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3　「上海ゲットー」とドイツ

を
日
本
側
に
提
案
し
た
が
、
こ
の
提
案
を
拒
ん
だ
日
本
軍
当
局
が
、
一
種
の
妥
協
と

し
て
「
ゲ
ッ
ト
ー
」
設
置
で
手
を
打
っ
た
の
だ
と
い
う）

2
（

。
だ
が
こ
の
「
圧
力
」
説
は

真
偽
の
ほ
ど
が
定
か
で
な
く
、「
絶
滅
計
画
」
な
る
も
の
が
単
な
る
流
言
蜚
語
の
類

で
あ
っ
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
日
本
の
研
究
で
は
む
し
ろ
、
②
「
日
本
政
府
の
ユ
ダ
ヤ
人
監
視
政

策
」
説
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
関
根
真
保
は
、
日
本
側
の
政
策
動
向
を

詳
細
に
検
討
し
つ
つ
、「
上
海
ゲ
ッ
ト
ー
」
が
敵
性
外
国
人
を
管
理
・
監
視
す
る
軍

事
的
な
治
安
対
策
の
一
環
と
し
て
、
日
本
側
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
設
置
さ
れ
た
と

結
論
づ
け
て
い
る）

3
（

。
こ
の
「
監
視
」
説
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
最
も
説
得
的
な
議
論

と
い
え
る
が
、
な
お
も
曖
昧
な
点
を
残
し
て
い
る
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
関
根
は
「
圧
力
」
説
に
も
一
定
の
理
解
を
示
し
、「
た
し
か
に
マ
イ
ジ
ン
ガ

ー
に
よ
る
『
上
海
ユ
ダ
ヤ
人
絶
滅
計
画
』
の
提
言
そ
の
も
の
は
認
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
一
九
四
二
年
の
夏
に
彼
が
上
海
へ
来
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
絶
滅
計
画
と

は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
何
ら
か
の
圧
力
が
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
」
と
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る）

4
（

。こ
う
し
た
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
説
明
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
、

お
そ
ら
く
史
料
的
な
制
約
も
あ
っ
て
、
日
本
当
局
に
「
圧
力
」
を
か
け
た
可
能
性
の

 

　
　「
上
海
ゲ
ッ
ト
ー
」
と
ド
イ
ツ

　
　
　
　

―
ナ
チ
ス
の
「
圧
力
」
は
存
在
し
た
の
か
？

―

田
野
大
輔
　　

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

　

一
九
四
三
年
二
月
一
八
日
、
日
本
の
上
海
地
区
陸
海
軍
司
令
官
は
上
海
虹
口
に

「
無
国
籍
避
難
民
指
定
区
域
」
を
設
定
し
、
ナ
チ
ス
の
迫
害
を
逃
れ
て
上
海
に
移

住
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
を
中
心
と
す
る
無
国
籍
避
難
民
の
居
住
・
営
業
を
そ
こ
に
限
定

す
る
布
告
を
発
し
た
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
上
海
ゲ
ッ
ト
ー
」
の
設
置
に
よ
り
、
約

一
万
八
〇
〇
〇
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
は
指
定
区
域
外
へ
の
無
許
可
の
外
出
を
禁
じ
ら

れ
、
そ
の
多
く
は
劣
悪
な
生
活
環
境
の
も
と
、
飢
え
や
病
気
に
苦
し
み
な
が
ら
終
戦

ま
で
の
約
二
年
半
を
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の「
上
海
ゲ
ッ
ト
ー
」設
置
の
原
因
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
①「
ナ

チ
・
ド
イ
ツ
の
圧
力
」
説
と
、
②
「
日
本
政
府
の
ユ
ダ
ヤ
人
監
視
政
策
」
説
と
の
間

で
大
き
く
見
解
が
分
か
れ
て
い
る）

1
（

。
こ
の
う
ち
①
「
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
の
圧
力
」
説
は
、

マ
ー
ヴ
ィ
ン
・
ト
ケ
イ
ヤ
ー
と
メ
ア
リ
ー
・
シ
ュ
オ
ー
ツ
が
『
河
豚
計
画
』
の
な
か

で
提
示
し
た
も
の
で
、
そ
れ
を
根
拠
に
「
ゲ
ッ
ト
ー
」
設
置
を
説
明
す
る
論
者
も
多

い
。
ト
ケ
イ
ヤ
ー
と
シ
ュ
オ
ー
ツ
に
よ
れ
ば
、
親
衛
隊
大
佐
ヨ
ー
ゼ
フ
・
マ
イ
ジ
ン

ガ
ー
が
一
九
四
二
年
七
月
に
上
海
を
訪
問
し
、
同
地
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
「
絶
滅
計
画
」
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あ
る
ド
イ
ツ
側
関
係
者
の
動
向
を
検
討
し
て
い
な
い
こ
と
が
大
き
い
。「
上
海
ゲ
ッ

ト
ー
」が
日
本
政
府
の
ユ
ダ
ヤ
人
監
視
政
策
の
一
環
と
し
て
設
置
さ
れ
た
と
い
う「
監

視
」
説
の
論
拠
を
補
強
す
る
上
で
も
、
ド
イ
ツ
側
の
関
与
を
検
討
し
て
「
圧
力
」
説

の
妥
当
性
如
何
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

上
海
ユ
ダ
ヤ
人
の
「
ゲ
ッ
ト
ー
」
収
容
に
ド
イ
ツ
側
が
ど
こ
ま
で
関
与
し
た
か
を

明
ら
か
に
す
る
上
で
は
、
⑴
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
が
本
当
に
上
海
ユ
ダ
ヤ
人
の
「
絶
滅
計

画
」
な
る
も
の
を
提
案
し
た
の
か
と
い
う
点
、⑵
ド
イ
ツ
側
の
関
係
者
が
実
際
に
「
上

海
ゲ
ッ
ト
ー
」
設
置
を
促
す
た
め
に
日
本
当
局
に
「
圧
力
」
を
か
け
た
の
か
と
い
う

点
、
そ
し
て
も
し
何
ら
か
の
「
圧
力
」
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
⑶
そ
う
し
た
「
圧
力
」

が
実
際
に
「
ゲ
ッ
ト
ー
」
の
実
態
に
反
映
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
を
精
査
す
る
こ
と

が
重
要
に
な
る
。
こ
の
う
ち
⑴
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
外
務
省
所
蔵
の
外
交
史
料
や

米
軍
の
ド
イ
ツ
当
局
者
へ
の
尋
問
記
録
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
か
な
り
明
確
な
結
論

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
か
で
も
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
と
そ
の
関
係
者
へ
の
終
戦
直
後

の
尋
問
調
書
は
、「
絶
滅
計
画
」
の
存
在
如
何
を
究
明
す
る
上
で
も
決
定
的
な
意
味

を
も
つ
。

　

こ
れ
に
対
し
て
⑵
に
つ
い
て
は
、
日
本
当
局
に
働
き
か
け
を
行
っ
た
可
能
性
の
あ

る
ド
イ
ツ
側
関
係
者
の
証
言
を
検
証
す
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
実
は
こ
の
検
証
作

業
に
役
立
つ
貴
重
な
文
書
が
、
ド
イ
ツ
国
内
の
裁
判
記
録
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
「
上
海
ゲ
ッ
ト
ー
」
に
収
容
さ
れ
た
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
女
性
が
戦
後
一
九
五
〇
年

代
初
め
に
州
政
府
を
相
手
に
起
こ
し
た
損
害
賠
償
裁
判
の
記
録
で
、
日
本
と
中
国
の

ド
イ
ツ
在
外
公
館
に
勤
務
し
て
い
た
多
数
の
関
係
者
の
尋
問
調
書
を
含
ん
で
い
る）

5
（

。

裁
判
で
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
「
ゲ
ッ
ト
ー
」
収
容
と
ド
イ
ツ
政
府
の
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
政
策

と
の
関
係
が
争
点
に
な
っ
た
た
め
、
多
く
の
関
係
者
は
こ
の
「
ゲ
ッ
ト
ー
」
が
ド
イ

ツ
当
局
の
指
示
で
設
置
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
を
中
心
に
、
き
わ
め
て
詳

細
な
証
言
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
ド
イ
ツ
側
か
ら
見
た
「
ゲ

ッ
ト
ー
」
の
内
情
に
関
す
る
説
明
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
証
言
は

⑶
に
つ
い
て
も
、
そ
の
具
体
的
な
実
態
の
解
明
に
役
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
と
り
あ
え

ず
当
面
は
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
い
っ
て
お
い
て
、
さ
っ
そ
く
本
論
に
入
る
こ
と
に
し

た
い
。

　
　
　
　

２　

マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
は
「
絶
滅
計
画
」
を
提
案
し
た
の
か
？

　

上
海
ユ
ダ
ヤ
人
の
「
絶
滅
計
画
」
な
る
も
の
が
本
当
に
存
在
し
た
の
か
を
考
え
る

上
で
は
、
ま
ず
そ
れ
を
提
案
し
た
と
さ
れ
る
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
が
い
か
な
る
人
物
だ
っ

た
の
か
、
そ
し
て
彼
が
ど
ん
な
任
務
を
担
っ
て
い
た
の
か
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
。

　

マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
の
公
式
の
肩
書
は
駐
日
ド
イ
ツ
大
使
館
付
警
察
連
絡
官
（
後
の
警

察
ア
タ
ッ
シ
ェ
）
で
、
そ
の
着
任
日
は
一
九
四
一
年
四
月
二
日
と
な
っ
て
い
る）

6
（

。
こ

の
役
職
は
一
九
三
六
年
一
一
月
に
調
印
さ
れ
た
日
独
防
共
協
定
に
も
と
づ
き
、
反
共

産
主
義
活
動
に
関
す
る
両
国
警
察
の
連
携
・
協
力
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の

で
、
駐
日
外
交
使
節
団
の
一
員
と
し
て
大
使
の
統
制
に
服
し
つ
つ
、
極
東
の
ゲ
シ
ュ

タ
ポ
・
保
安
部
の
代
表
と
し
て
警
察
・
諜
報
活
動
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た）

7
（

。

マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
が
こ
の
任
務
に
抜
擢
さ
れ
た
理
由
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
戦
後
一

般
化
し
た
見
方
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
占
領
下
の
ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
保
安
警
察
司
令
官
を

つ
と
め
、
現
地
住
民
へ
の
暴
虐
非
道
で
悪
名
を
轟
か
せ
た
た
め
に
、
日
本
へ
左
遷

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ト
ケ
イ
ヤ
ー
と
シ
ュ
オ
ー
ツ
も
そ
う
し
た

見
方
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
信
憑
性
の
低
い
親
衛
隊
幹
部
の
手
記
に
も
と
づ
く

も
の
で
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い）

8
（

。
親
衛
隊
の
内
部
文
書
か
ら
は

む
し
ろ
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
の
実
績
が
買
わ
れ
た
面
も
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

一
九
四
一
年
三
月
初
め
、
親
衛
隊
帝
国
指
導
者
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヒ
ム
ラ
ー
は
駐
独
日



5　「上海ゲットー」とドイツ

本
大
使
大
島
浩
に
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
派
遣
を
伝
え
た
が
、
そ
の
際
の
説
明
で
は
、
着
任

す
る
人
物
が
「
と
く
に
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
の
闘
争
で
経
験
を
積
ん
で
い
る
」
こ

と
、
保
安
警
察
司
令
官
と
し
て
「
ロ
シ
ア
国
境
で
あ
ら
ゆ
る
仕
事
を
行
っ
た
」
こ
と

が
強
調
さ
れ
て
い
る）

9
（

。
東
京
着
任
後
の
動
向
か
ら
見
て
も
、
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
派
遣
の

主
要
目
的
が
反
共
活
動
に
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
。

　

極
東
の
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
代
表
と
し
て
の
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
の
任
務
の
一
つ
に
は
、
ユ
ダ

ヤ
人
問
題
へ
の
対
応
も
含
ま
れ
て
い
た
。
彼
は
東
京
着
任
後
、
在
日
ド
イ
ツ
人
へ
の

監
視
や
反
ナ
チ
分
子
の
摘
発
を
進
め
る
か
た
わ
ら
、
ナ
チ
人
種
法
（
い
わ
ゆ
る
「
ニ

ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
」）
の
施
行
に
も
辣
腕
を
ふ
る
い
、
一
九
四
二
年
初
頭
の
時
点
で

一
一
六
人
も
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
国
籍
を
剥
奪
し
て
い
る）
10
（

。
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
が
警
察
連
絡

官
の
任
務
の
な
か
で
い
か
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
か
は
、
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
が

一
九
四
二
年
夏
に
日
本
の
内
務
省
を
訪
問
し
た
際
、
自
分
に
は
ド
イ
ツ
人
社
会
の
な

か
の
反
ナ
チ
分
子
を
摘
発
す
る
任
務
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
と
く
に
ユ
ダ
ヤ

人
亡
命
者
へ
の
対
処
の
必
要
性
を
説
い
て
い
た
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
訪

問
に
同
行
し
た
通
訳
の
カ
ー
ル
・
ハ
メ
ル
の
証
言
に
よ
る
と
、
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
は
ユ

ダ
ヤ
人
問
題
が
英
米
と
の
戦
争
遂
行
を
阻
む
障
害
と
な
っ
て
お
り
、
日
独
両
国
が
協

力
し
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
る
と
し
て
、
と
り
わ
け
上
海
に
亡
命
し
て
い
る
約

二
万
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
危
険
性
を
次
の
よ
う
に
強
調
し
た
。
い
わ
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
は

自
分
は
反
ナ
チ
だ
が
親
日
本
だ
と
説
明
す
る
が
、
こ
う
し
た
主
張
を
信
じ
て
は
な
ら

な
い
。
反
ナ
チ
の
人
間
は
必
然
的
に
反
日
本
で
あ
る
と
い
う
の
だ
っ
た）
11
（

。

　

こ
の
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
の
発
言
は
、
日
本
政
府
の
寛
容
な
ユ
ダ
ヤ
人
政
策
に
対
す
る

ド
イ
ツ
側
の
苛
立
ち
を
反
映
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
津
総
領
事
フ
リ

ッ
ツ
・
ヴ
ィ
ー
デ
マ
ン
が
証
言
す
る
よ
う
に
、
極
東
の
ド
イ
ツ
在
外
公
館
に
は
日
本

当
局
に
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
へ
の
対
応
を
働
き
か
け
る
よ
う
に
と
の
指
示
が
下
さ
れ
て
い

た
可
能
性
も
あ
る
。「
日
本
人
自
身
は
反
ユ
ダ
ヤ
的
姿
勢
を
と
っ
て
い
な
か
っ
た
か

ら
、
わ
れ
わ
れ
に
は
日
本
の
諸
機
関
に
ド
イ
ツ
の
人
種
政
策
に
つ
い
て
説
明
し
、
相

応
の
処
置
を
と
る
よ
う
提
案
す
る
任
務
が
与
え
ら
れ
て
い
た
」。
ヴ
ィ
ー
デ
マ
ン
は

マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
と
東
京
で
会
っ
た
際
、
ヒ
ム
ラ
ー
か
ら
日
本
人
に
反
ユ
ダ
ヤ
人
政
策

の
導
入
を
働
き
か
け
る
任
務
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
た
と
証
言
し
て
い

る
。
た
だ
し
こ
れ
は
「
圧
力
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
強
い
働
き
か
け
で
は
な
か
っ
た
よ

う
だ
。「
も
ち
ろ
ん
彼
は
、
自
意
識
の
強
い
日
本
民
族
に
命
令
の
形
で
こ
れ
を
行
う

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た）
12
（

」。

　

ヴ
ィ
ー
デ
マ
ン
自
身
、
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
が
具
体
的
に
ど
ん
な
働
き
か
け
を
行
っ
た

か
は
知
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
ハ
メ
ル
の
証
言
も
あ
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、

日
本
当
局
へ
の
要
請
は
人
種
政
策
上
の
必
要
性
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
も
の
と
い
う

よ
り
、
あ
く
ま
で
危
険
分
子
の
摘
発
と
い
う
反
共
活
動
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
も
の
だ

っ
た
可
能
性
が
高
い
。
事
実
、
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
と
面
会
し
た
内
務
省
の
担
当
官
は
彼

の
提
案
に
応
じ
て
、
あ
ら
ゆ
る
反
ナ
チ
分
子
の
リ
ス
ト
を
提
出
す
る
よ
う
要
請
し
た

と
い
う）
13
（

。一
九
四
二
年
末
に
内
務
省
や
憲
兵
隊
な
ど
に
提
出
さ
れ
た
こ
の
リ
ス
ト
は
、

ま
も
な
く
魔
女
狩
り
の
ご
と
き
ス
パ
イ
摘
発
の
波
を
引
き
起
こ
し
、
ド
イ
ツ
人
社
会

を
恐
怖
に
陥
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
自
身
も
反
ナ
チ
分
子
や
ユ
ダ
ヤ

人
の
摘
発
に
辣
腕
を
ふ
る
っ
た
が
、
被
疑
者
の
逮
捕
に
は
日
本
の
警
察
の
手
を
借
り

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
力
の
及
ぶ
範
囲
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
点
か
ら

す
る
と
、
こ
の
異
国
の
地
で
反
ユ
ダ
ヤ
人
政
策
を
推
進
す
る
に
も
、
日
本
当
局
の
ス

パ
イ
恐
怖
症
を
利
用
す
る
と
い
う
間
接
的
な
手
法
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

こ
の
間
、
ド
イ
ツ
本
国
で
も
日
本
側
へ
の
働
き
か
け
が
行
わ
れ
て
い
た
。

一
九
四
二
年
五
月
初
め
、
東
部
占
領
地
域
大
臣
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク

は
ベ
ル
リ
ン
で
駐
独
大
使
大
島
と
会
談
し
、
上
海
に
移
住
し
て
い
る
多
数
の
ユ
ダ
ヤ

人
が
将
来
必
ず
日
本
に
と
っ
て
厄
介
な
問
題
に
な
る
の
で
、
彼
ら
を
早
く
隔
離
し
て
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自
由
な
移
動
を
禁
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
べ
き
だ
と
力
説
し
た）
14
（

。
こ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
人

の
隔
離
措
置
を
要
請
し
て
い
る
点
で
、
後
の
「
上
海
ゲ
ッ
ト
ー
」
設
立
に
つ
な
が
る

動
き
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
こ
の
時
期
の
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
に
は
極
東
外
交
へ
の

影
響
力
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
同
時
期
の
外
交
文
書
を
見
て
も
、
彼
の
提
案
が
外
務
省

か
ら
日
本
・
中
国
の
在
外
公
館
に
伝
達
さ
れ
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
が
日
本
当
局
に
隔
離
措
置
を
要
請
し
た
の
か
、
ま
し
て
や
ト
ケ
イ
ヤ

ー
と
シ
ュ
オ
ー
ツ
の
い
う
よ
う
な
「
絶
滅
計
画
」
の
提
案
ま
で
し
た
の
か
は
、
依
然

と
し
て
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
角
度
を
変
え
て
、
ト
ケ
イ
ヤ
ー
と
シ
ュ
オ
ー
ツ
の
提
示
す
る
「
圧
力
」
説

の
真
偽
の
ほ
ど
を
検
証
し
て
み
よ
う
。
両
者
に
よ
れ
ば
、
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
の
「
絶
滅

計
画
」
は
次
の
よ
う
に
提
案
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
一
九
四
二
年
七
月
、
ユ
ダ
ヤ
人

問
題
の
「
最
終
解
決
」
を
も
く
ろ
む
ヒ
ム
ラ
ー
の
指
令
を
受
け
て
上
海
に
潜
水
艦
で

来
航
し
た
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
は
、
他
の
二
名
の
ド
イ
ツ
人
と
と
も
に
日
本
総
領
事
館
や

憲
兵
隊
、
陸
海
軍
の
代
表
な
ど
と
会
談
し
、
そ
の
席
で
上
海
に
一
万
七
〇
〇
〇
人
以

上
い
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
「
粛
清
」
を
提
案
し
た
。
そ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
新
年
の
祝
日
に

シ
ナ
ゴ
ー
グ
に
集
ま
る
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
を
一
網
打
尽
に
し
た
後
、
廃
船
に
乗
せ
て
沖

合
で
沈
め
る
か
、
岩
塩
坑
で
酷
使
し
て
疲
労
死
さ
せ
る
か
、
揚
子
江
河
口
の
島
の
強

制
収
容
所
に
送
っ
て
人
体
実
験
に
使
う
か
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
抹
殺
す
る
と
い
う

計
画
だ
っ
た）
15
（

。

　

提
案
の
内
容
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー

の
上
海
訪
問
の
時
期
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
証
言
を
検
証
す
る
と
、
一
九
四
二
年
七

月
の
訪
問
は
疑
わ
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
の
妻
は
戦
後
の
米
軍
の
尋

問
に
対
し
て
、
彼
の
上
海
訪
問
は
一
九
四
一
年
五
月
と
九
月
、
四
四
年
五
月
〜
六
月

の
三
回
で
、
四
二
年
夏
は
ず
っ
と
東
京
で
過
ご
し
て
い
た
と
答
え
て
い
る
。
彼
女
は

こ
の
ほ
か
に
四
三
年
四
月
〜
五
月
の
ハ
ル
ビ
ン
訪
問
も
挙
げ
て
い
る
が
、
上
海
、
ハ

ル
ビ
ン
、
い
ず
れ
の
訪
問
も
現
地
で
の
諜
報
網
の
構
築
が
目
的
だ
っ
た
と
説
明
し
、

ユ
ダ
ヤ
人
問
題
と
の
関
連
に
は
言
及
し
て
い
な
い）
16
（

。
こ
れ
ら
四
回
の
訪
問
の
う
ち
、

四
一
年
の
二
回
の
上
海
訪
問
と
四
三
年
の
ハ
ル
ビ
ン
訪
問
は
外
交
文
書
に
よ
っ
て
裏

付
け
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
証
言
の
信
憑
性
は
か
な
り
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し

米
軍
の
調
査
官
の
報
告
に
よ
る
と
、
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
自
身
は
四
一
年
八
月
〜
一
一
月

と
四
四
年
六
月
前
半
の
二
回
と
供
述
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
ほ
か
に
も
四
一
年
九

月
と
四
二
年
五
月
の
二
回
、
あ
る
い
は
四
一
年
五
月
と
九
月
、
四
三
年
の
三
回
と
す

る
調
査
官
の
メ
モ
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
海
訪
問
の
時
期
と
回
数
に
つ
い
て
は
な
お

も
曖
昧
な
部
分
が
残
る）
17
（

。

　

だ
が
少
な
く
と
も
一
九
四
二
年
七
月
の
上
海
訪
問
が
あ
り
え
な
い
こ
と
は
、
駐
日

大
使
館
が
本
省
に
送
っ
た
電
報
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。
駐
日
大
使
オ
イ
ゲ
ン
・

オ
ッ
ト
は
四
二
年
七
月
だ
け
で
少
な
く
と
も
五
回
、
複
数
の
ス
パ
イ
容
疑
者
に
関
す

る
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
の
帝
国
保
安
本
部
宛
の
報
告
を
外
務
省
に
打
電
し
て
い
る）
18
（

