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『
軍
事
史
と
は
何
か
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（
原
書
房
、
二
〇
一
七
年
三
月
、
四
七
二
頁
、
三
七
八
〇
円
＋
税
）　

　
　
　
髙
岡
佐
登
美
／
前
田
充
洋
　

　

一
九
九
八
年
一
一
月
に
ボ
ー
フ
ム
で
「
軍
事
史
研
究
会
」
が
開
催
さ
れ
た
。
本

書
は
そ
の
講
演
を
も
と
に
編
ま
れ
たK

ühne, Thom
as/ Ziem

ann, B
enjam

in (H
g.), 

W
as ist M

ilitärgeschichte ?, Paderborn, 2000

の
翻
訳
で
あ
る
。
本
書
の
目
的
は

「
軍
事
史
と
い
う
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
学
術
的
な
分
析
手
法
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に

と
ら
え
る
か
と
い
う
問
題
を
検
討
」
し
、
軍
事
史
研
究
に
お
け
る
様
々
な
理
論
的
、

方
法
論
的
な
前
提
や
概
念
、
そ
し
て
研
究
の
方
向
性
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。
刊

行
か
ら
二
〇
年
弱
を
へ
た
今
な
お
原
書
は
、
軍
事
史
に
た
ず
さ
わ
る
者
に
と
っ
て
基

調
と
な
り
う
る
文
献
で
あ
り
、
そ
の
邦
訳
を
ま
ず
は
喜
び
た
い
。
と
は
い
え
、
原
書

に
お
い
て
な
さ
れ
た
提
言
や
課
題
に
つ
い
て
は
、
現
在
乗
り
越
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
も

の
も
あ
る
。
以
下
で
は
評
者
ら
の
関
心
に
そ
っ
て
本
書
の
一
部
を
紹
介
し
、
原
書
で

提
起
さ
れ
た
課
題
が
以
降
ど
の
よ
う
に
克
服
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
か
を
み
て
み
た
い
。

本
書
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

序
文第

一
章
、
拡
大
の
な
か
に
あ
る
軍
事
史

―
流
行
、
解
釈
、
構
想

　

第
一
部　

手
段
と
し
て
の
利
用

　
　

第
二
章
、　　

学
問
と
政
治
の
あ
い
だ
の
軍
事
史

　
　

第
三
章
、　　

息
の
詰
ま
る
よ
う
な
場
所
で
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　

―
東
ド
イ
ツ
時
代
の
軍
事
史
研
究
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト

　
　

第
四
章
、　　

冷
静
か
つ
客
観
的
に

―
学
術
的
軍
事
史
に
関
す
る
見
解

　

第
二
部　

ア
プ
ロ
ー
チ
と
テ
ー
マ
領
域

　
　

第
五
章
、　　

作
戦
史
の
目
的
と
は
何
か

　
　

第
六
章
、　　

作
戦
史
と
し
て
の
軍
事
史

　
　
　
　

―
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

　
　

第
七
章
、　　

軍
事
史
と
政
治
史

　
　

第
八
章
、　　

軍
事
史
に
お
け
る
政
治
の
概
念

―
若
干
の
観
察
と
提
言

　
　

第
九
章
、　　

軍
、
戦
争
、
社
会

―
社
会
史
に
お
け
る
兵
士
と
軍
エ
リ
ー
ト

　
　

第
十
章
、　　

軍
需
産
業
と
戦
時
経
済

―
軍
事
史
に
経
済
史
的
な
方
法
を

　
　
　
　
　
　
　
　

用
い
る
こ
と
の
効
用
と
欠
点
に
つ
い
て

　
　

第
十
一
章
、　

機
械
化
さ
れ
た
軍
隊

　
　
　
　
　
　

―
あ
る
共
生
関
係
に
関
す
る
方
法
論
的
考
察

　
　

第
十
二
章
、　

デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
実
践

―
文
化
史
と
し
て
の
軍
事
史

　
　

第
十
三
章
、　

戦
争
と
軍
隊
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　

―
新
た
な
議
論
に
関
す
る
研
究
の
見
通
し
と
考
察

　

