
ン
人
。
し
か
し
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
ヒ
ム
ラ
ー
と
は
ち
が
っ
て
、
か
れ
ら
を
ド
イ
ツ
化
す
る
の
で
は
な
く
、
独
立
性
に
は
手
を

つ
け
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
そ
う
す
れ
ば
ゲ
ル
マ
ン
諸
民
族
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
創
設
し
た
世
界
帝
国
の
多
様
性
と
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
寄

与
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
ド
イ
ツ
語
が
、
英
連
邦
に
お
け
る
英
語
の
よ
う
に
、
共
通
語
と
し
て
の
役
割
を
は
た
す
こ
と
に
な

る
）
（（
（

。［
中
略
］

　

そ
れ
か
ら
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
ど
の
家
庭
で
も
子
ど
も
が
一
種
の
追
加
的
な
収
入
源
と
な
る
よ
う
な
プ
レ
ミ
ア
制
度
に
つ
い
て
語
っ
た
。
一

九
三
二
年
に
は
ド
イ
ツ
の
出
産
数
の
増
加
は
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
に
な
っ
た
。
最
近
ヒ
ト
ラ
ー
が
計
算
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
は
、
ナ
チ
ス
の
人
口
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政
策
は
、
一
九
三
二
年
の
増
加
数
に
く
ら
べ
て
ほ
ぼ
三
〇
〇
万
人
も
の
人
口
増
を
も
た
ら
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る）（（
（

。
こ
の
戦
争
で
数
百
万

人
が
倒
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
数
は
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
。
平
和
な
年
が
二
、
三
年
も
つ
づ
け
ば
ふ
た
た
び
取
り
も
ど
す
こ
と
が
で
き

る
。
あ
ら
た
な
東
方
は
、
数
千
万
人
の
ド
イ
ツ
人
を
う
け
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
東
方
は
そ
れ
を
待
ち
望
ん
で
い
る
の

だ
。［
中
略
］

　
「
い
い
か
い
シ
ュ
ペ
ー
ア
、
い
ち
ど
全
部
数
え
上
げ
て
み
よ
う
。
ド
イ
ツ
の
人
口
は
八
〇
〇
〇
万
だ
。
こ
れ
に
い
ま
や
一
〇
〇
〇
万
人

の
オ
ラ
ン
ダ
人
が
つ
け
く
わ
わ
っ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
本
来
、
ド
イ
ツ
人
だ
。
そ
れ
に
、
あ
あ
ち
ょ
っ
と
書
き
取
っ
て
お
い
た
ほ
う
が
い

い
だ
ろ
う
、
そ
れ
に
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
住
民
三
〇
万
人
、
四
〇
〇
万
人
の
ス
イ
ス
人
が
く
わ
わ
る
。
そ
れ
か
ら
デ
ン
マ
ー
ク
人
が
い

る
。
さ
ら
に
四
〇
〇
万
人
だ
。
フ
ラ
マ
ン
人
が
五
〇
〇
万
人
。
さ
ら
に
二
〇
〇
万
人
の
エ
ル
ザ
ス
・
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
人
、
彼
ら
に
つ
い

て
は
、
な
ん
と
も
思
わ
な
い
よ
。」

　

こ
こ
で
ヒ
ト
ラ
ー
は
声
を
一
段
と
上
げ
て
、
せ
わ
し
な
く
わ
た
し
が
ち
ゃ
ん
と
書
き
取
り
、
数
え
、
合
計
し
て
い
る
か
、
い
ち
い
ち
念

を
お
す
よ
う
に
な
る
。
合
計
が
ま
だ
ヒ
ト
ラ
ー
の
意
に
そ
わ
な
い
と
、
ジ
ー
ベ
ン
ビ
ュ
ル
ゲ
ン
、
あ
る
い
は
メ
ー
レ
ン
の
ド
イ
ツ
人
を
つ

れ
て
き
て
、
こ
れ
に
く
わ
え
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
、
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
に
住
む
ド
イ
ツ
人
も
く
わ
え
た
。「
み
ん
な
と

り
も
ど
す
の
だ
。
す
で
に
バ
ル
ト
・
ド
イ
ツ
人
と
、
三
〇
万
人
の
南
テ
ィ
ロ
ー
ル
人
が
い
る
。」
ヒ
ト
ラ
ー
は
さ
ら
に
加
算
し
た
。
そ
れ

か
ら
ノ
ル
ウ
ェ
ー
人
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
が
あ
わ
せ
て
一
一
〇
〇
万
人
い
る
と
。
そ
の
ほ
か
に
ヒ
ト
ラ
ー
は
さ
ら
に
、
こ
こ
ら
あ
た
り
は

ど
こ
で
も
金
髪
で
青
い
目
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
の
子
ど
も
を
み
か
け
る
が
、
ヒ
ム
ラ
ー
は
彼
ら
が
ゴ
ー
ト
人
の
子
孫
だ
と
う
け
あ
っ
て
く
れ

た
）
（（
（

。
大
管
区
指
導
者
の
フ
ォ
ル
ス
タ
ー
と
グ
ラ
イ
ザ
ー
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
住
民
の
一
〇
％
強
が
本
来
ド
イ
ツ
人
の
血
を
ひ
い
て
い
る
と
ヒ

ト
ラ
ー
に
語
っ
た
と
い
う
。
お
な
じ
よ
う
な
こ
と
を
、
ロ
シ
ア
南
部
と
中
部
担
当
の
ラ
イ
ヒ
ス
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
も
く
り
か
え
し
聞
い

て
い
る
と
い
う
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
東
方
住
民
の
う
ち
ど
の
く
ら
い
の
人
数
が
最
終
的
に
ド
イ
ツ
化
で
き
る
か
は
、
ま
だ
わ
か
ら
な
い
と
の

こ
と
だ
が
、「
と
り
あ
え
ず
一
〇
〇
〇
万
人
と
書
い
て
お
い
て
く
れ
た
ま
え
。
こ
れ
で
全
部
で
何
人
に
な
っ
た
か
ね
。」
こ
こ
ま
で
で
ほ
ぼ
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一
億
二
七
〇
〇
万
人
に
達
し
て
い
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
ま
だ
不
満
足
だ
っ
た
が
、
将
来
の
出
産
数
の
増
加
を
指
摘
す
る
こ
と
で
よ
し
と
し

た
）
（（
（

。

　

シ
ュ
ペ
ー
ア
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
ヒ
ム
ラ
ー
の
ち
が
い
を
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
あ
ま
り
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
と
い

う
言
葉
を
使
用
し
て
い
な
い
。
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
二
四
年
ま
で
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
全
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
は
、「
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
」
と
い
う

言
葉
は
二
回
し
か
登
場
し
な
い
。
そ
れ
も
「
ド
イ
ツ
国
民
の
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
」
と
い
う
い
い
か
た
で
、
ド
イ
ツ
国
民
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
な

ぞ
ら
え
た
も
の
で
、
ド
イ
ツ
国
民
と
い
う
枠
を
は
め
て
い
る）（（
（

。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
ゲ
ル
マ
ン
と
い
う
言
葉
を
、
ほ
ぼ

一
九
四
〇
年
に
い
た
る
ま
で
反
ユ
ダ
ヤ
、
反
キ
リ
ス
ト
と
い
う
意
味
を
こ
め
て
使
用
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
一
九
四
〇
年
四
月

九
日
の
デ
ン
マ
ー
ク
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
占
領
作
戦
の
発
動
の
さ
い
に
、「
今
日
こ
の
日
か
ら
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
北
欧
諸
国
の
占
領
と
い
う
具
体
的
状
況
か
ら
の
連
想
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
意
味
は
な
い
と
さ
れ
る）（（
（

。

　

ま
た
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
大
英
帝
国
を
モ
デ
ル
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
ご
く
内
輪
の
発
言
を
記
録
し
た
『
食
卓
談
話
』
で
も
確
認

で
き
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
基
盤
と
す
る
ナ
チ
ズ
ム
は
、
世
界
帝
国
で
あ
っ
た
大
英
帝
国
を
身
近
な
モ
デ
ル
と
す
る
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
一
国

の
枠
を
こ
え
る
発
想
が
可
能
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ナ
チ
ズ
ム
が
一
国
の
枠
を
こ
え
る
方
向
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、「
こ

こ
ら
あ
た
り
は
ど
こ
で
も
金
髪
で
青
い
目
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
の
子
ど
も
を
み
か
け
る
が
…
…
」
と
い
う
部
分
と
も
関
係
し
て
い
る
。

　

ヒ
ト
ラ
ー
の
側
近
で
ナ
チ
党
官
房
長
官
ボ
ル
マ
ン
も
、
お
な
じ
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。
ボ
ル
マ
ン
は
、
一
九
四
二
年
七
月
二
二
日
、
総

統
本
営
の
周
辺
に
あ
る
コ
ル
ホ
ー
ズ
を
視
察
し
た
と
き
の
印
象
を
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
こ
う
語
っ
て
い
る
。

　
「
こ
こ
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
子
ど
も
た
ち
を
み
る
と
、
と
て
も
そ
の
後
、
偏
平
な
ス
ラ
ヴ
的
な
顔
つ
き
に
な
っ
て
い
く
と
は
思
え
な
い
。
子
ど
も

た
ち
は
、
た
い
て
い
の
東
バ
ル
ト
・
タ
イ
プ
の
人
間
と
お
な
じ
よ
う
に
、
金
髪
で
青
い
目
を
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
ふ
っ
く
ら
と
し
た
赤
い

ほ
お
を
し
、
ぽ
っ
ち
ゃ
り
し
て
い
て
、
と
て
も
か
わ
い
ら
し
く
み
え
る
。
こ
れ
と
く
ら
べ
れ
ば
、
北
方
系
が
圧
倒
的
な
わ
が
子
ど
も
た
ち
は
、
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子
ど
も
時
代
に
は
、
ま
る
で
小
馬
の
よ
う
に
ぎ
こ
ち
な
く
み
え
る）（（
（

」
と
。

　

さ
ら
に
ボ
ル
マ
ン
は
、
こ
の
あ
た
り
を
車
で
回
っ
て
み
る
と
、
成
人
男
性
は
少
な
い
が
、
子
ど
も
の
多
さ
に
は
び
っ
く
り
す
る
と
述
べ
て
い

る
。

　

お
な
じ
よ
う
な
表
現
は
、
ヒ
ム
ラ
ー
の
一
九
四
〇
年
二
月
二
九
日
の
演
説
の
な
か
に
も
あ
っ
た
。

　

わ
れ
わ
れ
が
車
で
東
方
の
村
や
町
を
通
り
す
ぎ
る
と
、
と
て
も
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
こ
と
に
出
会
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
す
く
な
く

と
も
わ
た
し
に
は
驚
く
べ
き
こ
と
な
の
だ
が
。［
中
略
］　

諸
君
は
、
金
髪
で
、
青
い
目
を
し
た
人
に
出
会
う
だ
ろ
う
。
細
長
い
顔
つ
き
を

し
た
、
金
髪
で
、
背
が
高
い
人
間
が
、
わ
れ
わ
れ
を
憎
悪
に
み
ち
た
目
で
見
つ
め
て
い
る
の
に
。
か
れ
ら
は
狂
信
的
な
ポ
ー
ラ
ン
ド
人

だ
。
君
は
、
民
族
ド
イ
ツ
人
か
と
聞
く
と
、
い
や
ち
が
う
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
だ
と
答
え
る
。
敵
に
屈
し
な
い
か
れ
ら
こ
そ
、
わ
れ
ら
が
血

統
、
わ
れ
ら
が
最
良
の
血
を
引
く
も
の
で
あ
る
と
結
論
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
［
中
略
］
そ
れ
か
ら
、
じ
つ
に
た
く
さ
ん
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
だ
ろ
う
。
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
そ
の
も
の
の
顔

つ
き
を
し
た
人
び
と
の
な
か
に
、
数
人
の
青
い
目
が
光
る
の
を
み
た
り
、
わ
れ
わ
れ
と
お
な
じ
タ
イ
プ
の
人
間
で
、
ほ
か
は
良
好
に
み
え

る
人
た
ち
の
な
か
に
、
突
然
、
つ
り
上
が
っ
た
目
を
し
た
も
の
や
、
頬
骨
が
と
び
で
た
者
が
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

な
る
ほ
ど
こ
こ
は
、
異
民
族
の
血
が
混
じ
り
あ
っ
た
土
地
で
あ
る
こ
と
が
納
得
さ
れ
る
の
だ）（（
（

。　

　

ヒ
ム
ラ
ー
は
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
で
も
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
「
わ
れ
わ
れ
が
開
戦
に
さ
い
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
民
族
か
ら
し
だ
い
に
除
去
し
た
こ
う
し
た
指
導
者
層
が
、
モ
ン
ゴ
ル
系
の
下
層
民
を
支
配

し
、
し
だ
い
に
ド
イ
ツ
・
ゲ
ル
マ
ン
系
の
指
導
者
層
が
下
層
民
と
混
血
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
青
い
目
の
、
多
産
な
腰
つ
き
を
し

て
い
る
が
、
金
髪
の
女
性
や
、
体
つ
き
は
モ
ン
ゴ
ル
系
で
あ
る
が
、
顔
は
細
長
か
っ
た
り
、
北
方
系
の
体
つ
き
だ
が
目
が
細
か
っ
た
り
、
あ
る
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い
は
有
色
だ
っ
た
り
、
頬
骨
が
出
て
い
る
男
女
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
典
型
的
な
ス
ラ
ヴ
人
な
の
だ）（（
（

」
と
。

　

東
方
は
多
民
族
の
血
が
混
じ
り
あ
っ
た
土
地
な
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ズ
ム
が
一
国
で
完
結
し
な
い
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
規
模
で
の
膨
張
を
め
ざ

