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１　

は
じ
め
に

　

ナ
チ
政
権
初
期
に
お
い
て
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期

―
即
ち
ナ
チ
運
動
の
「
闘
争
期
」

―
か
ら
の
国
民
社
会
主
義
ド
イ
ツ
労
働
者
党
（
以
下
、
ナ
チ
党
）
員
は
ア
ン
ビ
バ

レ
ン
ト
な
立
場
に
あ
っ
た
。
政
権
獲
得
を
目
の
当
た
り
に
し
た
党
員
は
約
八
五
万
人

で
あ
っ
た
が
、
年
末
ま
で
に
党
員
総
数
は
約
三
倍
に
急
増
す
る
。
そ
の
要
因
は
様
々

だ
が
、
入
党
と
い
う
選
択
が
多
く
の
者
に
肯
定
的
に
み
な
さ
れ
た
結
果
だ
ろ
う
。
そ

も
そ
も
こ
れ
ら
新
加
入
者
や
各
地
の
既
存
の
有
力
者
、
当
局
者
、
一
般
の
人
々
な
ど

広
範
な
層
の
「
貢
献
」
が
な
け
れ
ば
、
統
治
の
現
実
に
対
応
し
、
か
つ
あ
れ
ほ
ど
迅

速
な
初
期
の
変
化
を
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

で
は
彼
ら
が
前
面
に
躍
り
出
て
、「
古
参
」
ナ
チ
ス）

（
（

は
勝
利
の
果
実
を
得
ら
れ
な

か
っ
た
の
か
。
確
か
に
官
吏
部
門
に
お
い
て
ナ
チ
ス
へ
の
劇
的
な
人
員
転
換
が
生
じ

た
と
は
い
え
な
い
と
す
る
指
摘
も
あ
る）

（
（

。
し
か
し
こ
の
疑
問
に
一
義
的
な
解
答
を
与

え
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
と
は
い
え
「
古
参
」
ナ
チ
ス
が
ナ
チ
運
動
の
「
成
功
」

の
主
た
る
担
い
手
で
あ
り
、
そ
の
処
遇
対
応
が
特
に
政
権
初
期
の
焦
眉
の
問
題
で
あ

っ
た
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
本
稿
は
物
質
的
な
面
と
は
ま
た
異
な
っ
た
角
度
か
ら

 

　
　
ナ
チ
時
代
初
期
に
お
け
る
「
古
参
」
言
説
と
そ
の
「
機
能
」

　
　
　
　

大
曽
根
悠
　
　

「
古
参
」
に
迫
る
も
の
で
あ
る
。

　

ナ
チ
ズ
ム
研
究
を
振
り
返
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
「
古
参
」
ナ
チ
ス
に
十
分
な
検
討
を

加
え
て
き
た
と
は
言
え
な
い
。「
古
参
」
に
つ
い
て
触
れ
た
と
し
て
も
、
一
部
で
は
、

古
く
か
ら
の
活
動
家
と
新
加
入
者
の
二
項
対
立
的
な
図
式
を
下
敷
き
に
、前
者
を「
無

能
で
粗
野
で
腐
敗
し
た
古
参
」
な
ど
と
定
型
的
に
理
解
し
て
し
ま
う
研
究
者
の
側
の

不
用
意
さ
が
見
ら
れ
た
。
他
方
「
古
参
」
ナ
チ
ス
を
明
確
に
取
り
上
げ
た
論
文
な
ど

で
は
、
中
央
や
地
方
の
個
別
具
体
的
な
党
員
・
活
動
家
の
経
歴
や
言
動
を
明
ら
か
に

す
る
人
物
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
目
に
つ
く）

（
（

。
豊
富
な
ナ
チ
期
地
方
・
都
市
史
研
究

で
も
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
散
見
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
長
い
間
少
な
か
っ
た
ナ
チ
党
研
究

は
近
年
活
況
を
呈
し
て
い
る
が
、
近
刊
の
成
果
で
も
、「
闘
争
期
」
と
い
う
過
去
を

背
負
っ
た
存
在
と
し
て
の
「
古
参
」
は
追
究
さ
れ
て
い
な
い）

（
（

。
他
に
も
い
く
つ
か
の

研
究
は
、
入
党
申
請
受
付
停
止
措
置
や
就
労
斡
旋
施
策
な
ど
「
古
参
」
に
ま
つ
わ
る

問
題
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
自
体
重
要
な
知
見
を
提
示
し
て
い
る）

（
（

が
、「
古
参
」
を
検

討
す
る
余
地
は
依
然
残
さ
れ
て
い
る
。

　

人
物
実
体
と
し
て
の
「
古
参
」
ナ
チ
ス
の
、
ナ
チ
政
権
樹
立
以
前
も
含
め
た
バ
イ

オ
グ
ラ
フ
ィ
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
あ
る
意
味
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ス
ム
と
背
中
合
わ
せ
で
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あ
る
。
そ
れ
に
そ
も
そ
も
「
古
参
」
を
実
体
と
し
て
の
み
扱
う
べ
き
で
は
な
い
。
当

時
の
様
々
な
言
説
に
お
い
て
「
古
参
闘
士
」
な
ど
の
語
が
指
す
対
象
は
一
定
で
は
な

い
上
、
そ
こ
に
付
与
さ
れ
る
意
味
も
自
明
で
は
な
い
。
で
あ
れ
ば
む
し
ろ
、
様
々
な

ア
ク
タ
ー
が
「
古
参
」
を
い
か
に
捉
え
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
「
古
参
」

を
所
与
と
す
る
固
定
的
な
見
方
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
古
参
な
る

も
の
」
が
立
ち
上
が
る
局
面
か
ら
検
討
し
、
そ
の
意
味
を
探
ら
ね
ば
、
当
時
の
「
古

参
」
認
識
を
一
面
的
に
繰
り
返
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
の
だ
。
人
物
実
体
・
集
団

と
し
て
前
提
し
て
し
ま
え
ば
一
見
問
う
ま
で
も
な
い
「
古
参
」
ナ
チ
ス
と
い
う
形
象

は
、
そ
こ
に
願
望
や
期
待
、
規
範
な
ど
の
含
意
が
映
し
出
さ
れ
る
投
影
板
で
も
あ
る
。

　

本
稿
は
、
ナ
チ
体
制
初
期
に
お
け
る
ナ
チ
指
導
者
／
当
局
の
「
公
的
」
な
言
説
か

ら
「
古
参
」
形
象
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
時
期
、「
古
参
」
言
説
は
豊
富
に
生

み
出
さ
れ
た
。
し
か
し
近
年
の
ナ
チ
党
「
古
参
闘
士
」
研
究
で
も
そ
れ
を
丁
寧
に
解

き
ほ
ぐ
し
た
も
の
は
な
お
見
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
ス
タ
ン
チ
ウ
は
ベ
ル
リ
ン
の
「
古

参
闘
士
」
の
実
態
を
「
集
合
伝
記
的
手
法
」
を
用
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
そ

の
関
心
の
焦
点
は
「
古
参
」
の
経
歴
上
の
展
開
に
あ
る）

（
（

。
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
経
験
や

記
憶
な
ど
の
観
点
も
駆
使
し
て
「
古
参
」
を
検
討
し
て
い
る
が
、
主
な
対
象
時
期
は

戦
時
末
期
及
び
終
戦
直
後
で
あ
る）

（
（

。

体
制
初
期
の
「
古
参
」
言
説
を
検
討
す
る
の
は
、
単
に
研
究
上
の
欠
落
を
埋
め

る
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
筆
者
は
そ
れ
が
ナ
チ
ズ
ム
の
権
力
掌
握
プ
ロ
セ
ス
の
理
解

に
資
す
る
と
考
え
る
。
権
力
掌
握
に
つ
い
て
は
膨
大
な
研
究
蓄
積
に
よ
っ
て
解
明
さ

れ
つ
く
し
た
と
も
い
え
る
。
た
だ
そ
れ
で
も
指
摘
す
る
な
ら
、
そ
れ
ら
は
、
ナ
チ
ズ

ム
・
ナ
チ
党
と
既
存
の
制
度
・
人
員
と
の
関
係
を
、中
央
お
よ
び
地
方
の
諸
セ
ク
タ
ー
、

団
体
・
組
織
に
即
し
て
詳
細
だ
が
細
分
化
し
た
か
た
ち
で
検
討
し
て
き
た
と
い
え
な

い
か）

（
（

。
ナ
チ
体
制
確
立
の
内
実
は
あ
ま
り
に
も
多
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
別
に
は

千
差
万
別
な
変
容
の
プ
ロ
セ
ス
を
推
進
し
た
動
力
源
の
第
一
は
政
権
獲
得
前
か
ら
の

ナ
チ
党
員
・
活
動
家
で
あ
っ
た
ろ
う
。「
古
参
」
言
説
と
は
い
わ
ば
彼
ら
（
の
「
過
去
」）

を
表
象
す
る
も
の
で
あ
る
。
主
要
な
ナ
チ
指
導
者
や
媒
体
を
通
じ
て
醸
成
さ
れ
た
そ

れ
は
、
様
々
な
領
域
分
野
・
地
域
に
お
い
て
権
力
を
追
求
す
る
年
来
の
ナ
チ
活
動
家

に
横
断
的
に
届
け
ら
れ
、
各
自
に
咀
嚼
さ
れ
た
だ
ろ
う
。

何
よ
り
、

―
先
取
り
す
れ
ば

―
こ
の
表
象
は
今
ま
さ
に
権
力
掌
握
を
推
進

す
る
ナ
チ
党
と
い
う
組
織
総
体
の
維
持
統
制
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
近
年

ナ
チ
党
研
究
を
牽
引
す
る
ノ
ル
ツ
ェ
ン
は
、
体
制
期
に
お
け
る
ナ
チ
党
成
員
の
統
合

に
は
党
及
び
関
連
諸
組
織
の
巨
大
な
網
の
目
と
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
経
済
、
職
業
・

日
常
生
活
等
が
覆
わ
れ
た
こ
と
が
決
定
的
だ
っ
た
と
す
る）

（
（

。
し
か
し
そ
れ
が
成
立
す

る
過
渡
に
あ
る
権
力
掌
握
期
に
お
け
る
党
統
合
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
彼
は
丁
寧

な
議
論
を
示
し
て
お
ら
ず
、
本
稿
が
こ
の
点
で
の
貢
献
に
な
り
う
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
新
体
制
の
確
立
に
あ
た
っ
て
「
古
参
」
と
新
加
入
者
及
び
ナ

チ
ス
支
持
者
と
の
折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
は
喫
緊
の
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ

れ
と
同
様
に
懸
案
で
あ
っ
た
の
が
党
本
体
と
突
撃
隊
（
Ｓ
Ａ
）
の
関
係
で
あ
っ
た）
（1
（

。

党
の
準
軍
事
翼
と
し
て
Ｓ
Ａ
も
ま
た
政
権
獲
得
を
目
指
す
ナ
チ
運
動
に
決
定
的
な
役

割
を
果
た
し
た
。
街
頭
闘
争
や
集
会
の
会
場
防
衛
な
ど
に
深
く
関
わ
っ
た
Ｓ
Ａ
は
、

ヒ
ト
ラ
ー
を
中
心
と
す
る
党
指
導
部
主
流
の
「
合
法
路
線
」
と
地
域
的
、
散
発
的
に

対
立
し
て
き
た）
（（
（

。
両
者
は
一
部
で
重
な
り
合
い
、
ま
た
補
完
的
な
関
係
を
持
ち
、
総

じ
て
み
れ
ば
ナ
チ
運
動
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
支
え
た
が
、
反
乱
主
義
的
な
傾
向
を
持

続
さ
せ
た
Ｓ
Ａ
は
ナ
チ
体
制
初
期
の
暴
力
の
発
露
と
そ
の
対
応
に
つ
い
て
ナ
チ
党
・

政
権
に
大
き
な
課
題
を
投
げ
か
け
た
。
党
に
対
峙
す
る
勢
力
で
も
あ
り
、
か
つ
「
古

参
」
と
し
て
経
験
を
共
有
し
て
き
た
者
を
抱
え
る
Ｓ
Ａ
へ
の
対
処
は
特
に
本
論
後
半

で
検
討
す
る
。

用
い
る
手
が
か
り
は
ナ
チ
党
機
関
紙
『
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ャ
ー
・
ベ
オ
ー
バ
ハ
タ
ー
』

（
Ｖ
Ｂ
）
を
中
心
と
し
た
ナ
チ
ス
の
定
期
刊
行
物
や
書
籍
な
ど
で
あ
る
。
内
々
の
談
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話
や
閉
じ
ら
れ
た
会
議
上
で
の
発
言
と
い
う
よ
り
一
般
ナ
チ
ス
が
ア
ク
セ
ス
し
う

る
次
元
の
言
説
を
検
討
す
る）
（1
（

。
従
っ
て
「
報
道
」
や
論
説
な
ど
様
々
な
記
事
を
等
し

く
扱
う
。
公
け
に
発
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
ど
ち
ら
も
同
様
の
位
相
に
あ
る
と
考
え

る
か
ら
だ
。
ま
た
、
集
会
や
そ
こ
で
の
演
説
を
伝
え
る
記
事
は
い
う
ま
で
も
な
く
現

場
の
光
景
や
演
説
内
容
を
取
捨
選
択
し
、
コ
メ
ン
ト
・
説
明
を
付
し
た
形
で
構
成
し
、

整
理
し
て
い
る
。「
報
じ
方
」
の
面
に
も
留
意
し
、
現
場
で
「
実
際
に
何
が
起
こ
っ

た
か
」
と
い
う
よ
り
、受
容
者
が
イ
メ
ー
ジ
を
形
作
る
で
あ
ろ
う
次
元
を
重
視
す
る
。

「
古
参
」
と
は
そ
の
語
の
本
来
の
意
味
か
ら
し
て
時
間
の
要
素
を
含
む
。
よ
っ
て

「
古
参
」
言
説
は
優
れ
て
記
憶
の
問
題
で
も
あ
る
。「
過
去
」
を
背
負
っ
て
い
る
か
ら

こ
そ
「
古
参
」
は
「
古
参
」
た
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
要
素
を
含
み
こ
ん
で
検