。
い
ず

れ
も
オ
ッ
ト
名
義
の
電
報
だ
が
、
警
察
連
絡
官
（
警
察
ア
タ
ッ
シ
ェ
）
が
内
規
で
大

使
を
通
じ
た
本
国
と
の
通
信
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
れ

ら
が
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
自
身
の
手
で
打
電
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
疑
問

の
余
地
は
な
い）
19
（

。
そ
れ
は
ほ
か
で
も
な
く
、
彼
が
こ
の
時
期
に
東
京
に
い
た
こ
と
を

証
明
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
し
て
、
一
九
四
二
年
夏
の
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
の
上
海
訪

問
を
事
実
の
ご
と
く
叙
述
し
て
き
た
従
来
の
研
究
に
は
致
命
的
な
問
題
が
あ
る
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

ト
ケ
イ
ヤ
ー
と
シ
ュ
オ
ー
ツ
の
叙
述
に
は
、
そ
の
ほ
か
に
も
あ
り
え
な
い
話
や
明

ら
か
な
誤
り
が
多
い
。
そ
の
最
た
る
も
の
は
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
を
乗
せ
て
上
海
に
来
航

し
た
潜
水
艦
の
話
で
、
米
軍
の
調
査
官
も
そ
の
よ
う
な
噂
を
「
ほ
と
ん
ど
根
拠
の
な

い
も
の
」
と
一
蹴
し
て
い
る）
20
（

。
ま
た
、
ト
ケ
イ
ヤ
ー
と
シ
ュ
オ
ー
ツ
は
日
本
当
局
と

の
会
談
に
出
席
し
た
二
名
の
ド
イ
ツ
人
と
し
て
、
ア
ド
ル
フ
・
プ
ッ
ト
カ
マ
ー
と
ハ



7　「上海ゲットー」とドイツ

ン
ス
・
ノ
イ
マ
ン
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
が
、
正
し
く
は
イ
ェ
ス
コ
・
フ
ォ
ン
・
プ

ッ
ト
カ
マ
ー
と
ロ
ベ
ル
ト
・
ノ
イ
マ
ン
で
あ
る
。
前
者
は
外
務
省
の
宣
伝
機
関
で
あ

る
上
海
情
報
局
の
局
長
を
つ
と
め
て
い
た
人
物
で
、
日
本
総
領
事
館
や
陸
海
軍
の
情

報
部
と
交
流
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
一
介
の
宣
伝
担
当
官
に
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
の
処
遇

を
左
右
す
る
力
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い）
21
（

。
後
者
は
上
海
の
ド
イ
ツ
医
学
ア
カ

デ
ミ
ー
に
勤
務
し
て
い
た
医
師
で
、
目
立
っ
た
政
治
的
活
動
を
し
た
形
跡
が
な
い
た

め
、
こ
の
人
物
の
会
議
へ
の
出
席
も
疑
わ
し
い
。
た
だ
し
ノ
イ
マ
ン
に
は
一
九
三
九

年
秋
か
ら
四
〇
年
半
ば
ま
で
ブ
ー
ヘ
ン
ヴ
ァ
ル
ト
と
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
強
制
収

容
所
で
医
学
実
験
に
従
事
し
た
過
去
が
あ
り
、
そ
の
と
き
の
経
験
を
吹
聴
し
て
い
た

と
の
証
言
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
「
絶
滅
計
画
」
の
噂
の
発
生
に
一
役
買
っ
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
る）
22
（

。

　

マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
が
一
九
四
二
年
夏
に
上
海
を
訪
問
し
て
お
ら
ず
、
ド
イ
ツ
人
二
名

の
会
議
へ
の
出
席
も
疑
わ
し
い
と
す
る
と
、「
絶
滅
計
画
」
の
話
は
誰
に
よ
っ
て
ど

う
い
う
経
緯
で
伝
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。ト
ケ
イ
ヤ
ー
と
シ
ュ
オ
ー
ツ
に
よ
る
と
、

マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
の
発
言
を
ユ
ダ
ヤ
人
指
導
者
た
ち
に
伝
え
た
の
は
会
議
に
出
席
し
た

上
海
副
領
事
（
正
し
く
は
外
務
省
嘱
託
）
の
柴
田
貢
な
る
人
物
で
、
そ
の
話
を
聞
い

て
恐
怖
に
お
の
の
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
た
だ
ち
に
親
ユ
ダ
ヤ
的
な
日
本
側
有
力
者

へ
の
働
き
か
け
に
奔
走
し
、
結
果
的
に
計
画
の
実
行
を
頓
挫
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し

た
。
だ
が
そ
の
過
程
で
憲
兵
隊
に
接
触
し
た
こ
と
で
機
密
漏
洩
が
発
覚
し
、
ユ
ダ
ヤ

人
指
導
者
た
ち
は
逮
捕
・
拘
留
、
厳
し
い
取
り
調
べ
を
受
け
、
柴
田
も
逮
捕
後
に
日

本
へ
送
還
さ
れ
た
と
い
う）
23
（

。

　

ト
ケ
イ
ヤ
ー
と
シ
ュ
オ
ー
ツ
は
こ
う
し
た
経
緯
を
柴
田
へ
の
聞
き
取
り
か
ら
導
き

出
し
て
い
る
よ
う
で
、
そ
の
内
容
も
お
お
む
ね
ユ
ダ
ヤ
人
指
導
者
た
ち
の
複
数
の
証

言
と
一
致
す
る
が
、
後
者
の
内
容
を
検
討
す
る
と
、
い
ず
れ
も
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
の
名

は
お
ろ
か
ド
イ
ツ
側
代
表
と
の
会
談
の
事
実
に
も
言
及
し
て
お
ら
ず
、
内
部
情
報
に

通
じ
た
柴
田
ま
た
は
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ペ
リ
ツ
（
欧
州
難
民
国
際
委
員
会
）
が
日
本
当

局
の
危
険
な
動
き
を
ユ
ダ
ヤ
人
側
に
リ
ー
ク
す
る
と
い
う
、
ほ
ぼ
共
通
の
筋
書
き
を

提
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ト
ケ
イ
ヤ
ー
と
シ
ュ
オ
ー
ツ
の
叙
述
と
同
様
、
廃

船
に
乗
せ
て
海
に
沈
め
る
、
揚
子
江
河
口
の
島
や
虹
口
の
指
定
区
域
に
収
容
す
る
と

い
っ
た
抹
殺
・
隔
離
の
方
法
も
登
場
す
る
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
関
係
者
の
証
言
は
、
そ
う

し
た
過
激
な
措
置
を
あ
く
ま
で
日
本
当
局
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
帰
し
て
い
る
点
に

決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
側
の
関
係
者
、と
く
に
プ
ッ
ト
カ
マ
ー
の
「
圧
力
」

に
言
及
し
た
証
言
も
あ
る
と
は
い
え
、そ
の
内
容
は
き
わ
め
て
曖
昧
で
あ
り
、「
圧
力
」

と
さ
れ
る
も
の
も
具
体
的
な
提
案
と
い
う
よ
り
、
日
本
当
局
と
の
交
流
の
な
か
で
口

に
さ
れ
た
個
人
的
発
言
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る）

24
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
ド
イ
ツ
側
関
係
者
の
動
向
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
事
実
関

係
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

３　

ド
イ
ツ
側
の
関
係
者
は
日
本
当
局
に
「
圧
力
」
を
か
け
た
の
か
？

　

ド
イ
ツ
側
の
関
係
者
は
、「
上
海
ゲ
ッ
ト
ー
」
設
置
を
促
す
た
め
に
何
ら
か
の
形

で
日
本
当
局
に
「
圧
力
」
を
か
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
戦
後
の
裁
判
記
録
に
収
録
さ
れ

た
彼
ら
の
証
言
は
、
そ
う
し
た
「
圧
力
」
の
存
在
如
何
を
解
き
明
か
す
重
要
な
手
が

か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
個
々
の
証
言
の
具
体
的
な
検
討
に
入
る
前
に
、
ま
ず
全
体

の
概
要
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
れ
ら
の
証
言
は
、「
上
海
ゲ
ッ
ト
ー
」
に
収
容
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
出
身

の
ユ
ダ
ヤ
人
女
性
エ
ル
ゼ
・
ゾ
マ
ー
が
一
九
五
〇
年
代
初
め
に
ヘ
ッ
セ
ン
州
政
府
を

相
手
に
起
こ
し
た
損
害
賠
償
裁
判
の
審
理
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、
日
本
・
中
国
の

ド
イ
ツ
在
外
公
館
に
勤
務
し
て
い
た
外
交
官
な
ど
、
多
数
の
関
係
者
の
尋
問
調
書
の

な
か
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
証
人
と
し
て
尋
問
さ
れ
た
在
外
公
館
関
係
者
は
全
部
で
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一
八
名
で
、
そ
の
内
訳
は
東
京
大
使
館
三
名
、
上
海
総
領
事
館
七
名
、
南
京
大
使
館

三
名
、
北
京
大
使
館
一
名
、
天
津
総
領
事
館
一
名
、
上
海
の
通
信
社
特
派
員
一
名
、

上
海
総
領
事
館
の
元
関
係
者
（
ユ
ダ
ヤ
人
）
二
名
と
な
っ
て
い
る
。
裁
判
記
録
に
は

こ
の
ほ
か
、
上
海
の
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
五
名
、
東
京
の
ユ
ダ
ヤ
人
支
援
者
（
ド
イ
ツ
人
）

一
名
の
書
簡
も
含
ま
れ
て
い
る）
25
（

。
証
言
の
信
憑
性
は
個
々
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る

が
、
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
た
裁
判
で
は
な
い
た
め
、
虚
偽
の
供
述
を
す
る
動
機
は
比

較
的
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

全
体
と
し
て
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、
ド
イ
ツ
在
外
公
館
の
関
係
者
で
「
圧
力
」

の
存
在
を
は
っ
き
り
と
認
め
て
い
る
の
は
天
津
総
領
事
ヴ
ィ
ー
デ
マ
ン
だ
け
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ー
デ
マ
ン
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
寛
容
な
日
本
当
局
に
適
切
な
対
策

を
と
る
よ
う
提
案
す
る
指
示
を
受
け
て
い
た
と
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
「
ゲ
ッ
ト
ー
」

へ
の
収
容
を
「
ド
イ
ツ
当
局
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
も
の
」
と
断
言
し
て
い
る
。

た
だ
し
彼
は
中
国
の
在
外
公
館
に
は
日
本
当
局
に
反
ユ
ダ
ヤ
人
政
策
の
実
行
を
強
い

る
ほ
ど
の
力
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
抑
留
に
向
け
て
働
き
か
け
を
行
う
よ
う
に
と
の

指
令
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
知
ら
な
い
と
述
べ
、
そ
の
よ
う
な
「
圧
力
」
は
お
そ
ら

く
ベ
ル
リ
ン
で
駐
独
大
使
大
島
に
か
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る）
26
（

。

「
圧
力
」
の
存
在
に
肯
定
的
な
ド
イ
ツ
側
の
証
人
と
し
て
は
も
う
一
人
、
元
上
海
総

領
事
で
ユ
ダ
ヤ
人
の
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
フ
ッ
ク
ス
が
い
る
。
彼
は
「
ゲ
ッ
ト
ー
」
設
置

に
ド
イ
ツ
が
積
極
的
に
関
与
し
た
か
は
断
言
で
き
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
蓋
然

性
を
示
す
手
が
か
り
と
し
て
、
ド
イ
ツ
総
領
事
館
・
ナ
チ
党
在
外
組
織
と
日
本
の
軍

部
と
の
間
に
密
接
な
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
、
日
本
の
布
告
を
報
じ
た
上
海
の
ド
イ
ツ

語
新
聞
の
記
事
の
行
間
に
承
認
の
姿
勢
が
読
み
取
れ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る）
27
（

。

　

な
お
、
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
の
証
言
に
お
い
て
も
、「
ゲ
ッ
ト
ー
」
が
ド
イ
ツ
当
局
の

指
示
ま
た
は
容
認
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
と
い
う
見
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
の
一
人

エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ェ
ル
バ
ー
は
、
ド
イ
ツ
側
の
要
求
・
協
力
が
な
け
れ
ば
日
本
は
ユ
ダ

ヤ
人
難
民
を
隔
離
す
る
こ
と
に
ま
っ
た
く
関
心
が
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
う
す

る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る）
28
（

。
多
数
の
ユ
ダ
ヤ
人
証
言
者
が
口
を
そ
ろ

え
て
強
調
す
る
の
は
、「
ゲ
ッ
ト
ー
」
設
置
の
布
告
ま
で
上
海
の
日
本
当
局
が
難
民

に
友
好
的
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
事
実
で
、
そ
れ
が
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
ナ
チ
ス
に

よ
る
「
圧
力
」
の
存
在
を
推
測
さ
せ
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
当
局
が
急
に
態

度
を
変
え
て
厳
し
い
隔
離
措
置
に
舵
を
切
っ
た
の
は
、外
部
か
ら
何
ら
か
の
「
圧
力
」

が
か
け
ら
れ
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
こ
と
で
、

に
わ
か
に
は
理
解
し
が
た
い
政
策
転
換
の
理
由
を
合
理
化
し
よ
う
と
し
た
可
能
性
も

指
摘
で
き
る
。
南
京
大
使
館
上
海
事
務
所
長
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ュ
ト
ラ
ー
が
述
べ

る
よ
う
に
、「
日
本
人
が
ナ
チ
体
制
の
反
ユ
ダ
ヤ
的
姿
勢
を
共
有
し
て
い
な
か
っ
た

の
で
、
隔
離
地
域
設
置
の
背
後
に
ド
イ
ツ
当
局
の
働
き
が
あ
っ
た
と
ユ
ダ
ヤ
人
難
民

が
考
え
て
も
不
思
議
で
は
な
い）
29
（

」。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
在
外
公
館
の
関
係
者
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
、
自
分
た
ち
が
ユ
ダ
ヤ

人
問
題
で
日
本
当
局
の
決
定
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
な
い
し
、
そ
ん
な
こ
と
は
当

時
の
状
況
か
ら
し
て
も
あ
り
え
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
駐
日
大
使
オ
ッ
ト
に
よ
れ

ば
、東
京
大
使
館
が
「
ゲ
ッ
ト
ー
」
設
置
に
向
け
た
働
き
か
け
を
し
た
事
実
は
な
く
、

ベ
ル
リ
ン
の
外
務
省
や
ナ
チ
党
指
導
部
か
ら
も
そ
う
し
た
指
示
は
受
け
て
い
な
い
と

い
う）
30
（

。
上
海
総
領
事
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
の
登
録
を
控
え
る
よ
う
に

と
の
指
示
を
受
け
た
こ
と
は
あ
る
が
、
彼
ら
の
抑
留
が
政
府
や
党
の
提
案
や
要
請
、

ま
し
て
や
指
令
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
主
張
す
る
。
も

し
そ
う
し
た
指
示
や
関
与
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
疑
い
な
く
自
分
た
ち
に
も
知
ら
さ

れ
た
は
ず
だ
と
い
う
の
で
あ
る）
31
（

。
日
本
の
措
置
が
ド
イ
ツ
側
か
ら
黙
認
さ
れ
て
い
た

こ
と
、
ま
た
こ
の
措
置
が
ド
イ
ツ
政
府
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
国
籍
剥
奪
に
よ
っ
て
可

能
に
な
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
総
領
事
館
の
関
係
者
も
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

こ
う
し
た
主
張
は
単
な
る
責
任
逃
れ
の
供
述
と
も
い
い
が
た
い
。
む
し
ろ
立
場
を
異
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に
す
る
多
数
の
証
言
者
が
等
し
く
ド
イ
ツ
当
局
の
関
与
を
否
定
し
て
お
り
、
し
か
も

元
上
海
領
事
で
ユ
ダ
ヤ
人
の
ハ
ン
ス
・
ト
ラ
ウ
ト
も
同
様
の
供
述
を
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
ら
の
証
言
の
信
憑
性
は
か
な
り
高
い
と
考
え
ら
れ
る）
32
（

。

　

な
お
、
在
外
公
館
関
係
者
の
ほ
と
ん
ど
は
尋
問
の
時
点
で
ヴ
ィ
ー
デ
マ
ン
の
証
言

を
知
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
自
分
の
経
験
に
反
す
る
と
し
て
斥
け
て
い
る
。
フ
ィ
ッ

シ
ャ
ー
ら
は
、
ヴ
ィ
ー
デ
マ
ン
は
上
海
の
状
況
に
関
す
る
知
識
に
乏
し
く
、
具
体
的

な
裏
付
け
を
示
さ
ず
に
た
だ
一
般
的
な
判
断
を
表
明
し
た
だ
け
だ
と
反
論
す
る
。
も

し
ユ
ダ
ヤ
人
の
抑
留
が
ド
イ
ツ
政
府
の
指
示
で
行
わ
れ
た
と
い
う
の
な
ら
、
ベ
ル
リ

ン
の
ど
の
機
関
か
ら
指
示
が
来
た
の
か
、
天
津
総
領
事
で
あ
る
彼
も
そ
う
し
た
指
示

に
従
っ
て
何
ら
か
の
働
き
か
け
を
行
っ
た
の
か
、
も
っ
と
明
確
に
説
明
で
き
た
は
ず

だ
と
い
う
の
で
あ
る）
33
（

。

　

在
外
公
館
関
係
者
の
な
か
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
抑
留
が
も
っ
ぱ
ら
上
海
で
の
み
実

行
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
挙
げ
て
、
ド
イ
ツ
政
府
の
関
与
を
否
定
す
る
者
も
い
る
。

シ
ュ
ト
ラ
ー
は
、
隔
離
措
置
が
ベ
ル
リ
ン
の
指
令
に
起
因
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

上
海
以
外
で
も
同
じ
よ
う
に
実
行
さ
れ
た
は
ず
で
、
天
津
や
北
京
で
難
民
の
隔
離
が

行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
指
令
が
な
か
っ
た
の
は
明
ら
か
だ
と
主

張
し
て
い
る）
34
（

。
多
く
の
関
係
者
は
さ
ら
に
、
日
本
当
局
と
人
種
問
題
、
と
く
に
ユ
ダ

ヤ
人
政
策
の
話
を
す
る
の
が
難
し
か
っ
た
こ
と
を
根
拠
に
挙
げ
て
い
る
。
オ
ッ
ト
な

ど
複
数
の
証
言
者
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
自
身
が
有
色
人
種
に
属
し
て
い
た
か
ら
、
人

種
問
題
は
日
本
当
局
に
と
っ
て
き
わ
め
て
敏
感
な
問
題
で
、
彼
ら
と
の
会
話
の
な
か

で
は
そ
の
話
題
を
避
け
る
こ
と
が
慣
例
に
な
っ
て
い
た
と
い
う）
35
（

。
こ
の
問
題
で
日
本

の
政
策
に
干
渉
す
れ
ば
、ド
イ
ツ
の
立
場
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
も
あ
っ
た
。

日
本
軍
当
局
は
占
領
地
域
で
外
部
の
い
か
な
る
干
渉
も
許
さ
な
か
っ
た
し
、
と
く
に

ア
ジ
ア
民
族
の
解
放
を
め
ざ
し
て
戦
争
を
開
始
し
た
と
称
し
て
い
た
の
で
、
同
盟
国

と
い
え
ど
も
ド
イ
ツ
に
干
渉
の
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
も
シ
ュ
ト
ラ
ー

が
い
う
よ
う
に
、
隔
離
措
置
の
対
象
と
な
る
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
は
ド
イ
ツ
国
籍
を
剥
奪

さ
れ
て
い
た
か
ら
、
ド
イ
ツ
当
局
に
は
そ
も
そ
も
彼
ら
の
処
遇
に
関
し
て
意
見
す
る

権
限
も
な
か
っ
た）

36
（

。
こ
う
し
た
説
明
に
は
一
定
の
説
得
力
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
ひ
と

ま
ず
在
外
公
館
を
通
じ
た
外
交
ル
ー
ト
で
働
き
か
け
が
行
わ
れ
た
可
能
性
は
な
い
と

見
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
ナ
チ
党
支
部
や
そ
の
他
の
在
外
組
織
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
ほ
と
ん

ど
の
関
係
者
は
、
そ
う
し
た
組
織
が
日
本
当
局
に
働
き
か
け
を
行
っ
た
可
能
性
も
低

い
と
主
張
し
て
い
る
。
オ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
日
本
当
局
は
ナ
チ
党
組
織
で
は
な
く
政

府
の
代
表
、
つ
ま
り
大
使
館
・
総
領
事
館
を
窓
口
と
し
て
交
渉
す
る
こ
と
を
重
視
し

て
い
た
。
党
組
織
の
任
務
は
ド
イ
ツ
人
社
会
を
ナ
チ
ズ
ム
に
順
応
さ
せ
る
こ
と
で
あ

り
、
彼
ら
が
日
本
当
局
と
の
交
流
を
通
じ
て
人
種
問
題
の
領
域
で
影
響
力
を
行
使
し

た
こ
と
は
「
き
わ
め
て
可
能
性
が
低
く
、
ほ
ぼ
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る）
37
（

。

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
も
、
党
組
織
の
幹
部
が
反
ユ
ダ
ヤ
的
宣
伝
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
事

実
だ
と
し
な
が
ら
、
彼
ら
は
日
本
当
局
と
ほ
と
ん
ど
接
触
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
決
定

に
影
響
を
与
え
る
力
も
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
述
べ
る）
38
（

。
こ
れ
ら
の
証
言
者
が
も
っ

ぱ
ら
保
身
を
目
的
に
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
党
当
局
に
責
任
を
押
し
付
け
て
も
不
思

議
で
は
な
い
が
、
彼
ら
は
む
し
ろ
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
で
の
指
示
が
大
使
館
・
総
領
事
館

の
所
管
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
自
分
た
ち
の
と
こ
ろ
に
そ
う
し
た
指
示
が
来

て
い
な
い
以
上
、日
本
当
局
へ
の
働
き
か
け
も
な
か
っ
た
は
ず
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

そ
の
点
か
ら
し
て
も
、
党
組
織
の
関
与
に
関
し
て
虚
偽
の
供
述
が
な
さ
れ
て
い
る
と

は
考
え
に
く
い
。

　

だ
が
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
の
活
動
に
つ
い
て
説
明
す
る
段
に
な
る
と
、
供
述
は
曖
昧
さ

を
増
す
。
オ
ッ
ト
は
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
が
日
本
当
局
に
何
ら
か
の
働
き
か
け
を
行
っ
た

可
能
性
は
低
い
と
し
な
が
ら
も
、
上
海
駐
在
の
部
下
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ー
バ
ー
と
現
地

で
ど
ん
な
活
動
を
し
た
か
は
知
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る）
39
（

。
南
京
大
使
エ
ル
ン
ス
ト
・
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ヴ
ェ
ア
マ
ン
や
ド
イ
ツ
情
報
局
上
海
特
派
員
ヴ
ォ
ル
フ
・
エ
ゴ
ン
・
シ
ェ
ン
ケ
の
よ