し
た
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
こ
の
多
民
族
地
帯
で
、
山
や
海
で
さ
え
ぎ
ら
れ
な
い
ひ
と
つ
づ
き
の
東
方
と
い
う
舞
台
も
無
視
で
き
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
の
背
景
に
あ
り
、
ま
た
演
説
で
ヒ
ム
ラ
ー
が
注
視
す
る
の
が
、
こ
の
東
方
で
あ
る
。

　

で
は
、
東
方
と
は
ど
こ
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
中
世
で
は
、「
オ
ス
ト
マ
ル
ク
」
と
い
う
言
葉
は
ザ
ク
セ
ン
や
バ
イ
エ
ル
ン
の
東
方
辺
境
地

域
を
指
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
帝
国
が
建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
も
っ
と
北
の
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
ロ
シ
ア
と
接
す
る
ド
イ

ツ
の
東
部
国
境
地
方
で
、
一
部
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
が
居
住
す
る
」
地
域
を
指
す
よ
う
に
な
る
）
（（
（

。
東
方
と
は
、
ド
イ
ツ
の
東
を
指
す
よ
う
に
聞
こ
え

る
が
、「
オ
ス
ト
マ
ル
ク
」
と
い
う
言
葉
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
一
部
も
東
方
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
と

東
方
と
は
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヒ
ム
ラ
ー
の
演
説
で
は
、
東
方
は
ド
イ
ツ
の
対
極
を
な
す
ア
ジ
ア
と
重
ね
ら
れ
る
一
方
で
、
他
方
で

は
ド
イ
ツ
系
の
子
孫
が
住
む
と
こ
ろ
と
し
て
ド
イ
ツ
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
東
方
は
、
ア
ジ
ア
化
と
ゲ
ル
マ
ン
化
と
ふ
た
つ
の
視
線
が
か

さ
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
東
方
は
二
重
の
意
味
を
も
た
さ
れ
て
い
る
。

　

東
方
と
は
漠
然
と
し
た
無
限
定
な
言
葉
で
、
時
代
に
よ
っ
て
示
す
範
囲
も
、
意
味
づ
け
も
こ
と
な
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
確
か
な
の
は
、
こ
の

地
が
中
世
以
来
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
、
ロ
シ
ア
人
、
ド
イ
ツ
人
、
チ
ェ
コ
人
、
マ
ジ
ャ
ー
ル
人
、
バ
ル
ト
系
諸
民

族
を
は
じ
め
と
す
る
複
数
の
民
族
が
、
複
雑
な
支
配
＝
被
支
配
関
係
を
重
層
化
さ
せ
て
き
た
地
域
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
地
域
で
、

ド
イ
ツ
人
の
国
民
国
家
を
形
成
す
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
な
こ
と
で
、
大
き
な
矛
盾
を
か
か
え
こ
む
こ
と
に
な
る
か
。
そ
れ
を
示
し
て
い
る
の

が
、
ビ
ス
マ
ル
ク
が
作
っ
た
ド
イ
ツ
第
二
帝
制
で
あ
っ
た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
ド
イ
ツ
を
東
方
か
ら
切
り
離
す
た
め
に
、
多
民
族
国
家
オ
ー
ス

ト
リ
ア
を
帝
国
か
ら
除
外
し
、
さ
ら
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
な
ど
少
数
民
族
を
「
帝
国
の
敵
」
と
し
、
差
別
す
る
こ
と
で
、
残
り
の
多
数
派
を
ド
イ

ツ
国
民
に
つ
く
り
あ
げ
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
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第
一
世
界
大
戦
で
は
、
ド
イ
ツ
は
東
西
の
二
つ
の
戦
線
で
戦
う
こ
と
に
な
っ
た
。
西
部
戦
線
は
膠
着
し
、
塹
壕
戦
と
な
っ
た
が
、
東
部
戦
線

で
は
ロ
シ
ア
か
ら
広
大
な
地
域
を
占
領
し
、
ブ
レ
ス
ト
＝
リ
ト
フ
ス
ク
条
約
で
「
ド
イ
ツ
東
方
帝
国
」
の
夢
が
実
現
す
る
か
に
み
え
る
と
こ
ろ

ま
で
い
っ
た
。
東
方
で
は
勝
利
し
て
い
た
も
の
の
、
ド
イ
ツ
は
敗
戦
で
す
べ
て
を
失
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
あ
ら
た
に
独
立
し
た

ポ
ー
ラ
ン
ド
や
チ
ェ
コ
・
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
な
ど
に
と
り
の
こ
さ
れ
た
ド
イ
ツ
系
少
数
民
族
は
、
各
国
が
民
族
国
家
を
つ
く
る
な
か
で
迫
害
の
対

象
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
は
ふ
た
た
び
こ
の
東
方
に
足
を
踏
み
入
れ
、
東
方
は
い
ま
や
ウ
ラ
ル
山
脈
の
西
側
ま
で
拡
大
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二　

子
ど
も
の
回
収
と
そ
の
論
理

　

ヒ
ム
ラ
ー
や
ボ
ル
マ
ン
な
ど
の
ナ
チ
党
最
高
幹
部
た
ち
が
、
東
方
に
足
を
ふ
み
い
れ
て
、
感
じ
た
こ
と
、
び
っ
く
り
し
た
こ
と
は
な
ん
で

あ
っ
た
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
は
、
よ
く
「
金
髪
で
青
い
目
」
の
人
び
と
を
み
か
け
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
子
ど
も
の
数
が
多
い
こ
と
で

あ
っ
た
。
で
は
、
な
ぜ
「
金
髪
で
青
い
目
」
の
人
び
と
を
み
て
、
び
っ
く
り
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ナ
チ
人
種
理
論
）
（（
（

に
よ
れ
ば
、
金
髪
と
青
い
目

と
白
い
肌
は
、
北
方
人
種
の
特
徴
で
あ
り
、
支
配
人
種
と
し
て
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
ス
ラ
ヴ
民
族
が
「
劣
等
」
で
、「
下
等
人
間
」

で
あ
る
た
め
に
は
、
か
れ
ら
は
有
色
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
ス
ラ
ヴ
人
の
な
か
に
金
髪
碧
眼
の
人
び
と
を
み
て
、
ヒ
ム
ラ
ー
た

ち
が
驚
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
か
れ
ら
が
ナ
チ
ズ
ム
の
人
種
観
に
深
く
と
ら
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
敵
に
屈
し
な
い
か
れ
ら
こ
そ
、
わ
れ
ら
が
血
統
、
わ
れ
ら
が
最
良
の
血
を
引
く
も
の
で
あ
る
と
結
論
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う

部
分
も
、
不
屈
の
精
神
性
を
も
ち
、
従
属
的
で
な
い
の
が
支
配
民
族
の
特
徴
で
あ
る
と
い
う
人
種
観
を
物
語
っ
て
い
る
。
北
方
系
と
対
比
さ
れ

る
東
方
は
、
ア
ジ
ア
的
で
あ
り
、
劣
等
で
野
蛮
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
引
用
文
は
あ
る
意
味
、
そ
れ
と
は
対
立
す
る
こ
と
も

述
べ
て
い
る
。
東
方
に
は
ゲ
ル
マ
ン
の
血
を
引
く
人
び
と
も
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
東
方
は
ア
ジ
ア
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
ド
イ
ツ

と
つ
な
が
っ
て
い
て
、
そ
の
延
長
上
に
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
東
方
は
た
ん
に
ド
イ
ツ
の
東
に
あ
る
地
域
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア
で
あ
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る
と
同
時
に
ド
イ
ツ
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
二
重
性
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

ア
ッ
テ
ィ
ラ
や
ス
タ
ー
リ
ン
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
的
野
蛮
の
象
徴
と
さ
れ
る
指
導
者
に
、
ゲ
ル
マ
ン
の
血
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ

ル
ト
演
説
で
の
発
言
も
、
こ
う
し
た
東
方
観
の
二
重
性
と
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヒ
ム
ラ
ー
は
さ
ら
に
こ
の
演
説
で
こ
う
も
述

べ
て
い
る
。

い
ま
や
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
ア
ジ
ア
の
前
地
を
征
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
こ
の
世
に
存
在
す
る
良
き
血
統
は
、
ゲ
ル

マ
ン
の
血
統
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
血
を
各
地
か
ら
集
め
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
民
族
ド
イ
ツ
人
を
祖
国
に
つ
れ

も
ど
す
で
あ
ろ
う
。
ゲ
ル
マ
ン
人
は
、
歴
史
と
血
統
が
強
制
す
る
ま
ま
に
、
望
む
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
理
解
し
て
い
る
か
否
か
に
か

か
わ
ら
ず
、
こ
の
ラ
イ
ヒ
に
帰
依
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
諸
君
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
一
の
原
則
は
、
諸
君
が
東
方
で
出
あ

う
良
き
血
は
す
べ
て
、
獲
得
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
打
ち
殺
す
か
、
二
つ
に
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
良
き
血
が
相

手
側
に
委
ね
ら
れ
た
ら
、
将
来
そ
こ
に
ふ
た
た
び
指
導
者
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ス
ケ
ー
ル
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身
に
た
い
す
る
犯
罪
と
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
を
打
ち
負
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ

の
血
統
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る）（（
（

。

　

ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ヒ
ム
ラ
ー
が
、
ド
イ
ツ
人
兵
士
と
ロ
シ
ア
人
女
性
と
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
や
、
母

親
を
ド
イ
ツ
に
つ
れ
帰
り
、
ド
イ
ツ
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
正
面
か
ら
論
じ
て
い
る
点
に
あ
る
。

総
統
は
、
ド
イ
ツ
兵
が
ロ
シ
ア
で
つ
く
っ
た
子
ど
も
の
数
が
一
〇
〇
万
人
か
ら
一
五
〇
万
人
に
も
の
ぼ
る
と
い
う
い
く
つ
か
の
報
告
に
興

味
を
も
た
れ
、
こ
の
問
題
に
と
り
く
ま
れ
た
。
多
分
、
数
は
も
っ
と
少
な
い
だ
ろ
う
が
、
数
十
万
か
ら
一
〇
〇
万
人
に
な
る
こ
と
は
確
か
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で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
子
ど
も
た
ち
は
、
大
量
の
失
血
を
強
い
ら
れ
て
い
る
ロ
シ
ア
民
族
に
と
っ
て
は
、
量
的
に
も
、
な
に
よ
り
も
人
種

的
な
質
に
お
い
て
、
貴
重
な
増
加
を
意
味
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
総
統
は
昨
日
、
わ
た
し
に
以
下
の
指
示
を
伝
達
さ
れ

た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
明
確
な
権
限
と
指
示
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
昨
日
の
指
示
と
は
、
わ
れ
わ
れ
親
衛
隊
は
、

そ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
全
員
の
所
在
を
確
認
し
、
検
査
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
種
的
に
価
値
が
あ
る
子
ど
も
は
、
母
親
か
ら
引
き
離
し

て
、
ド
イ
ツ
に
つ
れ
て
い
く
。
も
し
母
親
が
人
種
的
に
良
好
で
問
題
が
な
け
れ
ば
、
母
親
も
い
っ
し
ょ
に
つ
れ
て
い
く
。
人
種
的
に
劣
る

子
ど
も
は
置
い
て
い
く
。
し
か
し
残
し
て
お
く
こ
と
も
損
害
と
な
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ド
イ
ツ
人
と
人
種
的
に
劣
る

ロ
シ
ア
人
女
性
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
で
も
、
ロ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
血
の
改
善
と
な
る
か
ら
で
あ
る）（（
（

。

　

ド
イ
ツ
人
兵
士
が
産
ま
せ
た
子
ど
も
を
捕
捉
す
る
た
め
に
、「
呼
び
水
と
し
て
、
月
に
一
〇
マ
ル
ク
を
支
給
し
よ
う
。
わ
た
し
は
こ
の
考
え

を
総
統
に
提
案
す
る
つ
も
り
で
い
る
。」
そ
う
す
れ
ば
届
け
出
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
捕
捉
し
た
子
ど
も
は
、
人
種
検
査
と
選
別
を
お
こ

な
い
、「
一
〇
万
人
」
く
ら
い
は
ド
イ
ツ
に
つ
れ
て
い
け
る
だ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
で
は
国
民
福
祉
団
の
施
設
に
入
れ
て
育
て
る）（（
（

。

全
体
的
な
方
針
は
こ
う
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
民
族
に
文
化
を
も
た
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
わ
た
し
が
で
き
る
こ
と
は
、
総
統

が
望
ま
れ
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
言
葉
ど
お
り
く
り
か
え
す
こ
と
だ
け
で
あ
る
。（
一
）
子
ど
も
た
ち
が
学
校
で
、
車
に
轢
か
れ
な
い
よ
う

に
、
交
通
標
識
を
読
む
こ
と
を
学
び
、（
二
） 

二
か
け
る
二
を
学
ん
で
、
二
五
ま
で
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、（
三
）
自
分
の
名
前
が
書

け
る
こ
と
、
そ
れ
が
で
き
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
は
必
要
な
い
。

  

わ
れ
わ
れ
の
任
務
は
、
人
種
的
に
価
値
の
あ
る
子
ど
も
を
選
び
出
す
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
か
れ
ら
を
ド
イ
ツ
に
つ
れ
て
い
き
、

ド
イ
ツ
の
学
校
に
い
れ
る
。
も
っ
と
能
力
の
あ
る
も
の
は
、
寄
宿
学
校
や
ナ
ポ
ー
ラ
［
ナ
チ
ス
の
教
育
施
設
］
に
い
れ
る
。
そ
う
す
る
こ

と
で
子
ど
も
た
ち
は
、
は
じ
め
か
ら
自
分
の
血
を
自
覚
し
、
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
の
市
民
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
成
長
す
る
。
か
れ
ら
を
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ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
育
て
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い）（（
（