討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
古
参
」
は
、
ナ
チ
ス
と
い
う
集
合
の
中
に
存
在
す
る
、

単
に
党
歴
の
長
い
者
た
ち
の
一
集
団
な
ど
で
は
な
い
の
だ
。
ナ
チ
指
導
者
／
メ
デ
ィ

ア
が
、「
闘
争
期
」
の
ナ
チ
ス
の
何
を
強
調
し
て
い
か
に
描
出
し
、そ
れ
で
も
っ
て
「
現

在
」
の
そ
の
都
度
の
情
勢
に
い
か
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
だ
ろ
う
か
。「
古
参
」
言

説
の
意
味
・
位
置
価
を
考
察
す
る
。

周
知
の
概
念
史
研
究
で
コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
、
概
念
は
過
去
、
現
在
、
未
来
の
時
間

性
を
孕
み
、
現
実
を
指
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
働
き
か
け
、
動
か
す
性
質
を

持
つ
と
大
要
論
じ
る）
（1
（

。
概
念
は
行
動
を
導
く
「
地
平
」
と
経
験
の
「
範
囲
」
を
設
定

す
る）
（1
（

。
も
ち
ろ
ん
「
古
参
」
は
彼
が
追
究
し
て
き
た
「
歴
史
的
基
礎
概
念
」
と
は
言

え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
本
稿
は
個
別
の
人
々
の
行
為
・
行
動
を
熟
考
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
ナ
チ
当
局
に
よ
る
覇
権
的
な
「
古
参
」
解
釈
を
解
き
ほ
ぐ
す
も
の
で
あ

る
。
た
だ
し
コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
、
あ
る
概
念
の
（
長
期
的
で
な
い
）
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な

次
元
（「
現
在
性
と
実
用
論
」）
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
新
聞
や
講
話
な
ど
の
史
料

類
型
の
有
効
性
を
指
摘
し
て
い
る）
（1
（

。
以
上
の
点
に
示
唆
を
得
て
い
る
こ
と
を
付
記
し

て
お
く
。

以
下
、ま
ず
政
権
最
初
期
に
的
を
絞
り「
古
参
」イ
メ
ー
ジ
を
抽
出
す
る
。
そ
の
後
、

「
古
参
」
言
説
と
そ
の
都
度
の
情
勢
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
本
稿
の
最
後

に
考
察
す
る
の
は
い
わ
ゆ
る
レ
ー
ム
事
件
を
め
ぐ
る
言
説
で
あ
る
。
な
お
本
稿
は
厳

密
な
定
義
の
追
究
を
本
意
と
し
な
い
た
め
、「
闘
争
期
」か
ら
の
ナ
チ
ス
を
簡
略
に「
古

参
」、「
古
参
」
ナ
チ
ス
な
ど
と
記
す
。

　
　
　
　

２　

ナ
チ
党
の
「
古
参
」
イ
メ
ー
ジ

　
　
　
（
１
）
ナ
チ
党
「
古
参
」
イ
メ
ー
ジ
の
醸
成

―
そ
の
要
素
と
語
り
方

―

首
相
就
任
か
ら
一
か
月
余
り
の
二
月
二
五
日
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
開
か
れ
た
党
の

記
念
集
会
で
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
党
の
激
動
の
歴
史
を
潜
り
抜
け
て
き
た
党
員
・
活
動
家

ら
の
「
煮
え
た
ぎ
る
理
想
主
義
」、「
忠
誠
、
服
従
へ
の
意
志
」、「
闘
争
の
決
意
」、「
国

民
社
会
主
義
的
な
僚
友
意
識
と
共
属
感
」、「
頑
強
さ
と
不
屈
さ
」
を
称
賛
し
た）
（1
（

。
別

の
集
会
で
の
呼
び
か
け
に
も
こ
の
よ
う
な
諸
要
素
が
垣
間
見
え
る
。「
も
し
君
た
ち

が
忠
実
で
従
順
な
一
介
の
男
の
如
く
将
来
も
私
を
支
え
て
く
れ
る
な
ら
ば
、
世
界
の

い
か
な
る
権
力
も
こ
の
運
動
を
粉
砕
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
！　

運
動
は
勝

利
の
行
進
を
さ
ら
に
続
け
る
だ
ろ
う
。
も
し
君
た
ち
が
、
同
じ
規
律
、
同
じ
服
従
、

同
じ
僚
友
意
識
、
そ
し
て
同
じ
際
限
な
き
忠
誠
を
未
来
に
お
い
て
も
保
持
す
る
な
ら

ば
、

―
こ
の
運
動
が
ド
イ
ツ
か
ら
消
し
去
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
だ
ろ
う
！

も
は
や
こ
ん
に
ち
我
々
の
も
と
に
は
い
な
い
全
僚
友
た
ち
の
名
に
お
い
て
、
ま
た
彼

ら
の
た
め
に
私
が
掲
げ
る
要
求
は
こ
れ
な
の
だ）
（1
（

」。

わ
か
る
よ
う
に
、
古
く
か
ら
の
ナ
チ
ス
の
忠
誠
を
一
身
に
受
け
る
の
は
指
導
者

ヒ
ト
ラ
ー
（
自
分
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
ド
イ
ツ
」
や
（
既
に
死
ん
だ
）「
僚
友
」

ら
に
事
寄
せ
つ
つ
も
、
過
去
と
変
わ
ら
ず
今
後
も
指
導
者
に
忠
実
に
精
力
的
な
活
動

に
励
む
こ
と
を
彼
ら
に
求
め
て
い
る
。「
古
参
」
た
ち
に
よ
る
過
去
の
多
様
な
実
態
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の
転
換
は
、
広
い
意
味
で
は
、
同
年
六
月
後
半
の
「
ケ
ペ
ニ
ッ
ク
血
の
一
週
間
」
事

件
に
象
徴
的
な
剥
き
出
し
の
暴
力
に
対
処
す
る
必
要
を
政
権
指
導
部
が
感
得
し
た
こ

と
も
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
国
際
的
な
悪
影
響
も
考
慮
し
、
こ
の
夏
以
降
暴
力
の

過
剰
を
抑
制
す
る
方
向
へ
傾
い
た
こ
と
が
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る）
1（
（

。

　

し
か
し
以
後
も
「
革
命
」
へ
の
言
及
は
続
く
。
要
は
そ
の
内
容
な
い
し
重
点
が
変

化
し
た
の
だ
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
ナ
チ
党
へ
の
加
入
申
請
受
付
停
止
が
発
効
す

る
同
年
五
月
一
日
を
前
に
し
て
書
か
れ
た
あ
る
記
事
を
見
る
。「
新
参
」
の
ナ
チ
ス

に
対
す
る
扱
い
と
、
彼
ら
へ
の
要
求
を
記
し
て
曰
く
（
要
約
し
て
示
す
）、
利
益
を

得
る
た
め
だ
け
に
加
入
す
る
の
は
言
語
道
断
で
あ
る
。
し
か
し
遅
れ
て
加
わ
っ
た
こ

と
は
必
ず
し
も
非
難
さ
れ
な
い
。
ナ
チ
運
動
に
距
離
を
と
っ
て
い
た
者
も
忠
実
で
真

面
目
に
な
れ
ば
機
会
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
粗
野
な
反
逆
性
は
不
必
要
で

あ
る
。「
全
国
民
社
会
主
義
者
は
闘
士
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
一
貫
し
た
、
精

神
の
革
命
家
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」。
見
か
け
上
運
動
の
敵
が
打
倒
さ
れ
た
が
、

な
お
広
大
な
活
動
領
域
が
あ
る
。
人
間
的
弱
さ
、
感
情
的
な
混
乱
、
非
論
理
性
、
空

虚
な
熱
狂
、
公
的
な
場
で
の
放
縦
さ
な
ど
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ

的
な
革
命
家
は
、
指
導
者
の
教
え
を
阻
害
す
る
も
の
に
対
抗
す
る
た
め
身
を
投
げ
出

す
力
を
常
に
持
つ
よ
う
な
者
た
ち
を
い
う）
11
（

。

　
「
精
神
の
革
命
家
」
と
い
う
言
葉
に
端
的
な
よ
う
に
、
荒
々
し
さ
と
距
離
を
と
る

上
述
の
諸
要
素
は
こ
こ
で
は
「
新
参
」
に
対
し
て
求
め
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
先

取
り
す
れ
ば
、
実
は
「
古
参
」
言
説
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
に
し
ば
し
ば
出
会
う
こ
と

と
な
る
。

　
「
古
参
」
イ
メ
ー
ジ
は
次
の
よ
う
な
「
語
り
」
で
束
ね
ら
れ
る
。「
黎
明
の
時
代
に

既
に
入
党
し
た
我
々
古
参
闘
士
は
、
手
に
す
る
も
の
な
ど
何
も
な
く
ナ
チ
党
の
た
め

に
全
て
を
投
げ
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
き
に
、数
百
万
の
人
々
を
後
ろ
に
従
え
、

ド
イ
ツ
を
熱
狂
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
運
動
に
今
日
我
々
が
な
る
だ
ろ
う
こ
と
を
知

や
経
験
は
、「
ヒ
ト
ラ
ー
に
忠
実
な
活
動
家
」
た
ち
と
い
う
方
向
で
い
ま
選
択
的
に

結
晶
化
さ
れ
る
（「
闘
争
期
」
に
ヒ
ト
ラ
ー
以
外
の
ナ
チ
指
導
者
が
少
な
か
ら
ぬ
影

響
力
を
も
ち
え
た
こ
と
は
捨
象
さ
れ
る
）。
そ
れ
に
よ
っ
て
将
来
の
あ
り
よ
う
が
効

果
的
に
喚
起
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、「
過
去
」
と
「
現
在
」
の
連
関
に
加
え
、
将
来

の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
の
期
待
や
要
求
が
「
古
参
」
言
説
に
は
常
に
伴
う
。

以
下
本
稿
で
詳
し
く
検
討
し
て
い
く
「
古
参
」
ナ
チ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
基
本
要
素

は
比
較
的
容
易
に
抽
出
で
き
る
。
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
存
在
と
し
て
称
揚
さ
れ
る
「
古

参
」
に
お
い
て
は
、
い
わ
ば
「
ハ
ー
ド
」
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の

「
美
徳
・
徳
目
」
の
次
元
が
際
立
つ）
（1
（

。
ま
た
そ
こ
に
は
、「
古
参
」
の
「
無
私
無
欲
」、

「
犠
牲
性
」
と
い
う
要
素
も
確
認
で
き
る）
（1
（

。「
古
参
」
は
、
主
従
と
い
う
截
然
と
し
た

非
対
称
な
関
係
と
は
い
え
、
指
導
者
ヒ
ト
ラ
ー
と
緊
密
に
か
つ
排
他
的
に
結
び
つ
く

特
別
な
地
位
に
お
か
れ
る
。
そ
し
て
「
古
参
」
に
言
及
す
る
論
法
は
「
未
来
志
向
」

と
不
可
分
で
あ
る
。

　

一
九
三
三
年
七
月
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
い
わ
ゆ
る
「
革
命
終
結
」
宣
言
を
行
っ
た
。
二

月
末
の
国
会
炎
上
事
件
、
三
月
の
国
会
選
挙
、
全
権
委
任
法
制
定
を
は
じ
め
と
す
る

諸
事
件
が
展
開
し
、
各
地
域
で
は
下
か
ら
の
迫
害
行
動
や
諸
団
体
の
均
整
化
が
続
く

な
か
七
月
一
四
日
に
ナ
チ
党
一
党
体
制
が
確
立
す
る
直
前
で
あ
っ
た
。

　

ヒ
ト
ラ
ー
曰
く
、
革
命
は
「
初
期
の
一
撃
で
成
功
し
た
」、「
革
命
は
永
続
的
な
状

態
で
は
な
い
」、「
放
た
れ
た
革
命
の
奔
流
を
よ
り
確
固
と
し
た
進
化
の
河
床
へ
導
き

入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」。「
外
形
的
な
権
力
の
獲
得
に
、
人
々
の
内
面
的
な
教
育
が
続

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
即
ち
「
国
民
社
会
主
義
的
な
国
家
観
へ
」
の
教
育
だ
と

い
う
。
ま
た
彼
は
経
済
に
つ
い
て
述
べ
る
中
で
、非
ナ
チ
の
有
能
な
経
済
人
の
配
慮
、

能
力
重
視
、
適
材
適
所
、
労
働
創
出
、
党
の
国
家
化
、
国
家
の
中
央
集
権
制
な
ど
に

触
れ
て
い
る）
11
（

。
か
く
し
て
熱
狂
を
伴
う
急
変
よ
り
も
、冷
静
で
堅
実
に
権
力
を
固
め
、

支
配
の
安
定
化
を
追
求
す
る
方
向
へ
目
標
を
シ
フ
ト
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
こ
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っ
て
い
た
。
厳
粛
な
、
誇
り
に
満
ち
た
喜
び
が
我
々
を
と
ら
え
る
。
時
代
〔
状
況:

引
用
者
〕は
し
ば
し
ば
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、ま
さ
に
こ
の
深
刻
な
時
代
は
我
々

に
と
っ
て
最
も
美
し
い
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
各
地
で
敵
と
戦
い
、
袋
叩
き
に