う
に
、
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
が
日
本
当
局
に
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
で
働
き
か
け
を
行
っ
た
可
能

性
を
認
め
る
証
言
者
も
い
る
が
、
い
ず
れ
も
裏
付
け
の
な
い
推
測
を
表
明
す
る
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
。
在
外
公
館
の
側
に
は
帝
国
保
安
本
部
の
関
係
者
が
外
交
ル
ー
ト
の

外
部
で
独
自
の
活
動
を
し
て
い
る
こ
と
へ
の
懸
念
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
マ
イ
ジ
ン
ガ

ー
ら
の
活
動
の
不
透
明
さ
が
そ
の
悪
い
評
判
と
結
び
付
い
て
、
何
か
後
ろ
暗
い
も
の

を
推
測
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る）
40
（

。
同
じ
こ
と
は
、
強
制
収
容
所
の
医
師
ノ
イ
マ

ン
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
上
海
副
総
領
事
ク
ラ
フ
ト
・
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
フ
ォ
ス
に
よ

る
と
、
ノ
イ
マ
ン
は
ユ
ダ
ヤ
人
絶
滅
の
特
別
任
務
を
有
し
て
い
る
と
噂
さ
れ
て
い
た

が
、
彼
自
身
は
そ
れ
を
信
じ
な
か
っ
た
と
い
う）
41
（

。

　

政
府
・
党
を
問
わ
ず
ド
イ
ツ
側
の
「
圧
力
」
が
存
在
し
た
可
能
性
が
低
い
と
す
る

と
、
日
本
当
局
に
よ
る
「
ゲ
ッ
ト
ー
」
設
置
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た
の
か
。
在
外
公
館
関
係
者
の
多
く
は
、
軍
事
的
な
治
安
管
理
上
の
必
要
性
を
挙

げ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
軍
当
局
が
「
指
定
区
域
」
設
置
の
布
告
に
挙
げ
た
「
軍
事

的
必
要
性
」
に
対
応
す
る
も
の
で
、
具
体
的
に
は
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
の
ス
パ
イ
活
動
を

防
止
す
る
た
め
の
監
視
措
置
を
指
し
て
い
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
日
本
軍
司

令
部
の
連
絡
将
校
は
彼
に
隔
離
区
域
設
置
の
理
由
と
し
て
「
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
る
ス
パ

イ
活
動
の
危
険
性
」
を
挙
げ
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
と
く
に
国
際
的
な
関
係
を
も
っ
て
い
る

か
ら
危
険
だ
と
説
明
し
た
と
い
う
。
上
海
副
総
領
事
ク
ル
ト
・
ツ
ェ
ル
ナ
ー
も
、「
軍

事
的
安
全
性
」
へ
の
要
求
が
隔
離
措
置
の
原
因
だ
と
し
た
上
で
、
こ
の
措
置
が
上
海

に
限
ら
れ
た
の
は
、
中
国
に
展
開
す
る
日
本
軍
の
拠
点
と
し
て
の
重
要
性
の
た
め
で

は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る）
42
（

。
た
だ
ド
イ
ツ
当
局
は
こ
う
し
た
厳
し
い
措
置
の
必
要

性
に
疑
問
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
、
オ
ッ
ト
は
そ
こ
に
「
ヒ
ス
テ
リ
ー
同
然
の
日
本

人
の
大
き
な
ス
パ
イ
恐
怖
症
」
を
見
出
し
て
い
る
。
事
実
、
日
本
当
局
は
ゾ
ル
ゲ
事

件
後
に
は
ド
イ
ツ
大
使
館
の
動
向
に
も
不
信
を
抱
き
、
警
戒
を
強
め
る
よ
う
に
な
っ

た
よ
う
で
あ
る）

43
（

。

　

在
外
公
館
関
係
者
の
な
か
に
は
、
経
済
的
・
社
会
的
な
理
由
を
挙
げ
る
者
も
多
い
。

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
な
ど
複
数
の
証
言
者
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
の
経
済
活
動
が
中
国
人
や

日
本
人
の
そ
れ
を
圧
迫
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
彼
ら
を
排
除
す
る
措
置
が
必
要

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る）
44
（

。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
困
窮
し
た
難
民

が
上
海
に
も
た
ら
し
か
ね
な
い
混
乱
へ
の
懸
念
が
日
本
当
局
に
よ
る
統
制
の
強
化
に

つ
な
が
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
住
居
や
店
舗
を
接
収
し
て
、
日
本

人
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
目
的
だ
と
い
う
噂
も
あ
っ
た
ら
し
い）
45
（

。
他
方
、
隔
離
措

置
を
日
本
の
戦
争
目
的
と
結
び
付
け
た
見
方
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

日
本
軍
当
局
に
と
っ
て
は
大
東
亜
共
栄
圏
か
ら
あ
ら
ゆ
る
欧
米
の
影
響
を
排
除
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
は
無
国
籍
で
他
国
の
保
護
下
に
な
か
っ
た
た

め
、
国
際
的
な
非
難
を
恐
れ
ず
に
排
斥
で
き
る
格
好
の
対
象
だ
っ
た
の
だ
と
い
う）
46
（

。

　

こ
の
よ
う
に
「
ゲ
ッ
ト
ー
」
設
置
の
理
由
に
つ
い
て
の
見
方
は
様
々
だ
が
、
そ
れ

が
日
本
当
局
の
独
自
の
決
定
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
と
す
る
点
で
、
ド
イ
ツ
側
の
証

言
者
の
見
解
は
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
。
外
交
ル
ー
ト
の
外
部
、
た
と
え
ば
マ
イ

ジ
ン
ガ
ー
に
よ
る
何
ら
か
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
日
本
側
が
そ
う
し
た

干
渉
を
容
認
し
た
可
能
性
は
低
く
、
少
な
く
と
も
こ
れ
に
積
極
的
に
応
じ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
多
く
の
証
言
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、ユ
ダ
ヤ
人
の「
ゲ

ッ
ト
ー
」
へ
の
収
容
は
戦
時
下
の
治
安
管
理
対
策
の
一
環
と
し
て
、
日
本
軍
当
局
が

軍
事
的
必
要
性
に
も
と
づ
い
て
実
行
し
た
も
の
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
　
　
　

４　

日
本
当
局
の
設
置
し
た
指
定
区
域
は
「
ゲ
ッ
ト
ー
」
だ
っ
た
の
か
？

　

と
こ
ろ
で
、在
外
公
館
関
係
者
は
日
本
の
布
告
で
設
置
さ
れ
た
「
上
海
ゲ
ッ
ト
ー
」

の
状
況
に
つ
い
て
も
詳
細
な
説
明
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
ド
イ
ツ
政
府
の



11　「上海ゲットー」とドイツ

関
与
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
い
る
。
彼
ら
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
こ
の
指
定
区
域
は

一
般
的
な
意
味
で
の
「
ゲ
ッ
ト
ー
」
と
は
別
物
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
ド
イ
ツ
側
の
意

向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た）
47
（

。
そ
も
そ
も
「
ゲ
ッ
ト
ー
」
と
は
、

都
市
内
に
設
け
ら
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
隔
離
居
住
区
域
の
こ
と
を
指
し
、
定
義
上
、
居

住
・
移
動
の
自
由
の
剥
奪
、
外
部
か
ら
の
隔
離
と
監
視
、
人
種
的
理
由
に
よ
る
収
容

の
三
つ
の
要
件
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
上
海
の
指
定
区
域
が
「
ゲ
ッ
ト

ー
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
な
の
か
、
そ
こ
に
ド
イ
ツ
の
関
与
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
の
か
を
判
断
す
る
上
で
は
、
こ
の
三
つ
の
要
件
に
照
ら
し
な
が
ら
多
数
の

証
言
を
検
証
し
、「
ゲ
ッ
ト
ー
」
の
実
態
に
迫
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

ま
ず
「
上
海
ゲ
ッ
ト
ー
」
全
体
の
概
要
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
一
九
四
三
年
二
月

一
八
日
に
日
本
の
上
海
地
区
陸
海
軍
司
令
官
が
発
し
た
布
告
は
、
軍
事
占
領
下
の
上

海
虹
口
に
「
無
国
籍
避
難
民
指
定
区
域
」
を
設
定
し
、
一
九
三
七
年
一
月
一
日
以
降

に
上
海
に
移
住
し
た
無
国
籍
避
難
民
の
居
住
・
営
業
を
そ
こ
に
限
定
す
る
も
の
だ
っ

た
。
こ
の
措
置
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど
か
ら
逃
れ
て

き
た
約
一
万
八
〇
〇
〇
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
で
、
指
定
区
域
外
に
居
住
す
る
者
に
つ

い
て
は
五
月
一
八
日
ま
で
に
移
住
を
完
了
す
る
よ
う
指
令
さ
れ
た
。
指
定
区
域
に
移

住
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
は
無
国
籍
避
難
民
処
理
事
務
所
の
管
理
下
に
置
か
れ
、
監
視

員
に
よ
る
移
動
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
区
域
内
の
居
住
環
境
や
食
料
・

衛
生
状
態
は
悪
く
、
困
窮
し
た
難
民
の
多
く
は
共
同
生
活
所
で
の
生
活
を
余
儀
な
く

さ
れ
た）
48
（

。

　

戦
後
の
裁
判
記
録
に
収
録
さ
れ
た
多
数
の
関
係
者
の
尋
問
調
書
を
読
む
と
、
こ
の

指
定
区
域
で
生
活
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
は
も
と
よ
り
、
ド
イ
ツ
在
外
公
館
に
勤
務
し

て
い
た
関
係
者
の
多
く
も
そ
こ
を
訪
れ
、
自
分
の
目
で
現
地
の
状
況
を
観
察
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
ほ
ぼ
全
員
が
一
致
し
て
認
め
て
い
る
の
は
、
生
活
環
境
の
絶
望

的
な
酷
さ
で
あ
る
。
住
民
の
多
く
は
共
同
生
活
所
や
狭
く
み
す
ぼ
ら
し
い
住
居
で
密

集
し
て
暮
ら
し
、
暖
房
も
水
道
も
な
く
風
通
し
の
悪
い
部
屋
で
冬
は
厳
寒
、
夏
は
酷

暑
に
苦
し
ん
だ
。
生
計
の
手
段
の
な
い
住
民
は
外
国
の
難
民
支
援
組
織
の
援
助
で
糊

口
を
し
の
い
だ
が
、
そ
れ
で
も
食
料
不
足
は
深
刻
で
、
伝
染
病
に
罹
患
し
て
命
を
落

と
す
者
も
い
た
よ
う
だ）
49
（

。
だ
が
こ
う
し
た
生
活
環
境
の
酷
さ
が
、
日
本
当
局
に
よ
る

隔
離
措
置
の
直
接
の
結
果
と
い
え
る
の
か
は
疑
わ
し
い
。
虹
口
は
も
と
も
と
家
賃
の

安
い
貧
し
い
地
域
と
し
て
知
ら
れ
、
大
部
分
の
難
民
は
指
定
区
域
の
設
置
前
か
ら

そ
こ
で
生
活
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る）
50
（

。
元
上
海
総
領
事
フ
ッ
ク
ス
も
、
布
告
は
そ
れ

ま
で
区
域
外
で
生
活
し
て
い
た
比
較
的
経
済
状
況
の
よ
い
少
数
の
難
民
に
打
撃
を
与

え
た
だ
け
で
、
す
で
に
そ
こ
で
暮
ら
し
て
い
た
大
多
数
の
難
民
の
生
活
状
況
を
変
え

る
ほ
ど
の
効
果
は
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
。「
こ
の
地
域
が
一
定
の
ゲ
ッ
ト
ー
的
性

格
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
布
告
と
ま
っ
た
く
ま
た
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
関
係
が
な

い）
51
（

」。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
在
外
公
館
の
関
係
者
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
、
こ
の
指
定
区

域
を
「
ゲ
ッ
ト
ー
」
と
呼
ぶ
こ
と
自
体
に
否
定
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
根

拠
と
し
て
第
一
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
居
住
・
営
業
の
自
由
が
完
全
に
は
奪
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
を
含
む
多
く
の
証
言
者
が
認
め
る

よ
う
に
、
住
民
は
区
域
内
で
は
自
由
に
活
動
で
き
、
飲
食
店
な
ど
の
営
業
も
許
さ
れ

て
お
り
、
日
本
当
局
の
許
可
を
受
け
れ
ば
区
域
か
ら
外
出
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て

い
た）
52
（

。
上
海
総
領
事
館
の
職
員
オ
イ
ゲ
ン
・
ベ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
難
民
の
な
か
に
は

許
可
証
の
発
給
を
受
け
て
他
の
地
域
で
商
売
を
続
け
、
様
々
な
物
を
売
り
に
ド
イ
ツ

人
の
も
と
を
訪
れ
る
者
も
い
た
と
い
う）
53
（

。
も
っ
と
も
こ
の
許
可
証
を
得
る
の
は
か
な

り
大
変
だ
っ
た
よ
う
で
、
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
証
言
者
は
、
発
給
ま
で
何
ヵ
月
も
待
た

さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
申
請
の
際
に
日
本
人
の
担
当
官
か
ら
殴
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
担
当
官
は
合
屋
な
る
人
物
で
、
粗
暴
な
ふ
る
ま
い
に
よ
り

恐
れ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
多
く
の
難
民
は
許
可
証
の
申
請
を
あ
き
ら
め
、
仕
事
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を
失
っ
て
困
窮
に
陥
る
こ
と
に
な
っ
た）
54
（

。
な
お
、
外
出
許
可
は
特
定
の
時
間
・
地
域

に
限
ら
れ
、
外
出
時
に
は
特
別
な
目
印
を
付
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
許
可
な
く
外
出

し
た
者
は
投
獄
さ
れ
、
そ
こ
で
チ
フ
ス
に
か
か
っ
て
死
亡
す
る
者
も
い
た
ら
し
い）
55
（

。

こ
の
よ
う
に
難
民
は
活
動
を
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
許
可
さ
え
あ
れ
ば

外
部
で
仕
事
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
し
て
少
な
く
と
も
彼
ら
が

完
全
に
自
由
を
剥
奪
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。

　

し
か
も
第
二
に
、
こ
の
指
定
区
域
は
外
部
か
ら
完
全
に
隔
離
さ
れ
て
い
た
わ
け
で

も
な
か
っ
た
。
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
証
言
者
に
よ
る
と
、
区
域
の
境
界
は
鉄
条
網
や
障

壁
で
囲
ま
れ
、
出
入
口
は
日
本
人
の
監
視
員
や
ユ
ダ
ヤ
人
住
民
の
自
警
団
（
パ
オ
・

チ
ア
）
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
こ
の
監
視
は
住
民
が
許
可
な
く
外
出
す

る
の
を
妨
げ
る
た
め
で
、
外
部
の
者
の
入
域
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う

だ
。
区
域
は
ガ
ー
デ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
よ
っ
て
共
同
租
界
と
結
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
橋

の
通
行
は
日
本
軍
の
上
海
占
領
以
前
か
ら
英
国
人
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て

い
た
が
、
区
域
に
は
検
問
の
な
い
別
の
橋
を
渡
っ
て
入
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
ら
し

い）
56
（

。
シ
ェ
ン
ケ
な
ど
複
数
の
ド
イ
ツ
人
は
、
指
定
区
域
に
住
む
ユ
ダ
ヤ
人
の
知
人
を

訪
ね
に
行
っ
た
際
、何
の
検
問
も
な
く
区
域
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
と
述
べ
て
い
る
。

検
問
を
受
け
た
と
述
べ
る
者
も
い
る
が
、
旅
券
を
提
示
す
る
だ
け
で
通
行
を
認
め
ら

れ
た
と
い
う）
57
（

。
た
だ
し
こ
れ
は
ド
イ
ツ
人
、
そ
れ
も
外
交
旅
券
の
所
持
者
に
限
ら
れ

た
対
応
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
、
区
域
へ
の
出
入
り
が
自
由
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
は

っ
き
り
し
な
い
。
ま
た
、
鉄
条
網
や
柵
の
存
在
に
気
付
か
な
か
っ
た
と
述
べ
る
者
も

お
り
、
住
民
の
生
活
が
周
囲
か
ら
完
全
に
隔
離
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
も
疑
問
が

残
る）
58
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
外
部
の
者
が
大
き
な
困
難
な
く
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
が

で
き
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
自
由
に
出
入
り
で
き
る
非
ユ
ダ
ヤ
人
も
居
住
し
て
い

た
と
い
う
点
か
ら
し
て
、
区
域
の
隔
離
が
不
完
全
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で

あ
る
。

　

第
三
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
指
定
区
域
へ
の
難
民
の
収
容
が
人
種
的
理
由
に
も

と
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
日
本
当
局
に
よ
る
布
告
は

文
面
上
は
「
無
国
籍
避
難
民
」
を
対
象
と
し
て
い
て
、「
ユ
ダ
ヤ
人
」
の
語
を
使
っ

て
い
な
か
っ
た
。
実
質
的
に
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど
か
ら
逃
れ
て
き
た
約

一
万
八
〇
〇
〇
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、リ
ト
ア
ニ
ア
、

ラ
ト
ヴ
ィ
ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
な
ど
の
非
ユ
ダ
ヤ
人
も
対
象
に
含
ま
れ
て
お
り
、
し
か

も
上
海
の
す
べ
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
区
域
内
へ
の
移
住
を
強
い
ら
れ
た
わ
け
で
も
な
か

っ
た
。
こ
の
措
置
の
対
象
は
一
九
三
七
年
一
月
一
日
以
降
に
上
海
に
移
住
し
た
無
国

籍
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
限
ら
れ
、
そ
れ
以
前
に
移
住
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
や
英
国
・
ロ
シ
ア
な

ど
の
国
籍
を
も
つ
ユ
ダ
ヤ
人
は
区
域
外
に
住
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
た）
59
（

。
ま
た
多
く

の
ド
イ
ツ
人
証
言
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
区
域
内
に
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
ほ
か
に
中
国

人
、
日
本
人
、
白
ロ
シ
ア
人
そ
の
他
の
外
国
人
も
住
ん
で
い
た
。
シ
ュ
ト
ラ
ー
に
よ

れ
ば
、
住
民
の
大
半
を
占
め
た
の
は
貧
し
い
中
国
人
で
あ
り
、
彼
ら
は
布
告
後
も
区

域
を
自
由
に
出
入
り
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た）
60
（

。
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
が
劣
悪
な
住
居

で
密
集
し
て
暮
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
も
、
こ
の
区
域
が
す
で
に
人
口
過

密
に
よ
り
住
居
不
足
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
が
大
き
い
。
こ
の
よ
う
に
ユ
ダ
ヤ
人
が
他

の
住
民
と
一
緒
に
住
ん
で
い
た
点
か
ら
も
、
人
種
的
な
隔
離
措
置
が
実
施
さ
れ
て
い

た
と
は
い
え
な
い
。

　

以
上
の
三
点
か
ら
、
日
本
の
布
告
で
設
置
さ
れ
た
指
定
区
域
は
ド
イ
ツ
占
領
下
の

東
欧
の
ユ
ダ
ヤ
人
ゲ
ッ
ト
ー
と
は
似
て
非
な
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
多
く
の
ド

イ
ツ
人
関
係
者
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
認
め
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
ユ
ダ
ヤ
人
以
外
に
中

国
人
な
ど
も
住
み
、
様
々
な
商
売
が
行
わ
れ
、
外
部
の
住
民
も
立
ち
入
る
こ
と
が
で

き
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
住
民
は
許
可
証
が
あ
れ
ば
外
部
で
商
売
を
す
る
こ
と
も
で
き
、
収

容
の
対
象
と
な
ら
ず
に
他
の
地
域
に
住
み
続
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
も
い
た
。
こ
れ
ら
の
点

で
、
指
定
区
域
が
「
ゲ
ッ
ト
ー
」
の
要
件
を
十
分
に
満
た
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
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明
ら
か
で
あ
る
。
北
京
大
使
館
の
職
員
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
ホ
ー
プ
ス

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
む
し
ろ
外
国
人
を
特
定
の
地
域
に
集
中
さ
せ
、
軍
当

局
の
管
理
・
監
視
下
に
置
く
た
め
の
措
置
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
措
置
に
よ
っ

て
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
は
移
動
の
自
由
を
制
限
さ
れ
た
が
、
当
時
は
他
の
外
国
人
も
多
か

れ
少
な
か
れ
活
動
を
制
限
さ
れ
て
い
た）
61
（

。
と
く
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
収
容
と
ほ
ぼ
同
時
期

に
英
米
の
「
敵
性
外
国
人
」
も
収
容
施
設
に
拘
留
さ
れ
た
事
実
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、

そ
う
し
た
集
中
化
は
軍
事
的
な
治
安
対
策
の
一
環
と
し
て
、
日
本
当
局
の
手
で
実
施

さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）
62
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
に
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
へ
の
対

応
を
も
と
め
る
ド
イ
ツ
政
府
の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り

え
な
い
。

　

な
お
、
日
本
当
局
の
措
置
の
対
象
と
な
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
に
対
し
て
、
上
海
総

領
事
館
は
あ
る
程
度
の
支
援
を
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
上
海
総
領
事
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー

は
、
難
民
の
外
出
許
可
に
必
要
な
書
類
を
発
行
し
、
国
籍
剥
奪
に
伴
う
旅
券
の
没
収

を
見
合
わ
せ
た
ほ
か
、
ア
ー
リ
ア
人
配
偶
者
へ
の
援
助
を
継
続
す
る
な
ど
の
措
置
も

と
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
人
道
的
な
対
応
が
実
際
に
と
ら
れ
、
ユ
ダ
ヤ

人
側
か
ら
も
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
ト
ラ
ウ
ト
を

含
む
総
領
事
館
関
係
者
の
証
言
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る）
63
（

。
だ
が
難
民
の
な
か
に

は
、
か
え
っ
て
反
発
を
強
め
る
者
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
人
ザ
リ
ー
・
レ
ー

ヴ
ィ
に
よ
る
と
、
彼
の
ド
イ
ツ
国
籍
の
妻
は
総
領
事
館
か
ら
夫
と
離
婚
す
れ
ば
援
助

を
受
け
ら
れ
る
と
助
言
さ
れ
た
が
、
こ
の
提
案
を
拒
否
し
た
と
い
う）
64
（

。
在
外
公
館
が

ユ
ダ
ヤ
人
の
支
援
に
努
力
し
て
い
た
と
し
て
も
、
ド
イ
ツ
政
府
の
出
先
機
関
と
し
て

実
行
し
う
る
措
置
に
大
き
な
制
約
が
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　
　
　
　
５　

お
わ
り
に

　

以
上
の
考
察
か
ら
、「
上
海
ゲ
ッ
ト
ー
」
の
設
置
と
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人

迫
害
政
策
と
の
間
に
直
接
の
因
果
関
係
は
な
く
、
こ
の
「
ゲ
ッ
ト
ー
」
は
ド
イ
ツ
当

局
の
指
示
で
設
置
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
り
詳
細
に
い
え
ば
、
⑴
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
が
上
海
ユ
ダ
ヤ
人
の
「
絶
滅
計
画
」
な
る