。

　

子
ど
も
を
回
収
す
る
論
理
と
し
て
ヒ
ム
ラ
ー
が
述
べ
て
い
る
点
は
、
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
敵
方
に
「
優
秀
な
血
」
が
入
る
こ
と
で
、
将

来
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
脅
威
と
な
る
も
の
を
あ
ら
か
じ
め
と
り
の
ぞ
く
こ
と
で
あ
る
。
将
来
の
危
険
防
止
を
目
的
と
し
て
い
る
点
で
は
、
占
領
地

の
住
民
に
た
い
す
る
徹
底
的
な
愚
民
化
政
策
）
（（
（

も
こ
れ
に
は
い
る
だ
ろ
う
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
ゲ
ル
マ
ン
の
血
を
集
め
て
き
て
、
大
ゲ
ル
マ
ン
帝

国
の
市
民
を
育
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
人
口
基
盤
の
拡
大
と
人
口
増
大
を
意
図
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
よ
く
み
る
と
、
よ
き
血
を
も
つ
子
ど
も
を
ド
イ
ツ
に
つ
れ
て
い
く
こ
と
は
、
た
ん
に
ド
イ
ツ
の
人
口
を
増
や
す
た
め
だ
け
で
は
な

く
、
同
時
に
相
手
側
の
将
来
の
指
導
者
候
補
を
ひ
と
り
奪
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
う
論
理
も
語
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
プ
ラ
ス
は
、
相
手

側
の
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
と
い
う
考
え
か
た
で
あ
る
。
ゼ
ロ
サ
ム
的
な
論
理
と
い
え
る
。
先
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
、
一
九
三
八
年
一
一
月
八
日

の
演
説
で
、
ヒ
ム
ラ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
た
。「
最
良
の
血
を
も
つ
ゲ
ル
マ
ン
人
を
ひ
と
り
、
ド
イ
ツ
に
つ
れ
て
き
て
、
ド
イ
ツ
人
意
識
を
も

つ
ゲ
ル
マ
ン
人
に
、
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
戦
う
戦
士
に
育
て
あ
げ
れ
ば
、
そ
の
ぶ
ん
だ
け
敵
側
は
有
益
な
人
間
を
ひ
と
り
失
う
こ
と
に
な
る
の

だ
」
と
。
こ
の
と
き
は
、
ま
だ
子
ど
も
が
対
象
で
は
な
い
が
、
語
ら
れ
て
い
る
論
理
は
お
な
じ
も
の
で
あ
る
。
子
ど
も
の
回
収
は
、
相
手
側
に

ダ
メ
ー
ジ
を
あ
た
え
る
た
め
で
も
あ
る
。「
獲
得
」
し
て
「
育
成
」
す
る
こ
と
は
、「
除
去
」
し
「
抹
殺
」
す
る
こ
と
と
、
お
な
じ
意
味
を
も

ち
、
両
者
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
こ
と
で
は
な
く
、
ナ
チ
ズ
ム
に
お
い
て
は
車
の
両
輪
の
よ
う
な
関
係
に

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
考
え
方
の
背
後
に
は
、
世
界
は
対
立
・
競
合
関
係
に
あ
り
、
パ
イ
は
か
ぎ
ら
れ
て
い
て
、
一
国
が
の
し
あ

が
る
た
め
に
は
，
他
国
を
蹴
落
と
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
時
代
状
況
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ナ
チ
ズ
ム
の
時
代
は
、
ド
イ
ツ
と
イ
ギ

リ
ス
、
そ
れ
に
ア
メ
リ
カ
が
世
界
経
済
の
覇
権
を
め
ぐ
っ
て
二
度
の
世
界
大
戦
が
お
き
た
「
世
界
戦
争
の
時
代
」
で
も
あ
る
。
こ
の
世
界
戦
争

の
時
代
は
、
全
般
的
に
は
低
成
長
の
時
代
で
あ
っ
た
。
国
内
で
は
か
ぎ
ら
れ
た
資
源
や
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
配
分
を
め
ぐ
り
、
選
別
と
格
付
け
が
強

化
さ
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
国
際
的
に
は
、
世
界
市
場
へ
の
ア
メ
リ
カ
や
日
本
な
ど
の
進
出
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
輸
出
市
場
を
奪
う
も
の
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と
し
て
、
脅
威
と
う
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
で
あ
る
。
子
ど
も
の
回
収
に
み
ら
れ
る
ゼ
ロ
サ
ム
的
論
理
は
、
こ
の
低
成
長
と
世
界

戦
争
の
時
代
の
論
理
と
ひ
び
き
あ
っ
て
い
る
。
ま
だ
戦
争
に
は
な
っ
て
い
な
い
一
九
三
八
年
一
一
月
八
日
の
ヒ
ム
ラ
ー
の
演
説
に
、「
戦
士
」

や
「
敵
側
」
と
い
う
言
葉
が
み
え
る
の
も
、
世
界
戦
争
の
時
代
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

三　

ヒ
ム
ラ
ー
の
こ
だ
わ
り

　

ナ
チ
ス
が
お
こ
な
っ
た
子
ど
も
の
連
行
、
略
奪
、
誘
拐
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
人
兵
士
の
子
ど
も
の
回
収
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
軍
需
工

場
な
ど
で
働
か
せ
る
労
働
力
や
、
防
空
補
助
要
員
に
す
る
た
め
に
ド
イ
ツ
に
つ
れ
て
こ
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
も
た
く
さ
ん
い
る）（（
（

。
し
か
し
、
こ

こ
で
は
ド
イ
ツ
化
す
る
た
め
に
つ
れ
て
こ
ら
れ
た
子
ど
も
に
対
象
を
し
ぼ
っ
て
、
ヒ
ム
ラ
ー
が
子
ど
も
の
回
収
に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
に
つ
い

て
、
さ
ら
に
考
え
て
み
よ
う
。

　

子
ど
も
の
問
題
は
、
一
九
三
九
年
ド
イ
ツ
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
占
領
す
る
と
す
ぐ
に
登
場
し
て
い
る
。
一
九
三
九
年
一
一
月
二
五
日
の
ナ
チ
党

人
種
政
策
局
に
よ
る
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
住
民
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
覚
書
」
で
は
、
ド
イ
ツ
領
土
に
編
入
さ
れ
た
地
域
に
住
む
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
住

民
の
う
ち
、
人
種
的
に
価
値
の
高
い
子
ど
も
は
、
ド
イ
ツ
で
教
育
し
、
ド
イ
ツ
化
す
る
と
い
う
考
え
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
ど
っ
ち
つ

か
ず
と
評
価
さ
れ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
ば
あ
い
、
か
れ
ら
が
子
ど
も
を
ド
イ
ツ
の
教
育
施
設
で
養
育
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
ば
あ
い
に
は
、
ポ
ー

ラ
ン
ド
残
余
部
分
へ
の
国
外
追
放
か
ら
免
除
さ
れ
る）（（
（

」
と
あ
る
。
子
ど
も
は
、
ド
イ
ツ
に
た
い
す
る
忠
誠
心
を
ひ
き
だ
す
た
め
の
手
段
と
し

て
、
一
種
の
人
質
、
両
親
に
た
い
す
る
圧
力
と
し
て
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

一
九
四
〇
年
五
月
の
ヒ
ム
ラ
ー
の
「
東
方
異
民
族
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
覚
書
」
で
も
、
学
校
教
育
が
人
種
選
別
と
民
族
政
策
の
手
段
と
し

て
重
視
さ
れ
て
い
る
。
ヒ
ム
ラ
ー
は
、
東
方
の
非
ド
イ
ツ
系
住
民
に
は
、
四
年
制
の
小
学
校
で
十
分
だ
と
し
、
子
ど
も
を
上
級
学
校
に
通
わ
せ

よ
う
と
望
む
親
は
、
申
請
書
を
提
出
し
、
人
種
検
査
を
う
け
合
格
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
学
校
に
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
述
べ
て

い
る
。
こ
れ
は
「
社
会
的
上
昇
意
欲
」
や
「
適
応
能
力
」
を
重
視
し
た
選
別
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
両
親
が
申
請
し
な
く
と
も
、「
毎
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年
、
総
督
府
に
い
る
六
歳
か
ら
一
〇
歳
に
な
る
子
ど
も
全
員
に
つ
い
て
、
貴
重
な
血
統
で
あ
る
か
、
そ
う
で
な
い
か
の
選
別
を
実
施
す
る
。
貴

重
な
血
統
と
し
て
選
別
さ
れ
た
も
の
は
、
両
親
の
申
請
に
も
と
づ
き
許
可
さ
れ
た
子
ど
も
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
る
で
あ
ろ
う）（（
（

」
と
述
べ
て
い

る
か
ら
、
か
な
ら
ず
し
も
社
会
的
上
昇
意
欲
や
適
応
力
を
重
視
し
た
選
別
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
選
別
の
理
由
と
し
て
ヒ
ム
ラ
ー

は
、「
こ
う
し
た
良
き
血
統
の
人
間
に
よ
っ
て
、
こ
の
東
方
の
劣
等
民
族
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
危
険
な
、
わ
れ
わ
れ
に
匹
敵
す
る
指
導
者

層
を
手
に
い
れ
る
お
そ
れ
を
消
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る）（（
（

」
と
い
う
。

　

一
九
四
一
年
六
月
に
ソ
連
と
の
戦
争
が
は
じ
ま
る
と
、
ヒ
ム
ラ
ー
は
レ
ー
ベ
ン
ス
ボ
ル
ン
の
事
務
局
長
に
、
ソ
連
に
い
る
民
族
ド
イ
ツ
人
の

子
ど
も
の
世
話
を
委
託
し
た
。
保
育
所
を
設
置
し
、
ド
イ
ツ
に
里
子
に
だ
す
手
は
ず
が
整
え
ら
れ
、
対
象
地
域
も
ヴ
ォ
ル
ガ
地
域
か
ら
、
ド
イ

ツ
が
占
領
す
る
ソ
連
全
域
に
拡
大
さ
れ
た
。
対
象
も
民
族
ド
イ
ツ
人
に
か
ぎ
ら
ず
、
現
地
住
民
の
な
か
か
ら
親
の
な
い
子
ど
も
が
孤
児
院
や
収

容
所
で
選
別
を
う
け
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）（（
（

。

　

一
九
四
二
年
二
月
二
六
日
、
ヒ
ム
ラ
ー
は
ド
イ
ツ
民
族
リ
ス
ト
へ
の
登
録
を
拒
む
ポ
ー
ラ
ン
ド
総
督
府
の
ド
イ
ツ
系
住
民
に
た
い
し
て
、
子

ど
も
を
両
親
か
ら
ひ
き
は
な
し
て
特
別
の
施
設
に
収
容
し
、
両
親
は
強
制
収
容
所
に
い
れ
る
よ
う
に
命
令
を
だ
し
て
い
る）（（
（

。
ド
イ
ツ
民
族
リ
ス

ト
へ
の
登
録
は
、
一
九
四
〇
年
九
月
一
二
日
の
ヒ
ム
ラ
ー
の
布
告
に
も
と
づ
い
て
い
る
が
、
登
録
す
る
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
は
認
め
ら
れ
て
い

な
い
さ
ま
ざ
ま
な
特
権
を
手
に
い
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
多
め
の
食
料
配
給
や
、
上
級
学
校
へ
の
進
学
、
居
住
地
に
と
ど
ま
る
権
利
な
ど
で
あ

る
）
（（
（

。
し
か
し
兵
役
の
義
務
も
生
ず
る
た
め
、
戦
争
が
長
期
化
し
、
戦
局
が
悪
化
す
る
と
、
登
録
を
忌
避
す
る
者
が
多
く
な
っ
た
。
ヒ
ム
ラ
ー
は

登
録
促
進
の
た
め
の
圧
力
と
し
て
も
、
子
ど
も
を
隔
離
し
、
ド
イ
ツ
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

ヒ
ム
ラ
ー
は
、
ド
イ
ツ
に
歯
向
か
う
パ
ル
チ
ザ
ン
の
子
ど
も
た
ち
も
、
ド
イ
ツ
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
有
名
な
例
は
、
リ
デ
ィ
ツ
ェ
村
の

事
例
で
あ
る
。
ベ
ー
メ
ン
・
メ
ー
レ
ン
保
護
領
総
督
代
理
に
就
任
し
た
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ハ
イ
ド
リ
ヒ
が
、
一
九
四
二
年
五
月
プ
ラ
ハ
で
襲
撃

さ
れ
、
六
月
四
日
に
死
去
す
る
と
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
報
復
と
し
て
リ
デ
ィ
ツ
ェ
村
の
破
壊
を
命
じ
た
。
村
の
一
五
歳
以
上
の
男
性
は
射
殺
さ
れ
、

女
性
は
ド
イ
ツ
に
あ
る
強
制
収
容
所
に
送
ら
れ
、
子
ど
も
九
八
人
の
う
ち
、
現
場
で
ド
イ
ツ
化
可
能
と
判
定
さ
れ
た
三
人
と
一
歳
以
下
の
七
人
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を
の
ぞ
く
、
八
八
人
が
ウ
ッ
チ
に
あ
る
収
容
所
に
送
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
「
再
ド
イ
ツ
化
可
能
」
と
判
定
さ
れ
た
七
人
は
、
そ
の
後
、
ド
イ
ツ

風
に
改
名
し
て
、
養
子
に
だ
さ
れ
た
。
残
り
の
八
一
人
は
絶
滅
収
容
所
で
殺
害
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

男
性
は
射
殺
し
、
女
性
は
強
制
収
容
所
に
送
り
、「
人
種
的
に
良
好
な
」
子
ど
も
は
「
ド
イ
ツ
化
」
す
る
と
い
う
政
策
は
、
一
九
四
二
年
六