第
三
部　

展
望

　
　

第
十
四
章
、　
『
戦
争
論
』

―
現
代
軍
事
史
に
つ
い
て
の
諸
考
察

　
　

第
十
五
章
、　

社
会
の
な
か
の
軍
隊

　
　
　
　
　
　
　
　

―
近
世
に
お
け
る
新
し
い
軍
事
史
の
視
点

　
　

第
十
六
章
、　

総
力
戦
時
代
に
お
け
る
全
体
史
と
し
て
の
軍
事
史

　

第
四
部　

総
括

　
　

第
十
七
章
、　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
軍
事
史
の
展
開
に
関
す
る
覚
書
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第
十
八
章
、　

市
場
の
権
利
を
巡
る
争
い
と
理
論
の
マ
ニ
車

　
　
　
　
　
　
　
　

―
新
た
な
軍
事
史
を
巡
る
諸
々
の
論
争
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
く
つ
か
の
コ
メ
ン
ト

　

第
一
部
で
は
一
九
九
〇
年
代
ま
で
軍
事
史
研
究
が
「
い
か
に
扱
わ
れ
て
き
た
か
」

が
概
観
さ
れ
、第
二
部
以
降
で
具
体
的
な
テ
ー
マ
に
即
し
た
方
法
論
が
提
起
さ
れ
る
。

そ
こ
で
は
分
析
対
象
を
無
制
限
に
取
り
こ
む
こ
と
は
留
保
す
べ
き
と
し
つ
つ
、「
一

般
」
分
野
の
歴
史
研
究
と
、
軍
事
史
研
究
と
の
架
橋
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か

が
示
さ
れ
る
。
多
方
面
か
ら
な
さ
れ
る
提
言
を
さ
さ
え
る
前
提
の
一
つ
に
は
、
ド
イ

ツ
史
に
お
け
る
「
大
き
な
物
語
」
で
あ
り
、
現
在
で
も
な
お
検
討
の
対
象
と
な
り
う

る
「
特
有
の
道
」
論
の
再
検
討
で
あ
る
。
な
か
で
も
と
く
に
Ｏ
・
ビ
ュ
ッ
シ
ュ
の
議

論
に
端
を
発
し
、「
極
め
て
安
定
し
た
稜
堡
」
を
な
し
て
き
た
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ド
イ

ツ
軍
国
主
義
を
め
ぐ
る
「
連
続
性
」
と
そ
の
「
特
殊
性
」
を
め
ぐ
る
潮
流
の
再
検
討

で
あ
る
。「
特
有
の
道
」
論
は
社
会
的
か
つ
政
治
的
な
民
主
化
の
妨
げ
と
、
経
済
・

工
業
技
術
の
自
由
主
義
的
気
風
を
と
も
な
わ
な
い
進
展
と
い
う
ズ
レ
が
近
代
ド
イ
ツ

に
お
い
て
同
時
に
生
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
帝
国
主
義
的
な
統
治
体
制
が
成
立
、
第
一

次
世
界
大
戦
を
経
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
を
台
頭
さ
せ
た
と
す
る
。

　

こ
の
議
論
に
た
い
す
る
軍
事
史
か
ら
の
再
検
討
を
よ
り
端
的
に
表
す
の
は
、
第
九

章
で
あ
ろ
う
。
軍
隊
や
戦
争
は
、
元
来
広
範
な
社
会
的
、
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に

ね
ざ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
軍
隊
を
と
り
ま
く
社
会
環
境
に
も
関
心
を
寄
せ
る
べ
き
で

あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
社
会
構
造
の
要
素
と
し
て
一
様
に
と
ら
え
る
の
で

は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
を
規
定
す
る
組
織
形
態
、
規
範
体
系
、
文
化
様
式
の
差
異
を
意