も
の
を
提
案
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
⑵
ド
イ
ツ
側
の
関
係
者
が
「
ゲ
ッ
ト
ー
」
設

置
を
促
す
た
め
に
日
本
当
局
に
「
圧
力
」
を
か
け
た
可
能
性
も
低
く
、
⑶
「
ゲ
ッ
ト

ー
」
の
実
態
か
ら
し
て
そ
う
し
た
「
圧
力
」
が
存
在
し
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
ゲ
ッ
ト
ー
」
設
置
を
め
ぐ
っ
て
ド
イ
ツ
側
の

直
接
の
関
与
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、
か
な
り
の
確
度
を
も
っ
て
断
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

こ
う
し
た
結
論
は
、
従
来
の
研
究
で
提
示
さ
れ
て
き
た
「
日
本
政
府
の
ユ
ダ
ヤ
人

監
視
政
策
」
説
を
裏
付
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
か
で
も
関
根
真
保
は
、
太
平

洋
戦
争
開
戦
後
の
日
本
政
府
の
ユ
ダ
ヤ
人
対
策
の
動
向
を
詳
細
に
検
討
し
、
と
く
に

ユ
ダ
ヤ
人
の
収
容
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
英
米
の
「
敵
性
外
国
人
」
も
収
容
施
設
に
拘
留

さ
れ
た
事
実
に
注
目
す
る
こ
と
で
、「
上
海
ゲ
ッ
ト
ー
」
が
ユ
ダ
ヤ
人
を
危
険
分
子

と
し
て
管
理
・
監
視
下
に
置
く
た
め
の
軍
事
的
な
治
安
対
策
の
一
環
と
し
て
、
日
本

軍
当
局
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
設
置
さ
れ
た
と
い
う
結
論
を
提
示
し
て
い
る）
65
（

。
近
年

で
は
菅
野
賢
治
も
、
と
り
わ
け
上
海
海
軍
武
官
府
特
別
調
査
部
部
長
と
し
て
ユ
ダ
ヤ

人
対
策
を
指
揮
し
た
實
吉
敏
郎
の
業
務
日
誌
を
も
と
に
、
日
本
軍
当
局
が
「
ゲ
ッ
ト

ー
」
を
設
置
す
る
に
い
た
っ
た
過
程
を
詳
細
に
あ
と
づ
け
、
同
様
の
結
論
に
到
達
し

て
い
る）
66
（

。
日
本
側
が
ど
ん
な
意
図
を
も
っ
て
指
定
区
域
を
設
置
し
た
の
か
と
い
う
問

題
は
本
稿
の
射
程
を
超
え
る
た
め
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
研
究
を
指
示
す
る

に
と
ど
め
た
い
が
、
本
稿
の
意
義
と
し
て
は
何
よ
り
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
収
容
を
め
ぐ
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る
日
本
軍
当
局
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
ド
イ
ツ
側
の
動
向
か
ら
確
認
す
る
こ
と
で
、

従
来
か
ら
有
力
視
さ
れ
て
き
た
「
監
視
」
説
の
妥
当
性
を
補
強
し
た
点
を
指
摘
し
て

お
き
た
い
。

　

さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
知
見
は
極
東
に
お
け
る
ド
イ
ツ
当
局
の
影
響
力
全
般

に
関
し
て
も
、
従
来
の
見
方
の
修
正
を
迫
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
ゲ
シ
ュ

タ
ポ
代
表
と
し
て
反
ナ
チ
分
子
や
ユ
ダ
ヤ
人
の
摘
発
に
辣
腕
を
ふ
る
い
、
ド
イ
ツ
人

社
会
を
恐
怖
に
陥
れ
た
と
い
う
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
再
考
の
余
地

が
大
き
い
。「
上
海
ゲ
ッ
ト
ー
」
設
置
を
め
ぐ
っ
て
ド
イ
ツ
側
の
直
接
の
関
与
が
な

か
っ
た
と
い
う
本
稿
の
結
論
は
、
こ
れ
ま
で
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
の
手
に
よ
る
も
の
と
さ

れ
て
き
た
ス
パ
イ
摘
発
事
件
の
多
く
も
、
実
際
に
は
日
本
当
局
の
主
導
で
行
わ
れ
た

可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
詳
細
な
考
察
は
別
稿
に

譲
る
が
、
そ
れ
は
「
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
の
圧
力
」
に
帰
責
さ
れ
て
き
た
戦
争
犯
罪
の
実

態
を
問
い
直
し
、
日
本
の
警
察
当
局
の
加
害
責
任
を
究
明
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る

は
ず
で
あ
る
。

　

本
稿
の
意
義
と
し
て
は
も
う
一
つ
、
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
の
「
絶
滅
計
画
」
の
よ
う
な

噂
が
い
か
に
し
て
発
生
し
、
事
実
と
し
て
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の

過
程
や
原
因
に
光
を
あ
て
た
点
も
挙
げ
ら
れ
る
。
多
く
の
関
係
者
の
尋
問
調
書
か
ら

は
、「
ゲ
ッ
ト
ー
」
設
置
に
対
す
る
ド
イ
ツ
側
の
関
与
を
め
ぐ
っ
て
、
上
海
ユ
ダ
ヤ
人

の
間
に
様
々
な
噂
が
飛
び
交
っ
て
い
た
様
子
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
も
そ
も

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
迫
害
を
逃
れ
て
上
海
で
絶
望
的
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
多
く
の
ユ

ダ
ヤ
人
難
民
に
と
っ
て
、
ナ
チ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
政
策
、
と
く
に
東
欧
の
ゲ
ッ
ト

ー
へ
の
恐
怖
は
生
々
し
く
、
日
本
の
政
策
動
向
に
関
し
て
も
、
先
行
き
の
不
透
明
さ

へ
の
不
安
は
大
き
か
っ
た
。
そ
こ
へ
突
如
と
し
て
日
本
当
局
か
ら
指
定
区
域
設
置
の

布
告
が
発
せ
ら
れ
た
た
め
、
そ
の
政
策
転
換
の
理
由
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
憶
測
が
生

ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
部
の
者
は
こ
の
と
き
お
そ
ら
く
、
悪
名
高
い
親
衛
隊
将

校
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
や
強
制
収
容
所
の
医
師
ノ
イ
マ
ン
の
名
を
想
起
し
、
こ
れ
ら
の
人

物
が
日
本
当
局
に
圧
力
を
か
け
た
の
で
は
と
推
測
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
マ
イ
ジ
ン

ガ
ー
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
「
絶
滅
計
画
」
を
提
案
し
た
と
い
う
噂
は
、「
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
屠

殺
人
」
と
呼
ば
れ
た
彼
の
悪
評
が
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
の
抱
く
恐
怖
や
不
安
と
結
び
つ
く

こ
と
で
生
ま
れ
、
広
ま
っ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
終
戦
直
後
に
上
海
で
出
回
っ

た
と
い
う
ガ
ス
室
建
設
の
噂
も
、
同
じ
よ
う
な
経
緯
で
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る）
67
（

。

　
「
ゲ
ッ
ト
ー
」
設
置
に
対
し
て
ド
イ
ツ
政
府
が
直
接
関
与
し
な
か
っ
た
と
す
る
結

論
は
、
ド
イ
ツ
の
迫
害
政
策
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
苦
難
の
前
提
条
件
を
作
り
出
し
た
と

い
う
意
味
で
、
こ
の
問
題
に
間
接
的
な
影
響
を
与
え
た
事
実
を
否
定
す
る
も
の
で

は
な
い
。「
上
海
ゲ
ッ
ト
ー
」
に
収
容
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
女
性
の
損
害
賠
償
請
求
を

審
理
し
た
裁
判
所
も
、
最
終
的
に
は
こ
の
点
を
重
視
し
て
判
決
を
下
し
て
い
る
。

一
九
五
五
年
四
月
一
三
日
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
地
方
裁
判
所
は
エ
ル
ゼ
・
ゾ
マ

ー
の
賠
償
請
求
を
認
め
、ヘ
ッ
セ
ン
州
に
三
九
〇
〇
マ
ル
ク
の
支
払
い
を
命
じ
た
が
、

そ
れ
は
日
本
の
決
定
に
対
す
る
ド
イ
ツ
政
府
の
関
与
に
つ
い
て
は
判
断
を
留
保
し
つ

つ
、
上
海
ユ
ダ
ヤ
人
の
苦
難
に
対
す
る
政
府
の
一
般
的
な
責
任
に
つ
い
て
は
こ
れ
を

認
め
る
と
い
う
、
か
な
り
及
び
腰
の
判
決
だ
っ
た）
68
（

。
日
本
当
局
が
ど
う
い
う
経
緯
で

指
定
区
域
を
設
置
し
た
に
せ
よ
、
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
が
そ
こ
で
極
限
的
な
生
活
を
強
い

ら
れ
た
の
は
、
彼
ら
の
国
籍
を
剥
奪
し
て
外
交
的
保
護
の
対
象
外
と
し
た
ド
イ
ツ
政

府
の
迫
害
政
策
が
あ
っ
た
か
ら
で
、
損
害
賠
償
を
認
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
日
本

の
決
定
に
ド
イ
ツ
当
局
が
影
響
を
与
え
た
か
ど
う
か
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
と
し

た
の
で
あ
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
歴
史
研
究
が
そ
う
し
た
司
法
判
断
に
従
う
必
要
は
な
い
だ
ろ

う
。
裁
判
の
審
理
に
用
い
ら
れ
た
多
数
の
関
係
者
の
証
言
は
、
ド
イ
ツ
の
関
与
に
つ

い
て
事
実
認
定
に
踏
み
込
ん
だ
判
断
を
行
う
の
に
十
分
な
材
料
を
提
供
し
て
い
る
。

こ
の
点
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
が
ど
ん
な
問
題
を
も
た
ら
す
か
に
つ
い
て
、
上
海
総
領
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事
館
事
務
長
パ
ウ
ル
・
シ
ュ
タ
ー
ク
は
す
で
に
自
身
の
証
言
の
な
か
で
次
の
よ
う
に

警
告
し
て
い
た
。「
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
が
被
っ
た
不
正
と
損
害
の
補
償
に
は
ま
っ
た
く

賛
成
だ
が
、
新
た
な
不
正
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い）
69
（

」。
シ
ュ
タ
ー
ク
は
こ
う
述
べ
て
、

難
民
に
よ
る
不
当
な
賠
償
請
求
に
異
議
を
唱
え
る
の
だ
が
、
賠
償
の
是
非
に
つ
い
て

は
と
も
か
く
、
史
実
へ
の
「
不
正
」
に
対
し
て
は
、
こ
れ
に
否
を
突
き
付
け
る
こ
と

は
歴
史
研
究
の
責
務
で
あ
る
。「
上
海
ゲ
ッ
ト
ー
」設
置
に
対
す
る
ナ
チ
ス
の「
圧
力
」

の
有
無
を
究
明
し
た
本
稿
の
考
察
も
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
責
務
に
応
え
よ
う
と
し
た

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

注
（
1
） 

関
根
真
保
『
日
本
占
領
下
の
〈
上
海
ユ
ダ
ヤ
人
ゲ
ッ
ト
ー
〉』
昭
和
堂
、

二
〇
一
〇
年
、
六
三
頁
。

（
2
） M

arvin Tokayer / M
ary Sw

artz, The Fugu Plan, N
ew

 York 1979, pp. 222-224

（『
河
豚
計
画
』
加
藤
明
彦
訳
、
日
本
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
七
九
年
、
二
〇
八‒

二
一
一
頁
）.

（
3
） 

関
根
、
八
八‒

九
四
頁
。

（
4
） 

関
根
、
七
六
頁
。

（
5
） Entschädigungssache Else Som

m
er, H

essisches H
auptstaatsarchiv W

iesbaden, 

467/4480. 

以
下
、
こ
の
裁
判
記
録
か
ら
の
引
用
は
名
前
と
日
付
だ
け
を
記
す
。

（
6
） B

oltze an A
usw

ärtiges A
m

t (A
A

), 3. 4. 1941, Politisches A
rchiv des 

A
usw

ärtigen A
m

ts (PA
A

A
), R

100764.

（
7
） 

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
の
諜
報
活
動
に
つ
い
て
は
、C

hern C
hen, 

In the Shadow
 of the G

estapo, International Journal of Intelligence and 

C
ounterintelligence, 28, 2015

を
参
照
。

（
8
） W

alter Schellenberg, Aufzeichnungen, W
iesbaden 1979, S. 150-151.

（
9
） A

ktenverm
erk, 5. 3. 1941, B

undesarchiv (B
A

), N
S19/2801.

（
10
） 

『
昭
和
十
七
年
中
に
於
け
る
外
事
警
察
概
況
』
内
務
省
警
保
局
、
一
九
四
二
年
、

三
七
一
頁
。

（
11
） H

am
el, undated, N

ational A
rchives and R

ecords A
dm

inistration (N
A

R
A

), 

R
G

319 B
ox508 X

A
514260 Folder2.

（
12
） W

iedem
ann, 22. 1. 1951, 8. 3. 1955.

（
13
） H

am
el, undated. 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
オ
ッ
ト
も
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
の
任
務
の
中
心

が
防
共
協
定
の
枠
内
の
活
動
に
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。O

tt, 15. 3. 1955.

（
14
） 

大
島
大
使
発
東
郷
外
相
宛
（
昭
和
一
七
年
五
月
七
日
）、「
民
族
問
題
関
係
雑
件
／

猶
太
人
問
題 

第
一
一
巻
」、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
、Ref. B

04013209700

。

（
15
） Tokayer / Sw

artz, pp. 222-224

（
邦
訳
、
二
〇
八‒

二
一
一
頁
）.

（
16
） M

rs. M
eisinger, 21. 11. 1945, N

A
R

A
, R

G
226 Entry182A

 B
ox9 Folder69.

（
17
） A

nnex V, 25. 5. 1946, N
A

R
A

, R
G

238 M
1270 R

oll25; R
eport, 20. 9. 1945, 29. 

9. 1945, N
A

R
A

, R
G

226 Entry182A
 B

ox9 Folder69.

（
18
） O

tt an A
A

, 1. 7. 1942, 6. 7. 1942, 15. 7. 1942, 17. 7. 1942, 18. 7. 1942, 

PA
A

A
, R

100768.

（
19
） D

ienstanw
eisung, 28. 8. 1941, B

A
, N

S19/1788. 

オ
ッ
ト
も
、
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
が

ベ
ル
リ
ン
へ
の
報
告
を
自
分
を
通
じ
て
送
る
以
外
の
手
段
を
有
し
て
い
な
か
っ
た

と
証
言
し
て
い
る
。O

tt, 15. 3. 1955.

（
20
） R

eport, 20. 9. 1945.
（
21
） A

strid Freyeisen, Shanghai und die Politik des D
ritten Reiches, W

ürzburg 

2000, S. 306-310; A
nnex I, 25. 5. 1946, N

A
R

A
, R

G
238 M

1270 R
oll25.

（
22
） Freyeisen, S. 232-238; R

eport, 15. 10. 1945, N
A

R
A

, R
G

226 Entry182A
 

B
ox10 Folder72.

（
23
） Tokayer / Sw

artz, pp. 225-234

（
邦
訳
、
二
一
二‒

二
二
一
頁
）.
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（
24
） Laura M

argolis, R
eport of A

ctivities in Shanghai, JD
C

 A
rchives, A

R
33/44 

File 463; R
obert Peritz, The Japanese Proclam

ation, W
iener H

olocaust 

Library, 1656/3/9/1124; Fritz K
auffm

ann, D
ie Juden in Shanghai im

 2. 

W
eltkrieg, Bulletin of Leo Baeck Institute, 72, 1986.

（
25
） 

注
（
５
）
を
参
照
。

（
26
） W

iedem
ann, 22. 1. 1951, 8. 3. 1955.

（
27
） Fuchs, 8. 4. 1952, 10. 3. 1955. 

も
っ
と
も
フ
ッ
ク
ス
は
、「
ゲ
ッ
ト
ー
」
設
置
の

布
告
と
そ
の
実
施
が
も
っ
ぱ
ら
日
本
の
問
題
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
28
） Faerber, 12. 7. 1954.

（
29
） Stoller, 29. 9. 1951, 15. 3. 1955. 
ち
な
み
に
、
日
本
当
局
の
布
告
は
ド
イ
ツ
側
に

と
っ
て
も
驚
き
だ
っ
た
よ
う
で
、
事
前
の
通
知
が
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ

の
理
由
に
関
し
て
様
々
な
憶
測
が
飛
び
交
っ
た
と
い
う
。

（
30
） O

tt, 15. 3. 1955.

（
31
） Fischer, 3. 7. 1950, 18. 6. 1951, 9. 3. 1955.

（
32
） K

ordt, 7 . 4. 1952; Traut, 15. 6. 1951, 16. 3. 1955. 

国
防
軍
防
諜
部
は
一
九
四
三

年
七
月
二
二
日
に
帝
国
保
安
本
部
宛
に
電
報
を
送
り
、
傍
受
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
情
報

機
関
の
書
簡
に
も
と
づ
き
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
指
定
区
域
へ
の
収
容
が
「
け
っ
し
て
反

ユ
ダ
ヤ
主
義
的
な
措
置
で
は
な
い
」
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。O

K
W

 an R
SH

A
, 

22. 7. 1943, Yad Vashem
 A

rchive (Y
VA

), O
.78/78. 

ユ
ダ
ヤ
人
難
民
の
な
か
に

は
、「
ゲ
ッ
ト
ー
」
設
置
へ
の
関
与
を
否
定
す
る
ド
イ
ツ
側
関
係
者
の
証
言
を
疑

問
視
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
ほ
ぼ
日
本

当
局
の
親
ユ
ダ
ヤ
的
な
姿
勢
だ
け
で
あ
り
、
説
得
力
に
欠
け
る
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
。M

ichaelis, 8. 5. 1953, Institut für Zeitgeschichte (IfZ), ZS1725.

（
33
） Fischer, 18. 6. 1951; Stark, 8. 4. 1951.

（
34
） Stoller, 29. 9. 1951.

（
35
） O

tt, 15. 3. 1955; Fischer, 18. 6. 1951; Stark, 8. 4. 1951; K
lim

ek, 27. 4. 1951.

（
36
） Fischer, 3. 7. 1950; K

lim
ek, 27. 4. 1951; Stoller, 15. 3. 1955.

（
37
） O

tt, 31. 8. 1951, 15. 3. 1955.

（
38
） Fischer, 9. 3. 1955.

（
39
） O

tt, 15. 3. 1955.

（
40
） W

oerm
ann, 30. 8. 1951, 16. 3. 1955; Schenke, 9. 3. 1955. 

ヴ
ェ
ア
マ
ン
は
、

フ
ー
バ
ー
を
マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
で
は
な
く
自
分
に
従
属
さ
せ
る
の
に
苦
心
し
て
い

た
。W

oerm
ann an A

A
, 1. 10. 1943, PA

A
A

, R
100756.

（
41
） Voss, 21. 2. 1955.

（
42
） Stoller, 15. 3. 1955; Zöllner, 8. 6. 1951.

（
43
） O

tt, 15. 3. 1955. 

マ
イ
ジ
ン
ガ
ー
自
身
、
ゾ
ル
ゲ
事
件
へ
の
介
入
に
よ
っ
て
日
本

当
局
の
不
信
感
が
強
ま
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。R

eport, 12. 12. 1945, N
A

R
A

, 

R
G

319 B
ox 508 X

A
514260 Folder 1. 

（
44
） Fischer, 18. 6. 1951, 9. 3. 1955; Traut, 15. 6. 1951; R

andow
, 28. 10. 1954.

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
布
告
の
二
日
後
に
本
省
に
打
電
し
、「
ゲ
ッ
ト
ー
」
設
置
の
目

的
に
は
「
軍
事
的
必
要
性
」
と
「
外
国
の
影
響
の
排
除
」
の
ほ
か
、「
当
地
の
経

済
活
動
に
ま
す
ま
す
浸
透
し
つ
つ
あ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
を
し
て
、
そ
の
業
務
を
日
本

人
や
中
国
人
に
売
却
さ
せ
る
意
図
」
が
あ
る
と
報
告
し
て
い
る
。Fischer an A

A
, 

20. 2. 1943, Y
VA

, O
.78/73.

（
45
） Zöllner, 21. 2. 1955; Stoller, 29. 9. 1951, 15. 3. 1955.

（
46
） H

oops, 6. 10. 1951.
（
47
） 
ド
イ
ツ
政
府
の
補
償
当
局
も
一
九
五
一
年
に
、
上
海
の
指
定
区
域
が
「
ゲ
ッ

ト
ー
」
と
呼
べ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。

Justizm
inisterium

 Stuttgart, 7. 5. 1951.

（
48
） 

関
根
、
六
七‒
七
五
頁; 

矢
野
総
領
事
発
青
木
大
東
亜
相
宛
（
昭
和
一
八
年
二
月
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九
日
、
二
月
一
八
日
）、「
民
族
問
題
関
係
雑
件
／
猶
太
人
問
題 

第
一
一
巻
」。
上

海
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
の
総
数
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
一
万
六
〇
〇
〇
人
か
ら

一
万
八
〇
〇
〇
人
の
間
と
い
う
見
方
が
一
般
的
で
あ
り
、
そ
の
大
多
数
を
ド
イ
ツ

と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
出
身
者
、
次
い
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
イ
タ
リ
ア
、
チ
ェ
コ
、
残

り
を
他
国
出
身
者
と
無
国
籍
者
が
占
め
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。Freyeisen, S. 400.

（
49
） Fuchs, 8. 4. 1952, 10. 3. 1955; H

oops, 16. 3. 1955; B
ernstein, 14. 6. 1954; 

B
ünger, 1. 11. 1954.

（
50
） B

ünger, 1. 11. 1954; K
lim

ek, 27. 4. 1951, 15. 3. 1955. 

損
害
賠
償
裁
判
を
起
こ

し
た
ゾ
マ
ー
を
は
じ
め
、
ほ
と
ん
ど
の
ユ
ダ
ヤ
人
証
人
も
上
海
到
着
直
後
か
ら
虹

口
の
共
同
生
活
所
で
暮
ら
し
、
日
本
の
布
告
後
も
引
き
続
き
そ
こ
に
住
ん
で
い

た
。Som

m
er, 27. 11. 1953.

（
51
） Fuchs, 8. 4. 1952.

（
52
） Zöllner, 21. 2. 1955; H

oops, 16. 3. 1955; W
oerm

ann, 16. 3. 1955. 

（
53
） B

etz, 5. 4. 1952; R
andow

, 28. 10. 1954.

（
54
） Stoller, 29. 9. 1951; K

am
m

, 13. 4. 1954; B
endix, 16. 3. 1955.

（
55
） B

ernstein, 14. 6. 1954; B
endix, 16. 3. 1955.