月
の
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
で
の
反
パ
ル
チ
ザ
ン
戦
争
で
も
と
ら
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
四
二
年
一
一
月
か
ら
一
九
四
三
年
八
月
に
か
け
て
、
総
督
府
の

ザ
モ
シ
チ
地
区
で
は
三
〇
〇
カ
村
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
住
民
一
一
万
人
を
対
象
と
す
る
住
居
と
土
地
の
あ
け
わ
た
し
作
戦
が
強
行
さ
れ
た
。
約
五

万
一
〇
〇
〇
人
の
住
民
が
収
容
所
に
入
れ
ら
れ
、
残
り
は
逃
亡
し
、
あ
る
い
は
パ
ル
チ
ザ
ン
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
住
民
の
「
疎

開
」
と
民
族
ド
イ
ツ
人
の
入
植
作
戦
は
、
同
時
に
は
げ
し
い
パ
ル
チ
ザ
ン
戦
争
を
ひ
き
お
こ
し
た）（（
（

。
こ
の
と
き
「
人
種
的
に
良
好
な
」
ポ
ー
ラ

ン
ド
人
の
子
ど
も
や
パ
ル
チ
ザ
ン
の
子
ど
も
約
四
五
〇
〇
人
が
、「
再
ド
イ
ツ
化
」
の
た
め
に
ド
イ
ツ
本
国
に
送
ら
れ
て
い
る）（（
（

。

　

一
九
四
四
年
五
月
に
な
っ
て
も
ま
だ
ヒ
ム
ラ
ー
は
、
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
を
管
轄
す
る
第
七
エ
ス
エ
ス
義
勇
山
岳
師
団
「
プ
リ
ン
ツ
・
オ
イ
ゲ

ン
」
の
司
令
官
に
た
い
し
て
、「
パ
ル
チ
ザ
ン
」
に
容
赦
な
く
対
処
す
る
よ
う
に
命
令
し
、「
両
親
の
い
な
い
バ
ル
カ
ン
の
青
少
年
を
捕
ま
え

て
」
ド
イ
ツ
に
つ
れ
て
く
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
少
年
少
女
を
ヒ
ト
ラ
ー
の
忠
実
な
支
持
者
に
育
て
、
将
来
、
国
境
地
帯
を
防

衛
す
る
た
め
に
送
り
か
え
す
た
め
で
あ
る）（（
（

。
こ
う
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
、
ソ
連
、
バ
ル
カ
ン
な
ど
か
ら
「
略
奪
」
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
数

は
、
少
な
く
と
も
五
万
人
に
達
す
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
子
ど
も
を
奪
う
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
が
、
共
通
し
て
い
る
の
は
、
敵
に
打

撃
を
あ
た
え
、
不
足
し
て
い
る
ド
イ
ツ
の
人
口
を
補
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ヒ
ム
ラ
ー
が
子
ど
も
の
回
収
と
ド
イ
ツ
化
に
こ
だ
わ
っ
た

理
由
は
、
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ヒ
ム
ラ
ー
の
演
説
を
読
ん
で
い
る
と
、
語
ら
れ
て
い
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
東
方
に
住
む
人
び
と
の
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
人
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
言

及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
ソ
連
に
住
む
人
び
と
に
つ
い
て
は
、
多
数
の
民
族
が
識
別
さ
れ
、
ド
イ
ツ
の
血
を
引
く

人
び
と
も
い
れ
ば
、
ア
ジ
ア
の
血
を
引
く
人
び
と
も
い
て
、
長
年
に
わ
た
り
混
淆
を
く
り
か
え
し
て
き
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
肝
心
の
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ド
イ
ツ
人
に
つ
い
て
は
、
金
髪
で
青
い
目
の
北
方
系
の
特
徴
が
ド
イ
ツ
の
血
を
引
く
も
の
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
積
極
的
に
は
語
ら
れ
て
い
な

い
。
ド
イ
ツ
人
は
、
ど
の
よ
う
な
人
び
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

一
九
三
五
年
の
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
の
「
ド
イ
ツ
国
公
民
法
」
と
「
ド
イ
ツ
人
の
血
と
名
誉
を
守
る
法
」
は
、
そ
れ
ま
で
の

「
ア
ー
リ
ア
人
」
と
「
非
ア
ー
リ
ア
人
」
と
い
う
言
葉
に
か
わ
っ
て
「
ド
イ
ツ
人
」
と
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
た
こ
と
で
画
期

的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
ー
リ
ア
人
と
い
う
概
念
は
、
も
と
も
と
は
ユ
ダ
ヤ
・
ヘ
ブ
ラ
イ
的
な
世
界
の
説
明
の
仕
方
と
は
こ
と
な
る
も
の
を
求

め
る
動
き
の
な
か
か
ら
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ー
リ
ア
人
は
、
イ
ン
ド
・
ゲ
ル
マ
ン
語
族
と
い
う
言
語
の
共
通
性
が
人
種
に
よ
み
か
え
ら

れ
た
も
の
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
を
区
別
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
が
、
い
く
つ
か
の
問
題
を
ふ
く
ん
で
い
た
。
た
と
え
ば
、
言
語

の
こ
と
な
る
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
は
非
ア
ー
リ
ア
人
と
な
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
枠
組
み
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

イ
ギ
リ
ス
と
そ
の
植
民
地
イ
ン
ド
が
同
じ
ア
ー
リ
ア
人
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
り
、
一
九
三
五
年
の
「
ド
イ
ツ

人
の
血
と
名
誉
を
守
る
法
」
で
は
、「
血
」
と
い
う
概
念
が
は
じ
め
て
導
入
さ
れ
、「
ド
イ
ツ
の
血
の
純
粋
性
が
ド
イ
ツ
民
族
の
存
続
の
前
提
で

あ
る
」
と
さ
れ
、
ド
イ
ツ
人
は
「
ド
イ
ツ
の
血
を
ひ
く
も
の
」
と
定
義
さ
れ
、
ド
イ
ツ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
結
婚
は
法
的
に
禁
止
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
同
語
反
復
的
な
こ
の
定
義
で
は
、
ド
イ
ツ
人
は
単
一
の
純
粋
な
人
種
で
あ
る
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
生
ず
る
。
ド
イ
ツ
人
兵
士

と
ロ
シ
ア
人
女
性
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
混
血
児
を
ド
イ
ツ
に
つ
れ
帰
り
、
ド
イ
ツ
人
と
し
て
育
て
る
と
聞
い
た
と
き
の
違
和
感
も
、
こ
う
し

た
純
粋
人
種
イ
メ
ー
ジ
と
か
か
わ
っ
て
い
よ
う
。
親
衛
隊
へ
の
入
隊
志
願
者
は
、
提
出
し
た
写
真
に
も
と
づ
き
、
五
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら

れ
た
。（
一
）
純
粋
な
北
方
人
種
。（
二
）
北
方
系
の
要
素
が
優
勢
な
人
種
か
、
フ
ァ
ー
レ
ン
［
平
原
］
人
種
。（
三
）
こ
れ
ら
に
、
ア
ル
プ
ス

人
種
、
デ
ィ
ナ
ー
ル
［
バ
ル
カ
ン
半
島
西
側
］
人
種
、
地
中
海
人
種
が
若
干
混
じ
っ
た
も
の
。（
四
）
東
方
の
要
素
が
優
勢
な
人
種
か
、
ア
ル

プ
ス
起
源
の
人
種
。（
五
）
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
人
種
。
こ
の
う
ち
後
の
ほ
う
の
（
四
）
と
（
五
）
に
分
類
さ
れ
た
も
の
は
、
親
衛
隊
員
と
な
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た）（（
（

。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
人
は
複
数
の
人
種
と
そ
の
混
血
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
複
合
民
族
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

ヒ
ム
ラ
ー
と
親
衛
隊
は
そ
の
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
分
類
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
の
人
種
を
北
方
人
種
を
最
上
位
に
お
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い
て
序
列
化
し
た
人
類
学
者
の
ハ
ン
ス
・
Ｆ
・
Ｋ
・
ギ
ュ
ン
タ
ー
の
説
を
と
り
い
れ
た
も
の
で
あ
る）（（
（

。
ヒ
ム
ラ
ー
が
金
髪
で
青
い
目
の
北
方
系

の
血
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
人
が
純
粋
の
血
統
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
複
合
民
族
で
混
血
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ヒ
ム
ラ
ー

が
、
東
方
占
領
地
な
ど
か
ら
や
っ
き
に
な
っ
て
北
方
系
の
血
を
回
収
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
ド
イ
ツ
人
の
血
を
改
善
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。

ヒ
ム
ラ
ー
は
、
一
九
三
八
年
に
指
導
者
養
成
学
校
ナ
ポ
ー
ラ
の
生
徒
に
こ
う
述
べ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
北
方
系
の
血
を
必
要
と
し
て
い
る
。
北
方
人
種
を
。
そ
れ
は
基
盤
と
な
る
人
種
で
、
国
家
を
指
導
す
る
人
種
で
あ
り
、
そ
う

あ
り
続
け
て
き
た
血
統
で
あ
り
、
今
後
も
そ
う
あ
り
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。
北
方
人
種
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
け
っ
し
て
ド
イ
ツ
人
を

分
か
つ
も
の
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
そ
う
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
分
が
と
く
に
人
種
的
に
望
ま
し
い
姿
形
を
も
っ
て
い
る
と
自
認

す
る
も
の
は
、
だ
か
ら
自
分
が
他
人
よ
り
、
た
と
え
ば
黒
い
髪
を
し
た
者
よ
り
も
、
価
値
が
あ
り
、
優
れ
て
い
る
、
と
思
っ
て
は
な
ら
な

い
。
そ
ん
な
こ
と
を
許
せ
ば
、
社
会
的
な
階
級
闘
争
を
克
服
し
た
と
い
う
の
に
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
人
種
的
な
階
級
闘
争
を
ひ
き
起
こ

す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
価
値
が
高
い
と
か
、
低
い
と
か
い
う
こ
と
は
、
わ
が
民
族
に
と
っ
て
は
災
い
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

　

わ
た
し
は
北
方
系
の
血
に
、
ド
イ
ツ
の
人
び
と
を
分
か
つ
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
び
と
を
結
び
つ
け
る
血
の
要
素
を
み
て
い

る
）
（（
（

。

将
来
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
を
前
に
し
た
訓
戒
で
あ
る
が
、
ヒ
ム
ラ
ー
は
ド
イ
ツ
民
族
が
複
数
の
人
種
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
。
そ
の
上
で
ヒ
ム
ラ
ー
が
強
調
す
る
の
は
、
ド
イ
ツ
民
族
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
北
方
系
の
血
が
な
が
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
接
着
剤
と
な
っ

て
、
ド
イ
ツ
民
族
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
て
い
る
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
北
方
系
の
血
を
増
や
す
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
の
民
族
的
一
体
性
が
強
化
さ

れ
る
と
い
う
考
え
方
を
、
こ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヒ
ム
ラ
ー
の
こ
だ
わ
り
は
、
ド
イ
ツ
民
族
の
現
実
を
肯
定
す
る
の
で
は
な
く
、
ド
イ

ツ
人
を
創
っ
て
い
く
こ
と
に
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
れ
が
ナ
チ
ズ
ム
の
人
種
主
義
を
推
進
す
る
ひ
と
つ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
な
っ
て
い
る
。
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ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
か
ら
は
、
ヒ
ム
ラ
ー
が
こ
ど
も
の
回
収
に
こ
だ
わ
っ
た
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
を
ひ
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は

長
期
的
視
点
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
ヒ
ム
ラ
ー
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。「
精
神
的
な
態
度
を
か
え
な
け
れ
ば
、
民
族
は
死
滅
し
て
し
ま

う
。
そ
う
な
れ
ば
、
今
回
は
ア
ー
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
よ
う
な
人
物
が
い
た
か
ら
ア
ジ
ア
の
先
兵
と
の
戦
い
に
勝
つ
こ
と
が
で
き
た
が
、
将

来
、
シ
ベ
リ
ア
で
復
活
し
た
ロ
シ
ア
人
や
、
広
大
な
ア
ジ
ア
の
空
間
に
い
る
別
の
民
族
と
戦
う
と
き
が
い
つ
か
や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と

き
に
は
き
っ
と
勝
利
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う）（（
（

」
と
。
ア
ジ
ア
と
の
戦
い
は
、
こ
れ
で
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
将
来
、
ふ
た
た
び

や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
に
は
も
う
ヒ
ト
ラ
ー
は
い
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
時
代
に
そ
な
え
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
人
の
精
神
的
な

態
度
を
か
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
の
ば
あ
い
の
「
精
神
的
態
度
」
と
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
力
を
排
除
し
祖
先
崇
拝
を
復
活

す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
ヒ
ム
ラ
ー
は
「
民
族
の
死
滅
」
を
防
ぐ
手
だ
て
と
し
て
、「
ゲ
ル
マ
ン
人
を
つ
れ
も
ど
す
こ
と
」
と
、「
人
び

と
に
土
地
と
農
地
を
確
保
す
る
こ
と
」
を
あ
げ
て
い
る）（（
（

。

第
三
章　

世
界
戦
争
の
時
代
の
人
口
問
題
と
人
種
主
義

　

一
九
四
一
年
の
冬
、
カ
イ
ザ
ー
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
人
類
学
研
究
所
の
ア
ー
ベ
ル
教
授
は
、
国
防
軍
統
合
司
令
部
の
委
託
を
う
け
、
四
万
二
〇