識
し
つ
つ
、
接
点
や
相
互
作
用
を
よ
り
詳
細
に
分
析
す
べ
き
だ
と
す
る
。
こ
れ
に
よ

り
大
衆
軍
と
し
て
の
軍
隊
と
市
民
社
会
と
の
結
び
つ
き
や
、
市
民
の
政
治
参
加
の
可

能
性
に
か
ん
し
て
、
よ
り
広
範
に
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
軍
事
的
要
素
を

捨
象
せ
ず
に
市
民
社
会
を
見
直
す
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
わ
が
国
で
も
見
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
近
年
の
研
究
成
果
を
下
敷
き
に
し
つ
つ
、
一
九
世
紀
初
頭
に
お
け
る
軍
制

改
革
の
時
代
的
位
置
づ
け
を
再
評
価
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
国
主
義

の
「
連
続
性
」
お
よ
び
プ
ロ
イ
セ
ン
そ
の
も
の
の
「
特
殊
性
」
を
相
対
化
す
る
鈴
木

ら
の
成
果
が
あ
る（

1
（

。

　

一
方
で
こ
の
章
で
は
研
究
対
象
と
し
て
一
般
兵
士
の
重
要
性
を
強
調
し
、「
き
わ

め
て
普
通
の
男
た
ち
」
で
あ
る
彼
ら
の
な
か
で
戦
闘
意
欲
や
暴
力
性
が
い
か
に
増
大

し
て
い
っ
た
か
を
詳
細
に
追
体
験
す
る
た
め
に
は
、
ミ
ク
ロ
ヒ
ス
ト
リ
ー
的
な
ケ
ー

ス
ス
タ
デ
ィ
に
よ
る
補
填
が
今
後
の
課
題
と
さ
れ
る
。
こ
の
課
題
克
服
に
つ
い
て
は

わ
が
国
の
成
果
が
そ
の
一
端
を
担
う
。
今
井
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
後
に
異
な
る

政
治
的
道
程
を
歩
ん
だ
三
人
の
義
勇
軍
経
験
者
に
着
目
し
、
固
有
の
経
験
を
追
う
こ

と
で
彼
ら
が
、
暴
力
を
と
も
な
う
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
基
調
と
し
た
闘
争
的
態
度

を
い
か
に
し
て
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
態
度
を
持
ち
な
が
ら
い
か
に
政
治

（
的
活
動
）
に
傾
倒
し
て
い
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る（

2
（

。
そ
れ
を
つ
う
じ
て
、
十
九

世
紀
以
来
の
思
想
的
連
続
性
を
も
と
に
提
起
さ
れ
て
き
た
政
治
の
「
野
蛮
化
」
を
再

検
討
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
一
般
兵
士
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
か
ら
、
従
来
の
「
連
続

性
」
の
見
方
を
再
検
討
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
「
普
通
の
男
た
ち
」
で
あ
る
兵
士
は
戦
時
中
あ
る
い
は
軍
隊
内
で
い
か

に
し
て
暴
力
性
を
高
め
て
い
っ
た
の
か
。
兵
士
を
「
男
た
ち
」
と
限
定
す
る
向
き
に

つ
い
て
は
、
第
十
三
章
で
「
銃
後
の
」「
平
和
的
な
」
女
性
と
「
兵
士
的
な
」
男
性

と
い
う
二
分
法
的
分
類
か
ら
脱
却
す
べ
き
と
す
る
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
男

ら
し
さ
」
と
暴
力
性
に
着
目
し
た
い
。「
兵
士
的
な
男
ら
し
さ
」
が
戦
闘
を
担
っ
た

者
た
ち
に
い
か
に
獲
得
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
そ
の
過
程
を
め
ぐ
る
検
討
は
、
戦
時
に

お
け
る
兵
士
の
心
性
の
動
態
を
よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
小
野
寺
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
お
け
る
兵
士
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の
野
戦
郵
便
分
析
か
ら
、兵
士
た
ち
が
仮
面
と
し
て
の
「（
ハ
ー
ド
な
）
男
ら
し
さ
」、

た
と
え
ば
暴
力
に
耐
え
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
暴
力
を
保
持
し
て
い
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る（