（
56
） B

endix, 16. 3. 1955; K
am

m
, 13. 4. 1954; K

lim
ek, 27. 4. 1951

（
57
） Schenke, 24. 8. 1951; Zöllner, 21. 2. 1955.

（
58
） Schenke, 9. 3. 1955; K
ordt, 10. 3. 1955; W

oerm
ann, 16. 3. 1955.

（
59
） Schenke, 9. 3. 1955; Zöllner, 21. 2. 1955; Stoller, 29. 9. 1951; Fuchs, 8. 4. 

1952, 10. 3. 1955.

（
60
） Stoller, 29. 9. 1951; Schenke, 24. 8. 1951, 9. 3. 1955; B

etz, 5. 4. 1952; Fuchs, 

8. 4. 1952.

（
61
） H

oops, 6. 10. 1951. 

ホ
ー
プ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
人
も
例
外
で
は
な

か
っ
た
。
ド
イ
ツ
降
伏
後
、
彼
は
日
本
軍
当
局
か
ら
全
ド
イ
ツ
人
の
集
中
化
を
要

求
さ
れ
た
と
い
う
。

（
62
） 

関
根
、
八
八‒

九
四
頁
。

（
63
） Fischer, 3. 7. 1950, 9. 3. 1955; Traut, 15. 6. 1951.

（
64
） Levy, 16. 3. 1955.

（
65
） 

関
根
、
八
八‒

九
四
頁
。

（
66
） 

菅
野
賢
治
「
日
本
軍
政
下
の
上
海
に
ユ
ダ
ヤ
絶
滅
計
画
は
存
在
し
た
か
（
続
）」

『
京
都
ユ
ダ
ヤ
思
想
』
第
一
〇
号
、
二
〇
一
九
年
。

（
67
） Fischer, 18. 6. 1951; Stark, 8. 4. 1951; Faerber, 12. 7. 1954. 

シ
ュ
タ
ー
ク
は
、

ド
イ
ツ
当
局
が
上
海
で
ガ
ス
室
を
建
設
し
、
難
民
を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
と
い
う

話
は
戦
後
に
出
回
っ
た
噂
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
こ
れ
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。

（
68
） U

rteil, 13. 4. 1955.

（
69
） Stark, 8. 4. 1951.

（
た
の　

だ
い
す
け
・
甲
南
大
学
教
授
）





19　ナチ時代初期における「古参」言説とその「機能」

　
　
　
　

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）

1
（

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）

2
（

。
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）

3
（

。
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）

4
（

。
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）

5
（

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）

6
（

。
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）

7
（

。

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）

8
（

。
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）

9
（

。
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）
10
（

。

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）
11
（

。
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）
12
（

。
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）
13
（

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

す
る）
14
（

。
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）
15
（

。
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）
16
（

。
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）
17
（

」。

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）
21
（

。

　

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）
22
（

。

　
「
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）
18
（

。
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）
19
（

。「
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）
20
（

。
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）
23
（

」。

こ
う
し
た
「
歴
史
語
り
」
は
、
当
時
豊
富
に
生
み
出
さ
れ
た）
24
（

。「
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）
25
（

。「
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）
26
（

。

　
　
　
（
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）
27
（

 

。
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）
28
（

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

見
さ
れ
る）
29
（

。
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）
30
（

、
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）
31
（

。

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）
36
（

。
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）
37
（

」。

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）
32
（

！
」。
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）
33
（

。

　

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）
34
（

」
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）
35
（

。「
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）
38
（

。
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）
39
（

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）
40
（

。

　

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）
41
（

。

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）
42
（

―
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）
43
（

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）
44
（

。

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）
49
（

。

　
　
　
（
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）
50
（

。「
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）
45
（

。
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）
46
（

。

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）
47
（

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）
48
（

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）
51
（

。
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）
52
（

。
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）
53
（

」。

　

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）
54
（

。
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）
55
（

。「
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）
56
（

。
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）
57
（

」。か
く
し
て
こ
の
行
動
は「
古
参
」

に
支
持
さ
れ
た
と
し
て）
58
（

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）
59
（

。

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）
60
（

」。

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）
61
（

。
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）
62
（

。

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）
63
（

。
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）
64
（

。
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）
65
（

。
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）
66
（

。
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）
67
（

。
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）
68
（

。
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）
69
（

。
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）
70
（

」
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）
71
（

。
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）
72
（

。
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）
73
（

。
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）
74
（

。

　
「
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）
75
（

。

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）
76
（

。
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）
77
（

」。.

　
　
　
　

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）
78
（

。
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）
79
（

、
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
。
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。
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altung 

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

（
3
） 

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.

（
4
） 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.

（
5
） 

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.

（
6
） Stanciu, »Alte K

äm
pfer« der N

SD
AP.

（
7
） 

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
。

（
8
） 

「
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.

（
9
） 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.

（
10
） 

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.
（
11
） 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.

（
12
） 

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.

（
13
） 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
。

（
14
） Tobias W

eidner, B
egriffsgeschichte und Politikgeschichte, in: G

eschichte und 

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

（
15
） K

oselleck, Begriffsgeschichten, S. 97. 

（
16
） D

ie 2000 alten G
renadiere der B

ew
egung, in: Völkischer Beobachter (VB), 

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

（
17
） 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.

（
18
） 

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
。

（
19
） 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.

（
20
） A
dolf H

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

（
21
） 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.

（
22
） A

nsturm
 der G

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

（
23
） Zw

ölf Jahre O
rtsgruppe H

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

（
24
） 

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.

（
25
） 

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.

（
26
） 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.

（
27
） 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.

（
28
） Zw

ölf Jahre O
rtsgruppe H

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

（
29
） 

例
え
ば
以
下
。M

arsch der alten K
äm

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

1933, S. 3.



33　ナチ時代初期における「古参」言説とその「機能」

（
30
） 

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
。

（
31
） 
例
え
ば
以
下
。D

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

ktober 1933, 

S.3

（
32
） Treffen der ältesten A

m
tsw

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

eiblatt S. 2.

（
33
） 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.

（
34
） D

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

ktober 1933, S.3.

（
35
） Zw

ölf Jahre O
rtsgruppe H

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

（
36
） Partei und Volk, in: VB, 12./13. N

ovem
ber S. 2. 

（
37
） D

er Ehrentag der A
lten G

arde der Berliner S.A
., in: V

B, 15. N
ovem

ber 1933, S. 4.

（
38
） Ehret die A

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

（
39
） 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
。

（
40
） 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.

（
41
） A

dolf H
itler ist D

eutschland und D
eutschland ist A

dolf H
itler, in: VB, 27. 

Februar 1934, S. 2, B
eiblatt.

（
42
） 

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.

（
43
） V

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

（
44
） 

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
。

（
45
） D

er R
evolution m

uß w
eitergehen!, in: VB, 21. M

ärz 1934, S. 1f.

（
46
） 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
）

（
47
） Ethos der K

am
pfes, in: VB, 9. M

ärz 1934, A
us der B

ew
egung.

（
48
） 

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.

（
49
） 

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. 

（
50
） 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.

（
51
） D

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

（
52
） 

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.

（
53
） D

ie Proklam
ation des Führers an die S.A

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

（
54
） 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.

（
55
） A

ndreas W
agner, »M

achtergreifung« in Sachsen: N
SD

AP und staatliche 

Verw
altung 1930-1935, K

öln 2004, S. 303f.

（
56
） R

udolf H
eß auf der R

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

（
57
） „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.

（
58
） V

gl. D
er Führer und seine S.A

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

（
59
） 

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
。

（
60
） R

udolf H
eß über die A

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

（
61
） S.A

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

（
62
） A

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

（
63
） U

nterredung m
it dem

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

（
64
） 

例
え
ば
以
下
。Die Ehre der S.A

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

（
65
） 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.

（
66
） D

ie alte G
arde der S.A

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

ugust 1934, 

S. 1f.

（
67
） 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.

（
68
） D
ie alte G

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

ugust 1934, S. 4.

（
69
） D

ie Proklam
ation des Führers beim

 ersten K
ongreß des R

eichsparteitages, in: 

IB, Sonderausgabe R
eichsparteitage N

ürnberg 1934, 13. Septem
ber 1934, 16. 

B
l.

（
70
） Feierstunden im

 ganzen R
eich, in: VB, 11./12. N

ovem
ber 1934, A

us der 

B
ew

egung.

「
政
治
組
織
」
は
大
管
区
か
ら
街
区
ま
で
の
党
本
体
の
役
員
や
支
部

を
統
括
す
る
部
門
の
総
称
で
あ
る
。

（
71
） B

ruce C
am

pbell, G
ew

alt bis in die obersten R
änge: D

ie höheren SA
-Führer 

der SA
-G

ruppe B
erlin-B

randenburg, in: H
ördler (H

rsg.), SA-Terror, S. 76-80.

（
72
） 

Ｓ
Ａ
の
高
位
指
導
者
は
一
九
三
九
年
ま
で
に
一
五
〜
一
八
％
が
懲
罰
を
受
け
た

と
い
う
。V

gl. M
athilde Jam

in, Zur R
olle der SA

 im
 nationalsozialistischen 

H
errschaftssystem

, in: G
erhard H

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

er „Führerstaat“: 

M
ythos und Realität, Stuttgart 1981, S. 344-353, bes. 344f.

（
73
） 

ポ
メ
ル
ン
大
管
区
で
は
傘
下
の
党
本
体
の
役
員
に
、「
一
二
箇
条
」
を
遵
守
徹
底

す
る
よ
う
指
令
が
出
さ
れ
た
。B

leibe schlicht und einfach! Eine A
nordnung 

der pom
m

erschen G
auleitung, 3. Septem

ber 1934, in: G
auleitung Pom

m
ern 

der N
SD

A
P (H

rsg.), G
au Pom

m
ern im

 Aufbau, Stettin 1935, 24. B
l. 

（
74
） V

gl. R
upieper, u.a. (H

rsg.), Lageberichte, B
d. 2, H

alle 2004, S. 107

（
一
九
三
四

年
七
月
の
報
告
）; Jam

in, D
as Ende, S. 212f. 

な
お
ヒ
ト
ラ
ー
は
件
の
国
会
演
説

で
、「
古
参
」
だ
け
で
な
く
、
ラ
イ
ヒ
に
貢
献
す
る
広
い
層
が
不
可
欠
で
あ
る
こ

と
を
周
到
に
も
強
調
し
て
い
た
。V

gl. A
dolf H

itler über den 30. Juni, in: VB, 

15./16. Juli 1934, B
eiblatt.
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（
75
） R

upieper, u.a. (H
rsg.), Lageberichte, B

d. 2, S. 214

（
一
九
三
四
年
一
〇
月
の

報
告
）; Thom

as K
lein (H

rsg.), D
ie Lageberichte der G

eheim
en Staatspolizei 

über die Provinz H
essen-N

assau, 1933-1936, Teilband 1, K
öln 1986, S. 205.

（
一
九
三
四
年
一
二
月
の
報
告
）

（
76
） 

参
照
、
小
野
寺
「
ナ
チ
「
民
族
共
同
体
」
論
の
射
程
」、
四
一
頁
。

（
77
） A

ugust M
artin H

orn, (ohne Titel), G
ießen, 12. A

ugust 1934, in: H
oover 

Institution A
rchives, Theodore Fred A

bel papers, N
azi biogram

s, O
riginals: 

B
ox 6, #391, S. 5. 

詳
細
は
省
く
が
「
古
参
」
言
説
を
踏
襲
す
る
の
が
窺
え
る

他
の
一
例
は
以
下
。R

obert Thévoz, u.a. (H
rsg.), Pom

m
ern 1934/35: Spiegel 

von G
estapo-Lageberichten und Sachakten (Q

uellen), K
öln 1974, S. 340.

（
一
九
三
五
年
三
月
の
報
告
）

（
78
） 

例
え
ば
以
下
。Siem

ens, Storm
troopers, Part III, IV.

（
79
） 

例
え
ば
以
下
。Jam

in, D
as Ende; Longerich, G

eschichte der SA, S. 222-227; 

Siem
ens, Storm

troopers, pp. 177-179.

（
お
お
ぞ
ね　

ゆ
う
・
芝
浦
工
業
大
学
他
非
常
勤
講
師
）
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▼
特
集

　
冷
戦
期
の
住
宅
建
設
・
都
市
開
発
：

　
　
　
　
　
　
西
ド
イ
ツ
と
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア

―
社
会
経
済
史
学
会
第
八
八
回
全
国
大
会

―

　

二
〇
一
九
年
五
月
一
八
日
・
一
九
日
に
青
山
学
院
大
学
を
会
場
に
社
会
経
済
史
学

会
第
八
八
回
全
国
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
一
日
目
に
、
永
山
の
ど
か
を
組
織
者

と
し
て
、
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
「
冷
戦
期
の
住
宅
建
設
・
都
市
開
発

―

西
ド
イ
ツ
と
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア

―
」
を
行
っ
た
。
当
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

趣
旨
説
明:　

永
山
の
ど
か
（
青
山
学
院
大
学
）

報
告
１: 
　

 

芦
部　

彰
（
東
京
大
学
）

「
一
九
五
〇
年
代
〜
六
〇
年
代
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
宅
団

地
建
設
」

報
告
２: 
　

森
下
嘉
之
（
茨
城
大
学
） 

「
冷
戦
初
期
（
一
九
五
〇
年
代
）
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
住

宅
団
地
建
設

―
モ
デ
ル
団
地
と
し
て
の
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
都
市

開
発
に
お
け
る
包
摂
と
排
除

―
」

報
告
３: 
　

永
山
の
ど
か

「
一
九
五
〇
年
代
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
東
独
出
身
者
の
た
め
の

住
宅
建
設

―
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
市
の
事
例

―
」

コ
メ
ン
ト
１: 
　

黒
岩
い
ず
み
（
青
山
学
院
大
学
）

コ
メ
ン
ト
２: 
　

河
合
信
晴
（
広
島
大
学
）

（
司
会:

北
村
陽
子
（
名
古
屋
大
学
））

　

本
特
集
は
、
報
告
者
三
名
が
当
日
の
報
告
内
容
に
基
づ
い
て
加
筆
・
修
正
し
た
原

稿
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
西
欧
諸
国
と
東
欧
諸
国
の
経
済
社
会
を
概
観
す
る
場
合
、

経
済
成
長
の
時
期
や
長
さ
の
違
い
、
生
産
性
の
違
い
な
ど
、
数
十
年
間
の
経
緯
の
違

い
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
近
年
で
は
、
旧
東
ド
イ
ツ
の
団
地
に
お
け
る
縮
小
政
策
に

つ
い
て
の
研
究
が
日
本
に
お
い
て
も
な
さ
れ
、
冷
戦
後
に
お
け
る
東
西
の
相
違
点
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
都
市
計
画
・
住
宅
政
策
・
住
宅
建
設
に
お
い
て
、
戦
後
、

東
西
両
ド
イ
ツ
が
競
合
し
て
い
た
点
が
「
シ
ス
テ
ム
競
争
」
と
い
う
視
点
か
ら
議

論
さ
れ
て
い
る
（Thom

as G
roßbötling u. R

üdinger Schm
idt (H

rsg.), G
edachte 

Stadt - G
ebaute Stadt. U

rbanität in der deutsch-deutschen System
konkurrenz 

1945-1990, K
öln 2015

）。

し
か
し
、
住
宅
建
設
や
都
市
開
発
に
着
目
し
た
場
合
、
東
西
両
陣
営
の
主
要
諸

国
で
は
都
市
周
辺
部
や
工
業
地
域
で
公
的
な
色
合
い
の
強
い
集
合
住
宅
建
設
が
積
極

的
に
進
め
ら
れ
て
お
り
、
数
十
年
間
を
通
じ
て
の
共
通
点
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
チ

ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
社
会
主
義
期
の
住
宅
団
地
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
「
社
会
主

　
　
　
　

趣
旨
説
明

永
山
の
ど
か 
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義
期
の
パ
ネ
ル
工
法
の
高
層
団
地
」
と
し
て
ひ
と
く
く
り
に
で
き
な
い
よ
う
な
多
様

性
が
確
認
さ
れ
る
。
多
様
性
は
西
側
陣
営
に
い
た
西
ド
イ
ツ
に
も
み
ら
れ
る
。
本
特

集
で
は
、
体
制
間
の
相
違
点
だ
け
で
な
く
共
通
点
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
制
内
の

同
質
性
だ
け
な
く
多
様
性
に
着
目
し
つ
つ
、
個
別
の
住
宅
団
地
を
対
象
に
し
て
、
そ

れ
ら
の
住
宅
団
地
が
冷
戦
特
有
の
諸
事
情
・
諸
特
徴
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
、
も
し

く
は
、
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
を
主
と
し
て
以
下
の
三
つ
の
視
角
か
ら

考
察
し
て
い
き
た
い
。

第
一
に
、
一
九
五
〇
年
代
と
い
う
時
代
性
へ
の
着
目
で
あ
る
。
本
特
集
の
三
論

文
が
分
析
対
象
と
す
る
の
は
主
と
し
て
一
九
五
〇
年
代
で
あ
る
。一
九
五
〇
年
代
は
、

東
西
両
陣
営
と
も
、
経
済
成
長
を
遂
げ
た
時
期
で
あ
り
、
ま
た
、
社
会
主
義
陣
営
、

資
本
主
義
陣
営
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
・
経
済
・
社
会
体
制
の
安
定
化
・
強
化

が
目
指
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
体
制
の
安
定
化
・
強
化
は
、
住
宅
建
設
や
都
市
開
発

に
お
い
て
も
み
ら
れ
、
そ
れ
は
西
ド
イ
ツ
で
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
の
見
返
り
資

金
を
用
い
た
モ
デ
ル
団
地
建
設
や
、
永
山
の
論
文
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
東
ド

イ
ツ
か
ら
脱
出
し
た
人
た
ち
、
つ
ま
り
東
独
難
民
へ
の
優
遇
措
置
に
み
ら
れ
た
。
住

宅
建
設
を
通
し
て
の
体
制
の
安
定
化
は
ど
の
よ
う
に
図
ら
れ
、
そ
れ
は
、
当
時
、
同

じ
く
住
宅
不
足
に
悩
ん
で
い
た
西
ド
イ
ツ
の
一
般
住
民
と
の
ど
の
よ
う
な
利
害
の
調

整
の
も
と
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
住
宅
建
設
に
よ
る
体
制
安
定
化
・
強
化
の
一
方

で
、
芦
部
の
論
文
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
東
西
の
境
界
を
越
え
て
住
宅
団
地
の

コ
ン
ペ
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
森
下
の
論
文
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う

に
、
戦
前
に
機
能
主
義
的
建
築
を
学
ん
だ
建
築
家
が
戦
後
の
住
宅
計
画
に
関
与
し
、

そ
の
過
程
の
中
で
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
に
傾
倒
し
て
い
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
住
宅

建
設
・
都
市
開
発
を
通
し
て
一
九
五
〇
年
代
の
時
代
性
を
考
察
し
た
場
合
、
そ
こ
に

は
そ
の
前
の
時
代
の
影
響
や
東
西
の
共
通
点
が
ど
の
よ
う
に
み
ら
れ
、
な
ぜ
、
そ
の

よ
う
な
連
続
面
・
共
通
点
が
み
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
東
西
の
共
通
点
は
、
た
と
え

ば
、
一
九
五
〇
年
代
の
西
ド
イ
ツ
と
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
モ
デ
ル
団
地
の
間
取

り
に
も
み
ら
れ
る
。
一
九
五
〇
年
代
前
半
の
西
ド
イ
ツ
の
Ｅ
Ｃ
Ａ
モ
デ
ル
団
地
事
業

で
の
住
宅
の
間
取
り
と
、
森
下
の
取
り
上
げ
る
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
・
ポ
ル
バ
団
地
を
比

較
す
る
と
浴
室
が
付
い
て
い
る
点
、
居
間
が
台
所
と
分
離
し
て
い
る
点
、
ま
た
、
充

実
し
た
住
宅
設
備
に
比
べ
て
面
積
が
小
さ
い
点
に
共
通
点
が
み
ら
れ
、
居
住
に
込
め

ら
れ
た
思
い
に
共
通
性
が
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

第
二
に
、
住
宅
建
設
・
都
市
計
画
に
込
め
ら
れ
た
、
理
想
の
社
会
・
家
族
・
人

物
像
へ
の
着
目
で
あ
る
。
芦
部
の
扱
う
フ
ェ
ン
プ
ー
ル
計
画
や
、
森
下
の
扱
う
オ
ス

ト
ラ
ヴ
ァ
団
地
建
設
は
、
モ
デ
ル
住
宅
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
あ
る
べ
き
住
宅
像
、

あ
る
べ
き
住
民
像
、
家
族
像
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ

う
な
理
想
は
冷
戦
を
反
映
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
、
な
か
っ
た
の
か
。
反
映
し
て
い

な
い
場
合
、そ
の
理
想
像
は
ど
の
よ
う
に
普
遍
化
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
永
山
の
扱
う
東
独
難
民
向
け
住
宅
は
、
モ
デ
ル
住
宅
と
し
て
で
は
な
く
、
政

府
や
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
資
金
援
助
の
も
と
必
要
に
迫
ら
れ
て
建
設
さ
れ
た
。し
か
し
、

東
独
難
民
の
流
入
は
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
一
九
五
〇
年
代
を
通
じ
て
続
い
た
た

め
、
市
当
局
の
住
宅
論
議
に
お
い
て
も
東
独
向
け
住
宅
の
供
給
の
あ
り
方
を
議
論
す

る
余
地
が
あ
っ
た
。
そ
の
議
論
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
改
善
が
試
み
ら
れ
、
理
想
が

掲
げ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
三
に
住
宅
建
設
・
都
市
開
発
と
当
時
の
社
会
・
経
済
と
の
関
係
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
国
の
経
済
政
策
・
経
済
理
念
と
い
う
点
で
は
、
森
下
の
論
文
で
と
り
あ
げ

る
団
地
建
設
は
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
第
一
次
五
か
年
計
画
と
密
接
に
関
係
し
、

芦
部
の
論
文
が
と
り
あ
げ
る
住
宅
計
画
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｄ
指
導
部
の
住
宅
建
設
・
都
市
計

画
の
方
針
転
換
の
後
に
練
ら
れ
た
。
当
時
の
経
済
政
策
の
方
向
性
や
そ
の
転
換
は
住

宅
建
設
・
都
市
開
発
の
計
画
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

本
特
集
で
扱
う
住
宅
建
設
が
い
ず
れ
も
公
共
的
な
要
素
を
強
く
持
っ
て
い
る
こ
と
を
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考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
住
宅
建
設
に
お
け
る
公
権
力
の
関
与
の
度
合
い
が
、
当
時
の

公
権
力
の
経
済
へ
の
関
与
の
あ
り
方
に
沿
っ
て
い
た
の
か
否
か
、
と
い
う
点
も
考
察

す
べ
き
点
で
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
本
特
集
で
は
紙
面
の
都
合
上
取
り
上
げ
ら