〇
〇
人
以
上
の
ロ
シ
ア
人
捕
虜
に
つ
い
て
詳
細
な
人
種
調
査
を
実
施
し
た）（（
（

。
そ
の
報
告
書
の
内
容
が
、
ナ
チ
党
人
種
政
策
局
の
メ
ン
バ
ー
で
、

東
方
占
領
地
域
担
当
省
で
人
種
問
題
を
担
当
し
た
ヴ
ェ
ツ
ェ
ル
の
鑑
定
書
の
な
か
で
紹
介
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
ア
ー
ベ
ル
教
授
に
よ
れ
ば
、
ロ
シ
ア

兵
に
は
「
想
像
し
て
い
た
以
上
に
北
方
人
種
の
特
徴
が
存
在
す
る
」
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
ロ
シ
ア
人
は
こ
れ
か
ら
先
、
ド
イ
ツ
民

族
に
と
っ
て
特
別
に
危
険
な
存
在
に
な
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、
ロ
シ
ア
人
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
が
危
険
で
あ
る
と
強
く
警
告
し
た
。
教
授
に

よ
れ
ば
、「
ロ
シ
ア
人
は
、
生
物
学
的
に
は
ド
イ
ツ
民
族
よ
り
も
は
る
か
に
強
く
、
わ
れ
わ
れ
は
東
方
問
題
を
け
っ
し
て
解
決
で
き
な
い
か
も
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し
れ
な
い
。
そ
の
危
険
性
は
大
い
に
あ
る
。
今
後
二
五
年
な
い
し
三
〇
年
以
内
に
、
東
方
で
新
た
な
戦
争
が
お
こ
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
い

う
。
生
物
学
的
強
さ
と
は
出
生
力
の
高
さ
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
で
ア
ー
ベ
ル
教
授
が
あ
げ
る
解
決
策
は
、「
ロ
シ
ア
民
族
を
絶
滅
す
る

か
、
そ
の
な
か
の
北
方
系
の
特
徴
を
も
つ
も
の
を
ド
イ
ツ
化
す
る
か
、
二
つ
に
ひ
と
つ
し
か
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る）（（
（

。

ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
と
の
ち
が
い
は
、
ロ
シ
ア
人
の
「
ア
ジ
ア
化
」
と
い
う
視
点
が
目
に
つ
か
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
将
来
「
東
方
で
新
た

な
戦
争
が
お
こ
る
可
能
性
」
も
ふ
く
め
て
、
多
く
の
表
現
が
ヒ
ム
ラ
ー
と
そ
っ
く
り
な
の
が
注
目
さ
れ
る
。
ヴ
ェ
ツ
ェ
ル
も
、「
肝
心
な
の

は
、
ロ
シ
ア
人
の
生
物
学
的
に
圧
倒
的
な
力
に
た
い
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
ド
イ
ツ
の
支
配
を
長
期
的
に
維
持
す
る
か
で
あ
る）（（
（

」
と
問
題
を

提
起
す
る
。
そ
し
て
「
将
来
の
世
界
政
治
は
人
口
と
い
う
原
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う）（（
（

」
と
の
見
方
を
示
し
、
巨
大
な
人

口
を
擁
す
る
東
ア
ジ
ア
と
「
独
立
イ
ン
ド
」
の
台
頭
を
ひ
き
あ
い
に
だ
し
て
、
八
〇
〇
〇
万
な
い
し
八
五
〇
〇
万
人
の
人
口
で
は
、「
世
界
強

国
ド
イ
ツ
は
あ
ま
り
に
数
的
に
弱
体
で
あ
る
。［
中
略
］
ド
イ
ツ
が
世
界
列
強
と
し
て
と
ど
ま
り
た
い
の
な
ら
、
他
の
民
族
の
な
か
か
ら
北
方

系
や
フ
ァ
ー
レ
ン
系
の
特
徴
を
も
つ
も
の
を
わ
が
民
族
体
に
引
き
入
れ
る
こ
と
に
ま
す
ま
す
依
存
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う）（（
（

」
と
述
べ
て
い

る
。

　

ヒ
ム
ラ
ー
や
ボ
ル
マ
ン
が
、
東
方
に
足
を
ふ
み
い
れ
て
、
お
ど
ろ
い
た
の
は
金
髪
で
青
い
目
の
人
び
と
の
存
在
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
妊
婦

や
子
ど
も
の
数
の
多
さ
に
も
お
ど
ろ
い
て
い
た
。
二
〇
世
紀
の
ド
イ
ツ
は
、
出
生
率
が
低
下
を
つ
づ
け
、
少
子
化
が
進
行
し
、
人
口
危
機
、
ド

イ
ツ
民
族
の
死
滅
が
さ
け
ば
れ
た
時
代
で
あ
っ
た）（（
（

。
そ
の
危
機
感
は
、
人
口
増
加
を
つ
づ
け
る
他
国
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
い
っ
そ
う
強
く
な

る
。
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
世
界
戦
争
の
時
代
は
、
人
口
問
題
の
時
代
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。
人
口
は
国
防
力
の
基
盤
で
あ
り
、
国
力
を
示
す
も

の
で
あ
る
と
同
時
に
、
植
民
地
の
獲
得
や
領
土
拡
大
を
正
当
化
す
る
論
拠
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ヒ
ム
ラ
ー
の
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
の
大
き
な
特
徴
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
言
及
が
す
く
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
な
い

と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
不
在
に
注
目
し
て
、
こ
の
演
説
の
内
容
を
と
ら
え
な
お
し
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
興
味
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深
い
論
点
が
み
え
て
く
る
。

　

第
一
に
、
ナ
チ
ス
の
人
種
主
義
と
い
え
ば
、
な
に
よ
り
も
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
を
想
い
う
か
べ
る
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
広
が
り
を
も
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
演
説
か
ら
は
、
人
種
主
義
は
な
に
よ
り
も
人
口
問
題
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
推
進
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
東
方
の
「
劣
等
人
種
」
を
強
制
的
に
退
去
さ
せ
、
そ
の
あ
と
に
支
配
人
種
で
あ
る
ド
イ
ツ
人
や
ゲ
ル
マ
ン
人
を
入

植
さ
せ
、
人
種
の
育
種
場
を
つ
く
る
。
ド
イ
ツ
人
兵
士
の
子
ど
も
や
、
北
方
系
の
血
の
外
観
を
そ
な
え
た
人
び
と
を
回
収
し
、
ド
イ
ツ
に
つ
れ

帰
っ
て
、「
再
ド
イ
ツ
化
」
す
る
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
の
人
口
増
加
を
は
か
る
だ
け
で
な
く
、
相
手
側
か
ら
「
優
秀
な
血
」
を
奪
い
、
人
口
基
盤

に
打
撃
を
あ
た
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
三
三
年
に
ナ
チ
ス
が
政
権
に
つ
い
て
、
最
初
に
だ
し
た
法
律
に
は
、
一
九
二
六

年
に
社
会
民
主
党
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
刑
法
第
二
一
九
条
と
二
二
〇
条
の
再
導
入
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
狙
い
は
、
中
絶
に
た
い
す
る

罰
則
と
訴
追
を
強
化
す
る
こ
と
で
、
出
生
率
の
回
復
を
は
か
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
を
か
わ
き
り
に
ナ
チ
ス
は
、
六
月
に
は
結
婚
資
金
貸
与

制
、
七
月
に
は
「
遺
伝
病
を
も
つ
子
孫
を
予
防
す
る
た
め
の
法
律
」、
い
わ
ゆ
る
断
種
法
な
ど
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
制
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
人

口
政
策
は
ド
イ
ツ
人
の
人
種
的
改
善
も
め
ざ
し
て
い
た
の
で
、
内
に
む
け
た
人
種
主
義
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ナ
チ
ズ
ム
は
、「
世
界

戦
争
の
時
代
」
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
人
口
問
題
に
、
人
種
主
義
を
武
器
と
し
て
と
り
く
ん
だ
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
ば
あ
い
の
人
種
主
義

は
、
世
界
を
人
種
と
い
う
枠
組
み
で
、
整
理
し
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
相
手
と
自
分
を
そ
れ
ぞ
れ
人
種
化
し
て
と
ら
え
る
も
の
で
あ

る
。

　

第
二
に
、
ア
ジ
ア
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
か
わ
っ
て
ナ
チ
ズ
ム
の
主
要
な
敵
と
し
て
浮
上
し
た
こ
と
で
あ
る
。

ア
ジ
ア
と
の
戦
争
と
い
う
表
現
は
、
ヒ
ム
ラ
ー
の
演
説
で
は
、
一
九
四
二
年
六
月
九
日
の
ハ
イ
ド
リ
ヒ
の
葬
儀
の
あ
と
の
演
説
の
な
か
に
登
場

し
て
い
る
。「
戦
争
は
け
っ
し
て
感
傷
に
ひ
た
る
問
題
で
は
な
い
。
戦
争
は
勝
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
戦
争
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア

ジ
ア
の
対
決
な
の
だ
か
ら
。
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
と
劣
等
人
種
と
の
対
決
な
の
だ
か
ら）（（
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
ソ
連
と
の
戦
争
は
、
ア
ジ
ア
と
の
戦

争
、
劣
等
人
種
と
の
戦
争
に
お
き
か
え
ら
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
で
は
、
こ
う
し
た
見
方
が
く
り
か
え
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
将
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来
も
ア
ジ
ア
と
の
戦
争
が
く
り
か
え
さ
れ
る
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
も
は
や
ナ
チ
ズ
ム
の
主
要
な
敵
と
し
て
は

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
か
わ
っ
て
ア
ジ
ア
の
脅
威
が
、
な
に
よ
り
も
そ
の
人
口
の
規
模
と
出
生
力
と
と
も
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
主
敵
の
交
代
の
背
景
に
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
総
督
府
で
ユ
ダ
ヤ
人
の
殺
害
が
進
展
し
て
い
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ヒ
ム
ラ
ー
が
望

ん
だ
一
九
四
二
年
中
に
、
総
督
府
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
全
員
「
疎
開
」
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
。

　

第
三
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
も
は
や
説
明
原
理
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

あ
の
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
と
し
て
名
高
い
「
水
晶
の
夜
」
の
前
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
一
九
三
八
年
一
一
月
八
日
の
ヒ
ム
ラ
ー
の
演
説
で
は
、「
ユ

ダ
ヤ
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
否
定
的
な
こ
と
の
大
も
と
で
あ
り
、
推
進
者
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
ナ
チ
ズ
ム
の
敵
を
ま
と

め
あ
げ
、
統
合
す
る
説
明
原
理
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
で
は
、
ソ
連
と
の
戦
争
を
正
当
化
す
る
論
理
は
、

も
は
や
ユ
ダ
ヤ
＝
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
の
戦
い
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア
の
脅
威
と
の
戦
い
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
は
ア
ジ
ア
の
前
地
、
先
兵
と
さ

れ
、
ア
ジ
ア
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
は
な
く
ア
ジ
ア
が
、
ナ
チ
ズ
ム
に
敵
対
す
る
勢
力
の
統
合
の
核
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
が
ソ
連
を
占
領
し
、
ソ
連
を
ド
イ
ツ
の
植
民
地
と
す
る
可
能
性
が
開
け
て
き
た
段
階
で
は
、
ア
ジ
ア
が
新
た

な
状
況
を
説
明
す
る
た
め
の
論
理
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
四
に
、
そ
れ
で
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
絶
滅
政
策
は
ど
う
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ナ
チ
ス
が
敗
戦
の
ま
ぎ
わ
ま
で
ユ
ダ
ヤ
人
の
移
送
と
殺

害
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
ど
う
し
て
な
の
で
あ
ろ
う
か）（（
（

。
そ
れ
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
ユ
ダ
ヤ
人
の
絶
滅
を
め
ざ
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
説
明
の
仕
方
が
あ
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
意
図
や
意
志
を
重
視
す
る
の
で
「
意
図
派
」
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
一

方
の
極
と
す
る
と
、
他
方
の
極
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
迫
害
と
民
族
殺
害
を
ヒ
ト
ラ
ー
の
意
志
か
ら
で
は
な
く
、
状
況
と
の
か
か
わ
り
の

な
か
で
理
解
し
、
説
明
し
よ
う
と
す
る
人
び
と
が
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
者
た
ち
は
、
個
々
の
局
面
の
実
証
的
な
分
析
を
つ
う
じ
て
、
迫
害
と

殺
害
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
く
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
き
た
た
め
、「
機
能
・
構
造
派
」
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
ナ

チ
ス
の
人
種
政
策
を
「
狂
気
」
と
か
「
非
合
理
的
な
も
の
」
と
片
づ
け
る
の
で
は
な
く
、「
合
理
的
」
で
、「
経
済
的
」
な
計
算
に
も
と
づ
く
も
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の
で
あ
る
と
す
る
ア
リ
ー
や
ゲ
ル
ラ
ハ
た
ち
の
一
連
の
研
究
は
、
絶
滅
政
策
を
別
の
政
策
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
「
手
段
」
と
す
る
方
向
を

切
り
拓
い
て
き
て
い
る）（（
（

。

　

本
稿
の
立
場
と
か
な
り
か
さ
な
り
あ
う
ロ
ン
ゲ
リ
ヒ
は
、「
自
己
目
的
化
」
と
い
う
説
を
提
起
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
れ
は
一
九
四

二
年
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
の
状
況
を
重
視
し
、
そ
こ
で
ユ
ダ
ヤ
人
の
殺
害
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
規
模
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
と

い
う
。
こ
の
段
階
で
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
最
終
解
決
が
戦
争
目
的
化
さ
れ
た
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
戦
局
が
不
利
に
な
っ
て
も
、
ヒ
ム
ラ
ー
た
ち

が
ユ
ダ
ヤ
人
の
移
送
と
殺
害
に
狂
奔
し
た
の
は
、
そ
れ
が
戦
争
目
的
と
な
り
、
自
己
目
的
化
し
て
い
た
た
め
で
、
い
ま
さ
ら
放
棄
で
き
な
く