さ
れ
、
罵
倒
さ
れ
、
嘲
笑
さ
れ
た
時
代
だ
っ
た）
11
（

」。

こ
う
し
た
「
歴
史
語
り
」
は
、
当
時
豊
富
に
生
み
出
さ
れ
た）
11
（

。「
古
参
」
な
る
も

の
は
、
時
間
性
が
そ
の
本
質
に
あ
る
た
め
「
昔
語
り
」
は
必
然
で
あ
る
。
こ
の
型
は

し
ば
し
ば
、「
厳
し
い
迫
害
の
中
で
成
功
を
勝
ち
取
っ
た
」
と
い
う
理
路
を
辿
り
、「
救

済
」
と
「
歓
喜
」
に
至
る
。「
古
参
」
た
ち
が
指
導
者
と
結
束
し
て
こ
の
成
功
を
も

た
ら
し
た
と
強
調
さ
れ
、
そ
れ
が
「
真
」
な
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
。

な
お
、
荒
々
し
さ
の
抑
制
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
ナ
チ
ス
自
身
の
暴
力
を
「
歴
史
語
り
」
の
中
で
隠
さ
ず
表
現
す
る
こ
と
は
頻

繁
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る）
11
（

。「
冷
静
さ
」
な
ど
の
要
素
が
前
景
化
し
た
の
は
、
よ
り

現
在
に
重
心
の
あ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
「
古
参
」
が
言
及
さ
れ
る
場
合
と
考
え

ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
暴
力
を
隠
さ
な
い
運
動
史
叙
述
で
も
「
犠
牲
」
や
「
苦
難
」、

最
終
的
な
「
成
功
」
と
い
っ
た
型
は
往
々
に
し
て
踏
襲
さ
れ
よ
う
。
ま
た
暴
力
・
荒
々

し
さ
も
含
み
こ
ん
だ
「
闘
争
期
」
に
つ
い
て
の
歴
史
作
品
に
関
し
て
付
言
す
る
と
、

ジ
ー
メ
ン
ス
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
は
、「
本
源
的
、
闘
争
的
ナ
チ
ズ
ム
の
時
代
」
と
し

て
ナ
チ
運
動
の
前
半
史
を
称
揚
す
る
「
歴
史
政
策
的
な
要
件
」
を
持
つ
も
の
だ
っ
た

と
い
う
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
「
体
制
の
記
憶
政
治
の
中
で
確
固
と
し
た
卓

越
し
た
場
」
を
得
ら
れ
る
こ
と
が
、
特
に
レ
ー
ム
事
件
後
の
Ｓ
Ａ
に
と
っ
て
意
義
深

い
こ
と
だ
っ
た
と
い
う）
11
（

。

　
　
　
（
２
）
階
層
的
な
「
古
参
」
と
包
摂
的
な
「
古
参
」

　

一
九
三
三
年
半
ば
以
降
、
各
地
で
「
古
参
」
を
主
役
と
す
る
集
会
が
し
ば
し
ば
開

か
れ
た
。
そ
の
参
加
者
は
「
最
古
参
」
か
ら
一
九
三
二
年
に
入
党
し
た
者
ま
で
多
様

で
あ
る
。
例
え
ば
同
年
一
一
月
の
「
英
霊
顕
彰
」
式
典
に
際
し
て
、
八
日
開
催
の

シ
ュ
タ
ー
ネ
ッ
カ
ー
ブ
ロ
イ
で
の
集
会
に
は
「
一
九
二
〇
年
に
旧
ナ
チ
党
に
加
入
し

て
一
九
二
三
年
一
一
月
九
日
ま
で
間
断
な
く
党
員
で
一
九
二
五
年
に
再
加
入
し
た
」、

「
最
古
参
の
党
友
が
参
加
で
き
る
」
の
だ
と
い
う）
11
（

 

。
こ
う
し
て
現
場
レ
ベ
ル
で
は
「
古

参
」
の
中
で
も
階
層
性
が
露
わ
と
な
る
。

　

た
だ
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
古
参
」
関
連
語
の
非
統
一
的
な
使
用
で
あ
る
。

あ
る
集
会
の
参
加
者
が「
一
九
二
一
年
と
二
二
年
か
ら
の
古
参
党
友
」、「
古
参
衛
士
」、

「
古
参
闘
士
」
と
さ
れ
る）
11
（

。
こ
う
し
た
「
ブ
レ
」
は
現
場
で
も
メ
デ
ィ
ア
上
で
も
散

見
さ
れ
る）
11
（

。
確
か
に
「
古
参
」
の
ラ
ベ
ル
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
お
ま
か
な
定

義
は
存
在
す
る
。
加
入
時
期
の
早
さ
か
ら
順
に
「
古
参
衛
士
」、「
古
参
闘
士
」、「
古

参
党
友
」
と
な
る
が）
11
（

、
本
稿
の
検
討
素
材
に
お
い
て
そ
れ
を
厳
密
に
腑
分
け
す
る
こ

と
に
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
時
と
場
所
に
よ
っ
て
は
実
際
の
「
階
層
化
」
が
な
さ

れ
る
が
、
必
要
な
場
合
に
は
具
体
的
な
対
象
規
定
が
示
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
が
注

目
す
る
言
説
レ
ベ
ル
で
は
、
結
局
力
点
は
「
古
参
」
と
い
う
部
分
に
あ
る
。

用
語
の
「
ブ
レ
」
と
い
う
意
味
で
は
Ｓ
Ａ
の
「
古
参
」
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る）
1（
（

。

ま
た
Ｓ
Ａ
の
「
古
参
」
を
め
ぐ
る
語
り
方
は
党
本
体
の
人
間
が
話
題
と
な
る
場
合
と

相
似
形
を
な
し
て
い
る
。「
党
の
古
参
」
か
「
Ｓ
Ａ
の
古
参
」
か
と
い
う
二
者
択
一

で
は
な
く
、（
も
ち
ろ
ん
注
意
が
必
要
だ
が
）
包
括
的
な
「
古
参
」
イ
メ
ー
ジ
が
醸

成
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
（
さ
ら
な
る
証
拠
は
以
後
の
論
述
で
提
示
し
て
い

く
）。「
古
参
」
の
語
の
曖
昧
さ
は
、
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
概
念
の
高
い
「
汎
用

性
」
と
「
包
摂
力
」
を
支
え
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
「
包
摂
」
と
い
う
点
は
、
用
語
法
の
問
題
以
上
に
「
古
参
」
像
そ
れ
自
体

か
ら
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は
一
つ
に
、「
古
参
」
こ
そ
が
現
実
の
区
別
・
差
異
を
拭

い
去
る
存
在
だ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。「
最
古
参
の
役
職
統
括
者
」
の
会
合
に
関
し

て
次
の
一
節
が
み
ら
れ
る
。「
こ
こ
に
は
称
号
な
ど
な
い
。
た
だ
彼
ら
は
僚
友
で
あ
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を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
し
た
ら
そ
れ
は
、
古
参
闘
士
の
、
ア
ド
ル
フ
・

ヒ
ト
ラ
ー
と
フ
ォ
ル
ク
へ
の
忠
誠
、
血
と
遺
産
へ
の
献
身
、
常
に
犠
牲
を
厭
わ
な
い

姿
勢
、信
頼
に
足
る
「
貫
徹
力
」
の
お
か
げ
で
あ
る
」。
続
け
て
ヘ
ス
は
「
歴
史
語
り
」

を
展
開
し
て
「
古
参
」
た
ち
の
献
身
と
忠
義
を
「
証
明
」
す
る
。
そ
う
し
て
、「「
古

参
」
は
全
体
と
し
て
国
民
か
ら
感
謝
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
。
彼
ら
が
そ
こ
で
苦
労

し
闘
っ
て
き
た
と
こ
ろ
の
運
動
に
投
票
で
賛
成
を
表
明
す
る
こ
と
を
通
じ
て
国
民
は

彼
ら
に
感
謝
で
き
る
の
だ
」
と
主
張
す
る）
11
（

。
こ
の
論
理
の
効
果
の
程
は
疑
わ
し
い
が

（
実
際
こ
の
論
説
の
中
で
は
、
全
体
と
し
て
一
般
の
人
々
に
配
慮
し
、
ま
た
、
指
導

者
ヒ
ト
ラ
ー
と
彼
の
統
治
に
対
し
て
賛
意
を
示
し
て
ほ
し
い
と
い
う
旨
、
付
言
し
て

い
る
）、「
古
参
」
イ
メ
ー
ジ
を
参
照
し
て
正
当
化
や
主
張
を
行
う
レ
ト
リ
ッ
ク
そ
れ

自
体
に
注
意
し
た
い
。

　

国
民
投
票
は
賛
成
九
二
・
三
％
に
終
わ
っ
た
。
投
票
後
、「
ベ
ル
リ
ン
Ｓ
Ａ
の
古
参

衛
士
の
名
誉
の
日
」
集
会
が
開
催
さ
れ
た
。
記
者
は
、「
こ
の
勝
利
〔
国
民
投
票
の

成
功
の
こ
と
〕
は
、
こ
こ
「
赤
い
ベ
ル
リ
ン
」
で
〔
運
動
の
〕
初
期
か
ら
ヒ
ト
ラ
ー

の
旗
に
従
っ
た
褐
色
シ
ャ
ツ
に
身
を
包
ん
だ
者
、
古
参
た
ち
の
正
当
性
の
証
明
で
あ

る
」
と
記
し
、
Ｓ
Ａ
の
高
級
指
導
者
の
エ
ル
ン
ス
ト
の
言
葉
を
示
す
。〔
こ
の
日
Ｓ

Ａ
と
Ｓ
Ｓ
（
親
衛
隊
）
の
古
参
に
授
与
さ
れ
た
名
誉
腕
章
は
単
な
る
〕「
古
参
の
特

権
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
義
務
も
意
味
す
る
」。「
こ
の
腕
章
の
所
持
者
は
、
古

参
の
Ｓ
Ａ
精
神
、
即
ち
運
動
が
大
き
く
さ
せ
た
精
神
が
こ
れ
か
ら
も
褐
色
の
軍
隊
の

中
で
生
き
続
け
る
こ
と
の
保
証
人
で
あ
る
。（
…
）
も
し
君
た
ち
が
過
去
の
姿
の
ま

ま
で
あ
り
続
け
る
な
ら
ば
、
即
ち
勇
敢
な
心
と
犠
牲
の
喜
び
を
湛
え
て
、
忠
実
に
、

頑
強
に
、
規
律
正
し
く
、
従
順
で
あ
り
続
け
る
な
ら
ば
、
私
は
指
導
者
、
運
動
、
そ

し
て
我
が
Ｓ
Ａ
に
対
し
て
心
配
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う）
11
（

」。

投
票
の
「
勝
利
」
が
活
動
の
正
し
さ
を
証
明
し
、
も
っ
て
そ
れ
が
「
古
参
」
の

功
績
だ
と
し
て
彼
ら
を
高
め
る
。
過
去
、
現
在
、
未
来
を
効
果
的
に
結
び
つ
け
た
一

り
党
友
な
の
で
あ
る
。
国
家
総
督
か
、
細
胞
指
導
者
か
。
大
臣
か
、
地
方
支
部
指
導

者
に
関
わ
ら
ず）
11
（

！
」。
一
一
月
の
「
英
霊
」
式
典
で
参
加
者
が
一
様
に
「
褐
色
シ
ャ
ツ
」

を
着
用
し
て
行
進
す
る
演
出
に
も
、「
古
参
」
が
統
一
性
・
均
質
性
を
体
現
す
る
主

体
だ
と
す
る
意
味
が
あ
ろ
う）
11
（

。

　

も
う
一
つ
に
、
現
実
の
差
異
を
受
け
止
め
た
う
え
で
、
全
体
を
束
ね
る
紐
帯
と
し

て
「
古
参
」
を
み
な
す
言
説
が
あ
る
。
あ
る
Ｓ
Ａ
集
会
で
幕
僚
長
レ
ー
ム
は
、「
君

ら
古
参
闘
士
は
新
参
〔
な
い
し
若
年
者
〕
の
模
範
だ）
11
（

」
と
し
た
。
ま
た
別
の
集
会
で
、

「
我
々
古
参
は
指
導
者
に
常
に
忠
誠
を
保
ち
続
け
る
だ
ろ
う
」
と
言
う
東
ハ
ノ
ー
フ

ァ
ー
大
管
区
指
導
者
代
理
は
、
新
参
を
見
下
す
こ
と
は
「
古
参
衛
士
」
の
す
る
こ
と

で
は
な
い
と
す
る）
11
（

。「
古
参
」
の
（
少
な
く
と
も
象
徴
的
な
）
特
権
性
は
払
拭
し
き

れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
む
し
ろ
そ
う
す
れ
ば
ジ
レ
ン
マ
も
生
じ
よ
う
。
よ
っ
て
こ

の
「
模
範
」
の
モ
チ
ー
フ
は
巧
み
で
あ
っ
た
。

以
上
、「
古
参
」
概
念
の
曖
昧
さ
、「
古
参
」
イ
メ
ー
ジ
に
込
め
ら
れ
る
結
節
点

と
し
て
の
位
置
値
、
こ
の
二
重
の
意
味
で
の
包
摂
性
が
指
摘
で
き
る
。
こ
う
し
た
発

見
を
敷
衍
す
れ
ば
、「
古
参
」
に
は
、
実
現
さ
れ
る
べ
き
民
族
共
同
体
を
ま
ず
体
現

す
る
前
衛
と
し
て
の
性
格
が
充
て
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

　
　
　
　

３　
「
古
参
」
イ
メ
ー
ジ
の
「
援
用
」

　
　
　
（
１
）
一
九
三
三
年
一
一
月
の
国
民
投
票
を
め
ぐ
っ
て

　