3
（

。
ま
た
近
年
の
海
軍
史
研
究
に
お
い
て
も
、
政
治
的
行
動
の
原

動
力
た
る
感
情
で
あ
る
「
あ
る
集
団
や
機
構
に
た
い
す
る
「
期
待Erw

artung

」
や

「
失
望Enttäuschungen
」」
が
、
水
兵
や
海
軍
上
層
部
の
中
で
ど
の
よ
う
な
過
程
を

へ
て
固
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
変
容
さ
せ
ら
れ
て
い
く
か
に
焦
点
を
あ
て
、
一
八
七
一

年
の
ド
イ
ツ
帝
国
成
立
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
末
ま
で
の
連
続
性
を
改
め
て
問
う
ロ

イ
ェ
ク
の
成
果
も
あ
る（

4
（

。ド
イ
ツ
海
軍
の
研
究
も「
内
政
の
安
寧
に
よ
る
産
物
」か「
対

外
膨
張
の
象
徴
」
か
と
い
う
二
分
法
的
な
論
争
か
ら
す
で
に
脱
却
し
つ
つ
あ
る
と
言

え
よ
う（

5
（

。

　
「
特
有
の
道
」
論
再
検
討
の
流
れ
の
な
か
で
、
工
業
の
進
展
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら

の
提
案
に
つ
い
て
は
、
第
十
章
「
軍
需
産
業
と
戦
時
経
済
」
が
そ
の
一
端
を
担
う
。

こ
の
章
で
は
文
化
史
と
経
済
史
の
テ
ー
マ
的
あ
る
い
は
方
法
論
的
、
理
論
的
な
疎
通

の
希
薄
さ
が
軍
事
史
研
究
に
も
あ
る
と
す
る
。
軍
事
史
や
戦
争
史
で
も
文
化
面
で
の

探
求
が
進
め
ら
れ
る
一
方
、
物
質
面
で
の
経
済
的
テ
ー
マ
が
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
鑑
み
て
軍
需
工
業
や
企
業
活
動
、
戦
時
経
済
を
、
社
会
学
や
政
治
経
済
学
的

な
理
論
を
も
ち
い
て
学
際
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
ケ
ル
ク
ホ
ー
フ
自
身
の
成
果
が
あ
る
。
彼
女
は
、
十
九
世
紀
後
半
か
ら
第

一
次
世
界
大
戦
期
に
お
い
て
ド
イ
ツ
各
地
域
の
鉄
鋼
業
企
業
が
中
長
期
的
な
目
的
を

実
現
す
る
た
め
に
行
っ
た
、
企
業
お
よ
び
軍
隊
の
各
組
織
に
お
け
る
個
々
人
の
行
為

お
よ
び
志
向
に
も
と
づ
く
経
済
戦
略
が
、
戦
時
お
よ
び
平
時
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
か
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
経
済
学
で
も
ち
い
ら
れ

る
企
業
戦
略
の
類
型
を
適
用
し
、
企
業
と
軍
隊
が
か
か
わ
る
様
相
を
戦
略
の
類
型
ご

と
に
分
析
す
る（

6
（

。
こ
の
議
論
の
土
台
に
は
、「
特
有
の
道
」
論
に
あ
る
段
階
的
な
工

業
発
展
と
い
う
前
提
、
戦
時
に
お
け
る
国
家
独
占
資
本
主
義
と
組
織
資
本
主
義
、
そ

れ
ら
の
対
置
モ
デ
ル
と
し
て
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
を
相
対
化
し
、
一
九
世
紀
末
か

ら
第
一
次
世
界
大
戦
へ
の
経
済
的
、
工
業
的
な
連
続
性
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
方

向
性
が
あ
る
。
地
域
ご
と
、
類
型
ご
と
に
連
続
性
に
差
異
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
点
で
、
再
検
討
に
成
功
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
重
工
業
企
業
と
軍
隊
と

の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
治
世
下
に
規
模
を
拡
大
し
た
、
先
述