な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る）（（
（

。

　

そ
れ
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
か
ら
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
ど
の
よ
う
な
手
が
か
り
を
ひ
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

か
。
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
が
示
す
こ
と
は
、
ひ
と
つ
に
は
ナ
チ
人
種
主
義
の
核
心
に
は
人
口
問
題
が
あ
り
、
人
種
主
義
は
人
口
問
題
を
解
決

す
る
た
め
の
手
段
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
人
口
問
題
は
、
世
界
戦
争
の
時
代
の
中
心
的
な
課
題
で
も
あ
っ
た
。

人
口
問
題
に
「
人
種
選
別
」
と
「
東
方
入
植
」
で
対
処
す
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
一
九
三
二
年
の
親
衛
隊
人
種
局
設
立

命
令
や
、
そ
の
発
想
の
も
と
と
な
っ
た
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
右
翼
民
族
運
動
で
あ
る
「
ア
ル
タ
ー
マ
ー
ネ
ン
」
に
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば

第
一
次
世
界
大
戦
中
の
全
ド
イ
ツ
派
の
戦
争
目
的
論
の
な
か
に
い
き
つ
く
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
「
人
種
と
入
植
」
と
い
う

コ
ン
セ
プ
ト
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
ヒ
ト
ラ
ー
の
『
わ
が
闘
争
』
に
表
明
さ
れ
た
こ

と
を
出
発
点
と
し
て
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
考
え
や
意
図
の
連
続
性
が
主
張
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
ヒ
ト
ラ
ー
「
個
人
の
思
想
」
の
連
続
性

と
し
て
で
は
な
く
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
取
り
組
ん
だ
「
問
題
の
連
続
性
」
と
と
ら
え
な
お
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
二
つ
の
世
界
大
戦
に
ま
た
が

る
世
界
戦
争
の
時
代
の
問
題
と
考
え
れ
ば
、
解
決
す
べ
き
課
題
は
い
つ
も
そ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
本
稿
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、
ヒ
ム

ラ
ー
は
「
人
種
と
入
植
」
そ
れ
に
「
親
衛
隊
と
警
察
」
と
い
う
手
持
ち
の
資
源
を
も
と
に
時
代
の
問
題
と
取
り
く
み
、
あ
ら
た
な
状
況
に
直
面

す
る
と
、
課
題
と
自
分
た
ち
の
役
割
を
再
定
義
し
、
再
構
築
し
て
い
っ
た
。
課
題
は
連
続
し
て
い
る
が
、
解
決
方
法
は
状
況
に
あ
わ
せ
て
再
構
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築
さ
れ
て
い
る
。
連
続
し
て
い
る
よ
う
で
、
変
化
し
て
い
る
し
、
変
化
し
て
い
る
よ
う
で
連
続
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。「
意
図
派
」
と

「
機
能
派
」
の
対
立
と
い
う
も
の
も
、
世
界
戦
争
の
時
代
の
問
題
と
い
う
よ
り
大
き
な
枠
組
み
の
な
か
で
、
と
ら
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。

　

ユ
ダ
ヤ
人
絶
滅
政
策
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
か
ら
導
き
だ
せ
る
も
う
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
を
子
ど
も
の
回

収
の
問
題
と
セ
ッ
ト
に
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
を
、
そ
れ
だ
け
を
切
り
離
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
ナ
チ
人

種
主
義
の
な
か
で
考
え
な
お
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
ま
ず
、
ド
イ
ツ
人
兵
士
の
子
ど
も
は
、
た
と
え
ス
ラ
ヴ
人
が
母
親
で
あ
っ
て

も
、
金
髪
で
青
い
目
を
し
て
い
れ
ば
、
回
収
の
対
象
と
な
っ
た
。
パ
ル
チ
ザ
ン
の
子
ど
も
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
ユ
ダ
ヤ
人

の
子
ど
も
は
、
回
収
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
ド
イ
ツ
化
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
は
絶
対
的
な
他
者

と
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

子
ど
も
の
回
収
に
み
ら
れ
た
ヒ
ム
ラ
ー
の
論
理
は
、
ゼ
ロ
サ
ム
的
な
世
界
観
で
あ
っ
た
。
そ
の
特
徴
は
、
た
ん
に
ド
イ
ツ
の
人
口
増
加
や
人

口
基
盤
の
強
化
を
は
か
る
だ
け
で
な
く
、
競
争
相
手
や
敵
方
の
人
口
基
盤
に
打
撃
を
あ
た
え
、
人
口
減
少
を
は
か
る
こ
と
が
セ
ッ
ト
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
た
点
に
あ
る
。
ヒ
ム
ラ
ー
は
、
敗
色
が
濃
厚
に
な
っ
た
戦
争
末
期
に
な
っ
て
も
ユ
ダ
ヤ
人
の
移
送
と
殺
害
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た

が
、
子
ど
も
の
回
収
に
も
お
な
じ
よ
う
に
最
後
ま
で
こ
だ
わ
っ
て
い
た
。
回
収
・
育
成
と
排
除
・
殺
害
と
は
車
の
両
輪
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
ヒ
ム
ラ
ー
が
敗
戦
ま
ぎ
わ
ま
で
子
ど
も
の
回
収
に
こ
だ
わ
っ
た
背
景
に
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
な
き
あ
と
の
時
代
に
そ
な
え
て
ド
イ
ツ

の
人
口
基
盤
を
強
化
す
る
と
い
う
意
図
が
み
ら
れ
た
。
そ
れ
は
ア
ジ
ア
と
の
戦
争
に
そ
な
え
た
長
期
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
関
係
し
て
い
る
。
も

し
ユ
ダ
ヤ
人
の
殺
害
と
北
方
系
の
特
徴
を
も
つ
子
ど
も
の
回
収
が
車
の
両
輪
で
あ
る
な
ら
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
移
送
と
殺
害
も
長
期
的
な
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
と
関
係
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
ば
あ
い
は
、
将
来
に
予
想
さ
れ
る
ダ
メ
ー
ジ
の
芽
を
あ
ら
か
じ
め
つ
ん
で
お
こ

う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
殺
害
が
戦
争
目
的
と
な
り
、
自
己
目
的
化
し
た
と
す
る
ロ
ン
ゲ
リ
ヒ
に
た
い
し
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル

ト
演
説
か
ら
は
、
長
期
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
も
と
づ
く
予
防
策
と
い
う
論
点
が
み
え
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
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最
後
に
、
こ
の
ヒ
ム
ラ
ー
の
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
と
、
史
料
１
の
ヒ
ト
ラ
ー
へ
の
上
申
事
項
メ
モ
と
を
つ
き
あ
わ
せ
る
こ
と
で
浮
上
す
る

問
題
に
ふ
れ
る
こ
と
で
、
本
稿
を
し
め
く
く
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

そ
れ
は
大
戦
中
の
ナ
チ
ズ
ム
体
制
に
お
け
る
政
策
決
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
ヒ
ム
ラ
ー
は
、
演
説
の
な
か
で
ド
イ
ツ
人

兵
士
の
子
ど
も
の
回
収
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
て
い
た
。

　
「
そ
れ
ゆ
え
総
統
は
昨
日
、
わ
た
し
に
以
下
の
指
示
を
伝
達
さ
れ
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
明
確
な
権
限
と
指
示
を
う
け
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
昨
日
の
指
示
と
は
、
わ
れ
わ
れ
親
衛
隊
は
、
そ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
全
員
の
所
在
を
確
認
し
、
検
査
す
る
こ
と
で
あ
る）（（
（

」

と
。
国
防
軍
兵
士
の
子
ど
も
に
か
か
わ
る
事
柄
は
、
本
来
な
ら
国
防
軍
の
所
轄
事
項
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
ヒ
ム
ラ
ー
が
率
い
る
親
衛
隊
と
警
察

が
ひ
き
う
け
る
に
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
か
ら
の
指
示
と
権
限
付
与
が
必
要
と
な
る
。
逆
に
、
ヒ
ム
ラ
ー
が
他
の
官
庁
や
機
関
の
権
限
に
か
か
わ
る
問

題
に
手
を
だ
そ
う
と
し
た
り
、
協
力
を
必
要
と
す
る
ば
あ
い
に
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
働
き
か
け
て
、
お
墨
付
き
を
も
ら
う
と
い
う
や
り
方
で
あ

る
。

　

た
と
え
ば
ヒ
ム
ラ
ー
は
、
ド
イ
ツ
人
兵
士
が
ロ
シ
ア
の
女
性
に
産
ま
せ
た
子
ど
も
を
捕
捉
す
る
た
め
に
、「
呼
び
水
と
し
て
、
月
に
一
〇
マ

ル
ク
を
支
給
し
よ
う
。
わ
た
し
は
こ
の
考
え
を
総
統
に
提
案
す
る
つ
も
り
で
い
る
」
と
述
べ
、
じ
っ
さ
い
ヒ
ト
ラ
ー
に
こ
の
件
を
上
申
し
て
い

る
。
手
当
て
の
支
給
は
財
政
に
か
か
わ
る
問
題
な
の
で
、
民
政
府
や
財
務
省
の
担
当
で
、
親
衛
隊
の
権
限
外
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
案
件

の
処
理
に
ヒ
ト
ラ
ー
が
利
用
さ
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
組
織
で
は
な
く
、
国
防
軍
や
す
べ
て
の
民
政
府
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
総
統
の
命
令
を
と
り
つ
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
人
兵
士
の
子
ど
も
の
出
生
を
で
き
る
か
ぎ
り
避
け

る
た
め
に
は
、
わ
が
兵
士
た
ち
に
避
妊
具
を
大
量
に
配
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）（（
（

」
と
ヒ
ム
ラ
ー
も
述
べ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ヒ
ム
ラ
ー
は
、
国
防
軍
兵
士
へ
の
避
妊
具
の
配
布
と
い
う
こ
ま
か
い
問
題
ま
で
も
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
相
談
し
よ
う

と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
移
送
や
殺
害
も
当
然
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
相
談
し
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
る
指
示
や

権
限
付
与
が
あ
っ
た
と
考
え
て
も
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
示
す
痕
跡
が
、
史
料
１
に
残
さ
れ
て
い
る
。「
Ⅳ　

民
族
と
入
植　
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１
．
ユ
ダ
ヤ
人
の
移
住　
　

今
後
は
ど
の
よ
う
に
す
す
め
る
か
」
と
い
う
部
分
で
あ
る）（（
（

。
ヒ
ト
ラ
ー
と
ヒ
ム
ラ
ー
の
あ
い
だ
で
も
「
移
住
」
と

い
う
偽
装
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
が
、
ヒ
ム
ラ
ー
は
明
ら
か
に
ヒ
ト
ラ
ー
の
指
示
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ユ
ダ
ヤ
人

の
民
族
殺
害
も
、
こ
う
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
と
現
場
を
あ
ず
か
る
ヒ
ム
ラ
ー
や
、
他
の
ナ
チ
体
制
指
導
部
と
の
あ
い
だ
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
に
よ
っ

て
展
開
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
か
ら
は
、
ま
だ
ま
だ
興
味
深
い
論
点
を
ひ
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
「
ナ
チ
ズ
ム
に
お
け
る
文
明
化
の
使

命
の
否
定
」
と
い
う
問
題
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

　

本
稿
は
、
人
口
問
題
を
あ
つ
か
っ
た
二
〇
一
〇
年
前
期
の
特
殊
講
義
「
西
洋
社
会
史
」
の
一
部
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
ス
ピ
ン
・
ア
ウ
ト
し
た

も
の
で
あ
る
。
毎
回
配
布
し
た
コ
メ
ン
ト
用
紙
を
介
し
た
参
加
者
と
の
質
疑
応
答
の
お
か
げ
で
、
問
題
を
整
理
で
き
た
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
た

な
論
点
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
校
務
が
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
と
降
っ
て
き
て
、
帰
宅
が
夜
の
一
一
時
を
す
ぎ
る
日
々
が
つ
づ
く
な
か
、
こ
う

し
て
講
義
の
一
部
を
形
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
読
史
会
の
編
集
委
員
の
み
な
さ
ま
と
、
辛
抱
強
く
原
稿
の
完
成
を
ま
っ
て
く
れ
た
古
瀬

先
生
の
お
か
げ
で
あ
る
。
記
し
て
感
謝
す
る
。
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註（
１
） H

einem
ann, Isabel,  Rasse, Siedlung, deutsches Blut : das 

Rasse- und Siedlungshauptam
t der SS und die rassenpolitische 

N
euordnung Europas,  G

öttingen : W
allstein,2003, S.453 

A
nm

.121

　
　

ヒ
ム
ラ
ー
の
本
営
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
本
営
か
ら
三
〇
キ
ロ
以
上
も

離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
は
、
ヒ
ム
ラ
ー
の
副
官
カ
ー
ル
・
ヴ
ォ

ル
フ
に
よ
れ
ば
、
当
時
ヒ
ム
ラ
ー
は
総
督
府
の
ユ
ダ
ヤ
人
絶
滅
に
従

事
し
て
い
て
、
で
き
る
か
ぎ
り
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
近
い
所
に
い
る
こ
と

を
望
ん
だ
か
ら
と
さ
れ
る
。
参
照Lang, Jochen von, D

er Adjutant 
: K

arl W
olff : der M

ann zw
ischen H

itler und H
im

m
ler, M

ünchen 
: H

erbig, 1985 S.180

。
総
統
本
営
と
の
距
離
に
つ
い
て
は
同
書
190

頁
。

（
２
） H

einrich H
im

m
ler. G

eheim
reden 1933 bis 1945  und andere 

Ansprachen, herausgegeben von B
radley F. Sm

ith und A
gnes F. 