こ
こ
か
ら
は
一
九
三
三
年
末
頃
か
ら
の
い
く
つ
か
の
事
象
に
着
目
し
、
そ
こ
に
い

か
に
「
古
参
」
言
説
が
絡
ん
で
い
る
か
を
検
討
す
る
。

　

軍
備
の
問
題
に
端
を
発
し
た
国
際
連
盟
か
ら
の
脱
退
の
信
を
問
う
た
め
同
年
一
一

月
に
国
民
投
票
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
直
前
、
指
導
者
代
理
ヘ
ス
は
投
票
呼
び
か
け
の

言
葉
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
曰
く
、「
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
が
新
し
い
ド
イ
ツ
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節
で
あ
る
。
た
だ
先
の
、
ヘ
ス
に
よ
る
あ
る
種
強
引
な
論
理
は
、「
古
参
」
と
そ
れ

以
外
の
者
と
の
非
対
照
性
を
強
調
し
て
し
ま
う
。
翌
一
九
三
四
年
に
は
こ
の
問
題
が

喫
緊
な
も
の
と
な
っ
た
だ
ろ
う
。

　
　
　
（
２
）
一
九
三
四
年
前
半
の
諸
集
会
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

一
九
三
四
年
二
月
二
五
日
に
ナ
チ
党
本
体
及
び
分
肢
、附
属
団
体
の

―
「
古
参
」

だ
け
で
な
く
広
範
な

―
役
員
ら
が
全
国
各
地
で
ヒ
ト
ラ
ー
に
向
け
て
忠
誠
宣
誓
を

す
る
大
規
模
な
式
典
が
行
わ
れ
た
。

ア
ド
ル
フ
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
論
説
で
、
星
や
勲
章
を
持
た
な
い
一
介
の
「
古
参
」

が
幻
滅
し
か
ね
な
い
現
状
が
あ
る
こ
と
を
受
け
、「
君
た
ち
、
古
参
を
敬
え
！　

彼

ら
に
感
謝
せ
よ
、
彼
ら
に
模
範
を
見
て
取
れ
！
」
と
「
新
参
」
に
求
め
る
。
し
か
し

他
方
で
「
古
参
」
を
引
き
締
め
る
。
か
つ
て
の
よ
う
に
、
ま
た
ヒ
ト
ラ
ー
の
よ
う
に

「
質
素
に
、
勇
敢
に
、
忠
実
に
」
あ
れ
、
と）
11
（

。
こ
れ
は
彼
が
、「
古
参
」
の
優
遇
や
利

得
が
し
ば
し
ば
不
興
を
惹
起
し
て
い
る
こ
と）
11
（

を
認
識
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
お
そ

ら
く
そ
れ
ゆ
え
ヒ
ト
ラ
ー
は
集
会
当
日
の
演
説
で
「
古
参
」
の
「
フ
ォ
ル
ク
」
と
の

接
続
を
意
識
し
た
の
だ
ろ
う
。
即
ち
、
運
動
の
活
動
家
は
か
つ
て
「
フ
ォ
ル
ク
」
か

ら
生
じ
、
前
年
の
国
民
投
票
の
「
勝
利
」
に
ま
で
至
っ
た
、
と
。「
い
ま
や
ド
イ
ツ

の
復
活
の
象
徴
と
な
っ
た
旗
の
最
初
の
信
者
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
は
誇
れ
る
」。
し

か
し
「
ま
だ
運
動
は
目
標
に
到
達
し
て
い
な
い
」。
従
っ
て
昔
と
同
様
に
「
ド
イ
ツ

の
人
々
を
獲
得
す
る
長
い
闘
い
」
を
遂
行
す
る
の
だ
、
と
い
う）
11
（

。

　

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
指
導
者
代
理
ヘ
ス
に
よ
る
「
宣
誓
」
演
説
で
あ
る）
1（
（

。

彼
は
、
政
治
指
導
者
（
党
本
体
の
各
支
部
で
活
動
す
る
役
職
従
事
者
）
が
反
乱

を
企
図
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
Ｓ
Ａ
は
行
き
過
ぎ
だ
な
ど
と
い
う
非
難
は
全
く
「
馬

鹿
馬
鹿
し
い
」
と
し
て
「
誤
解
」
を
解
く
。
む
し
ろ
「
両
者
は
相
変
わ
ら
ず
不
可
欠

で
同
価
値
」
で
あ
る
。「
両
者
は
国
民
社
会
主
義
の
使
者
で
あ
り
擁
護
者
と
し
て
運

動
の
軍
団
」
な
の
だ
と
い
う
。
続
け
て
こ
う
い
う
。「
Ｓ
Ａ
と
政
治
指
導
者
は
そ
の

共
通
の
伝
統
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
古
参
衛
士
」
に
体
現
さ
れ
て
い
る
」。「
彼

ら
〔「
古
参
衛
士
」〕
と
は
、
国
民
社
会
主
義
の
も
と
で
の
ド
イ
ツ
の
再
興
の
た
め
に

早
く
に
自
ら
の
命
を
賭
し
、
あ
る
い
は
差
し
出
し
た
者
全
て
を
含
む
。
彼
ら
は
、
そ

の
血
と
犠
牲
で
も
っ
て
我
々
の
フ
ォ
ル
ク
の
未
来
を
勝
ち
取
っ
た
と
い
う
名
誉
を
有

す
る
者
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
新
た
な
ラ
イ
ヒ
の
中
で
生
き
ら
れ
る
こ
と
を
人
生
の
幸

福
と
感
じ
て
い
る
全
員
の
感
謝
に
値
す
る
」者
だ
と
。
そ
し
て
さ
ら
に
続
け
る
。「
古

参
衛
士
」
が
模
範
的
に
生
き
て
き
た
「
闘
争
共
同
体
の
存
続
」
は
、「
無
数
の
古
参

の
Ｓ
Ａ
隊
員
と
Ｓ
Ａ
指
導
者
が
我
々
の
も
と
に
加
わ
り
、
政
治
指
導
者
、
Ｈ
Ｊ
〔
ヒ

ト
ラ
ー
・
ユ
ー
ゲ
ン
ト
〕
指
導
者
な
い
し
労
働
奉
仕
団
指
導
者
と
し
て
任
務
に
就
い

て
い
る
と
こ
ろ
に
表
れ
て
い
る
」。

（
党
本
体
を
体
現
す
る
）
政
治
指
導
者
と
Ｓ
Ａ
隊
員
は
「
古
参
」
と
い
う
共
通
の

歴
史
に
よ
っ
て
結
束
し
て
お
り
、
現
在
「
古
参
」
が
ナ
チ
党
諸
組
織
の
「
共
同
体
」

性
を
支
え
て
い
る
と
い
う
。
か
く
し
て

―
「
闘
争
期
」
に
お
け
る
党
と
Ｓ
Ａ
の
軋

轢
と
い
う
事
実
を
捨
象
し
つ
つ）
11
（

―
ヘ
ス
は
、
一
部
に
燻
る
党
と
Ｓ
Ａ
の
不
信
や
、

ま
た
ち
ょ
う
ど
同
時
期
に
レ
ー
ム
が
新
た
に
し
た
革
命
継
続
の
主
張）
11
（

が
引
き
起
こ
し

た
不
安
に
釘
を
刺
し
た
。
党
全
体
の
統
一
を
言
明
す
る
論
理
に
、
原
初
的
な
国
民
社

会
主
義
者
と
し
て
の
「
古
参
」
形
象
が
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
の
後
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
本
会
場
で
は
何
人
か
の
高
位
指
導
者
が
言
葉
を
継
い
だ
。

そ
こ
で
も
程
度
の
差
は
あ
れ
、ナ
チ
運
動
の
「
歴
史
語
り
」
を
さ
し
は
さ
み
、「
古
参
」

に
言
及
し
た
。
こ
の
式
典
で
は
本
会
場
の
模
様
が
生
中
継
さ
れ
た
。
全
国
各
地
で
大

小
の
集
会
が
同
時
並
行
で
開
催
さ
れ
、
そ
こ
で
党
本
体
、
関
連
諸
組
織
の
役
員
ら
が

ヘ
ス
に
よ
る
忠
誠
宣
言
を
一
斉
に
唱
和
し
た
の
だ
っ
た）
11
（

。

翌
三
月
の
「
古
参
闘
士
の
革
命
ア
ピ
ー
ル
集
会
」
で
ヒ
ト
ラ
ー
は
言
う
。
困
難
な

時
代
に
集
結
し
、「
忠
誠
、
服
従
、
信
念
、
僚
友
意
識
、
自
信
、
勇
気
、
不
屈
と
い
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ス
が
破
壊
さ
れ
ず
に
永
遠
に
保
持
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
責
任
を
持
っ
て
い
る
の
だ
。

（
こ
こ
で
は
新
加
入
者
と
さ
れ
る
）
不
平
家
を
た
し
な
め
つ
つ
包
摂
し
、「
古
参
」

を
模
範
と
し
て
持
ち
上
げ
、
両
者
に
課
題
や
責
任
を
課
す
。
こ
う
し
て
同
論
説
は
両

者
へ
の
配
慮
を
展
開
す
る
。
し
か
し
こ
の
論
の
組
み
立
て
の
か
な
め
と
な
る「
古
参
」

イ
メ
ー
ジ
で
は
、「
倫
理
的
基
盤
」
と
し
て
の
「
闘
争
の
エ
ー
ト
ス
」
と
い
う
面
が

前
景
化
し
て
い
る
。
闘
う
姿
勢
は
物
理
的
な
実
力
行
為
で
は
な
く
、
活
力
に
溢
れ
る

が
抑
制
的
で
規
律
だ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
先
の
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
る

「
革
命
」
も
ほ
と
ん
ど
「
徳
目
」
の
修
得
に
み
え
た
。
一
見
新
加
入
者
な
い
し
市
民

に
厳
し
く
迫
り
、「
古
参
」
の
価
値
切
り
上
げ
を
ね
ら
っ
て
い
る
よ
う
で
、
後
者
の

急
進
性
を
掣
肘
す
る
両
に
ら
み
の
姿
勢
が
ナ
チ
指
導
者
・
当
局
に
み
ら
れ
る
と
い
え

よ
う）
11
（

。

　
　
　
（
３
）「
レ
ー
ム
事
件
」
収
拾
を
め
ぐ
っ
て

一
九
三
四
年
六
月
三
〇
日
か
ら
数
日
に
か
け
て
い
わ
ゆ
る
「
レ
ー
ム
事
件
」
が

起
こ
っ
た
。
Ｓ
Ａ
指
導
部
、
保
守
派
、
そ
の
他
体
制
に
敵
対
的
と
さ
れ
た
者
、
私
怨

か
ら
標
的
に
さ
れ
た
者
ら
の
粛
清
事
件
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
原
因
や
経
過
に
は

触
れ
な
い
。
レ
ー
ム
に
よ
る
国
民
軍
構
想
と
国
防
軍
の
軋
轢
、
ナ
チ
指
導
部
及
び
Ｓ

Ｓ
と
Ｓ
Ａ
の
対
抗
関
係
、
保
守
派
に
よ
る
体
制
批
判
、
失
業
や
不
作
か
ら
の
ナ
チ
ス
・

民
衆
の
不
満
等
の
諸
問
題
が
漸
次
的
累
積
的
に
行
き
詰
ま
り
、
こ
れ
ら
を
一
時
に
解

決
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
先
行
研
究
は
レ
ー
ム
が
反
乱
を
企
て
た
証
拠
は
な
い
と
す

る）
11
（

。「
反
乱
」
と
い
う
理
解
は
粛
清
し
た
側
の
正
当
化
を
反
映
し
て
い
る
。

本
稿
の
関
心
か
ら
注
目
す
る
の
は
「
事
件
収
拾
」
言
説
で
あ
る
。「
事
件
」
後
と

い
え
ば
、
た
い
て
い
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
ヒ
ト
ラ
ー
賛
美
や
、
一
般
社
会
レ
ベ

ル
で
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
声
望
の
高
ま
り
を
指
摘
す
る
に
終
始
し
て
き
た
よ
う
に
思
え

る
。
だ
が
実
は
「
古
参
」
に
つ
い
て
頻
繁
な
言
及
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

う
規
律
」
で
も
っ
て
「
我
々
の
党
の
古
参
闘
士
」
が
成
し
遂
げ
た
「
世
界
観
の
勝
利

は
革
命
で
あ
り
、
フ
ォ
ル
ク
の
状
態
を
深
い
内
奥
か
ら
、
そ
し
て
本
質
的
に
作
り
変

え
る
よ
う
な
革
命
で
あ
っ
た
」。
こ
の
集
会
で
は
ヒ
ト
ラ
ー
は
「
新
参
」
に
注
意
を
促

す
。
即
ち
、
彼
ら
は
至
る
所
で
「
古
参
」
か
ら
見
習
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
。「
国
民

社
会
主
義
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
（
…
）
心
の
問
題
で
あ
る
」。
全
て
の
者
が
心

に
お
い
て
国
民
社
会
主
義
者
た
れ
た
と
き
（
要
は
本
段
落
冒
頭
の
諸
徳
目
を
身
に
つ

け
る
こ
と
）、「
国
民
社
会
主
義
の
革
命
は
達
成
す
る
」
と
い
う
）
11
（

。
よ
り
広
範
な
ナ
チ

役
員
を
前
に
し
た
忠
誠
宣
誓
式
と
は
一
転
し
、
こ
こ
で
は
「
古
参
」
称
賛
の
態
度
が

明
白
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
あ
る
警
察
報
告
が
現
実
の
一
面
を
伝
え
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
新
た
に
ナ
チ
運
動
に
加
わ
っ
た
市
民
層
が
不
満

を
吐
露
し
て
い
る
。
即
ち
、ヒ
ト
ラ
ー
が
「
民
族
共
同
体
（
…
）
の
中
に
あ
る
誰
も
が
、

古
参
闘
士
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
関
係
な
く
寛
大
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
」
と
述
べ