の
海
軍
と
の
関
係
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
い（

7
（

。
同
時
期
の
海
軍
を
め
ぐ
っ
て
は
、

と
く
に
第
九
章
で
触
れ
ら
れ
た
将
校
団
の
貴
族
的
振
舞
い
と
水
兵
の
扱
い
を
め
ぐ
る

議
論
と
並
ん
で
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
け
る
海
軍
軍
人
、
海
軍
機
構
や
企
業
家
の
軍

需
政
策
に
た
い
す
る
志
向
を
分
析
し
、
そ
れ
を
も
と
に
両
者
の
関
係
を
検
討
し
た
エ

プ
ケ
ン
ハ
ン
ス
の
成
果
、
あ
る
い
は
企
業
お
よ
び
軍
隊
の
個
別
の
事
業
戦
略
を
重
視

し
、
一
九
世
紀
末
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
前
に
お
け
る
両
者
の
関
係
構
築
の
プ
ロ
セ

ス
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
一
枚
岩
的
な
複
合
関
係
が
一
貫
し
て
は
成
立
し
て
い
な

か
っ
た
と
す
る
前
田
の
成
果
が
あ
る（

8
（

。

　

こ
こ
ま
で
軍
隊
／
社
会
の
対
置
的
な
構
図
を
前
提
と
し
た
議
論
、
あ
る
い
は
軍
隊

に
お
け
る
事
象
や
ア
ク
タ
ー
を
社
会
史
的
に
と
ら
え
る
議
論
を
み
て
き
た
。
そ
れ
に

た
い
し
第
十
五
章
で
は
、
平
時
に
お
け
る
軍
隊
の
役
割
を
重
視
す
る
こ
と
が
提
唱
さ

れ
る
。
主
に
近
世
に
お
け
る
軍
隊
社
会
の
生
活
環
境
が
な
が
ら
く
研
究
の
盲
点
で
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
戦
時
と
い
う
特
殊
な
状
況
で
な
く
、
軍
人
と
市
民
、
住
民
と

の
折
衝
、兵
士
の
婚
姻
戦
略
や
そ
の
家
族
の
規
模
、売
春
な
ど
め
ぐ
る
問
題
な
ど
、「
社

会
の
中
の
軍
隊
」
を
と
く
に
重
視
す
る
。
分
析
対
象
の
開
拓
を
め
ぐ
っ
て
、
歴
史
図

像
学
や
文
学
研
究
の
成
果
を
学
際
的
に
取
り
こ
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
生
活
の
部
分

的
な
解
明
や
新
た
な
「
史
料
」
開
拓
の
可
能
性
も
示
し
て
い
る
。
こ
の
章
で
提
示
さ

れ
た
「
社
会
の
中
の
軍
隊
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、以
降
多
く
の
個
別
研
究
に
援
用
さ
れ
、

近
世
か
ら
一
九
世
紀
に
お
け
る
平
時
お
よ
び
戦
時
の
兵
士
の
生
活
が
様
々
な
側
面
か

ら
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る（

9
（

。
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本
書
で
扱
わ
れ
な
か
っ
た
具
体
的
な
論
点
を
評
者
か
ら
も
一
つ
提
供
し
て
み
た

い
。
そ
れ
は
軍
隊
の
中
の
宗
教
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
古
く
か
ら
聖
職
者
は
兵

士
と
共
に
行
軍
し
て
き
た
が
、
一
方
で
軍
隊
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
宗
教
も
あ
る
。

ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
メ
ノ
ー
派
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る（

（1
（

。
し
か
し
国
民
皆
兵

を
導
入
す
る
に
あ
た
り
、
兵
役
の
免
除
を
約
束
さ
れ
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
教
徒
も
国
民

の
一
部
と
し
て
徴
兵
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
七
八
八
年
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
、

一
八
一
三
年
に
プ
ロ
イ
セ
ン
で
も
宗
教
に
よ
る
兵
役
の
「
免
除
」
が
撤
廃
さ
れ
、
多

く
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
従
軍
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
ユ
ダ
ヤ
人
に
か
ん
す
る
従
来
の