れ
な
か
っ
た
が
、一
九
五
〇
年
代
が
経
済
成
長
の
時
期
で
あ
っ
た
点
に
注
目
す
る
と
、

住
宅
供
給
の
恩
恵
を
受
け
た
住
民
が
、
経
済
成
長
に
ど
の
よ
う
に
貢
献
し
た
の
か
、

と
い
っ
た
点
も
論
点
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。

（
な
が
や
ま　

の
ど
か
・
青
山
学
院
大
学
教
授
）

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
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一
九
五
〇
年
代
東
西
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
と
住
宅
建
設

　
　
　

―
東
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ェ
ン
プ
ー
ル
住
宅
団
地
計
画
に
注
目
し
て
―

芦
部　

彰

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

本
稿）

1
（

は
、
一
九
五
七
年
に
立
案
さ
れ
た
東
ベ
ル
リ
ン
の
フ
ェ
ン
プ
ー
ル
住
宅
団

地
計
画
を
て
が
か
り
に
、
東
西
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
と
住
宅
建
設
に
み
ら
れ
る
共
通

点
と
差
異
を
検
討
す
る
。
冷
戦
の
最
前
線
に
位
置
す
る
ベ
ル
リ
ン
の
都
市
計
画
や
建

築
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
制
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
理
念
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
分
析

さ
れ
て
き
た
。
な
か
で
も
、
体
制
間
競
争
の
象
徴
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
の
が
、

東
ベ
ル
リ
ン
の
ス
タ
ー
リ
ン
大
通
り
（
図
１
）
と
西
ベ
ル
リ
ン
の
ハ
ン
ザ
地
区
（
図

２
）
で
あ
る）

2
（

。

東
ベ
ル
リ
ン
の
ス
タ
ー
リ
ン
大
通
り
は
、
一
九
五
〇
年
七
月
の
社
会
主
義
統
一

党
（
Ｓ
Ｅ
Ｄ
）
第
三
回
党
大
会
の
決
定
に
よ
り
、
首
都
の
中
心
を
国
民
的
感
性
に
合

致
し
た
建
築
で
美
し
く
造
形
し
、
東
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
と
建
築
の
模
範
を
示
す
べ

く
建
設
さ
れ
た
。
そ
の
指
針
は
一
九
五
一
年
一
一
月
の
ベ
ル
リ
ン
国
民
建
設
綱
領

で
示
さ
れ
、
一
九
五
二
年
二
月
に
起
工
式
が
行
わ
れ
た
。
建
築
様
式
と
し
て
、
東

ド
イ
ツ
指
導
部
は
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
で
は
な
く
「
国
民
的
伝
統
」
を
重
視
し

た
。
す
な
わ
ち
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
形
式
主
義
と
し
て
斥
け
、
そ
の
一
方
で
、
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
独
自
性
を
示
す
も
の
と
し
て
一
九
世
紀
の
シ
ン
ケ
ル
（K

arl Friedrich 

Schinkel

）
の
新
古
典
主
義
と
の
接
続
を
意
識
し
つ
つ
、
ス
タ
ー
リ
ン
様
式
と
よ
ば

れ
る
社
会
主
義
的
古
典
主
義
を
採
用
し
た）

3
（

。

こ
れ
に
対
し
西
ベ
ル
リ
ン
市
政
府
は
、
一
九
五
三
年
に
ハ
ン
ザ
地
区
で
の
国
際
建

築
博
覧
会
イ
ン
タ
ー
バ
ウ
（Interbau

）
の
開
催
を
決
定
し
た
。
一
九
五
六
年
の
博

覧
会
に
あ
わ
せ
て
ハ
ン
ザ
地
区
を
再
開
発
し
、
そ
れ
自
体
を
展
示
物
と
し
て
公
開
す

る
と
と
も
に
、
博
覧
会
終
了
後
も
実
際
に
住
宅
地
と
し
て
使
用
す
る
と
い
う
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
。
西
ベ
ル
リ
ン
市
政
府
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
大
通
り
の
建
設
に
、
モ

ダ
ニ
ズ
ム
建
築
に
よ
る
都
市
空
間
の
刷
新
を
対
置
し
、
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
人
建
築
家

だ
け
で
な
く
一
四
ヶ
国
か
ら
五
三
人
の
建
築
家
を
招
く
こ
と
で
、
そ
の
国
際
性
を
強

調
し
た
。
ま
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
再
開
発
に
際
し
て
は
、
西
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画

モ
デ
ル
と
し
て
、
稠
密
な
都
市
を
否
定
し
低
密
度
化
を
進
め
、
都
市
に
そ
の
対
概
念

と
み
な
さ
れ
る
田
園
や
農
村
の
要
素
を
と
り
い
れ
る
「
分
節
化
さ
れ
た
開
放
的
な
都

市（gegliederte und aufgelockerte Stadt

）」や「
都
市
農
村
世
界（Stadtlandschaft

）」

の
実
現
が
試
み
ら
れ
た）

4
（

。

図１　スターリン大通り

図 2　西ベルリン・ハンザ地区
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ス
タ
ー
リ
ン
大
通
り
と
ハ
ン
ザ
地
区
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ス
タ
ー
リ
ン
様
式
と
モ
ダ

ニ
ズ
ム
建
築
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
、
対
比
的
に
理
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
特

に
東
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
の
歴
史
は
、
長
い
こ
と
西
側
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
発
展
の
歴

史
と
み
な
さ
れ
、
ソ
連
の
方
針
の
受
容
と
、
西
側
へ
の
対
抗
ば
か
り
が
重
視
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た）

5
（

。
そ
の
一
方
で
、
こ
の
図
式
に
お
さ
ま
ら
な
い
事
例
が
あ
る
こ
と

や
、
実
践
に
お
い
て
は
矛
盾
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る）

6
（

。
上
記
の
ス
タ

ー
リ
ン
大
通
り
に
つ
い
て
も
、
工
期
に
よ
る
変
化
に
目
を
向
け
る
と
、
こ
れ
ま
で
と

は
異
な
っ
た
見
方
が
可
能
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
一
九
五
二
年
か
ら
五
八
年
に
か

け
て
建
設
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
門
か
ら
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
ベ
ル
ク
広
場
ま
で
の
区

間
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
様
式
で
建
設
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
に
建
設
さ
れ
た
シ
ュ
ト
ラ
ウ

ス
ベ
ル
ク
広
場
か
ら
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
広
場
ま
で
の
区
間
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
に

通
じ
る
様
式
で
建
設
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

7
（

。

本
稿
は
、
こ
の
ス
タ
ー
リ
ン
大
通
り
の
工
期
に
よ
る
変
化
に
注
目
し
、
都
市
計

画
と
住
宅
建
設
に
お
け
る
東
西
間
の
対
抗
の
側
面
だ
け
で
な
く
、
東
西
間
で
共
有
さ

れ
て
い
た
も
の
に
も
目
を
向
け
、
そ
の
う
え
で
、
ど
の
よ
う
な
差
異
化
が
試
み
ら
れ

た
の
か
を
考
察
す
る
。
近
年
の
東
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
と
住
宅
建
設
に
関
す
る
研

究
は
、
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
に
目
を
向
け
て
い
る）

8
（

。
そ
の
際

に
、
一
九
五
〇
年
代
半
ば
の
東
ド
イ
ツ
と
西
側
の
接
触
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
本
稿

も
、
冒
頭
で
述
べ
た
一
九
五
七
年
の
フ
ェ
ン
プ
ー
ル
住
宅
団
地
計
画
を
て
が
か
り
と

す
る
。
こ
れ
は
、
東
西
両
ド
イ
ツ
か
ら
同
数
の
出
品
者
と
同
数
の
審
査
員
を
集
め
た

設
計
コ
ン
ク
ー
ル
で
立
案
さ
れ
た
計
画
で
あ
り
、
こ
う
し
た
も
の
と
し
て
は
、
同
時

代
に
お
い
て
、
初
め
て
の
そ
し
て
唯
一
の
試
み
で
あ
っ
た）

9
（

。
以
下
で
は
、
ス
タ
ー
リ

ン
大
通
り
に
お
け
る
建
築
様
式
の
変
化
に
つ
い
て
そ
の
背
景
を
整
理
し
、
そ
の
う
え

で
、
フ
ェ
ン
プ
ー
ル
計
画
案
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
た
議
論
を
通
じ
て
、
東
西
ド
イ
ツ

の
都
市
計
画
と
住
宅
建
設
に
お
け
る
共
通
点
と
差
異
を
検
討
す
る
。

　
　
　
　

２　

東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
都
市
計
画
と
住
宅
建
設
の
転
換

ス
タ
ー
リ
ン
大
通
り
の
工
期
に
よ
る
様
式
の
変
化
は
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
都
市
計
画
と
住
宅
建
設
の
基
本

方
針
が
転
換
さ
れ
た
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
転
換
の
契
機
と
な
っ

た
の
が
、
ソ
連
の
動
向
で
あ
る
。
一
九
五
三
年
の
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
後
、
消
費
財
生

産
と
生
活
水
準
の
向
上
が
よ
り
重
視
さ
れ
、
一
九
五
四
年
一
一
月
に
モ
ス
ク
ワ
で
開

か
れ
た
全
連
邦
建
築
会
議
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
都
市
建
設
か
ら

離
れ
、
都
市
計
画
と
住
宅
建
設
に
お
い
て
も
経
済
性
を
優
先
す
る
新
た
な
方
針
が
示

さ
れ
た）
10
（

。

こ
の
ソ
連
の
動
き
を
受
け
て
、
同
年
一
二
月
、
東
ド
イ
ツ
で
も
都
市
計
画
と
住

宅
建
設
の
方
針
が
転
換
さ
れ
、
ス
タ
ー
リ
ン
大
通
り
着
工
時
の
「
国
民
的
で
、
美
し

く
、
大
規
模
に
」
建
設
す
る
こ
と
よ
り
も
、
合
理
的
で
効
率
的
な
建
築
が
重
視
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
一
九
五
五
年
四
月
に
は
、
ベ
ル
リ
ン
で
「
よ
り
良
く
、
よ
り

早
く
、
よ
り
安
価
に
建
設
す
る
！
」
を
標
語
に
掲
げ
た
第
一
回
建
築
会
議
が
開
催
さ

れ
、
基
調
報
告
を
行
っ
た
建
設
省
の
コ
ー
ゼ
ル
（G

erhard K
osel

）
が
、
国
有
建
設

企
業
、
建
築
ア
カ
デ
ミ
ー
、
各
地
の
大
学
の
代
表
に
対
し
、
建
築
の
工
業
化
、
す
な

わ
ち
、
規
格
化
さ
れ
た
建
築
部
材
を
大
量
に
生
産
加
工
し
、
現
場
で
部
材
を
組
み
立

て
る
プ
レ
ハ
ブ
工
法
の
推
進
を
今
後
の
課
題
と
し
て
提
示
し
た）
11
（

。
な
お
、
こ
の
コ

ー
ゼ
ル
は
、
戦
間
期
に
ベ
ル
リ
ン
の
シ
ャ
ル
ロ
ッ
テ
ン
ブ
ル
ク
工
科
大
学
で
タ
ウ
ト

（B
runo Taut

）に
建
築
を
学
ん
だ
の
ち
、ソ
連
に
亡
命
し
て
建
築
や
都
市
計
画
の
様
々

な
分
野
で
実
務
経
験
を
つ
ん
だ
人
物
で
、
一
九
五
四
年
一
〇
月
に
建
築
ア
カ
デ
ミ
ー

の
求
め
に
よ
っ
て
東
ド
イ
ツ
に
戻
り
、
建
設
省
で
指
導
的
な
地
位
に
つ
い
て
い
た）
12
（

。

こ
の
一
九
五
四
年
の
転
換
に
は
、
ソ
連
の
動
向
だ
け
で
な
く
国
内
の
社
会
情
勢

も
関
連
し
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
前
年
の
「
六
月
一
七
日
事
件
」
で
、
東
ド
イ
ツ
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政
府
は
大
規
模
な
労
働
者
蜂
起
を
暴
力
的
に
鎮
圧
し
西
側
世
界
か
ら
厳
し
い
批
判
を

浴
び
て
い
た
が
、
こ
の
労
働
者
蜂
起
の
発
火
点
と
な
っ
た
の
が
ス
タ
ー
リ
ン
大
通
り

の
建
設
現
場
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
図
３
）。
ス
タ
ー
リ
ン
大
通
り
の
建
設
は
、

合
理
化
も
試
み
ら
れ
て
い
た
が
手
作
業
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
お
り
、
建
設
の
コ
ス

ト
は
高
く
進
度
も
ゆ
っ
く
り
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
左
官
職
人
な
ど

建
設
労
働
者
の
労
働
ノ
ル
マ
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
労
働
者
の
蜂

起
が
発
生
し
、
さ
ら
に
東
ベ
ル
リ
ン
全
体
へ
と
広
が
り
大
規
模
化
し
た
。
こ
う
し
た

国
内
的
な
背
景
か
ら
も
、
建
築
の
工
業
化
は
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た）
13
（

。

　

こ
の
転
換
を
受
け
て
、
東
ベ
ル
リ
ン
の
都
市
計
画
責
任
者
と
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
大

通
り
建
設
に
深
く
関
与
し
て
き
た
ヘ
ン
ゼ
ル
マ
ン
（H

erm
ann H

enselm
ann

）
は
、

一
九
五
五
年
六
月
、『
ゾ
ン
タ
ー
ク
（Sonntag
）』
紙
に
「
建
築
ア
カ
デ
ミ
ー
の
自

己
批
判
」
と
題
す
る
論
説
を
発
表
し
、
ス
タ
ー
リ
ン
大
通
り
に
つ
い
て
は
、
着
工
済

み
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
門
を
完
成
さ
せ
る
一
方
で
、
他
の
箇
所
に
つ
い
て
は
異
な
る

様
式
で
建
設
す
る
こ
と
に
言
及
し
た）
14
（

。さ
ら
に
、西
側
諸
国
の
建
築
家
、都
市
計
画
家
、

建
設
技
術
者
と
の
交
流
が
試
み
ら
れ
、
特
に
パ
リ
、
マ
ル
セ
イ
ユ
、
ル
ア
ー
ブ
ル
な

ど
フ
ラ
ン
ス
の
都
市
が
視
察
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
五
六
年
七
月
に
は
、
建
築
ア
カ

デ
ミ
ー
指
導
部
が
、
ハ

ン
ブ
ル
ク
の
建
築
家
グ

ル
ー
プ
の
招
待
に
応
じ

同
地
を
訪
問
し
た
。
ヘ

ン
ゼ
ル
マ
ン
は
、
こ
の

機
会
に
東
西
両
ド
イ
ツ

の
建
築
家
が
参
加
す
る

設
計
コ
ン
ク
ー
ル
の
着

想
を
え
て
、
帰
国
後
、

こ
の
ア
イ
デ
ア
が
フ
ェ
ン
プ
ー
ル
で
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た）
15
（

。

　
　
　
　

３　

フ
ェ
ン
プ
ー
ル
住
宅
団
地
計
画
案

ハ
ン
ブ
ル
ク
視
察
の
二
か
月
後
、
東
ベ
ル
リ
ン
の
リ
ヒ
テ
ン
ベ
ル
ク
地
区
評
議

会
が
「
フ
ェ
ン
プ
ー
ル
周
辺
地
域
の
住
宅
・
保
養
地
区
」
に
建
設
す
る
住
宅
団
地
の

設
計
コ
ン
ク
ー
ル
開
催
を
決
定
し
、
同
年
九
月
一
一
日
に
は
、
東
西
両
ド
イ
ツ
の
建

築
家
を
対
象
に
そ
の
要
項
を
発
表
し
た
。
計
画
の
対
象
は
七
三
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の

敷
地
で
、
そ
こ
に
四
四
〇
〇
戸
（
人
口
一
万
七
三
〇
〇
人
）
の
住
宅
と
公
共
施
設
を

建
設
し
、
住
宅
は
規
格
化
さ
れ
工
業
的
に
建
設
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
条
件
と

さ
れ
た
。
さ
ら
に
、計
画
地
域
の
構
成
と
し
て
、四
つ
の
「
住
区
（W

ohnkom
plex

）」

を
設
け
、
各
住
区
の
中
心
に
学
校
、
幼
稚
園
・
託
児
所
、
商
店
・
飲
食
店
な
ど
の
施

設
を
、
ま
た
、
計
画
地
域
全
体
の
中
心
に
、
よ
り
大
規
模
な
商
店
、
行
政
施
設
、
図

書
館
、
集
会
所
、
青
少
年
用
施
設
、
余
暇
施
設
、
映
画
館
、
診
療
所
・
病
院
を
設
置

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
計
画
案
の
提
出
期
限
は
一
九
五
七
年
二
月
二
八
日
と
さ

れ
、
三
月
一
五
日
に
選
定
さ
れ
る
計
画
案
に
し
た
が
っ
て
、
一
九
五
九
年
に
住
宅
団

地
を
建
設
す
る
予
定
で
あ
っ
た）
16
（

。
も
っ
と
も
、
コ
ン
ク
ー
ル
終
了
後
の
一
九
五
七
年

夏
に
、
西
ド
イ
ツ
政
府
が
、
東
ベ
ル
リ
ン
の
中
心
地
域
を
計
画
地
に
含
む
「
首
都
ベ

ル
リ
ン
」
コ
ン
ク
ー
ル
を
開
催
し
た
こ
と
で
政
治
的
緊
張
が
高
ま
り
、
結
果
的
に
計

画
案
に
も
と
づ
く
住
宅
団
地
は
建
設
さ
れ
な
か
っ
た）
17
（

。

こ
の
よ
う
に
建
物
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
本
稿
は
、
計

画
案
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
た
議
論
に
注
目
す
る
。
フ
ェ
ン
プ
ー
ル
・
コ
ン
ク
ー
ル
は
、

実
際
に
、
東
西
両
ド
イ
ツ
か
ら
同
数
の
出
品
者
と
審
査
員
が
参
加
し
て
行
わ
れ
た
。

ま
ず
、
参
加
者
の
人
的
構
成
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
出
品
者

は
、
東
西
ド
イ
ツ
か
ら
八
名
ず
つ
計
一
六
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
な
か
で
注
目
さ
れ
る

図 3　スターリン大通り、レンガを
積む建設労働者（1952年）
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の
が
、マ
イ
（Ernst M

ay

）
と
ラ
イ
ヒ
ョ
ウ
（H

ans-B
ernhard R

eichow

）
で
あ
る
。

マ
イ
は
、
戦
間
期
を
代
表
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
家
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
で
郊
外
住
宅
団
地
建
設
、
住
宅
の
合
理
化
と
規
格
化
、
そ
し
て
プ
レ
ハ
ブ
工

法
を
推
進
し
て
い
た
。
世
界
恐
慌
の
影
響
で
ド
イ
ツ
で
の
建
築
活
動
が
困
難
に
な
る

と
、
一
九
三
〇
年
に
は
ソ
連
に
赴
き
工
業
都
市
の
計
画
に
か
か
わ
っ
た
。
ナ
チ
体
制

成
立
後
は
英
領
東
ア
フ
リ
カ
に
亡
命
し
、
一
九
五
四
年
に
西
ド
イ
ツ
へ
も
ど
る
と
、

ハ
ン
ブ
ル
ク
に
本
拠
を
置
く
ド
イ
ツ
労
働
総
同
盟
傘
下
の
公
益
的
住
宅
建
設
会
社
ノ

イ
エ
・
ハ
イ
マ
ー
ト
で
、「
近
隣
住
区）
18
（

」
を
実
践
す
る
住
宅
団
地
を
て
が
け
た）
19
（

。
ラ

イ
ヒ
ョ
ウ
は
、
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
の
指
導
的
理
念
と
な
る
「
都
市
農
村
世

界
」
を
一
九
四
八
年
の
著
書
で
提
唱
し
た
人
物
で
あ
る
。
戦
間
期
に
は
メ
ン
デ
ル
ゾ

ー
ン
（Erich M

endelsohn

）
の
も
と
で
働
い
た
の
ち
、
ド
レ
ス
デ
ン
や
ブ
ラ
ウ
ン

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
の
建
設
参
事
官
を
つ
と
め
た
。
ナ
チ
期
に
は
グ
チ
ョ
フ
（K

onstanty 

G
utschow

）
の
も
と
で
、「
近
隣
住
区
」
を
「
住
宅
団
地
細
胞
と
し
て
の
地
域
グ
ル

ー
プ
」
と
し
て
ナ
チ
党
組
織
に
位
置
付
け
た
ハ
ン
ブ
ル
ク
都
市
計
画
に
関
わ
り
、
シ

ュ
ペ
ー
ア
（A

lbert Speer

）
の
空
襲
被
災
都
市
再
建
委
員
会
で
も
活
動
し
て
い
た）
20
（

。 

審
査
員
は
東
西
ド
イ
ツ
か
ら
二
名
ず
つ
計
四
名
で
構
成
さ
れ
た
。
東
ド
イ
ツ
か

ら
は
、
ま
ず
発
案
者
の
ヘ
ン
ゼ
ル
マ
ン
が
審
査
員
を
つ
と
め
た
。
ヘ
ン
ゼ
ル
マ
ン

は
、「
国
民
的
伝
統
」
と
社
会
主
義
的
古
典
主
義
に
よ
る
ス
タ
ー
リ
ン
大
通
り
建
設

を
主
導
し
て
い
た
が
、
そ
の
最
初
の
建
築
は
一
九
三
〇
年
の
レ
マ
ン
湖
畔
の
ケ
ン

ウ
ィ
ン
邸
（H

aus K
enW

in

）
で
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
ェ
の
影
響
を
強
く
う
け
た
モ

ダ
ニ
ズ
ム
建
築
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
期
に
は
様
々
な
建
築
家
の
ア
ト
リ
エ
で
ス
タ
ッ
フ

と
し
て
働
き
、
戦
後
に
は
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
建
築
家

ニ
ッ
セ
ン
（G

odbar N
issen

）
を
通
じ
て
、
後
述
す
る
ヘ
ー
ベ
ブ
ラ
ン
ト
（W

erner 

H
ebebrand

）
な
ど
同
地
の
建
築
家
に
接
触
す
る
こ
と
に
な
っ
た）
21
（

。
も
う
ひ
と
り
の

東
ド
イ
ツ
か
ら
の
審
査
員
を
つ
と
め
た
の
が
、
建
築
ア
カ
デ
ミ
ー
の
副
会
長
コ
ラ
イ

ン(Edm
und C

ollein)

で
あ
る
。
コ
ラ
イ
ン
も
、
戦
間
期
に
バ
ウ
ハ
ウ
ス
で
学
ぶ
な

ど
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
関
わ
り
の
深
い
建
築
家
で
、
こ
の
の
ち
、
ス
タ
ー
リ
ン
大
通
り
の

残
っ
た
区
間
の
建
設
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
に
な
る）
22
（

。

西
ド
イ
ツ
か
ら
審
査
員
に
名
を
連
ね
た
の
は
、
ヘ
ー
ベ
ブ
ラ
ン
ト
と
ヒ
レ
ブ
レ

ヒ
ト
（R

udolf H
illebrecht

）
で
あ
る
。
ヘ
ー
ベ
ブ
ラ
ン
ト
は
、
戦
間
期
の
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
と
ソ
連
で
、
マ
イ
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
活
動
し
て
い
た
。
マ
イ
が
東
ア
フ