て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
自
分
た
ち
は
「
二
級
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
」、
と
）
11
（

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
描
い
た
「
革
命
」
の
性
格
に
注
目
し

よ
う
。「
闘
争
の
エ
ー
ト
ス
」
と
題
さ
れ
た
論
説）
11
（

が
あ
る
。
そ
の
後
半
は
要
約
す
れ

ば
以
下
の
よ
う
に
い
う
。
即
ち
、
闘
争
の
エ
ー
ト
ス
を
模
範
的
に
体
現
し
て
き
た
古

参
の
Ｓ
Ａ
隊
員
た
ち
か
ら
常
に
新
た
な
課
題
と
義
務
付
け
が
生
じ
る
。
彼
ら
は
国

民
社
会
主
義
の
思
想
の
遺
産
の
保
証
人
で
あ
る
べ
き
だ
。
他
方
、
今
に
な
っ
て
古
参

闘
士
と
同
権
を
主
張
し
、
肩
を
並
べ
て
思
い
あ
が
っ
て
い
る
不
平
家
や
自
惚
れ
屋）
11
（

は
、
過
酷
な
時
代
に
闘
争
せ
ず
、
勝
利
の
瞬
間
に
な
っ
て
や
っ
て
き
た
。
彼
ら
は

闘
争
の
エ
ー
ト
ス
を
理
解
し
な
か
っ
た
こ
と
を
こ
の
行
動
で
証
明
し
て
い
る
。
た

だ
、
後
か
ら
加
わ
っ
た
者
は
学
ぶ
べ
き
で
あ
り
、
古
参
の
Ｓ
Ａ
闘
士
は
彼
ら
の
師

（Lehrm
eister

）
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
指
導
者
が
ド
イ
ツ
の
民
族
共
同
体
を
設

立
し
た
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
成
功
は
古
参
闘
士
の
行
動
力
を
信
頼
し
て
達
成
さ
れ

た
の
だ
か
ら
。
古
参
の
Ｓ
Ａ
隊
員
は
Ｓ
Ａ
の
倫
理
的
な
基
盤
、
即
ち
闘
争
の
エ
ー
ト
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七
月
二
日
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
は
ラ
ジ
オ
で
事
件
を
速
報
的
に
伝
え
た）
1（
（

。
彼
は
、
事
件
の

推
移
を
述
べ
る
な
か
で
、
移
動
の
途
上
で
出
会
っ
た
あ
る
Ｓ
Ａ
高
官
を
「
全
く
何
も

知
ら
な
い
古
参
の
忠
実
な
戦
友
」
と
し
、
粛
清
さ
れ
た
者
を
「
陰
謀
に
駆
ら
れ
た
罪

深
い
大
逆
者
」
と
描
く
。
ま
た
新
た
に
Ｓ
Ａ
幕
僚
長
に
任
命
さ
れ
た
ル
ッ
ツ
ェ
を

「
我
々
の
古
参
の
僚
友
」
と
し
、
粛
清
さ
れ
た
者
た
ち
を
「
陰
謀
者
の
ギ
ル
ド
」
な

ど
と
す
る
。
後
者
に
レ
ー
ム
ら
粛
清
さ
れ
た
者
が
含
ま
れ
よ
う
。
さ
も
な
く
ば
こ
の

二
分
法
は
成
立
し
え
な
い
。
レ
ー
ム
は
じ
め
Ｓ
Ａ
高
官
た
ち
は
活
動
歴
・
所
属
歴
か

ら
し
て
も
ま
さ
に
「
古
参
」
で
あ
っ
た
か
ら
だ）
11
（

。
つ
ま
り
こ
こ
で
、
彼
我
を
分
け
る

基
準
と
し
て
「
古
参
」
形
象
が
機
能
し
て
い
る
の
だ
。

事
件
後
に
引
き
締
め
を
狙
っ
て
ヒ
ト
ラ
ー
か
ら
新
Ｓ
Ａ
幕
僚
長
に
示
さ
れ
た

「
一
二
箇
条
の
布
告
」（
こ
れ
は
各
紙
に
掲
載
さ
れ
た
）
の
う
ち
第
一
〇
条
は
次
の
よ

う
な
内
容
で
あ
っ
た
。「
私
は
、
古
参
の
忠
実
な
党
友
、
Ｓ
Ａ
の
長
年
の
闘
士
が
見

捨
て
ら
れ
な
い
こ
と
を
幕
僚
長
で
あ
る
貴
殿
に
期
待
す
る
。（
…
）
私
は
、
我
が
Ｓ

Ａ
の
中
に
、
最
も
忠
実
で
勇
敢
な
従
者
た
ち
と
い
う
驚
嘆
す
べ
き
基
幹
部
を
有
す
る

の
だ
。
ド
イ
ツ
を
征
服
し
た
の
は
こ
れ
ら
の
者
た
ち
で
あ
り
、
一
九
三
三
年
と
そ
れ

以
降
に
来
た
抜
け
目
な
い
遅
参
者
で
は
な
い）
11
（

」。

　

一
九
三
三
年
よ
り
前
に
加
入
し
た
者
こ
そ
重
要
だ
と
す
る
が
、
そ
こ
に
粛
清
さ
れ

た
者
は
含
ま
れ
な
い
。
彼
ら
は
「
古
参
」
像
の
核
心
で
あ
る
忠
実
さ
を
反
故
に
し
た

か
ら
で
あ
る
。「
闘
争
期
」
の
Ｓ
Ａ
を
扱
っ
た
あ
る
書
籍
の
一
九
三
三
年
版
に
は
レ

ー
ム
ら
粛
清
さ
れ
た
者
を
含
む
Ｓ
Ａ
指
導
者
の
肖
像
写
真
の
ペ
ー
ジ
が
あ
っ
た
が
、

翌
年
版
に
は
肖
像
写
真
の
ペ
ー
ジ
自
体
が
な
か
っ
た）
11
（

。
ど
ち
ら
も
事
件
前
の
出
版
だ

っ
た
が
、「
レ
ー
ム
反
乱
」
に
参
加
し
た
者
の
写
真
を
含
む
と
い
う
理
由
で
ザ
ク
セ

ン
内
務
省
に
よ
っ
て
前
者
の
販
売
が
禁
止
さ
れ
た
の
だ）
11
（

。「
古
参
」
と
は
極
め
て
現

在
に
立
脚
し
た
形
象
で
あ
る
こ
と
を
示
す
一
例
で
あ
ろ
う
。

　
「
Ｓ
Ａ
の
最
高
指
導
部
内
で
の
粛
清
行
動
は
、
Ｓ
Ａ
隊
員
た
ち
そ
れ
自
体
と
は
何

の
関
わ
り
も
な
い
」
と
ヘ
ス
は
述
べ
る）
11
（

。
首
謀
者
の
局
所
化
は
事
件
収
拾
言
説
に
お

い
て
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
古
参
」
形
象
が
関
わ
っ
て
い
た
わ
け
だ

が
、
そ
れ
は
「
包
摂
」
と
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
。
首
謀
者
は
「
最
高
Ｓ
Ａ
指
導
部
の

一
部
」
で
あ
っ
た
と
す
る
ゲ
ー
リ
ン
グ
は
こ
う
述
べ
る
。「
我
々
は
、
古
参
の
Ｓ
Ａ

隊
員
、
即
ち
一
九
二
八
、一
九
二
九
、一
九
三
〇
年
に
大
義
に
没
頭
し
た
Ｓ
Ａ
隊
員
が

再
び
栄
誉
に
浴
す
る
た
め
に
行
動
し
た
の
で
あ
る）
11
（

」。か
く
し
て
こ
の
行
動
は「
古
参
」

に
支
持
さ
れ
た
と
し
て）
11
（

事
件
が
正
当
化
さ
れ
て
い
く
。

　

一
部
の
Ｓ
Ａ
指
導
者
た
ち
を
粛
清
す
る
こ
と
で
残
り
の
大
部
分
の
隊
員
ま
で
も
切

り
捨
て
る
こ
と
が
得
策
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
時
Ｓ
Ａ
は
お
よ
そ

四
五
〇
万
人
を
数
え
た
。と
り
わ
け
粛
清
さ
れ
た
指
導
者
ら
と
曲
が
り
な
り
に
も「
闘

争
期
」
を
共
に
し
て
き
た
「
古
参
」
の
Ｓ
Ａ
隊
員
ら
の
不
満
を
高
め
る
こ
と
は
避
け

ね
ば
な
ら
な
い
。「
ヒ
ト
ラ
ー
に
忠
実
な
古
参
」
と
い
う
像
は
ま
さ
に
こ
こ
で
力
を

発
揮
し
た）
11
（

。

事
件
収
拾
の
言
説
で
触
れ
ら
れ
た
の
は
Ｓ
Ａ
だ
け
で
は
な
い
。
ヘ
ス
は
党
本
体

を
代
表
す
る
立
場
か
ら
Ｓ
Ａ
を
承
認
す
る
。「
党
は
古
参
の
Ｓ
Ａ
を
忘
れ
な
か
っ

た
！
」　
「
党
は
こ
の
日
々
〔
粛
清
の
日
々
〕
に
お
い
て
も
、
権
力
獲
得
前
の
時
代
か

ら
の
古
参
Ｓ
Ａ
に
対
し
て
以
前
と
同
様
の
尊
敬
を
向
け
て
き
た
。
と
い
う
の
も
闘
争

の
時
代
に
Ｓ
Ａ
が
成
し
遂
げ
て
き
た
も
の
を
、
そ
し
て
彼
ら
が
自
ら
に
ど
ん
な
犠
牲

を
払
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
ど
の
国
民
社
会
主
義
者
も
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
運
動
の
死
者
の
大
部
分
は
Ｓ
Ａ
の
隊
列
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
思
い

出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」。
そ
し
て
「
Ｓ
Ａ
と
党
の
歴
史
的
な
関
係
性
」
や
「
Ｓ
Ａ

の
原
初
的
な
意
義
」
を
強
調
す
る
ヘ
ス
の
発
言
を
総
括
し
て
記
者
は
「
次
の
よ
う
な

深
い
印
象
」
を
記
す
。「
即
ち
、
古
参
の
Ｓ
Ａ
と
は
少
し
も
共
通
点
を
持
た
な
い
よ

う
な
精
神
か
ら
発
生
し
た
上
層
部
の
反
逆
が
崩
壊
し
、
こ
ん
に
ち
再
び
、
共
通
の
国

民
社
会
主
義
闘
争
と
い
う
密
接
な
結
束
（
…
）
が
党
の
全
て
の
組
織
団
体
を
結
び
付
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け
る
。
一
九
三
四
年
六
月
三
〇
日
は
か
く
し
て
党
の
歴
史
に
お
け
る
何
ら
か
の
終
わ

り
の
日
で
は
な
く
、
ひ
と
た
び
古
参
Ｓ
Ａ
の
新
た
な
歴
史
の
始
ま
り
の
日
と
し
て
し

る
し
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る）
11
（

」。

ま
た
あ
る
Ｓ
Ａ
大
隊
指
導
者
は
言
う
。
Ｓ
Ａ
は
「
暗
黒
の
、権
力
に
飢
え
た
目
標
」

に
従
わ
な
か
っ
た
。「
Ｓ
Ａ
隊
員
は
指
導
者
に
忠
誠
を
誓
っ
た
」
し
、「
古
参
Ｓ
Ａ
の

精
神
は
生
き
る
。そ
し
て
今
ま
さ
に
そ
れ
は
栄
誉
に
与
る
だ
ろ
う
」と
。そ
し
て「
我
々

は
、
無
名
の
Ｓ
Ａ
隊
員
の
神
秘
に
加
え
て
無
名
の
街
区
担
当
者
の
神
秘
を
も
知
っ
て

い
る
」。「
党
組
織
の
成
員
は
、
Ｓ
Ａ
、
Ｓ
Ｓ
の
隊
員
そ
し
て
Ｈ
Ｊ
の
革
命
的
な
闘
士

と
同
じ
よ
う
に
血
を
流
し
た
」
と
し
て
「
国
民
社
会
主
義
の
闘
争
共
同
体
」
を
強
調

す
る）
1（
（

。
先
の
ヘ
ス
は
党
本
体
の
高
位
ナ
チ
指
導
者
の
立
場
か
ら
、
そ
し
て
こ
ち
ら
は

あ
た
か
も
一
介
の
Ｓ
Ａ
隊
員
の
立
場
か
ら
、
共
通
の
運
動
の
経
験
を
梃
子
に
党
と
Ｓ

Ａ
、
諸
組
織
の
一
体
性
を
断
言
し
、
融
和
を
望
む
声
を
発
し
た
。

「
事
件
」
後
の
展
開
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
は
七
月
一
三
日
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
国
会
演
説
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
も
「
古
参
」
に
言
及
し
て
一
部
、
論
を
展
開
し
て
い
る）
11
（

。

多
く
の
「
最
古
参
の
最
も
忠
実
な
Ｓ
Ａ
隊
員
」
が
昇
進
や
任
用
で
蔑
ろ
に
さ
れ
、

「
古
参
の
Ｓ
Ａ
隊
員
」
は
飢
え
を
耐
え
忍
ぶ
状
況
に
な
り
、
第
二
革
命
の
策
動
を
証

言
し
よ
う
と
し
た
古
参
の
Ｓ
Ａ
隊
員
は
虐
待
さ
れ
た
、
な
ど
と
事
件
前
の
状
況
に
つ

い
て
彼
は
述
べ
る
。「
古
参
の
忠
実
な
Ｓ
Ａ
指
導
者
と
Ｓ
Ａ
隊
員
」
が
、
策
動
に
適

し
た
政
治
的
に
無
教
育
な
分
子
に
よ
っ
て
完
全
に
脇
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い