Peterson ; m
it einer Einführung von Joachim

 C
. Fest, B

erlin : 
Propyläen Verlag, 1974, S.251

［
以
下H

im
m

ler. G
eheim

reden 
1933 bis 1945

と
略
］

（
３
） 

た
と
え
ば
、
一
九
四
〇
年
二
月
二
九
日
、
大
管
区
指
導
者
と
党

幹
部
を
前
に
し
た
演
説H

im
m

ler. G
eheim

reden 1933 bis 1945, 
S.128 

や
、
一
九
四
〇
年
七
月
九
日
、
武
装
親
衛
隊
ラ
イ
プ
シ
ュ
タ

ン
ダ
ル
テ
Ｓ
Ｓ
「
ア
ー
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
」
の
将
校
団
を
前
に
し

た
演
説N

bg.D
ok. 1918-PS IM

T, B
d.X

X
IX

, S.104

（
４
） N

bg.D
ok. 1919-PS IM

T, B
d.X

X
IX

, S.145

（
５
） 

一
九
四
二
年
九
月
一
六
日
の
ヒ
ム
ラ
ー
演
説
の
全
文
は
、

Jacobsen, H
.-A

. und  Jochm
ann, W

erner (H
g.), Ausgew

ählte 
D

okum
ente zur G

eschichte des N
ationalsozialism

us 1933-1945.   
III (Bielefeld 1961), D

okum
ent 16.IX

 1942 S.1-13

［
以
下Jacobsen 

und Jochm
ann

と
略
］
に
あ
る
。
一
部
省
略
さ
れ
て
は
い
る
が
演
説
の

概
要
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
の
が
、O

pitz, R
einhard, Europa-

strategien des deutschen K
apitals 1900-1945, K

öln: Pahl-
Rugenstein, 1977, S. 921-930

で
あ
る
。
一
部
を
抜
粋
し
た
も
の

は
、Schum

ann, W
olfgang und N

estler, L
udw

ig (H
g.), 

W
eltherrschaft im

 Visier. D
okum

ente zu den Europa- und 
W

eltherrschaftsplänen des deutschen Im
perialism

us von der 
Jahrhundertwende bis M

ai 1945,  Berlin: V
EB D

eutscher Verlag 
der W

issenschaften, 1975

とM
adajczyk, C

zeslaw
 (H

g.), Vom
 

G
eneralplan O

st zum
 G

eneralsiedlungsplan, M
ünchen;N

ew
 

Providence;Londo;Paris: K
.G

.Sauer, 1994,

に
も
あ
る
。

（
６
） 

こ
の
問
題
を
手
が
か
り
に
し
た
の
が
、
拙
稿
「
野
蛮
な
ゲ
ル
マ

ン
人
は
ど
の
よ
う
に
し
て
清
潔
な
ド
イ
ツ
人
に
な
っ
た
か
」『
史

艸
』（
日
本
女
子
大
学
）
五
〇
（
二
〇
〇
九
年
一
二
月
）
一
三
九
─

一
五
五
頁
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
ド
イ
ツ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
、
フ
ラ
ン
ス
や
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
か
か
わ
り
だ
け
で

な
く
、
な
に
よ
り
も
植
民
地
や
東
方
と
の
か
か
わ
り
で
形
成
さ
れ
て

き
た
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

（
７
） 
「
住
民
の
大
部
分
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
か
つ
て
の
ロ
シ
ア
都

市
ジ
ト
ー
ミ
ル
」（Jacobsen und Jochm

ann, S.1

）、「
レ
ー
ニ
ン
や
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ス
タ
ー
リ
ン
な
ど
の
独
裁
的
な
権
力
者
や
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
み
な
ア

ジ
ア
と
の
典
型
的
な
混
血
で
あ
る
か
ら
だ
」（Ibid., S.1

）、
そ
れ
と

「
も
し
ア
ー
リ
ア
人
が
も
は
や
存
在
し
な
く
な
っ
た
と
し
た
ら
、
世

界
は
ユ
ダ
ヤ
人
や
劣
等
人
間
だ
け
に
な
り
、
し
だ
い
に
荒
廃
し
、
無

知
蒙
昧
に
な
っ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
」（Ibid., S.3

）
の
三
カ
所
で

あ
り
、
い
ず
れ
も
付
加
的
な
言
及
で
し
か
な
い
。

（
８
） 

ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
に
つ
い
て
は
、
親
衛
隊
人
種
・
植
民
本

部
に
つ
い
て
研
究
し
たH

einem
ann, Rasse, Siedlung, deutsches 

Blut

が
、
入
植
政
策
、
子
ど
も
の
回
収
と
ド
イ
ツ
化
、
レ
ー
ベ
ン
ス

ボ
ル
ン
の
活
動
と
の
か
か
わ
り
な
ど
を
詳
細
に
分
析
し
、
こ
の
演
説

が
綱
領
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。Padfield, 

Peter, H
im

m
ler. Reichsführer-SS, London: M

cM
illan, 1990

は
、

ハ
イ
ド
リ
ヒ
の
葬
儀
の
あ
と
の
一
九
四
二
年
六
月
九
日
の
演
説
に
は

ス
ペ
ー
ス
を
さ
い
て
い
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
は
素
通
り
し

て
い
る
。
ヒ
ム
ラ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
要
素
ご
と
に
テ
ー
マ
化
し

た

A
ckerm

ann, Josef, H
einrich H

im
m

ler als Ideologe,  
G

öttingen : M
usterschm

idt, 1970

は
、　

第
６
章
「
ヒ
ム
ラ
ー
と

東
方
」
で
、
随
所
で
こ
の
演
説
か
ら
引
用
を
し
て
、
こ
の
演
説
の
重

要
性
を
間
接
的
に
証
明
し
て
い
る
が
、
著
者
の
関
心
は
こ
の
演
説
そ

の
も
の
に
は
な
い
。Breitm

an, Richard, The Architect of G
enocide. 

H
im

m
ler and the Final Solution, London: The B

odley H
ead, 

1991

は
、
ヒ
ム
ラ
ー
の
あ
る
演
説
に
つ
い
て
は
録
音
し
た
も
の
ま

で
も
調
べ
て
い
る
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
絶
滅
政
策
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る

せ
い
か
、
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
は
射
程
外
に
お
か
れ
て
い
る
。
お

な
じ
く
絶
滅
政
策
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ロ
ン
ゲ
リ
ヒ
は
、

Longerich, Peter, H
einrich H

im
m

ler : Biographie, M
ünchen : 

Siedler, 2008

で
、
ヒ
ム
ラ
ー
の
伝
記
を
ま
と
め
て
い
る
。
ロ
ン
ゲ

リ
ヒ
の
中
心
的
な
考
え
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
殺
害
が
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ

た
の
は
一
九
四
二
年
の
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
の
時
期
で
、
こ
の
こ

ろ
に
親
衛
隊
が
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
入
植
計
画
が
一
本
化
さ
れ
、

将
来
の
大
ド
イ
ツ
帝
国
全
域
に
そ
れ
を
拡
大
し
よ
う
と
、
決
定
的
な

一
歩
が
ふ
み
だ
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ロ
ン
ゲ
リ
ヒ
の
関
心

が
一
九
四
二
年
の
春
か
ら
初
夏
に
あ
る
た
め
か
、
同
年
九
月
の
ヘ
ー

ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
は
、
そ
の
個
々
の
要
素
は
各
所
に
分
散
し
て
扱
わ

れ
て
い
る
。
ま
た
「
清
潔
」
と
い
う
テ
ー
マ
も
注
目
さ
れ
て
い
な
い

が
、
ア
ジ
ア
や
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
に
つ
い
て
は
テ
ー
マ
化
さ
れ
て
い

て
、
叙
述
は
簡
潔
で
、
示
唆
に
富
む
。
わ
が
国
で
は
、
谷
喬
夫
『
ヒ

ム
ラ
ー
と
ヒ
ト
ラ
ー　

氷
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
』（
講
談
社
選
書
メ
チ

エ
、
二
〇
〇
〇
）
が
本
格
的
な
研
究
で
、
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
に

は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
重
要
な
演
説
を
紹
介
し
て
い
る

ほ
か
、
東
方
基
本
計
画
（G

eneralplan O
st

）
に
も
注
目
し
て
い
る

点
で
重
要
で
あ
る
。

　
　

ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
入
植
と
の
関
連
で
こ
の
演
説
に
ふ
れ
て
い
る
の

が
、Low

er , W
endy, N

azi Em
pire-Building and the H

olocaust 
in U

kraine, C
hapel H

ill : The U
niversity of N

orth C
arolina 

Press, 2005

で
、
こ
の
研
究
は
、
ナ
チ
ス
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
占
領
政
策

を
、
帝
国
建
設
と
植
民
地
主
義
と
い
う
視
角
か
ら
扱
お
う
と
し
た
点

に
特
徴
が
あ
る
。
ベ
ラ
ル
ー
シ
に
つ
い
て
研
究
し
た
ゲ
ル
ラ
ハ
は
、
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ド
イ
ツ
軍
兵
士
と
ロ
シ
ア
人
女
性
と
の
子
ど
も
を
め
ぐ
る
問
題
を

「
子
ど
も
に
た
い
す
る
戦
争
」と
し
て
テ
ー
マ
化
し
て
い
る
。（G

erlach, 
C

hristian, K
alkulierte M

orde : die deutsche W
irtschafts- und 

Vernichtungspolitik in W
eißrußland 1941 bis 1944, H

am
burg : 

H
am

burger edition, 2000,S.1074-1092

）
ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説

と
子
ど
も
の
拉
致
に
つ
い
て
は
、
グ
イ
ド
・
ク
ノ
ッ
プ
『
ヒ
ト
ラ
ー

の
親
衛
隊
』
高
木
玲
訳
（
原
書
房
、
二
〇
〇
三
）
も
一
三
一
頁
で
ふ

れ
て
い
る
。

（
９
） D

er D
ienstkalender H

einrich H
im

m
lers 1941/42, Peter 

W
itte; M

ichael W
ildt; M

artina Voigt; D
ieter Pohl; Peter K

lein; 
C

hristian G
erlach; C

hristoph D
ieckm

ann; A
ndrej A

ngrick (H
g.), 

H
am

burg: H
ans C

hristians Verlag, 1999

（
10
） Ibid., S.553, A

nm
.71

（
11
） Ibid., S.563-568

（
12
） Jacobsen und Jochm

ann, S.1

（
13
） 

ヒ
ュ
ー
・
Ｒ
・
ト
レ
ヴ
ァ
ー
＝
ロ
ー
パ
ー
編
『
ヒ
ト
ラ
ー
の
作

戦
指
令
書
』
滝
川
義
人
訳
（
東
洋
書
林
、
二
〇
〇
〇
）
一
九
九
頁

（
14
） 

ゲ
ッ
ベ
ル
ス
は
、
大
戦
中
、
ほ
ぼ
毎
日
、
午
前
中
に
宣
伝
省
幹

部
や
国
防
軍
統
合
司
令
部
か
ら
の
連
絡
将
校
な
ど
を
あ
つ
め
て
「
大

臣
会
議
」
を
開
催
し
て
い
る
。
そ
の
一
九
四
二
年
九
月
一
六
日
の
会

議
で
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
は
当
時
の
「
新
し
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
論
議
を
き

び
し
く
批
判
し
、
ド
イ
ツ
側
か
ら
「
新
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
い
う
テ
ー

マ
に
つ
い
て
騒
ぎ
立
て
る
こ
と
は
、
正
し
く
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

「
世
界
は
、
わ
れ
わ
れ
が
物
質
的
な
利
益
を
え
る
こ
と
な
し
に
、
新

し
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
実
現
の
た
め
に
だ
け
戦
っ
て
い
る
と
は
思
っ
て
い

な
い
。
一
般
的
に
は
、
ド
イ
ツ
人
は
ま
だ
理
念
の
た
め
に
戦
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
ナ
チ
ス
に
つ
い
て
は
、
ナ
チ
ス
が
石
油
と

穀
物
と
、
そ
れ
に
わ
が
民
族
の
物
質
的
状
況
の
向
上
の
た
め
に
戦
っ

て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
夢
を
追
い
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い

こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」 Boelcke, W

illi A
 (H

g.), W
ollt 

Ihr den totalen K
rieg ? : die geheim

en G
oebbels-K

onferenzen 
1939-43, Stuttgart : Paw

lak, 1989, S. 281-282

（
15
） Picker, H

enry, H
itlers Tischgespräche im

 Führerhauptquartier, 
U

nveränd.N
euausg. Frankfurt/M

ain; B
erlin: U

lstein, 1989, 
S.393-394　

ヒ
ト
ラ
ー
の
「
膨
大
な
犠
牲
の
こ
と
は
、
後
の
世
代

で
は
、
す
ぐ
に
忘
れ
さ
ら
れ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
ヒ
ム
ラ
ー
の

ヘ
ー
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
演
説
に
も
見
ら
れ
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
と
ヒ
ム
ラ
ー 

の
発
言
に
は
、
お
た
が
い
に
引
用
し
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
、

よ
く
似
た
言
葉
や
い
い
ま
わ
し
が
目
に
つ
く
。

（
16
） Röhr, W

erner u.a., (H
g.), D

ie Faschistische O
kkupationspolitik 

in Polen (1939-1945). Europa unterm
 H

akenkreuz B
d.2, K

öln : 
Pahl-R

ugenstein, 1989, S.227

（
17
） 

陸
軍
参
謀
総
長
ハ
ル
ダ
ー
は
、
ヒ
ム
ラ
ー
の
演
説
が
行
な
わ
れ

た
九
月
一
六
日
の
戦
争
日
誌
に
は
、
こ
う
書
い
て
い
る
。「
南
部
で

は
戦
況
は
か
わ
ら
ず
。
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
ー
ド
で
は
前
進
。
中
央
で