研
究
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
従
軍
は
市
民
社
会
へ
の
参
加
の
一
過
程
と
し
て
扱
わ
れ

て
き
た（

（（
（

。
こ
れ
に
た
い
し
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、「
新
た
な
軍
事
史
」
研
究
の
側
面

か
ら
経
験
史
な
ど
の
視
角
を
も
ち
い
、
軍
隊
の
中
の
宗
教
を
め
ぐ
る
問
題
を
取
り

扱
う
研
究
も
多
く
見
ら
れ
る
。
二
〇
〇
八
‐
九
年
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
ド
イ
ツ

軍
の
中
の
ユ
ダ
ヤ
人
兵
士
」
の
成
果
で
あ
るB

erger, M
ichael/ R

öm
er-H

illebrecht, 

G
ideon (H

g.), Juden und M
ilitär in D

eutschland: Zw
ischen Integration, 

Assim
ilation, Ausgrenzung und Vernichtung, B

aden-B
aden, 2009

が
代
表
的
で

あ
ろ
う
。
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
連
邦
軍
の
将
校
で
も
あ
る
編
者
の
ベ
ル
ガ
ー

は
、
地
域
ご
と
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
召
集
人
数
、
従
軍
者
、
従
軍
ラ
ビ
に
か
ん
す
る
史

料
を
も
ち
い
、
解
放
戦
争
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
戦
争
へ
の
関
与
を

概
観
し
て
い
る（

（1
（

。
ユ
ダ
ヤ
人
が
各
々
の
連
邦
軍
で
の
経
験
を
語
る
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
声

Jüdische Stim
m

en

」
は
、
連
邦
軍
に
お
け
る
彼
ら
の
自
己
認
識
を
め
ぐ
る
問
題
や

軍
と
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る（

（1
（

。
こ
の
成
果

は
、本
書
第
六
章
に
そ
く
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。ア
メ
リ
カ
の「
作
戦
史
」

を
紹
介
す
る
こ
の
章
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
軍
事
史
は
大
衆
文
化
の
一
部
と
し

て
す
で
に
定
着
し
、
作
戦
史
も
退
役
軍
人
の
回
顧
録
な
ど
、
大
衆
に
人
気
の
あ
る
テ

ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
た
と
す
る
。
そ
の
動
き
は
大
学
に
も
広
が
り
、
軍
事
史
や
作
戦

史
研
究
は
す
で
に
軍
民
協
力
の
も
と
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
軍
事
史
や
作
戦

史
が
い
ず
れ
か
に
特
権
化
さ
れ
ず
、
複
雑
な
多
様
性
を
許
容
し
つ
つ
軍
事
史
に
信
頼

性
が
付
与
さ
れ
、
文
化
史
や
メ
デ
ィ
ア
の
政
治
利
用
に
か
ん
す
る
分
析
な
ど
、
多
様

な
「
新
た
な
軍
事
史
」
へ
の
架
橋
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ベ
ル
ガ
ー
ら
の
編

著
は
こ
の
章
で
な
さ
れ
た
提
言
を
十
分
に
含
む
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

排
除
さ
れ
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
軍
隊
に
動
員
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
と
ほ
ぼ
同

時
に
、
従
軍
聖
職
者
に
も
軍
隊
で
の
地
位
が
規
定
さ
れ
、
各
部
隊
に
一
定
の
人
数
が

配
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

（1
（

。
ま
た
国
家
に
よ
っ
て
軍
隊
が
使
用
す
る
駐
屯
地
教
会

G
arisonkirche

も
建
設
さ
れ
、
そ
れ
が
兵
士
の
拠
所
と
も
墓
地
と
も
な
っ
た（

（1
（

。
宗
教

も
軍
隊
の
近
代
化
、
戦
争
の
あ
り
方
に
応
じ
て
様
々
な
変
化
を
求
め
ら
れ
て
き
た
と

言
え
よ
う
。
軍
隊
に
お
け
る
宗
教
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
研
究
で
は
、
と
り
わ
け
従
軍

聖
職
者
に
光
が
当
て
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
傾
向
は
現
在
も
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
は