た
。
ま
た
、「
反
乱
」
グ
ル
ー
プ
に
内
心
の
嫌
気
と
拒
絶
を
隠
さ
な
か
っ
た
た
め
責

任
あ
る
ポ
ス
ト
か
ら
退
け
ら
れ
、「
根
本
か
ら
の
品
性
の
た
め
に
拒
絶
さ
れ
た
古
参

の
Ｓ
Ａ
指
導
者
た
ち
の
先
頭
に
あ
っ
た
」
の
が
ル
ッ
ツ
ェ
と
ヒ
ム
ラ
ー
で
あ
っ
た
と

す
る
。
そ
し
て
つ
い
に
、「
Ｓ
Ａ
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
品
性
あ
る
数
百
万
の
党
友
と

数
一
〇
万
の
古
参
闘
士
た
ち
か
ら
、
い
く
ば
く
か
の
低
価
値
の
輩
に
よ
っ
て
そ
の

名
誉
が
騙
し
取
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
分
子
の
最
終
的
で

徹
底
的
な
Ｓ
Ａ
か
ら
の
除
去
を
〔
レ
ー
ム
に
〕
求
め
た
」。
し
か
し
「
話
し
合
い
は
、

幕
僚
長
レ
ー
ム
が
（
…
）
私
と
い
う
人
間
の
排
除
そ
れ
自
体
を
準
備
す
る
と
い
う
結

果
に
終
わ
っ
た
」。

ヒ
ト
ラ
ー
は
レ
ー
ム
に
対
し
Ｓ
Ａ
幕
僚
部
内
の
引
き
締
め
を
求
め
て
い
た
と
い

う
。
レ
ー
ム
が
こ
れ
を
反
故
に
し
て
逆
に
指
導
者
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
（
と
み
な

さ
れ
た
）
こ
と
で
「
古
参
」
に
不
可
欠
な
忠
誠
が
破
ら
れ
「
裏
切
り
」
が
成
立
し
た

と
い
う
論
理
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
レ
ー
ム
と
結
託
し
た
勢
力
に
関
し
て
は
国
会

演
説
よ
り
前
の
ル
ッ
ツ
ェ
の
紙
上
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
示
唆
的
で
あ
る
。そ
こ
で
彼
は
、

「
共
産
主
義
者
、
社
会
民
主
主
義
者
、
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
あ
る
い
は
Ｓ
Ａ
の

シ
ュ
テ
ン
ネ
ス
陣
営
か
ら
来
た
政
治
的
に
信
頼
で
き
な
い
分
子
」
の
受
け
入
れ
を
、

「
粛
清
さ
れ
た
Ｓ
Ａ
指
導
者
ら
の
何
人
か
は
（
…
）
望
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
」
と

し
た）
11
（

。
こ
れ
は
「
一
時
で
」
の
問
題
解
決
を
図
っ
た
謂
い
で
あ
ろ
う
。

　

以
後
、
事
件
収
拾
言
説
で
見
ら
れ
る
上
述
の
要
素
は
繰
り
返
さ
れ
る）
11
（

。
し
か
も
、

既
に
七
月
一
日
以
降
宣
伝
省
は
、
Ｓ
Ａ
に
関
し
て
は
ド
イ
ツ
通
信
社
経
由
の
配
信
記

事
を
掲
載
す
る
よ
う
国
内
各
紙
に
報
道
指
令
を
発
し
て
い
た）
11
（

。
効
果
の
ほ
ど
は
議
論

の
余
地
が
あ
る
が
情
報
を
水
路
づ
け
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

大
統
領
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
没
後
、
権
力
を
ヒ
ト
ラ
ー
に
集
中
す
る
決
定
の
賛
否

を
問
う
た
め
国
民
投
票
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
に
先
立
つ
八
月
一
四
日
に
「
Ｓ
Ａ
の
古

参
衛
士
が
ド
イ
ツ
民
族
に
語
り
か
け
る:

「
全
て
の
力
を
指
導
者
に
」　

ヒ
ト
ラ
ー

の
古
参
闘
士
が
国
民
投
票
に
際
し
て
語
る
」
と
題
す
る
記
事
が
Ｖ
Ｂ
の
第
一
面
に
掲

載
さ
れ
た）
11
（

。
三
日
間
続
く
こ
の
連
載
記
事
（
二
日
目
以
降
は
第
一
面
で
は
な
い
）
の

趣
旨
説
明
に
は
こ
う
あ
る
。「
Ｓ
Ａ
の
古
参
衛
士
は
国
民
社
会
主
義
運
動
の
支
柱
で

あ
る
」。
Ｓ
Ａ
隊
員
が
ヒ
ト
ラ
ー
に
つ
い
て
話
す
の
を
聞
く
の
が
両
者
の
関
係
性
を

知
る
た
め
の
最
善
の
方
法
で
あ
る
た
め
こ
の
特
集
記
事
を
掲
載
す
る
と
い
う
。
こ
こ

で
登
場
す
る
一
介
の
「
古
参
」
た
ち
は
、
思
い
思
い
に
ナ
チ
運
動
で
の
苦
難
と
喜
び
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の
経
験
と
ヒ
ト
ラ
ー
へ
の
不
変
の
忠
誠
、
そ
し
て
投
票
へ
の
期
待
を
吐
露
し
た
。
こ

の
企
画
は
、
国
民
投
票
に
向
け
た
Ｖ
Ｂ
の
重
要
な
紙
面
編
成
計
画
の
一
つ
で
あ
っ

た）
11
（

。
同
企
画
案
出
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
編
集
部
は
こ
の
機
会
に
「
古
参
Ｓ
Ａ
」
に

注
目
す
る
意
義
と
効
果
を
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

三
日
目
の
記
事
の
最
後
で
、
企
画
を
総
括
す
る
よ
う
に
記
者
は
次
の
よ
う
に
記

す
。「
運
動
の
と
り
わ
け
古
く
か
ら
の
闘
士
は
、
本
物
の
、
正
真
正
銘
の
Ｓ
Ａ
精
神

の
も
と
か
く
の
如
く
語
る
。
こ
の
Ｓ
Ａ
の
精
神
が
絶
え
ず
生
き
生
き
と
し
続
け
、
自

己
の
闘
い
の
な
か
で
輝
く
こ
と
が
誠
に
明
瞭
に
な
っ
た
」。「
八
月
一
九
日
に
行
わ
れ

る
聖
な
る
義
務
に
つ
い
て
密
か
な
疑
念
を
な
お
抱
い
て
い
る
全
て
の
民
族
同
胞
が
特

に
こ
の
言
葉
を
数
百
回
に
わ
た
っ
て
耳
に
す
る
」
こ
と
が
望
ま
れ
る）
11
（

。
前
年
一
一
月

の
国
民
投
票
に
際
し
た
ヘ
ス
の
言
葉
が
想
起
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
投
票
の
呼
び
か

け
と
「
事
件
」
の
鎮
静
化
が
「
古
参
」
を
介
し
て
結
び
つ
い
て
い
る
。

党
の
諸
組
織
の
結
束
・
一
体
性
に
腐
心
す
る
言
辞
も
断
続
的
に
み
ら
れ
る
。
ヒ

ト
ラ
ー
は
九
月
上
旬
の
党
大
会
演
説
の
終
盤
で
、
翌
年
の
課
題
の
第
一
に
「
党
と
分

肢
の
内
的
秩
序
を
一
層
維
持
す
る
こ
と
」
を
あ
げ
る
。
即
ち
、「
古
参
闘
士
、
政
治

部
門
、
Ｓ
Ａ
及
び
Ｓ
Ｓ
の
組
織
を
た
だ
一
つ
の
結
託
し
た
共
同
体
へ
変
貌
さ
せ
る
こ

と
が
我
々
の
課
題
と
な
ろ
う
」。
人
々
は
こ
の
共
同
体
に
加
わ
り
、
こ
こ
を
通
じ
て

国
家
と
関
わ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う）
11
（

。
一
一
月
の
「
英
霊
」
式
典
に
際
し
各
地
で
開

か
れ
た
集
会
で
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
あ
る
管
区
指
導
者
は
「
こ
ん
に
ち
政
治
組
織
の

儀
礼
装
を
ま
と
う
全
古
参
闘
士
は
か
つ
て
Ｓ
Ａ
隊
員
で
あ
り
、
彼
ら
の
中
に
古
参
の

Ｓ
Ａ
精
神
が
常
に
生
き
生
き
と
維
持
さ
れ
て
き
た）
11
（

」
と
述
べ
た
。「
事
件
」
後
、
Ｓ

Ａ
隊
員
は
党
本
体
へ
の
加
入
が
要
請
さ
れ
た
が
、
同
指
導
者
は
お
そ
ら
く
そ
れ
を
念

頭
に
Ｓ
Ａ
の
慰
撫
と
党
の
結
束
を
狙
っ
た
の
だ
ろ
う
。

キ
ャ
ン
ベ
ル
は
ベ
ル
リ
ン
Ｓ
Ａ
の
指
導
者
層
を
検
討
し
て
、「
事
件
」
後
、
Ｓ
Ａ

か
ら
排
除
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
「
闘
争
期
」
か
ら
党
本
体
や
そ
の
指
導
者
ら
と
良
好

な
関
係
を
築
い
て
き
た
者
た
ち
だ
っ
た
と
し
た）
1（
（

。
一
般
化
に
は
慎
重
さ
を
要
す
が
、

彼
が
指
摘
し
た
事
例
は
、
党
と
Ｓ
Ａ
は
同
じ
闘
争
の
歴
史
を
経
験
し
て
き
た
と
い
う

あ
の
「
古
参
」
言
説
に
現
実
が
合
わ
さ
れ
た
、
換
言
す
れ
ば
選
択
的
な
記
憶
が
「
事

実
」
と
な
っ
た
一
例
と
も
み
な
せ
よ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
一
連
の
展
開
の
中
で
党
本
体
の
成
員
（
特
に
「
古
参
」）
も
「
収
拾
」

言
説
を
無
視
で
き
な
い
も
の
と
受
け
止
め
た
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
が
示
し
た
よ
う
に

大
部
分
の
Ｓ
Ａ
隊
員
は
事
件
と
無
関
係
に
さ
れ
た
と
は
い
え
、
不
適
格
と
み
な
さ
れ

た
者
に
は
自
主
脱
退
や
除
隊
が
迫
ら
れ
、
実
行
さ
れ
た）
11
（

。
こ
の
引
き
締
め
は
党
全
体

に
お
よ
び
、
多
く
の
ナ
チ
ス
に
無
縁
で
は
な
く
な
っ
た）
11
（

。
広
範
な
人
々
に
ヒ
ト
ラ
ー

の
国
会
演
説
や
「
一
二
箇
条
」
は
歓
迎
さ
れ
、
ナ
チ
党
の
あ
ら
ゆ
る
組
織
で
後
者
の

遵
守
、
ひ
い
て
は
綱
紀
粛
正
の
貫
徹
を
望
む
声
が
各
地
で
上
が
っ
た
こ
と
を
警
察
報

告
書
は
伝
え
て
い
る）
11
（

。

　
「
古
参
」
イ
メ
ー
ジ
は
、
既
に
わ
か
る
よ
う
に
現
実
と
乖
離
し
た
面
を
濃
厚
に
湛

え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
個
々
の
「
古
参
」
の
党
員
活
動
家
が
実
際
に
直
面
し
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
苦
境
や
不
満
を
覆
い
隠
し
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
期
待
に
反
し
た
も
の

で
も
あ
っ
た
ろ
う
。「
古
参
」
形
象
を
梃
子
に
し
て
党
全
体
の
結
束
の
維
持
が
図
ら

れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
人
の
状
況
が
即
座
に
好
転
し
た
わ
け
で
も
な
い

だ
ろ
う
。「
古
参
党
友
」
が
「
新
参
党
友
」
や
「
反
動
」
が
優
遇
さ
れ
る
の
を
見
て

嘆
い
て
い
る
と
記
す
報
告
が
あ
れ
ば
、
他
方
で
、「
古
参
闘
士
、
新
党
友
、
そ
し
て

そ
の
他
の
民
族
同
胞
」
と
結
局
「
民
族
同
胞
が
三
つ
の
等
級
に
分
け
ら
れ
て
い
る
」

と
市
民
や
農
民
が
不
満
を
漏
ら
し
て
い
る
と
伝
え
る
報
告
も
あ
る）
11
（

。

し
か
し
そ
れ
で
も
、覇
権
的
な
「
古
参
」
像
と
そ
の
語
り
方
や
応
答
の
仕
方
は
、「
安

全
」
な
自
己
／
現
状
認
識
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
、
換
言
す
れ
ば
解
釈
の
枠
組
み
の
提
供

を
意
味
し
た
ろ
う）
11
（

。
一
介
の
あ
る
「
古
参
」
は
一
九
三
四
年
八
月
に
自
伝
的
手
記
で

こ
う
記
す
。「
レ
ー
ム
反
乱
に
つ
い
て
少
し
だ
け
言
い
た
い
。即
ち
、ヘ
ッ
セ
ン
の
我
々
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は
そ
れ
に
何
の
関
係
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
…
）
七
年
間
に
わ
た
り
私
は

Ｓ
Ａ
隊
員
で
あ
り
、
必
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
自
分
の
義
務
を
果
た
し
て
き
た
。
そ

し
て
指
導
者
が
今
日
、
か
く
あ
る
べ
し
と
呼
び
掛
け
る
な
ら
ば
、
我
々
古
参
は
再
び

毅
然
と
し
た
態
度
を
と
る
だ
ろ
う
。
ハ
イ
ル
・
ヒ
ト
ラ
ー）
11
（

」。.