は
、
大
き
な
出
来
事
な
し
。
第
九
軍
は
攻
撃
を
は
ね
か
え
す
。
北
部

で
は
、
マ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（
ラ
ド
ガ
湖
南
部
）
が
前
進
攻
撃
。［
中

略
］
総
統
の
ド
ン
戦
線
へ
の
憂
慮
は
相
変
わ
ら
ず
強
い
」(H

alder, 
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Franz, bearbeitet von H
ans-A

dolf Jacobsen, D
er Rußlandfeldzug 

bis zum
 M

arsch auf Stalingrad (22.6.1941-24.9.1942). 
K

riegstabebuch B
d.3, Stuttgart : W

. K
ohlham

m
er, 1964, S.523)

と
。

　
　

一
九
四
二
年
九
月
一
〇
日
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
の
大
臣
会
議
の
記
録
に
よ

る
と
、「
ド
イ
ツ
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
務
所
や
組
織
か
ら
の
報
道
に
よ

る
と
、
戦
争
が
す
ぐ
に
終
わ
る
と
い
う
楽
観
的
な
希
望
は
も
は
や
、

こ
の
夏
の
よ
う
な
広
範
囲
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
大
臣
は

こ
う
し
た
事
実
を
歓
迎
。
昨
年
よ
り
も
、
も
っ
と
精
神
的
に
い
い
状

態
で
冬
に
入
っ
て
い
け
る
だ
ろ
う
」(B

oelcke, (H
g.), W

ollt Ihr den 
totalen K

rieg ?, S.277)

と
あ
る
。
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
の
念
頭
に
は
、
前

年
、
楽
観
論
が
支
配
的
だ
っ
た
た
め
に
、
ソ
連
軍
の
反
撃
に
あ
い
、

「
冬
の
危
機
」
に
陥
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
18
） Jacobsen und Jochm

ann, S.5-9

（
19
） Ibid., S.7

（
20
） M

ulligan, Tim
othy, The politics of illusion and em

pire: 
G

erm
an occupation policy  in the  Soviet U

nion, 1942-1943, 
N

ew
 York: Praeger Publisher, 1988  p.9

　

対
ソ
開
戦
前
の
一
九
四
一
年
四
月
に
ヒ
ム
ラ
ー
は
、
対
ソ
戦
終
了
後

に
オ
ラ
ン
ダ
人
や
フ
ラ
マ
ン
人
を
ソ
連
領
土
に
入
植
さ
せ
る
計
画
を

た
て
、
そ
の
準
備
に
あ
た
ら
せ
た
。
し
か
し
五
月
に
は
「
東
方
へ
の

入
植
希
望
者
は
き
わ
め
て
少
な
い
」
と
の
報
告
が
あ
が
っ
て
き
て
い

る
。
た
と
え
ばK

ay, A
lex J., Exploitation, Resettlem

ent, M
ass 

M
urder: P

olitical and E
conom

ic P
lannig for G

erm
an 

O
ccupation Policy in the Soviet U

nion, 1940-1941, N
ew

 York : 
B

erghahn, 2006, p.99

、
こ
の
ほ
か
、
一
九
四
二
年
四
月
二
七
日
の

東
方
基
本
計
画
の
鑑
定
書
の
な
か
で
も
、「
東
方
入
植
を
い
や
が

る
」
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
交
通
の
便
を
改
善
す
る
こ
と
な
ど

の
対
策
が
提
案
さ
れ
て
い
る
（H

eiber,H
elm

ut, G
eneralplan O

st, 
in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Jg.6 (1958),H

.3, S.320

）。

（
21
） Jacobsen und Jochm

ann, S.1

（
22
） Ibid., S.2

（
23
） Ibid., S.2

（
24
） Ibid., S.6

（
25
） 

ド
イ
ツ
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
奪
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
併
合
し
た

ヴ
ァ
ル
テ
ラ
ン
ト
で
は
、
プ
ー
ル
や
公
衆
浴
場
の
利
用
時
間
は
午

後
、
週
に
一
度
か
二
度
に
制
限
さ
れ
た
。
こ
れ
は
「
不
潔
な
ポ
ー
ラ

ン
ド
人
」
と
い
う
常
套
句
を
維
持
し
、
清
潔
を
ド
イ
ツ
人
の
特
権
と

す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（H

arten, H
ans-C

hristian, D
e-

K
ulturation und G

erm
anisierung: D

ie nationalsozialistische 
Rassen- und Erziehungspolitik in Polen 1939-1945, Frankfurt/
M

ain: C
am

pus, 1996,S.97

）。

（
26
） H

im
m

ler. G
eheim

reden 1933 bis 1945, S.49　

ラ
イ
ヒ
と

は
、「
中
欧
に
お
け
る
ド
イ
ツ
人
の
国
」
と
い
う
意
味
で
、
ナ
チ

「
第
三
帝
国
」
は
第
三
の
ラ
イ
ヒ
と
い
う
意
味
で
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共

和
国
も
ラ
イ
ヒ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
以
後
、
大
ゲ
ル
マ
ン
・
ラ
イ

ヒ
を
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
と
訳
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
ア
ッ
カ
ー
マ

ン
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ム
ラ
ー
が
最
初
に
「
大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
」
の
建
設
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を
口
に
し
た
の
は
こ
の
一
九
三
八
年
一
一
月
八
日
の
演
説
で
あ
る
と

さ
れ
る
（A

ckerm
ann, H

einrich H
im

m
ler als Ideologe, S.180

）

　
　

大
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
に
つ
い
て
は
、Loock, H

ans-D
ietrich, Zur 

„G
rossgerm

anischen Politik “ des D
ritten R

eiches, in: VfZ, 8.Jg.
(1960), H

.1, S.38-63 

が
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
論
文
で

は
、
大
ゲ
ル
マ
ン
政
策
の
対
象
は
北
欧
、
北
西
欧
諸
国
に
限
定
さ
れ

て
い
て
、
ヒ
ム
ラ
ー
の
一
九
四
二
年
九
月
一
六
日
演
説
は
ま
っ
た
く

注
目
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
し
て
や
、
東
方
、
ロ
シ
ア
を
包
摂
す
る
構

想
と
し
て
は
、
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。
ゲ
ル
マ
ン
帝
国
構
想
を
ナ

チ
ズ
ム
の
広
域
構
想
、
新
体
制
と
の
か
か
わ
り
で
と
ら
え
て
い
る
も

の
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。Elvert, Jürgen, M

ilteleuropa! 
: D

eutsche Pläne zur europäischen N
euordnung (1918-1945), 

S
tu

ttg
art : S

tein
er, 1

9
9

9
 ; G

ru
ch

m
an

n
, L

o
th

ar, 
N

ationalsozialistische G
roßraum

ordnung : die K
onstruktion 

einer "deutschen M
onroe-D

oktrin", Stuttgart : D
eutsche Verlags-

A
nstalt, 1962 ; M

ai, U
w

e, "Rasse und Raum
" : Agrarpolitik, 

Sozial- und Raum
planung im

 N
S-Staat, Paderborn : Schöningh, 

2002

（
27
） H

im
m

ler. G
eheim

reden 1933 bis 1945, S.37

（
28
） 

芝
健
介
『
武
装
親
衛
隊
と
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド　

暴
力
装
置
の
メ
タ

ル
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
』（
有
志
舎
、
二
〇
〇
八
）
四
七
頁

（
29
） H

im
m

ler. G
eheim

reden 1933 bis 1945, S.37-38 

ち
な
み
に

引
用
の
前
半
部
分
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
絶
滅
を
予
言
し
た
と
さ
れ
る
ヒ
ト

ラ
ー
の
有
名
な
一
九
三
九
年
一
月
三
〇
日
の
演
説
に
酷
似
し
て
い

る
。

（
30
） 

史
料
と
し
て
は
、H

im
m

ler. G
eheim

reden 1933 bis 1945

と
、『
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
史
料
集
』（IM

T

）、『
現
代
史
季
報
』

（VfZ

）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ヒ
ム
ラ
ー
の
演
説
で
、
全
文
が
わ
か
る

も
の
を
選
ん
で
用
い
た
の
で
、
網
羅
的
な
も
の
で
は
な
い
。

　

一
九
三
八
年
一
一
月
八
日
の
演
説　

H
einrich H

im
m

ler. 
G

eheim
reden 1933 bis 1945, S.25-49

　

一
九
四
〇
年
二
月
二
九
日
の
演
説  H

einrich H
im

m
ler. 

G
eheim

reden 1933 bis 1945, S.115-144

　

一
九
四
〇
年
九
月
七
日
の
演
説  N

bg.D
ok. 1918·PS  IM

T, 
B

d.X
X

IX
, S.98-110

　

一
九
四
二
年
六
月
九
日
の
演
説　

H
einrich H

im
m

ler. G
eheim

reden 
1933 bis 1945, S.146-161

　

一
九
四
二
年
九
月
一
六
日
の
演
説Jacobsen und Jochm

ann, S.1-13

　

一
九
四
三
年
一
月
三
〇
日
の
演
説VfZ, Jg.8 (1990), H

.2, 337-348.

　

一
九
四
三
年
一
〇
月
四
日
の
演
説N

bg.D
ok.  1919·PS  IM

T, 
B

d.X
X

IX
, S.110-173

　

一
九
四
三
年
一
〇
月
六
日
の
演
説 H

einrich H
im

m
ler. 

G
eheim

reden 1933 bis 1945, S.162-183

　

一
九
四
四
年
七
月
二
六
日
の
演
説H

einrich H
im

m
ler. 

G
eheim

reden 1933 bis 1945, S.215-237
　

一
九
四
四
年
八
月
三
日
の
演
説 VfZ, Jg.1 (1953), H

.4, S. 357-394

（
31
） N

bg.D
ok. 1918-PS  IM

T, B
d.X

X
IX

, S.108

（
32
） Ibid., S.108
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（
33
） B

reitm
an, The Architect of G

enocide, p.242
（
34
） N

bg.D
ok. 1919·PS  IM

T, B
d.X

X
IX

, S.137

（
35
） Ibid., S.136

（
36
） H

im
m

ler. G
eheim

reden 1933 bis 1945, S.236

（
37
） Ibid., S.236

（
38
） S

peer, A
lbert, Spandauer Tagebuch, F

rankfurt/
M

ain;B
erlin;W

ien: Propyläen, 1975,S.85 
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〇
〇
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落
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彼
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述
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独
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。
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史
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ハ
タ
ー
』
紙
の

論
説
）
と
、
三
九
二
番
（
一
九
二
二
年
七
月
二
一
日
の
メ
モ
）
で
あ

る
。
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Ｋ
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〇
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〇
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〇
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概
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す
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ら
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ド
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〇
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あ
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デ
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。
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。
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史
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史
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〇
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史
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縮
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が
あ
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。
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。
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取
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。
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） Ibid., S.4

（
85
） 

こ
の
文
言
が
具
体
的
に
は
な
に
を
指
し
て
い
る
か
は
不
明
で
あ

る
。
し
か
し
、
当
時
、
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
は
、「
疎
開
」
を
猶

予
さ
れ
て
い
る
軍
需
産
業
や
国
防
軍
関
係
の
工
場
で
働
く
ユ
ダ
ヤ
人

の
問
題
で
あ
っ
た
。
す
で
に
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
大
管
区
指

導
者
を
兼
任
す
る
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
な
ど
の
要
請
に
よ
り
、
一
九
四
二
年
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六
月
に
軍
需
大
臣
シ
ュ
ペ
ー
ア
に
た
い
し
て
、
ド
イ
ツ
本
国
の
軍
需

工
場
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
人
は
外
国
人
労
働
者
で
代
替
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
令
し
て
い
た
（B

oelcke, W
illi A

. (H
g.), 

D
eutschlands R

üstung im
 Zw

eiten W
eltkrieg : H

itlers 
K

onferenzen m
it Albert Speer 1942-1945, Frankfurt/M

ain : 
A

thenaion,1969, S.189

）。
一
九
四
二
年
九
月
五
日
に
は
、
国
防
軍

統
合
司
令
部
長
官
カ
イ
テ
ル
も
、
軍
需
産
業
で
働
く
ユ
ダ
ヤ
人
を

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
で
お
き
か
え
る
よ
う
指
令
を
だ
し
た
が
、
軍
内
部
か

ら
反
対
が
お
き
て
い
た
（M

adajczyk, C
zeslaw,  H

itler's D
irect 

Influence on D
ecisions A

ffecting Jew
s during W

orld W
ar II, in: 

Yad Vashem
 Studies. 20(1990), p.60

）。
こ
う
し
た
な
か
一
九
四
二

年
九
月
二
〇
日
～
二
二
日
の
軍
需
会
議
で
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
総
督
府
の

ユ
ダ
ヤ
人
熟
練
労
働
者
は
当
面
そ
の
ま
ま
に
す
る
と
い
う
ザ
ウ
ケ
ル

の
提
案
に
同
意
し
た
も
の
の
、「
ド
イ
ツ
の
軍
需
工
場
か
ら
ユ
ダ
ヤ

人
を
運
び
出
す
こ
と
の
重
要
性
を
再
度
強
調
」
し
て
い
る
（B

oelcke, 
ibid., S.189

）。
九
月
二
二
日
の
ヒ
ト
ラ
ー
と
ヒ
ム
ラ
ー
の
協
議
の

内
容
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
軍
需
労
働
者
の
排
除

と
い
う
ヒ
ト
ラ
ー
の
強
い
意
志
は
、
一
九
四
三
年
一
月
二
七
日
に
総

督
府
で
ヒ
ト
ラ
ー
の
命
令
が
実
行
に
移
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確

認
で
き
る
。