な
い
が
、
一
方
で
駐
屯
地
教
会
の
役
割
や
軍
隊
に
内
在
し
て
い
た
宗
教
間
、
宗
派
間

の
待
遇
の
差
異
、
紛
争
の
解
決
な
ど
の
研
究
で
は
い
ま
だ
課
題
を
の
こ
す
。
こ
の
点

で
、
プ
ロ
イ
セ
ン
併
合
前
後
の
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
王
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
、
ル
タ
ー
両
派

の
従
軍
聖
職
者
に
着
目
し
、
宗
教
的
慣
習
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
明
ら
か

に
し
た
ト
ロ
ル
プ
の
研
究
は
近
年
の
大
き
な
成
果
と
言
え
よ
う（

（1
（

。

　

宗
教
は
「
一
般
」
社
会
の
中
で
戦
争
や
軍
隊
を
時
に
否
定
し
、時
に
正
当
化
し
た
。

解
放
戦
争
の
頃
か
ら
聖
職
者
と
彼
ら
に
よ
る
説
教
は
、
出
征
す
る
市
民
を
鼓
舞
す
る

と
同
時
に
、
戦
争
を
宗
教
的
に
肯
定
す
る
役
割
を
担
っ
た（

（1
（

。
こ
う
し
た
説
教
の
政
治

的
な
意
図
、
戦
争
へ
の
加
担
と
い
う
事
実
に
依
拠
し
た
研
究
は
多
く
見
ら
れ
る
が（

（1
（

、

日
常
史
、
経
験
史
研
究
の
影
響
を
受
け
、
兵
士
の
内
面
の
宗
教
的
側
面
を
明
ら
か
に

す
る
研
究
も
近
年
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、
第
一

次
世
界
大
戦
時
の
説
教
を
め
ぐ
る
国
際
会
議
が
二
〇
一
四
年
十
月
に
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー

ル
で
開
催
さ
れ
、
そ
の
成
果
はA

rnold, M
itthieu/ D

ingel, Irene (H
g.), Predigt im
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最
後
に
誤
字
脱
字
、
原
著
者
の
原
語
誤
表
記
、
同
一
人
物
の
表
記
不
統
一
、
目
次

の
脱
落
な
ど
校
正
上
の
誤
り
、
翻
訳
の
脱
落
に
つ
い
て
は
版
を
改
め
る
さ
い
に
修
正

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う（

1（
（

。
と
く
に
原
書
末
尾
の
文
献
一
覧
を
割
愛
し
た
の
で
あ

れ
ば
、
文
献
情
報
の
誤
表
記
や
脚
注
の
脱
落
に
は
注
意
を
払
っ
て
ほ
し
か
っ
た
。
誤

解
や
誤
読
は
ご
海
容
を
乞
う
ば
か
り
で
あ
る
。

　
　
　
注

（
1
） 

た
と
え
ば
阪
口
修
平
編
『
歴
史
と
軍
隊

―
軍
事
史
の
新
し
い
地
平
』
創
元
社
、

二
〇
一
〇
年
、
鈴
木
直
志
『
広
義
の
軍
事
史
と
近
世
ド
イ
ツ

―
集
権
的
ア
リ

ス
ト
ク
ラ
シ
ー
・
近
代
転
換
期
』
彩
流
社
、
二
〇
一
四
年
、
こ
こ
で
は
同
書
、

二
二
五
‐
二
四
一
頁
。

（
2
） 

今
井
宏
昌
『
暴
力
の
経
験
史

―
第
一
次
世
界
大
戦
後
ド
イ
ツ
の
義
勇
軍
経
験 

一
九
一
八
～
一
九
二
三
』
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
六
年
。

（
3
） 

小
野
寺
拓
也
『
野
戦
郵
便
か
ら
読
み
解
く
「
ふ
つ
う
の
ド
イ
ツ
兵
」

―
第
二

次
世
界
大
戦
末
期
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
「
主
体
性
」』
山
川
出
版
社
、