　
　
　
　

４　

お
わ
り
に

　

ナ
チ
党
研
究
お
よ
び
権
力
掌
握
研
究
は
ほ
と
ん
ど
ナ
チ
党
「
古
参
」
イ
メ
ー
ジ
に

注
意
を
払
っ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
体
制
初
期
に
「
古
参
」
言
説
は
驚
く
ほ
ど
頻
出
す

る
。「
古
参
」
イ
メ
ー
ジ
は
、
ナ
チ
指
導
部
・
当
局
に
よ
る
党
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
一

つ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
「
古
参
」
イ
メ
ー
ジ
は
、
勇
敢
、
不
屈
、
決
然
、
指
導
者
ヒ
ト
ラ
ー
へ
の
忠
誠
、

僚
友
意
識
、
犠
牲
性
な
ど
の
徳
目
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
。
そ
れ
は
選
択
的
な
過
去

を
「
真
実
」
と
し
て
断
定
的
に
描
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
優
れ
て
現
在
に
お
い
て
意

味
を
持
っ
た
。「
古
参
」
は
し
ば
し
ば
「
歴
史
語
り
」
に
お
い
て
繰
り
返
し
再
生
さ
れ
、

現
在
お
よ
び
将
来
に
む
け
た
要
請
の
ア
ピ
ー
ル
を
伴
っ
た
。
現
実
に
は
「
古
参
」
の

内
部
で
階
層
化
が
顕
在
し
た
が
、
厳
密
さ
を
欠
く
用
語
法
に
加
え
て
「
古
参
」
イ
メ

ー
ジ
そ
れ
自
体
の
広
い
射
程
の
た
め
に
、
柔
軟
な
包
摂
力
が
そ
こ
に
持
た
さ
れ
て
い

た
。
そ
れ
は
一
方
で
は
、「
古
参
」
そ
れ
自
体
が
、「
共
通
の
経
験
」
を
依
り
代
に
し

て
差
異
を
払
拭
す
る
形
象
と
し
て
描
か
れ
た
こ
と
、
他
方
で
は
「
古
参
」
が
ナ
チ
運

動
・
国
民
社
会
主
義
の
模
範
と
し
て
新
参
の
ナ
チ
ス
や
非
党
員
を
導
く
存
在
と
位
置

付
け
ら
れ
た
こ
と
に
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
古
参
」
イ
メ
ー
ジ
は
集
会
の
現
場
や
メ
デ
ィ
ア
報
道
・
論
説
で
醸

成
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
当
時
の
情
勢
を
反
映
し
、
か
つ
そ
れ
に
対
応
し
よ
う

と
す
る
積
極
的
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。「
古
参
」
へ
の
言
及
は
総
じ
て
現
状
に
お
け

る
彼
ら
の
価
値
切
り
上
げ
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
不
満
を
鬱
積
さ
せ

る
彼
ら
の
一
部
を
単
に
慰
撫
す
る
だ
け
で
な
く
、
党
全
体
の
団
結
と
融
和
を
目
指
す

も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
ば
し
ば
新
加
入
者
・
保
守
派
な
ど
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
の
中

で
も
能
力
を
持
っ
た
者
は
慎
重
に
取
り
立
て
る
べ
き
と
さ
れ
、「
古
参
」
は
彼
ら
を

主
導
す
る
地
位
に
置
か
れ
た
。「
古
参
」
の
「
精
神
」
や
「
エ
ー
ト
ス
」
の
強
調
は
、

し
ば
し
ば
問
題
と
な
っ
て
い
た
荒
々
し
さ
や
違
反
行
為
を
戒
め
る
と
同
時
に
、
そ
れ

が
運
動
全
体
の
基
礎
を
な
す
と
い
う
意
味
で
「
古
参
」
の
特
権
的
な
地
位
を
担
保
す

る
。
こ
う
し
て
あ
る
意
味
バ
ラ
ン
ス
が
模
索
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
「
古
参
」
イ
メ
ー
ジ
を
援
用
し
た
情
勢
対
応
は
「
レ
ー
ム
事
件
」
に
お
い
て

も
み
ら
れ
た
。
事
件
を
解
釈
し
動
揺
を
収
拾
す
る
言
説
で
ナ
チ
指
導
者
た
ち
は
「
古

参
」
イ
メ
ー
ジ
に
依
拠
し
て
「
反
乱
」
の
首
謀
者
と
そ
の
他
多
く
の
い
わ
ば
無
垢
な

Ｓ
Ａ
隊
員
た
ち
と
を
切
り
分
け
、「
古
参
」
の
名
誉
を
守
る
た
め
粛
清
に
至
っ
た
と

正
当
化
し
た
。「
事
件
」
及
び
そ
の
後
こ
と
あ
る
ご
と
に
、「
古
参
」
に
言
及
し
つ
つ

党
の
結
束
を
図
る
言
説
が
繰
り
返
さ
れ
た
。「
古
参
」
言
説
か
ら
た
ち
あ
が
る
そ
の

イ
メ
ー
ジ
は
現
実
と
の
乖
離
が
濃
厚
で
は
あ
っ
た
が
、
ア
ク
タ
ー
の
行
動
を
理
由
付

け
る
可
能
性
を
有
し
て
い
た
点
で
空
虚
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
「
レ
ー
ム
事
件
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
前
後
を
連
続
的
に
理
解
す
る
に
あ
た

っ
て
「
古
参
」
形
象
は
無
視
で
き
な
い

―
し
か
し
「
事
件
」
研
究
で
も
こ
れ
は
ほ

ぼ
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

―
。「
事
件
」
は
し
ば
し
ば
権
力
掌
握
の
最
終
局
面

と
さ
れ
、
こ
れ
を
期
に
ヒ
ト
ラ
ー
の
力
が
確
立
し
、
Ｓ
Ａ
に
代
わ
り
Ｓ
Ｓ
が
主
導
権

を
握
っ
た
と
い
う
小
括
が
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
い
う
ま
で
も
な
く
現
実
に
は

Ｓ
Ａ
に
限
ら
ず
大
部
分
の
活
動
家
た
ち
は
こ
れ
以
後
も
「
日
常
」
を
継
続
す
る
。
Ｓ

Ａ
は
「
事
件
」
後
に
価
値
を
失
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
近
年
強
調
し
て
指
摘
さ
れ
て

い
る）
11
（

。
本
稿
が
示
し
た
「
レ
ー
ム
事
件
」
考
察
の
新
た
な
視
点
は
、
こ
の
断
絶
を
架

橋
す
る
一
論
点
と
な
る
だ
ろ
う
。
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最
後
に
、「
古
参
」
イ
メ
ー
ジ
の
内
容
は
「
徳
目
・
モ
ラ
ル
」
と
捉
え
ら
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
。「
モ
ラ
ル
」
の
面
で
も
レ
ー
ム
事
件
は
画
期
と
さ
れ
る
が）
11
（

、
本
稿
の

議
論
に
基
づ
け
ば
、
ナ
チ
的
な
「
モ
ラ
ル
」
は
、
体
制
最
初
期
か
ら
の
「
古
参
」
形

象
と
い
う
記
憶
の
構
築
と
援
用
を
通
じ
て
も
、
漸
進
的
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
「
古
参
」
イ
メ
ー
ジ
が
単
に
「
古
参
」
当
事
者
に

と
ど
ま
ら
な
い
射
程
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
（
原
初
的
国
民
社
会
主
義
者
！
）
だ
け

に
、
本
稿
の
対
象
時
期
の
後
に
お
け
る
「
古
参
」
像
、
ナ
チ
ス
像
、
ナ
チ
的
な
「
モ

ラ
ル
」
の
関
係
は
さ
ら
な
る
研
究
課
題
と
な
ろ
う
。

　

注
（
（
）	

本
稿
で
は
基
本
的
に
「
ナ
チ
ス
」
を
ナ
チ
党
本
体
及
び
そ
の
分
肢
・
附
属
団
体
の

成
員
（
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
協
力
者
）
と
広
義
の
意
味
で
用
い
る
。

（
（
）	 V

gl. B
ernhard G

otto, N
ationalsozialistische K

om
m

unalpolitik: Adm
inistrative 

N
orm

alität und System
stabilisierung durch die Augsburger Stadtverw

altung 

1933-1945, M
ünchen 2006, S. 112f., 117f.

（
（
）	

前
者
は
例
え
ば
次
。M

ichael G
rüttner, Brandstifter und Biederm

änner: 

D
eutschland 1933-1939, Stuttgart 2015, bes. S. 83-85. 

以
下
も
参
照
。
大
曽

根
悠
「
ナ
チ
体
制
初
期
『
情
勢
報
告
』
に
お
け
る
ナ
チ
党
「
古
参
闘
士
」

―

亡
命
社
会
主
義
報
告
書
の
検
討

―
」『
史
境
』
第
七
二
号
、
二
〇
一
六
年
、

六
四–

六
六
頁; A

nja Stanciu, »Alte K
äm

pfer« der N
SD

AP: Eine Berliner 

Funktionselite 1926-1949, K
öln 2018, S. 7f., 243f.

（
（
）	 Sven Felix K

ellerhoff, D
ie N

SD
AP: Eine Partei und ihre M

itglieder, Stuttgart 

2017; H
ans-U

lrich Tham
er, D

ie N
SD

AP: Von der G
ründung bis zum

 Ende des 

D
ritten Reiches, M

ünchen 2020.

（
（
）	

近
年
の
ナ
チ
党
研
究
は
以
下
な
ど
。W

olfgang B
enz (H

rsg.), W
ie w

urde m
an 

Parteigenosse?: D
ie N

SD
AP und ihre M

itglieder, Frankfurt a. M
. 2009; 

A
rm

in N
olzen, The N

SD
A

P after 1933: M
em

bers, Positions, Technologies, 

Interactions, in: Shelley B
aranow

ski, et al. (ed.), A C
om

panion to N
azi 

G
erm

any, H
oboken, N

J 2018, pp. 97-114; Jürgen W
. Falter (H

rsg.), Junge 

K
äm

pfer, alte O
pportunisten: D

ie M
itglieder der N

SD
AP 1919-1945, 

Frankfurt a. M
. 2016; ders., H

itlers Parteigenossen: die M
itglieder der 

N
SD

AP 1919-1945, Frankfurt a. M
. 2020.

（
（
）	 Stanciu, »Alte K

äm
pfer« der N

SD
AP.

（
（
）	

パ
ト
リ
ッ
ク
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
（
今
井
宏
昌
訳
）「「
古
参
闘
士
」
の
最
後
の
戦
場

―
第
二
次
世
界
大
戦
最
後
の
数
ヶ
月
に
お
け
る
ナ
チ
活
動
家
の
孤
立
・
共
同
体

形
成
・
暴
力

―
」『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
』
第
一
八
号
、
二
〇
一
八
年
、
三
三–

四
七
頁
。

（
（
）	

「
権
力
掌
握
」
研
究
の
一
部
と
し
て
以
下
。K

arl D
ietrich B

racher, u.a. (H
rsg.), 

D
ie nationalsozialistische M

achtergreifung: Studien zur Errichtung des 

totalitären H
errschaftssystem

s in D
eutschland 1933/34, 2. durchgesehene 

A
ufl., W

iesbaden 1962; W
olfgang M

ichalka (H
rsg.), D

ie nationalsozialtische 

M
achtergreifung, P

aderborn 1984; B
enjam

in Z
iem

ann, et al, 

“M
achtergreifung”: The N

azi Seizure of Pow
er in 1933, in: Politics, Religion 

&
 Ideology 13 (3), 2013, pp. 321-337.

（
（
）	 A

rm
in N

olzen, M
echanism

en der M
itgliederintegration in der N

SD
A

P: 1925-

1945, in: Stefano C
avazza, u.a. (H

rsg.), M
assenparteien im

 20. Jahrhundert: 

C
hrist- und Sozialdem

okraten, K
om

m
unisten und Faschisten in D

eutschland 

und Italien, Stuttgart 2018, S. 95-108.

（
（0
）	

Ｓ
Ａ
に
つ
い
て
は
以
下
。Peter Longerich, G

eschichte der SA, 1. A
ufl., 

M
ünchen 2003; D

aniel Siem
ens, Storm

troopers: A N
ew

 H
istory of H

itler’s 
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Brow
nshirts, N

ew
 H

aven 2017.
（
（（
）	 Sven R

eichardt, Faschistische K
am

pfbünde: G
ew

alt und G
em

einschaft im
 

italienischen Squadrism
us und in der deutschen SA, K

öln 2002, S. 165-182.

（
（（
）	

特
に
本
稿
で
中
核
と
な
る
Ｖ
Ｂ
は
広
範
な
閲
覧
の
た
め
各
党
事
務
所
に
常
備
さ

れ
、
党
関
係
者
に
は
そ
の
購
読
が
求
め
ら
れ
た
。R

eichsleitung der N
.S.D

.A
.P. 

(H
rsg.), D

ienstanw
eisung für O

rtsgruppe und Stützpunkte sow
ie deren 

U
ntergliederungen der N

ationalsozialistischen D
eutschen Arbeiterpartei 

über K
assen- und Buchführung sow

ie über den G
eschäftsverkehr, 2. A

ufl., 

M
ünchen 1932, S. 72.

（
（（
）	 R

einhart K
oselleck, Begriffsgeschichten: Studien zur Sem

antik und Pragm
atik 

der politischen und sozialen Sprache, Frankfurt a. M
. 2006, S. 82, 92, 97, 99-

102. 

こ
こ
で
述
べ
て
い
る
の
は
概
念
一
般
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
稿
は
「
闘
争

期
」
に
お
い
て
「
古
参
」
形
象
が
ナ
チ
ス
に
よ
っ
て
い
か
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の

か
、
も
っ
と
広
く
「
古
参
闘
士
」
と
い
う
概
念
が
ド
イ
ツ
の
言
語
の
中
で
歴
史
的

に
い
か
に
理
解
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
問
題
は
扱
わ
な
い
。

（
（（
）	 Tobias W

eidner, B
egriffsgeschichte und Politikgeschichte, in: G

eschichte und 

G
esellschaft 44 (1), 2018, S. 34f.