リ
カ
に
去
っ
た
あ
と
も
ソ
連
に
留
ま
っ
て
い
た
が
、
一
九
三
八
年
に
ド
イ
ツ
へ
帰
国

し
、
ザ
ル
ツ
ギ
ッ
タ
ー
の
ヘ
ル
マ
ン
・
ゲ
ー
リ
ン
グ
工
場
都
市
計
画
に
従
事
し
た
の

ち
、
シ
ュ
ペ
ー
ア
の
空
襲
被
災
都
市
再
建
委
員
会
で
働
い
た
。
戦
後
は
一
九
五
二
年

か
ら
六
四
年
ま
で
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
の
建
設
局
長
を
つ
と
め
た
。
ヒ
レ
ブ
レ
ヒ
ト
は
、

マ
イ
や
タ
ウ
ト
ら
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
家
に
影
響
を
与
え
、
シ
ュ
ペ
ー
ア
の
師
で
も
あ

っ
た
テ
ッ
セ
ノ
ウ（H

einrich Tessenow

）の
も
と
で
建
築
を
学
ん
だ
。
ナ
チ
期
に
は
、

グ
チ
ョ
フ
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
都
市
計
画
に
関
わ
り
、
そ
の
後
は
ヘ
ー
ベ
ブ
ラ
ン
ト
と
同

様
に
シ
ュ
ペ
ー
ア
委
員
会
で
働
い
た
。
戦
後
は
一
九
四
八
年
か
ら
七
五
年
ま
で
ハ
ノ

ー
フ
ァ
ー
の
建
設
参
事
官
を
つ
と
め
た）
23
（

。

こ
の
よ
う
に
、
審
査
員
や
主
要
な
出
品
者
は
、
共
通
し
て
戦
間
期
に
モ
ダ
ニ
ズ

ム
建
築
を
経
験
し
て
い
た
。
さ
ら
に
マ
イ
と
ヘ
ー
ベ
ブ
ラ
ン
ト
、
そ
し
て
コ
ラ
イ
ン

に
は
ソ
連
で
の
活
動
経
験
が
あ
り
、
ま
た
西
ド
イ
ツ
の
建
築
家
の
間
に
は
、
亡
命
し

て
い
た
マ
イ
を
除
き
、
ナ
チ
期
の
活
動
の
重
な
り
を
指
摘
で
き
る
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム

建
築
を
共
通
の
基
盤
と
し
、
そ
の
後
、
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
下
の
ソ
連
、
ナ
チ
体
制
、

亡
命
先
の
英
領
植
民
地
と
異
な
る
条
件
に
適
応
し
つ
つ
建
築
家
と
し
て
の
活
動
を
続

け
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
戦
間
期
か
ら
大
戦
期
に
か
け
て
の
人
的
結
合
は
戦
後

も
生
き
続
け
て
お
り
、東
西
ド
イ
ツ
の
政
治
体
制
の
境
界
を
超
え
た
フ
ェ
ン
プ
ー
ル
・

コ
ン
ク
ー
ル
の
開
催
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

計
画
案
に
目
を
転
じ
る
と
、
審
査
員
に
よ
っ
て
一
等
に
選
出
さ
れ
た
の
は
マ
イ
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案
（
図
４
）
で
あ
っ
た
。
選
評
で
は
、「
空
間
的
な
分
節
に
よ
っ
て
好
ま
し
い
印
象

を
与
え
」、
さ
ら
に
「
緑
地
帯
が
豊
か
な
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
」
こ
と
が
指
摘
さ

れ
た）
24
（

。
マ
イ
自
身
も
、「
住
宅
地
区
全
体
を
都
市
農
村
世
界
へ
と
変
え
、
町
の
中
心

に
位
置
す
る
緑
地
を
体
系
的
な
分
岐
に
よ
っ
て
個
々
の
住
居
に
ま
で
導
く
努
力
が
な

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
25
（

」
と
述
べ
、
同
時
代
の
西
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
モ
デ
ル
で

あ
る
「
分
節
化
さ
れ
た
解
放
的
な
都
市
」
と
、
そ
の
な
か
で
の
緑
化
に
よ
る
「
都
市

農
村
世
界
」
の
実
現
を
計
画
案
の
基
本
構
想
と
し
て
い
た
。

そ
の
う
え
で
、
個
々
の
建
物
の
建
設
に
つ
い
て
は
「
住
棟
を
、
規
格
化
建
材
の

組
み
立
て
に
よ
る
現
代
的
な
建
設
に
配
慮
し
て
造
形
」
し
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
に
、

ク
レ
ー
ン
走
行
レ
ー
ル
を
用
い
て
効
率
的
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
」
こ
と
を
企
図
し
て

い
た）
26
（

。
プ
レ
ハ
ブ
工
法
を
前
面
に
す
え
る
こ
と
は
、
東
ド
イ
ツ
側
の
関
心
に
こ
た
え

る
も
の
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、「
防
水
の
外

面
を
そ
な
え
た
発
砲
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
プ
レ
ー
ト
を
用

い
、
外
壁
モ
ル
タ
ル
の
塗
装

は
行
わ
な
い
こ
と
を
提
案
す

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
か
な

り
の
節
約
を
達
成
で
き
る
だ

け
で
な
く
、
接
合
部
が
目
に

見
え
る
こ
と
で
、
表
面
構
成

の
基
準
と
な
る）
27
（

」
と
述
べ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。こ
れ
は
、

あ
え
て
プ
レ
ー
ト
の
接
合
部

を
塗
装
で
覆
わ
ず
、
プ
レ
ハ

ブ
工
法
で
建
設
さ
れ
た
こ
と

が
一
目
で
わ
か
る
よ
う
に
す
る
提
案
で
あ
り
、
実
際
の
建
物
で
そ
の
成
果
を
わ
か
り

や
す
く
示
す
狙
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

西
ド
イ
ツ
の
建
築
家
が
一
等
に
選
ば
れ
た
結
果
に
対
し
て
は
、
多
く
の
論
評
が

よ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
こ
の
の
ち
建
築
ア
カ
デ
ミ
ー
の
理
論
部
門
で
大
き

な
役
割
を
果
た
す
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（H

ans Schm
idt

）
の
評
も
あ
っ
た
。
こ
の
シ
ュ
ミ

ッ
ト
も
、
コ
ン
ク
ー
ル
の
参
加
者
と
同
様
に
、
一
九
二
八
年
の
近
代
建
築
国
際
会
議

（
Ｃ
Ｉ
Ａ
Ｍ
）
設
立
に
加
わ
る
な
ど
戦
間
期
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
と
関
わ
り
を
も
ち
、

マ
イ
と
は
ソ
連
で
活
動
を
と
も
に
し
て
い
た）
28
（

。
そ
の
論
評
で
は
、
コ
ン
ク
ー
ル
に
提

出
さ
れ
た
東
ド
イ
ツ
の
建
築
家
の
計
画
案
が
、
西
ド
イ
ツ
の
建
築
家
の
計
画
案
と
区

別
が
つ
か
な
い
ほ
ど
似
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、「
社
会
主
義
的
都
市
計

画
」
は
い
ま
だ
発
展
途
上
で
あ
り
、
そ
の
発
展
を
「
西
側
の
都
市
計
画
の
経
験
を
手

が
か
り
に
進
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
間
違
い
で
は
な
い
」
と
、
西
側
の
都
市
計
画

を
参
照
す
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る）
29
（

。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
同
時
に
西

側
の
限
界
も
指
摘
し
、
そ
こ
か
ら
距
離
を
保
つ
姿
勢
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
我
々
が
西
側
の
都
市
計
画
の
否
定
的
な
現
象
の
も
と
に
留
ま
る
場
合
」、

そ
れ
は「
本
末
転
倒
」で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
マ
イ
の
計
画
案
に
つ
い
て
も
、「
我
々

の
建
築
家
に
対
し
、
好
ま
し
い
方
向
を
示
し
た
と
い
う
長
所
が
あ
る
」
が
、「
こ
の

こ
と
と
、
彼
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
資
本
主
義
的
都
市
計
画
が
は
ま
り
込
ん
で
い
る

限
界
を
超
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
し
な
い
」
こ
と
を
強
調
し
て
い
る）
30
（

。

　

そ
れ
で
は
、
東
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
と
建
築
に
お
い
て
、
西
側
を
参
照
し
つ
つ
同

時
に
差
異
化
が
試
み
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
論
点
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
マ
イ
の
計
画
案
は
、
合
理
的
な
プ
レ
ハ
ブ
工
法
を
推
進
す
る
点
で
、
一
九
五
四

年
の
転
換
以
降
に
東
ド
イ
ツ
で
重
視
さ
れ
た
建
築
の
工
業
化
と
整
合
的
で
あ
り
、
い

わ
ば
東
ド
イ
ツ
側
の
関
心
を
先
取
り
し
た
か
た
ち
で
、
こ
の
過
程
を
さ
ら
に
推
し
進

め
る
も
の
で
あ
っ
た）
31
（

。
そ
の
一
方
で
、
計
画
案
全
体
の
基
本
構
想
は
、「
分
節
化
さ

図 4　マイのフェンプール計画案
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れ
た
解
放
的
な
都
市
」
と
「
都
市
農
村
世
界
」
と
い
う
西
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
モ
デ

ル
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
。
マ
イ
の
計
画
案
に
対
す
る
選
評
で
、
空
間
の
分
節
化
と

緑
化
が
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
た
が
、
同
時
代
の
東
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
に
お
い

て
、
都
市
を
分
節
化
す
る
単
位
と
そ
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な

さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　

４　

東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
住
区
」
を
め
ぐ
る
議
論

フ
ェ
ン
プ
ー
ル
の
計
画
案
が
満
た
す
べ
き
要
件
と
し
て
、
対
象
地
域
に
四
つ
の

「
住
区
」
を
設
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
マ
イ
は
、
一
九
五
七
年
一
一
月
の

小
冊
子
で
フ
ェ
ン
プ
ー
ル
計
画
案
を
紹
介
し
、
こ
の
四
つ
の
「
住
区
」
を
「
近
隣
住

区
」
と
し
て
示
し
て
い
る）
32
（

。
ま
た
、
フ
ェ
ン
プ
ー
ル
計
画
の
要
件
を
み
る
と
、
人
口

の
規
模
や
通
過
交
通
の
排
除
、
さ
ら
に
、
各
「
住
区
」
と
計
画
地
全
体
に
、
住
宅
だ

け
で
な
く
学
校
や
店
舗
な
ど
の
施
設
や
緑
地
を
配
置
す
る
こ
と
を
求
め
る
な
ど
、
そ

の
内
容
は
「
近
隣
住
区
」
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
一
九
五
八
年
の
論
説
で
「
住
区
」
を
「
近
隣
住
区
」

と
区
別
し
、「
ソ
連
の
社
会
主
義
的
都
市
計
画
が
生
み
出
し
た
も
の
」
と
明
確
に
位

置
付
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
も
と
も
と
ロ
シ
ア
語
の
『
街
区
（Q

uartal

）』
は
、

四
方
を
通
り
に
囲
ま
れ
た
四
角
い
家
屋
群
を
示
す
も
の
で
、
碁
盤
目
状
の
ロ
シ
ア
の

地
方
都
市
に
お
け
る
基
本
単
位
で
あ
っ
た
」
が
、「
ソ
連
の
都
市
計
画
の
理
論
と
実

践
の
発
展
と
と
も
に
、『
街
区
』
は
、
よ
り
大
き
な
都
市
計
画
上
の
単
位
の
呼
称
と

な
っ
た
。
こ
れ
は
、
住
宅
と
そ
れ
に
付
属
す
る
公
共
施
設
を
含
む
も
の
で
、
我
々
の

住
区
に
相
当
す
る
」
と
し
、「
住
区
」
を
ソ
連
の
都
市
計
画
の
系
譜
に
位
置
付
け
て

い
る）
33
（

。
そ
の
一
方
で
、「
西
側
の
都
市
計
画
は
、
そ
れ
ま
で
彼
ら
に
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
住
区
概
念
を
、
一
九
三
〇
年
以
降
に
初
め
て
取
り
入
れ
た
」
が
、「
大
都
市

の
解
体
を
目
指
す
『
近
隣
住
区
』
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
で
、
正
反
対
の
も
の
へ
変
化

さ
せ
た
」
と
述
べ
、「
近
隣
住
区
」
を
否
定
的
な
評
価
と
と
も
に
西
側
世
界
に
属
す

る
も
の
と
位
置
付
け
て
い
る）

34
（

。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
で
は
、「
街
区
」
は
ソ
連
の
都

市
計
画
が
「
近
隣
住
区
」
に
先
行
し
て
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、「
住
区
」
も
ま
た
、

「
近
隣
住
区
」
と
は
系
譜
の
異
な
る
概
念
と
い
う
こ
と
に
な
る）
35
（

。
以
下
で
は
、
こ
の

議
論
を
ふ
ま
え
、
東
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
に
お
い
て
「
住
区
」
が
ど
の
よ
う
に
解
釈

さ
れ
て
い
た
の
か
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
東
西
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
の
共
通
点
と
差

異
を
考
え
た
い
。

東
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、「
住
区
」
は
、
一
九
五
〇
年
七
月
に
東
ド
イ
ツ
政
府
に
よ

っ
て
決
議
さ
れ
た
「
都
市
計
画
の
一
六
基
本
原
則
」
の
第
一
〇
項
目
に
掲
げ
ら
れ
て

い
た
。
こ
の
原
則
は
、
同
年
四
月
に
ソ
連
の
都
市
建
設
省
か
ら
、
東
ド
イ
ツ
の
政
治

指
導
部
と
建
築
家
に
対
し
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
ソ
連
の
経
験
に

基
づ
く
こ
の
原
則
か
ら
、
都
市
計
画
に
お
い

て
実
際
の
指
針
と
な
る
「
住
区
」
理
論
を
発

展
さ
せ
る
こ
と
が
東
ド
イ
ツ
の
建
築
家
、
都

市
計
画
家
の
課
題
と
な
っ
た
。
こ
の
過
程

で
画
期
と
な
っ
た
の
が
、
一
九
五
三
年
に

建
築
ア
カ
デ
ミ
ー
の
ユ
ン
グ
ハ
ン
ス
（K

urt 

Junghanns

）
が
提
示
し
た
「
住
区
」
モ
デ

ル
で
あ
る
（
図
５
）。
こ
の
モ
デ
ル
に
基
づ

い
て
、
翌
五
四
年
に
は
都
市
計
画
の
指
針
と

し
て
『
都
市
計
画
の
要
素
と
し
て
の
住
区
』

が
刊
行
さ
れ
た）
36
（

。

こ
こ
で
ユ
ン
グ
ハ
ン
ス
は
、「
住
区
」

の
機
能
と
し
て
、「
住
宅
地
を
開
放
し

図 5　ユングハンスの「住区」モデル
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（aufl ockern

）、
最
大
限
に
緑
化
し
、
十
分
な
日
照
の
住
居
を
静
か
な
環
境
の
な
か

に
創
出
す
る
」
と
と
も
に
、「
公
共
施
設
を
合
理
的
に
配
置
し
て
、
そ
こ
へ
の
距
離

を
短
く
保
つ
」
こ
と
で
、
健
康
的
な
住
居
を
提
供
し
、
社
会
生
活
へ
の
参
加
を
可
能

に
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る）
37
（

。
し
か
し
、こ
れ
は
「
近
隣
住
区
」
も
同
じ
で
あ
り
、「
開

放
す
る（aufl ockern
）」と
い
う
語
彙
も
同
時
代
の「
分
節
化
さ
れ
た
開
放
的
な
都
市
」

と
い
う
西
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
モ
デ
ル
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
な
か
で
、「
近
隣
住
区
」
か
ら
「
住
区
」
を
差
異
化
す
る
際
に
ユ
ン
グ

ハ
ン
ス
が
強
調
し
た
の
が
空
間
の
境
界
線
の
意
味
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
西
側
の

「
近
隣
住
区
」
は
、「
小
さ
な
孤
立
し
た
家
屋
群
を
用
い
て
密
接
な
隣
人
関
係
を
発
展

さ
せ
る
こ
と
で
、社
会
意
識
の
崩
壊
と
人
間
の
社
会
的
孤
立
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
」

が
、「
住
区
」
に
お
い
て
は
、「
こ
れ
と
は
反
対
に
、
都
市
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
を
生
き

生
き
と
し
た
統
一
体
へ
と
統
合
し
、個
々
の
住
民
を
都
市
全
体
と
関
係
付
け
る
こ
と
」

が
基
本
理
念
で
あ
り
、「
そ
れ
ゆ
え
、境
界
と
な
る
通
り
や
広
場
は
分
断
線
で
は
な
く
、

住
区
と
住
区
を
、
そ
し
て
〔
住
区
の
上
位
に
位
置
す
る
単
位
で
あ
る
〕
住
宅
地
区
と

住
宅
地
区
を
結
び
つ
け
る
最
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
」
こ
と
を
強
調
す
る）
38
（

。
こ
の
よ

う
に
、
孤
立
し
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
「
近
隣
住
区
」
に
よ
る
分
断
に
、
全
体
へ

と
結
び
つ
け
ら
れ
る
「
住
区
」
に
よ
る
統
合
が
対
置
さ
れ
た
。

　

東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
住
区
」
概
念
の
発
展
に
と
っ
て
さ
ら
な
る
画
期
と
な
っ
た

の
が
、
一
九
五
七
年
夏
の
西
ド
イ
ツ
政
府
に
よ
る
「
首
都
ベ
ル
リ
ン
」
コ
ン
ク
ー

ル
で
あ
っ
た
。
同
年
一
〇
月
、こ
の
動
き
に
対
抗
し
て
、Ｓ
Ｅ
Ｄ
中
央
委
員
会
が
「
住

区
」
理
論
の
改
訂
と
東
ベ
ル
リ
ン
中
心
部
に
お
け
る
「
社
会
主
義
的
住
区
」
の
建
設

を
決
定
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
翌
年
五
月
に
ユ
ン
グ
ハ
ン
ス
の
「
住
区
」
に
代
わ

る
も
の
と
し
て
、シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
「
社
会
主
義
的
住
区
」
モ
デ
ル
を
提
示
し
（
図
６
）、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
コ
ラ
イ
ン
、
コ
ー
ゼ
ル
が
中
心
と
な
っ
て
編
集
し
た
『
社
会
主
義
的

住
区
』
が
新
た
な
都
市
計
画
の
指
針
と
し
て
建
設
省
と
建
築
ア
カ
デ
ミ
ー
か
ら
刊
行

さ
れ
た）
39
（

。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、「
社

会
主
義
的
住
区
」
と
こ
れ

ま
で
の
「
住
区
」
お
よ
び

西
側
の
「
近
隣
住
区
」
と

の
違
い
と
し
て
強
調
し
た

の
が
、
住
区
内
部
の
建
物

の
配
置
と
そ
れ
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
る
空
間
構
成

で
あ
っ
た
。
ま
ず
、「
社

会
主
義
的
住
区
」
で
は
、「
中
庭
の
四
方
を
全
て
建
物
で
囲
む
よ
う
な
、
か
つ
て
の

閉
じ
ら
れ
た
建
物
の
配
置
（geschlossene B

ebauung

）」
が
斥
け
ら
れ
る
。
そ
の
う

え
で
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、「
規
格
化
さ
れ
た
組
み
立
て
工
法
を
用
い
る

こ
と
で
、
最
も
簡
素
な
、
周
囲
に
建
物
が
建
て
ら
れ
て
い
な
い
構
造
が
も
た
ら
さ
れ
、

開
か
れ
た
建
物
の
配
置
（offene B

ebauung

）
と
い
う
原
則
へ
の
移
行
」
が
生
じ
、

こ
れ
に
よ
っ
て
「
通
り
と
街
区
の
内
部
と
い
う
空
間
的
分
離
が
消
え
、
連
続
し
た
空

間
が
創
出
さ
れ
る
」
と
い
う）
40
（

。
つ
ま
り
、
住
棟
で
囲
ま
れ
た
、
閉
じ
た
空
間
が
う
ま

れ
る
の
を
避
け
、
内
側
と
外
側
と
い
う
分
離
が
消
え
た
空
間
の
連
続
性
を
重
視
し
た

建
物
の
配
置
を
、「
社
会
主
義
的
住
区
」
の
原
則
と
し
た
の
で
あ
る
。
図
５
と
図
６

を
比
較
す
る
と
、
ユ
ン
グ
ハ
ン
ス
の
モ
デ
ル
で
は
、
長
方
形
の
住
棟
が
交
わ
り
、
隅

が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
複
数
生
ま
れ
て
い
る
が
、シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
モ
デ
ル
で
は
、

住
棟
が
互
い
に
交
わ
る
こ
と
な
く
、
独
立
し
て
建
っ
て
お
り
、
建
物
に
よ
っ
て
閉
じ

ら
れ
た
空
間
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
開
か
れ
た
建
物
の
配
置
」
と
「
連
続
的
な
空
間
」
に
は
、
西

側
で
み
ら
れ
る
「
住
民
の
孤
立
」
に
対
抗
す
る
社
会
意
識
を
も
た
ら
す
と
い
う
意
味

図 6　シュミットの
「社会主義的住区」モデル
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が
付
与
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
重
視
さ
れ
た
の
が
、
社
交
組
織
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、「
社
会
主
義
的
住
区
に
お
け
る
住
棟
の
グ
ル
ー
プ
分
け
は
、
社
会
主
義

社
会
の
政
治
的
、
文
化
的
、
物
質
的
な
生
活
に
と
っ
て
ま
す
ま
す
重
要
な
役
割
を
果

た
す
、
住
宅
地
に
お
け
る
社
交
組
織
の
配
置
に
従
う
」
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て

建
て
ら
れ
て
い
る
住
棟
を
、
社
交
組
織
を
通
じ
て
関
係
付
け
、
ま
と
ま
り
を
形
成
す

る
こ
と
が
企
図
さ
れ
た）
41
（

。

こ
う
し
て
「
社
会
主
義
的
住
区
」
で
は
、
西
側
に
お
け
る
「
住
民
の
孤
立
」
と
の

対
比
の
な
か
で
、
社
交
と
住
民
の
連
帯
感
を
促
進
す
る
社
会
性
が
強
調
さ
れ
た
。
社

会
性
の
強
調
は
、
ユ
ン
グ
ハ
ン
ス
の
「
住
区
」
と
も
共
通
す
る
が
、
ユ
ン
グ
ハ
ン
ス

が
境
界
線
の
解
釈
を
通
じ
て
そ
れ
を
試
み
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
住
区
内
の
建
物

の
配
置
が
焦
点
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
こ
う
し
た
建
物
の
配
置
と

空
間
構
成
が
、「
規
格
化
さ
れ
た
組
み
立
て
工
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
最
も
簡
素
な
、