二
〇
一
二
年
、
と
く
に
第
三
章
、
第
四
章
。

（
4
） 

R
ojek, Sebastian, Versunkene H

offnungen: D
ie D

eutsche M
arine im

 U
m

gang 

m
it Erw

artungen und Enttäuschungen 1871-1930, B
erlin, B

oston, 2017.
（
5
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
リ
ュ
ガ
ー
に
よ
る
明
快
か
つ
簡
潔
な
整
理
が
あ
る
。R

üger, 

Jan, “C
hapter 23: The N

avy and the Sea,” in: Jefferies, M
atthew

 (ed.), The 

Ashgate Research C
om

panion to Im
perial G

erm
any, O

xford, 2015, pp. 399-

412.

（
6
） 

K
erkhof, Stefanie van de, Von der F

riedens- zur K
riegsw

irtschaft: 

U
nternehm

ensstrategien der deutschen Eisen- und Stahlindustrie vom
 

Ersten W
eltkrieg: La prédication durant la «G

rande G
uerre», G

öttingen, 2017
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
軍
隊
と
宗
教
の
関
係
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
管
見
の
限

り
で
は
多
い
と
は
言
え
な
い
。
ド
イ
ツ
近
代
を
対
象
に
し
た
も
の
は
、
二
〇
一
七
年

の
尾
崎
の
成
果
の
み
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い（

（1
（

。
尾
崎
は
第
一
次
世
界
大
戦
期
の

バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
戦
場
司
牧
が
行
わ
れ
た
状
況
と
従
軍
司
祭
が
目

指
し
た
理
想
を
、
二
冊
の
同
時
代
文
献
に
も
と
づ
い
て
詳
細
に
明
ら
か
に
す
る
。
そ

こ
で
従
軍
司
祭
の
役
割
に
は
、戦
争
へ
の
加
担
と
い
う
政
治
的
な
要
素
だ
け
で
な
く
、

兵
士
か
ら
死
や
戦
闘
へ
の
恐
怖
を
振
り
払
い
、
過
酷
な
状
況
に
耐
え
さ
せ
、
死
を
受

容
さ
せ
る
と
い
う
宗
教
的
要
素
も
い
ま
だ
残
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
司
祭

ら
も
戦
争
の
継
続
に
貢
献
し
た
一
面
を
持
つ
と
す
る
。

　

以
上
で
紹
介
し
た
研
究
は
近
年
の
成
果
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
軍
隊
と
宗
教
に

か
ん
す
る
研
究
は
と
く
に
二
〇
〇
〇
年
以
降
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
現
状

と
し
て
軍
事
史
研
究
の
中
で
宗
教
が
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
く
、

対
象
に
も
か
た
よ
り
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
る
時
代
に
つ
い
て

は
「
は
じ
め
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
あ
り
き
」
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
近
世
か
ら
み
た
よ

り
長
期
的
な
「
連
続
性
」
を
等
閑
視
す
る
傾
向
に
あ
る（

11
（

。
軍
隊
に
お
け
る
宗
教
に
も

制
度
的
な
近
代
化
が
求
め
ら
れ
た
一
方
、
従
軍
聖
職
者
の
活
動
や
戦
時
の
説
教
に
は

時
代
を
問
わ
な
い
共
通
点
も
多
く
み
ら
れ
る
。「
連
続
性
」
を
再
検
討
す
る
こ
と
を

つ
う
じ
て
、
宗
教
が
軍
隊
内
で
持
つ
「
時
代
性
」
と
「
普
遍
性
」
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
も
、
軍
隊
と
宗
教
の
関
係
な
い
し
は
軍
隊
の
中
の
宗
教
を
考
え
る
上
で
大
き
な

課
題
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
指
摘
は
、
本
書
が
提
示
す
る
視
点
が
時
宜
を
得
て
い
な
い
と
か
不
十
分
で

あ
る
と
か
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
本
書
は
原
書
に
た
が
わ
ず
、
軍
事
史
研
究
の

土
台
と
な
る
論
点
を
得
る
た
め
に
必
読
の
書
で
あ
る
。
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