（
（（
）	 K

oselleck, Begriffsgeschichten, S. 97. 

（
（（
）	 D

ie 2000 alten G
renadiere der B

ew
egung, in: Völkischer Beobachter (VB), 

26./27. Februar 1933, S. 2. 

（
（（
）	 W

as 14 Jahre in Ehren gekäm
pft hat, w

ird niem
als in U

nehre vergehen!, in: 

VB, 11. A
pril 1933, S. 2.

（
（（
）	

ナ
チ
ス
の
徳
目
・
モ
ラ
ル
に
つ
い
て
は
以
下
。Thom

as K
ühne, N

azi M
orality, 

in: B
aranow

ski, et al. (ed.), N
azi G

erm
any, pp. 215-229; 

小
野
寺
拓
也
「
ナ
チ

「
民
族
共
同
体
」
論
の
射
程

―
道
徳
・
感
情
と
い
う
視
点
か
ら

―
」『
ゲ
シ
ヒ

テ
』
第
九
号
、
二
〇
一
六
年
、
三
五–

四
七
頁
。

（
（（
）	 V

gl. Für die ersten, selbstlose K
äm

pfer, in: VB, 20. M
ai 1933, S. 2; D

ie 

A
rbeitsbeschaffung für die „A

ltparteigenossen“, in: VB, 25. Juli 1933, S. 2.

（
（0
）	 A
dolf H

itler über Staat und W
irtschaft, in: VB, 8. Juli 1933, S. 1.

（
（（
）	 Stefan H

ördler (H
rsg.), SA

-Terror als H
errschaftssicherung: „K

öpenicker 

B
lutw

oche“ und öffentliche G
ew

alt im
 N

ationalsozialism
us, in: ders. (H

rsg.), 

SA-Terror als H
errschaftssicherung: „K

öpenicker Blutw
oche“ und öffentliche 

G
ew

alt im
 N

ationalsozialism
us, B

erlin 2013, S. 12f., 16f., 27.

（
（（
）	 A

nsturm
 der G

esinnungstüchtigen, in: VB, 30. A
pril 1933, S. 3.

（
（（
）	 Zw

ölf Jahre O
rtsgruppe H

annover, in: VB, 13. Juli 1933, S. 3.

（
（（
）	

例
え
ば
以
下
。W

ilhelm
 Fanderl, Von Sieben M

ann zum
 Volk: Illustrierte 

G
eschichte der N

SD
AP. und SA., O

ldenburg i. O
. 1933; L

eopold von 

Schenkendorf / H
einrich H

offm
ann, K

am
pf um

’s D
ritte Reich, A

ltona-

B
ahrenfeld 1933; D

ie A
lte G

arde, in: D
ie Fahne H

och! 23, 1934.

（
（（
）	

例
え
ば
以
下
。W

ulf B
ley, SA m

arschiert: Leben und K
am

pf der braunen 

Bataillone, 12. A
ufl., B

erlin 1935.

（
（（
）	 D

aniel Siem
ens, D

em
 SA

-M
ann auf der Spur: N

ationalsozialistische 

Erinnerungspolitik im
 B

erlin der 1930er-Jahre, in: H
ördler (H

rsg.), SA-Terror, 

S. 162f.

（
（（
）	 D

er Ehrentag der nationalsozialistischen B
ew

egung, in: VB, 3. N
ovem

ber 

1933, S. 2. 

類
例
は
他
に
もG

ardetreffen in O
ranienburg, in: VB, 10. O

ktober 

1933, S. 4.

（
（（
）	 Zw

ölf Jahre O
rtsgruppe H

annover, in: VB, 13. Juli 1933, S. 3.

（
（（
）	

例
え
ば
以
下
。M

arsch der alten K
äm

pfer von 1923, in: VB, 14. Septem
ber 

1933, S. 3.
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（
（0
）	

そ
れ
ぞ
れ
の
定
義
は
以
下
を
参
照
。
拙
稿
「
ナ
チ
党
「
古
参
闘
士
」」、
六
五
頁
。

（
（（
）	
例
え
ば
以
下
。D

er Ehrentag der schlesischen S. A
., in: VB, 10. O

ktober 1933, 

S.3

（
（（
）	 Treffen der ältesten A

m
tsw

alter, in: VB, 7. O
ktober 1933, 1. B

eiblatt S. 2.

（
（（
）	 V

gl. D
er Ehrentag der K

äm
pfer von 1923 in M

ünchen, in: VB, 11. N
ovem

ber 

1934. 

均
質
性
が
よ
り
明
瞭
な
例
は
以
下
で
窺
え
る
。Illustrierter Beobachter 

(IB), 9. Jg. Folge 13, 31. M
ärz 1934, S. 476f.

（
（（
）	 D

er Ehrentag der schlesischen S. A
., in: VB, 10. O

ktober 1933, S.3.

（
（（
）	 Zw

ölf Jahre O
rtsgruppe H

annover, in: VB, 13. Juli 1933, S. 3.

（
（（
）	 Partei und Volk, in: VB, 12./13. N

ovem
ber S. 2. 

（
（（
）	 D

er Ehrentag der A
lten G

arde der Berliner S.A
., in: V

B, 15. N
ovem

ber 1933, S. 4.

（
（（
）	 Ehret die A

lten!, in: VB, 24. Februar 1934, Sonderbeilage.

（
（（
）	 V

gl. K
laus M

lynek (H
rsg.), G

estapo H
annover m

eldet...: Polizei- und 

Regierungsberichte für das m
ittlere und südliche N

iedersachsen zw
ischen 

1933 und 1937, H
ildesheim

 1986, S. 147f.

（
一
九
三
四
年
四
月
の
報
告
）　
情

勢
報
告
書
は
慎
重
に
用
い
る
べ
き
で
あ
る
が
本
稿
で
は
補
足
的
に
援
用
す
る
。
拙

稿
「
ナ
チ
党
「
古
参
闘
士
」」、
六
六–

六
七
頁
参
照
。

（
（0
）	 A

ufgabe der B
ew

egung ist die Eroberung des deutschen M
enschen für die 

M
acht dieses Staates, in: VB, 27. Februar 1934, S. 1f.

（
（（
）	 A

dolf H
itler ist D

eutschland und D
eutschland ist A

dolf H
itler, in: VB, 27. 

Februar 1934, S. 2, B
eiblatt.

（
（（
）	

こ
れ
に
関
し
て
、「
闘
争
期
」
に
党
と
Ｓ
Ａ
は
活
動
領
域
や
行
動
様
式
で
棲
み

分
け
、
運
動
の
両
輪
と
し
て
補
完
し
あ
っ
た
、
ま
た
ヒ
ト
ラ
ー
が
運
動
全
体
を

結
束
さ
せ
る
最
終
的
な
紐
帯
と
な
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。V

gl. N
olzen, 

M
echanism

en, S. 97f.; R
eichardt, K

am
pfbünde, S. 141-199, bes. 165-182, 

192-195.

（
（（
）	 V

gl. Longerich, G
eschichte der SA, S. 179-182, 201-203.

（
（（
）	

例
え
ば
バ
イ
エ
ル
ン
・
オ
ス
ト
マ
ル
ク
大
管
区
で
の
集
会
の
報
道
は
以
下
。D

er 

Treuschw
ur der O

stm
ark, in: Fränkisches Volk, 26. Februar 1934, S. 1-4. 

同
大

管
区
指
導
者
も
「
古
参
」
に
言
及
し
た
演
説
を
展
開
し
て
い
る
。

（
（（
）	 D

er R
evolution m

uß w
eitergehen!, in: VB, 21. M

ärz 1934, S. 1f.

（
（（
）	 H

erm
ann-J. R

upieper, u.a. (H
rsg.), D

ie Lageberichte der G
eheim

en 

Staatspolizei zur Provinz Sachsen 1933 bis 1936, B
d. 3, H

alle 2006, S. 

85.

（
一
九
三
四
年
四
月
の
報
告
）

（
（（
）	 Ethos der K

am
pfes, in: VB, 9. M

ärz 1934, A
us der B

ew
egung.

（
（（
）	

後
の
同
年
五
月
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
が
対
「
不
平
不
満
屋
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
す

る
。
主
に
左
派
の
「
敵
」
の
打
倒
に
よ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
終
息
、
生
活
・
職
業

状
況
か
ら
の
人
々
の
不
満
、
そ
こ
を
つ
い
て
ナ
チ
批
判
が
力
を
の
ば
す
と
の
危
惧

か
ら
、
論
難
の
矛
先
は
一
般
の
市
民
、
教
会
や
保
守
、
党
内
の
不
満
分
子
に
対
し

て
向
け
ら
れ
た
。
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
つ
い
て
は
以
下
。Peter Longerich, Joseph 

G
oebbels: Biographie, M

ünchen 2010, S. 261f., 266f., 762.

（
（（
）	

他
に
も
以
下
。Ihr habt das gleiche Ziel: A

lte G
arde und junge S.A

., in: VB, 

15. M
ärz 1934, A

us der B
ew

egung. 

（
（0
）	 V

gl. M
athilde Jam

in, D
as E

nde der „M
achtergreifung“: D

er 30. Juni 

1934 und seine W
ahrnehm

ung in der B
evölkerung, in: M

ichalka (H
rsg.), 

M
achtergreifung, S. 209. 

事
件
の
背
景
や
展
開
に
つ
い
て
は
以
下
。Longerich, 

G
eschichte der SA, S. 165-219; Siem

ens, Storm
troopers, pp. 155-179.

（
（（
）	 D

as R
eich steht- und über uns der Führer, in: VB, 3. Juli 1934, S. 2.

（
（（
）	

例
え
ば
レ
ー
ム
、
エ
ド
ム
ン
ト
・
ハ
イ
ネ
ス
、
カ
ー
ル
・
エ
ル
ン
ス
ト
ら
粛
清
さ

れ
た
Ｓ
Ａ
幹
部
ら
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。Ernst K

lee, D
as Personenlexikon 
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zum
 D

ritten R
eich: w

er w
ar w

as vor und nach 1945, genehm
igte 

Lizenzausgabe, H
am

burg 2016, S, 139, 239, 502.

（
（（
）	 D

ie Proklam
ation des Führers an die S.A

., in: VB, 3. Juli 1934, 2. B
l.

（
（（
）	 M

anfred von K
illinger, D

ie SA in W
ort und Bild, Leipzig 1933, S. 16-17; 

ders., D
ie SA in W

ort und Bild, um
gearbeitete und ergänzte A

ufl., Leipzig 

1934, S. 16-17.

（
（（
）	 A

ndreas W
agner, »M

achtergreifung« in Sachsen: N
SD

AP und staatliche 

Verw
altung 1930-1935, K

öln 2004, S. 303f.

（
（（
）	 R

udolf H
eß auf der R

eichs- und G
auleitertagung, in: VB, 7. Juli 1934, S. 1.

（
（（
）	 „W

ir haben gehandelt, dam
it der alte S.A

. M
ann w

ieder zu Ehren kom
m

t“, in: 

VB, 3. Juli 1934, 2. B
l.

（
（（
）	 V

gl. D
er Führer und seine S.A

., in: VB, 8./9. Juli 1934, S. 1f.

（
（（
）	

皮
肉
と
言
お
う
か
、
レ
ー
ム
自
身
も
Ｓ
Ａ
の
「
古
参
」
た
ち
を
慮
る
回
状
を

一
九
三
四
年
二
月
に
発
出
し
て
い
た
。V

gl. Longerich, G
eschichte der SA, S. 

198f. 

気
づ
か
れ
た
だ
ろ
う
が
、
同
じ
く
粛
清
さ
れ
た
ハ
イ
ネ
ス
や
エ
ル
ン
ス
ト
に

よ
る
「
古
参
」
言
説
を
本
論
で
は
引
用
し
て
い
る
。

（
（0
）	 R

udolf H
eß über die A

ufgaben der S.A
., in: VB, 8./9. Juli 1934, S. 1f.

（
（（
）	 S.A

. m
arschiert!, in: VB, 7. Juli 1934, S. 1.

（
（（
）	 A

dolf H
itler über den 30. Juni, in: VB, 15./16. Juli 1934.

（
（（
）	 U

nterredung m
it dem

 C
hef des Stabes, in: VB, 7. Juli 1934, S. 2.

（
（（
）	

例
え
ば
以
下
。Die Ehre der S.A

. ist nicht angetastet, in: VB, 17. Juli 1934, S. 1.

（
（（
）	 V

gl. H
ans B

ohrm
ann, u.a. (H

rsg.), N
S-Presseanw

eisungen der Vorkriegszeit: 

Edition und D
okum

entation, B
d. 2, M

ünchen 1985, S. 262, 264f., 270.

（
（（
）	 D

ie alte G
arde der S.A

. spricht zum
 deutschen Volk, in: VB, 14. A

ugust 1934, 

S. 1f.

（
（（
）	 C

hef vom
 D

ienst i. V. Schriftleitung, D
r. Schm

itt/H
g., H

errn H
auptschriftleiter 

R
osenberg, 14. 8. 34, in: B

undesarchiv B
erlin-Lichterfelde, N

S 8/116, B
l. 

141f.

（
（（
）	 D
ie alte G

arde der S.A
. spricht!, in: VB, 16. A

ugust 1934, S. 4.

（
（（
）	 D

ie Proklam
ation des Führers beim

 ersten K
ongreß des R

eichsparteitages, in: 

IB, Sonderausgabe R
eichsparteitage N

ürnberg 1934, 13. Septem
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