周
囲
に
建
物
が
建
て
ら
れ
て
い
な
い
構
造
が
も
た
ら
さ
れ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
建
築

の
工
業
化
と
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
フ
ェ
ン
プ
ー
ル
計
画
案
に
つ
い
て
マ

イ
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
プ
レ
ハ
ブ
工
法
に
よ
る
建
設
で
は
、
組
み
立
て
ク
レ
ー

ン
や
関
連
す
る
機
材
の
ア
ク
セ
ス
が
重
要
で
あ
り
、
マ
イ
の
計
画
案
で
も
長
方
形
の

住
棟
が
互
い
に
交
わ
る
こ
と
な
く
、
並
行
に
並
べ
ら
れ
て
い
た
（
図
４
）。
こ
う
し
た

工
業
化
は
、
第
一
に
は
、
経
済
性
の
観
点
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
、「
閉

じ
ら
れ
た
」
配
置
と
「
開
か
れ
た
」
配
置
の
対
比
と
と
も
に
、
住
民
の
連
帯
感
を
涵

養
し
社
会
性
を
支
え
る
も
の
へ
と
、
そ
の
意
味
が
再
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
述
し
た
一
九
五
七
年
一
〇
月
の
Ｓ
Ｅ
Ｄ
中
央
員
会
で
は
、
東
ベ
ル
リ
ン
中
心
部

に
お
け
る
「
社
会
主
義
的
住
区
」
の
建
設
が
決
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
舞
台
と
な

っ
た
の
が
ス
タ
ー
リ
ン
大
通
り
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
ベ
ル
ク
広
場
と
ア
レ
ク

サ
ン
ダ
ー
広
場
の
間
の
空
間
に
つ
い
て
、
一
九
五
八
年
か
ら
五
九
年
に
か
け
て
複
数

の
計
画
案
が
立
案
さ
れ
た
の
ち
、
コ
ラ
イ
ン
と
ド
ゥ
チ
ュ
ケ
（W

erner D
utschke

）

の
二
つ
の
草
案
が
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
こ
の
計
画
案
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
大
通
り

を
挟
ん
で
北
側
と
南
側
に
一
つ
ず
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
住
民
八
〇
〇
〇
人
の
「
社
会
主
義

的
住
区
」
を
建
設
す
る
も
の
で
、
一
九
五
九
年
に
建
設
が
開
始
さ
れ
、
一
九
六
五
年

に
完
成
し
た）

42
（

（
図
７
）。
そ
の
建
設
現
場
は
、
図
８
が
示
す
よ
う
に
、
ク
レ
ー
ン
を

投
入
し
て
規
格
化
建
材
を
組
み
立
て
る
と
い
う
、
建
築
の
工
業
化
を
示
す
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
て
、
図
１
と
図
７
を
比
較
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
ベ

ル
ク
広
場
と
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
広
場
の
間
の
ス
タ
ー
リ
ン
大
通
り
は
、
表
面
装
飾
の

な
い
長
方
形
の
建
物
が
並
び
、
冒
頭
で
示
し
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
門
と
シ
ュ
ト
ラ
ウ

ス
ベ
ル
ク
広
場
の
間
の
ス
タ
ー
リ
ン
大
通
り
と
は
異
な
る
姿
と
な
っ
た
。

図 7　スターリン大通り沿いの「社会主義的住区」

図8　スターリン大通り、プレハブ工法による建設（1960年）
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お
わ
り
に

一
九
五
七
年
に
東
西
両
ド
イ
ツ
の
建
築
家
が
参
加
し
て
行
わ
れ
た
フ
ェ
ン
プ
ー

ル
・
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
一
九
五
四
年
の
都
市
計
画
と
住
宅
建
設
の
転
換
後
、
課
題
と

な
っ
て
い
た
建
築
の
工
業
化
に
取
り
組
む
東
ド
イ
ツ
の
建
築
家
が
西
側
と
の
接
触
を

試
み
る
な
か
で
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
冷
戦
下
に
こ
う
し
た
東
西
両
ド
イ
ツ

の
建
築
家
の
交
流
が
可
能
で
あ
っ
た
背
景
に
は
、
戦
間
期
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
共

通
の
基
盤
と
し
た
人
的
結
合
が
あ
っ
た
。
大
戦
期
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
条
件
の
も
と

で
活
動
し
な
が
ら
、こ
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
戦
後
も
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

フ
ェ
ン
プ
ー
ル
計
画
案
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
、
建
築
の
工
業
化
と
、
都
市
計
画

の
単
位
で
あ
る
住
区
の
位
置
付
け
の
二
点
が
テ
ー
マ
と
な
っ
た
。前
者
に
つ
い
て
は
、

一
等
に
選
出
さ
れ
た
マ
イ
の
計
画
案
が
、
東
ド
イ
ツ
側
の
関
心
を
先
取
り
し
た
か
た

ち
で
、
プ
レ
ハ
ブ
工
法
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
た
。
建
築
の
工
業
化
と
い
う
論
点

で
は
、東
側
の
西
側
に
対
す
る
遅
れ
の
挽
回
と
い
う
側
面
が
目
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
一
方
で
後
者
の
都
市
計
画
の
単
位
と
し
て
の
住
区
と
い
う
テ
ー
マ
で
は
、

フ
ェ
ン
プ
ー
ル
計
画
案
の
前
後
の
時
期
に
、
住
区
概
念
を
東
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
の

な
か
で
独
自
に
定
義
し
、
社
会
主
義
的
な
共
同
生
活
を
体
現
す
る
空
間
構
成
と
、
西

側
の
都
市
計
画
と
の
差
異
化
が
試
み
ら
れ
た
。
そ
の
過
程
で
は
建
築
の
工
業
化
の
論

点
も
と
り
い
れ
ら
れ
、
東
側
の
独
自
性
を
打
ち
出
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
、
前
者
の
論

点
に
比
し
て
よ
り
顕
著
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
差
異
化
の
試
み
は
、
東
西
の
対
抗
関
係
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
稿
が
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
対
抗
関
係
は
全
く
異
質

な
も
の
ど
う
し
の
衝
突
と
し
て
で
は
な
く
、
共
通
の
基
盤
に
た
っ
た
う
え
で
の
対
抗

関
係
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
フ
ェ
ン
プ
ー
ル

計
画
案
の
審
査
員
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
ヒ
レ
ブ
レ
ヒ
ト
は
、
一
九
七
四
年
に
東
側
諸

国
の
都
市
計
画
と
住
宅
建
設
を
回
顧
し
て
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
影
響
の
も
と
で
の

東
西
間
の
交
流
に
よ
っ
て
、
政
治
体
制
の
違
い
を
越
え
て
都
市
計
画
上
の
類
似
が
も

た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

43
（

。
こ
の
指
摘
を
ふ
ま
え
て
、
本
稿
の
議
論
を
ふ

り
か
え
る
と
、
東
西
ド
イ
ツ
の
建
築
家
が
、
と
も
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
に
立
脚
し
て

い
る
か
ら
こ
そ
、
差
異
化
が
試
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
東
ド
イ
ツ
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム

の
特
徴
は
、
差
異
化
の
た
め
に
な
さ
れ
た
概
念
の
解
釈
に
こ
そ
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

最
後
に
、
本
稿
の
考
察
の
射
程
と
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

本
稿
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
大
通
り
の
工
期
に
よ
る
変
化
を
議
論
の
出
発
点
と
し
た
。
そ

の
た
め
、
社
会
主
義
的
古
典
主
義
に
よ
る
建
設
が
開
始
さ
れ
る
以
前
の
動
向
を
十
分

に
検
討
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
時
期
に
は
シ
ャ
ロ
ウ
ン
（H

ans Scharoun

）
に

よ
り
戦
間
期
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
様
式
で
ス
タ
ー
リ
ン
大
通
り
沿
い
に
集
合
住
宅
が
建
設

さ
れ
て
い
た）
44
（

。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
社
会
主
義
的
古
典
主
義
様
式
の
時
期
は
前

後
を
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
挟
ま
れ
た
時
期
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
が
注
目
し
た

一
九
五
〇
年
代
後
半
の
動
向
も
、
戦
後
直
後
に
み
ら
れ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
離
脱

を
へ
て
、
再
び
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
回
帰
し
た
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際

に
、
フ
ェ
ン
プ
ー
ル
・
コ
ン
ク
ー
ル
を
、
戦
間
期
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
名
誉
回

復
と
位
置
付
け
る
研
究
も
あ
る）
45
（

。
も
っ
と
も
、
こ
の
見
方
に
つ
い
て
は
、
戦
後
直
後

の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
五
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
つ
い

て
、
ど
こ
ま
で
同
質
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
の
か
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
な

か
で
の
変
化
を
社
会
的
文
脈
と
関
連
付
け
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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冷
戦
初
期
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
住
宅
団
地
建
設

―
モ
デ
ル
団
地
と
し
て
の
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
都
市
開
発
に
お
け
る
包
摂
と
排
除
―

森
下
嘉
之

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
冷
戦
初
期
（
主
に
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
）
の
都
市
・
住
宅
開
発
の
位

相
を
、
共
産
党
政
権
下
の
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
を
事
例
に
考
察
す
る
も
の
で
あ

る）
1
（

。
具
体
的
に
は
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
屈
指
の
鉱
山
・
工
業
都
市
で
あ
っ
た
オ

ス
ト
ラ
ヴ
ァ
に
お
け
る
冷
戦
期
の
住
宅
団
地
の
開
発
と
、
移
住
者
が
形
成
し
た
社
会

に
つ
い
て
の
分
析
を
行
う
。
筆
者
は
既
に
、
ド
イ
ツ
の
占
領
下
に
お
か
れ
た
第
二
次

世
界
大
戦
期
に
お
け
る
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
都
市
社
会
の
変
容
と
戦
後
の
住
民
移
動
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る）

2
（

。
本
稿
は
、
前
述
の
研
究
を
継
承
し
た
う
え
で
、
戦
後
四
〇
年
に

及
ぶ
共
産
党
政
権
さ
ら
に
は
二
一
世
紀
に
至
る
都
市
社
会
の
形
成
過
程
の
一
端
を
考

察
す
る
。

　

本
稿
が
分
析
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
冷
戦
初
期
の
一
九
五
〇
年
代
に
建

設
が
開
始
さ
れ
た
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
の
住
宅
団
地
「
ポ
ル
バ
」
地
区
で
あ
る
。
チ
ェ
コ

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
み
な
ら
ず
、
一
九
五
〇
年
代
の
東
欧
諸
国
で
は
、
各
地
で
大
規
模

な
工
業
団
地
の
開
発
が
行
わ
れ
た
。
一
九
三
〇
年
代
に
ソ
連
で
建
設
さ
れ
た
重
工
業

都
市
マ
グ
ニ
ト
ゴ
ル
ス
ク
な
ど
を
モ
デ
ル
に
建
設
さ
れ
た
、
東
ド
イ
ツ
（
ア
イ
ゼ
ン

ヒ
ュ
ッ
テ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
）、
ハ
ン
ガ
リ
ー
（
ド
ゥ
ナ
イ
ヴ
ァ
ー
ロ
シ
ュ
）、
ポ
ー
ラ

ン
ド
（
ノ
ヴ
ァ
・
フ
タ
）
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
よ
う）

3
（

。
ポ
ル
バ
も
含
め
、
そ
の
多
く

は
、「
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
」
建
築
と
し
て
、
後
の
時
期
の
住
宅
建
設
と
は
異
な

る
独
特
の
都
市
景
観
を
生
み
出
し
た
。

　

ポ
ル
バ
団
地
に
関
す
る
研
究
は
、「
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
」
建
築
の
再
評
価
と

い
う
観
点
か
ら
、
近
年
数
多
く
の
成
果
が
現
れ
て
い
る
。
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
の
建
築

史
家
ス
ト
ラ
コ
シ
ュ
（
二
〇
一
〇
年
）
が
、
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
文
書
館
史
料
及
び
当

時
の
建
築
雑
誌
及
び
同
時
代
の
報
告
論
文）

4
（

を
駆
使
し
、
戦
後
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
の
都

市
開
発
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
る）

5
（

。 

ア
イ
オ
ワ
州
立
大
学
の
建
築
史
家
ザ
レ
コ
ア

（
二
〇
一
一
年
）
の
研
究
は
、
ポ
ル
バ
団
地
を
主
要
事
例
に
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

ア
に
お
け
る
戦
前
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
家
と
社
会
主
義
期
の
住
宅
建
築
・
都
市
計
画

と
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
て
い
る）

6
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
・
ポ
ル
バ
団
地
に
つ
い
て
は
主
に
建
築
史
の
分
野

で
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
現
代
史
に
お
い
て
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
社

会
主
義
建
設
期
の
一
事
例
と
し
て
触
れ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
本
稿
が
着
目

す
る
の
は
、
冷
戦
初
期
に
建
設
さ
れ
た
団
地
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
入
居

し
え
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
社
会
・
家
族
・
人
物
像
が
当
時
の
団
地
の
「
あ
る
べ
き
」

理
想
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
の
排
除
の
論
理
が
働
い
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。

近
年
で
は
、
ポ
ル
バ
団
地
の
住
民
が
編
纂
し
た
ク
ロ
ニ
ク
ル
や
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト

リ
ー
が
現
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
も
本
稿
の
分
析
の
一
助
と
し
た
い）

7
（

。

　
　
　
　

２　

戦
後
復
興
の
た
め
の
住
宅
供
給
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

社
会
主
義
政
権
に
よ
る
重
工
業
化
政
策

終
戦
直
後
の
一
九
四
五
年
六
月
の
内
務
省
布
告
に
よ
っ
て
、
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
で
は

九
七
の
大
工
場
、
一
一
一
の
中
規
模
工
業
、
ド
イ
ツ
資
本
お
よ
び
従
業
員
数
五
〇
〇

人
以
上
の
工
場
が
国
有
化
さ
れ
た
ほ
か
、
ド
イ
ツ
人
が
居
住
し
て
い
た
一
三
〇
〇
家

屋
七
九
〇
〇
戸
が
接
収
さ
れ
た）

8
（

。
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
域
内
に
一
万
六
五
〇
〇
人
居
住
し

て
い
た
ド
イ
ツ
系
住
民
は
市
民
権
剥
奪
の
上
、
そ
の
多
く
が
ド
イ
ツ
に
「
追
放
」
さ

れ
た）

9
（

 

。
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
州
国
民
委
員
会
の
管
轄
地
区
で
は
、
ド
イ
ツ
人
追
放
政
策
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が
終
了
し
た
一
九
四
六
年
一
〇
月
末
よ
り
一
万
四
六
二
二
人
に
対
し
て
収
用
地
が
分

配
さ
れ
た）
10
（

 

。

　

ド
イ
ツ
系
住
民
の
追
放
政
策
が
終
わ
っ
た
一
九
四
六
年
一
〇
月
に
、
共
産
党
を

中
心
と
す
る
連
立
政
権
は
、
全
国
一
二
万
五
千
戸
の
住
宅
建
設
を
含
む
復
興
政
策

「
二
か
年
計
画
」
に
着
手
し
た）
11
（

。
同
計
画
に
お
け
る
、
計
画
経
済
と
私
的
所
有
の

混
合
形
態
は
、「
社
会
主
義
へ
の
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
道
」
と
も
呼
ば
れ
た
。

一
九
四
八
年
に
成
立
し
た
共
産
党
政
権
は
、
翌
四
九
年
五
月
の
第
九
回
共
産
党
大
会

に
お
い
て
、
集
団
化
を
前
提
と
す
る
ソ
連
型
社
会
主
義
へ
の
転
換
を
表
明
し
、
第
一

次
五
か
年
計
画
（
一
九
四
九
〜
五
三
年
）
に
着
手
し
た
。
こ
の
よ
う
な
国
家
規
模

で
の
重
工
業
政
策
に
お
い
て
中
心
の
一
つ
に
据
え
ら
れ
た
の
が
、
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ

の
ク
レ
メ
ン
ト
・
ゴ
ッ
ト
ワ
ル
ト
・
ヴ
ィ
ー
ト
コ
ヴ
ィ
ツ
ェ
製
鉄
所
（V

ítkovické 

železárny K
lem

ent G
ottw

ald V
ŽK

G

）、
及
び
、
新
ク
レ
メ
ン
ト
・
ゴ
ッ
ト
ワ

ル
ト
炭
鉱
・
製
鉄
所
（N

ová hut‘ K
lem

enta G
ottw

alda N
H

K
G

）
で
あ
っ
た
。

一
九
五
六
年
に
開
始
さ
れ
た
第
二
次
五
か
年
計
画
（
一
九
五
六
〜
一
九
六
〇
年
）
で

は
、
こ
の
両
製
鉄
所
の
鉄
生
産
は
一
一
一
％
増
、
ス
チ
ー
ル
七
八
％
増
が
計
画
さ
れ
、

一
九
六
九
年
に
は
こ
の
両
者
で
六
万
六
六
四
〇
人
の
従
業
員
を
抱
え
た）
12
（

。
当
時
の
オ

ス
ト
ラ
ヴ
ァ
は
「
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
共
和
国
の
心
臓
」
と
呼
び
表
さ
れ
、「
資

本
主
義
の
都
市
計
画
と
は
異
な
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
型
の
社
会
主
義
都
市
・
住
宅
地
を
、

民
族（národ

）に
適
合
さ
せ
る
こ
と
」が
都
市
計
画
の
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
。「
資

本
主
義
的
人
間
を
排
除
し
、
新
た
な
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
の
街
か
ら
同
国
全
体
の
生
活
環

境
の
再
建
が
始
ま
る
」
こ
と
で
、
同
市
は
「
人
民
の
た
め
の
街
」
と
位
置
付
け
ら
れ

た
の
で
あ
る）
13
（

。

社
会
主
義
の
建
設
を
推
し
進
め
る
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
お
い
て
、
都
市
建

設
を
担
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
一
九
四
八
年
九
月
に
発
足
し
た
の
が
、「
ス
タ
ヴ

ォ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（Stavoprojekt

）」
と
呼
ば
れ
る
組
織
で
あ
っ
た
。
こ
の
組
織
内

で
主
流
を
占
め
た
の
が
、
一
九
二
〇
〜
三
〇
年
代
に
バ
ウ
ハ
ウ
ス
や
近
代
国
際
建
築

会
議
（
Ｃ
Ｉ
Ａ
Ｍ
）、
ソ
連
構
成
主
義
の
影
響
を
受
け
た
「
社
会
主
義
建
築
家
連
盟
」

の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
建
築
家
で
あ
っ
た）

14
（

 

。
ス
タ
ヴ
ォ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
目
指
し

た
住
宅
建
設
は
、
戦
前
の
共
産
化
以
前
の
建
築
と
の
連
続
性
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
そ

の
象
徴
と
も
い
え
る
の
が
、
戦
前
に
建
設
さ
れ
た
チ
ェ
コ
東
部
の
都
市
ズ
リ
ー
ン
に

お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
労
働
者
住
宅
で
あ
っ
た
。
ズ
リ
ー
ン
は
一
九
世
紀
よ
り

製
靴
企
業
バ
チ
ャ
の
企
業
城
下
町
と
し
て
発
展
し
た
都
市
で
あ
り
、
戦
前
に
バ
チ
ャ

で
労
働
者
住
宅
や
都
市
建
設
を
担
っ
て
い
た
建
設
部
門
局
は
、
戦
後
に
ス
タ
ヴ
ォ
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
引
き
継
が
れ
た
。材
質
・
工
法
等
が
規
格
化
さ
れ
た
住
宅
建
築
は
、「
ゴ

ッ
ト
ワ
ル
ド
フ
」
へ
と
改
称
さ
れ
た
都
市
名
に
ち
な
ん
で
「
Ｇ
四
〇
」
タ
イ
プ
と
し

て
定
め
ら
れ
、
一
九
五
〇
年
代
の
住
宅
建
設
に
広
く
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）
15
（

。

「
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
建
築
様
式
は
、
一
九
四
九
年
の
第
九
回
共
産
党
大
会

に
お
い
て
採
用
さ
れ
、
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
五
二
年
の
間
に
、
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
で

は
一
万
四
八
二
四
家
屋
が
建
設
さ
れ
た）
16
（

。
同
様
式
の
住
宅
建
設
は
、
ス
タ
ヴ
ォ
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
建
築
家
ズ
デ
ニ
ェ
ク
・
ラ
コ
ミ
ー
の
主
導
に
よ
っ
て
、
全
国
各
地
で
推

進
さ
れ
た）
17
（

 

。

　
　
　
　

３　

一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
・
ポ
ル
バ
団
地
の
建
設

一
九
五
〇
年
代
の
重
工
業
化
政
策
と
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
「
社
会
主
義

リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
最
も
体
現
し
た
建
築
が
、
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
市
西
部
に
計
画
さ
れ
た

ポ
ル
バ
団
地）
18
（

で
あ
っ
た
。
以
下
、
主
に
ス
ト
ラ
コ
シ
ュ
と
ザ
レ
コ
ア
の
研
究
に
依
拠

し
て
整
理
し
て
い
く
。

ポ
ル
バ
の
建
設
用
地
は
、
戦
後
に
ド
イ
ツ
人
土
地
所
有
者
ヨ
ハ
ン
・
ヴ
ィ
ル
チ
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図 1　オストラヴァ・ポルバ団地の建築様式（筆者撮影）

ェ
ク
か
ら
収
用
し
た
ポ
ル
バ
地
区

一
〇
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
割
り
当
て

ら
れ
、
一
五
万
人
を
想
定
し
た
団

地
建
設
が
一
九
五
二
年
七
月
よ
り

開
始
さ
れ
た）
19
（

。
ポ
ル
バ
団
地
の
建

設
を
任
さ
れ
た
の
が
、
戦
前
に
ブ

ル
ノ
の
機
能
主
義
建
築
家
イ
ジ

ー
・
ク
ロ
ハ
の
も
と
で
学
ん
だ
建

築
家
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
メ
ド
ゥ
ナ

で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
都
市

建
設
に
は
、
ソ
連
の
建
築
ア
ド

ヴ
ァ
イ
ザ
ー
が
関
与
し
て
お
り
、

一
九
五
二
年
一
〇
月
に
は
チ
ェ
コ

建
築
家
の
代
表
団
が
ソ
連
を
訪
問

し
て
い
た）
20
（

。
ポ
ル
バ
団
地
は
建
設

時
期
に
よ
り
全
八
区
域
に
分
類
さ

れ
る
が
、
一
九
五
〇
年
代
前
半
に

建
設
さ
れ
た
第
一
〜
三
区
は
、
レ

ン
ガ
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
式
天
井
を

基
盤
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
・
古
典
主

義
の
装
飾
を
施
し
た
フ
ァ
サ
ー
ド

に
三
角
屋
根
が
備
え
ら
れ
た
。
中

庭
を
囲
む
四
階
建
て
の
住
宅
が
左

右
対
称
・
規
則
的
に
配
置
さ
れ
、

道
路
網
と
の
関
係
を
配
慮
し
た
配

置
で
あ
っ
た
。
ポ
ル
バ
団
地
に
お
け
る
建
築
上
の
最
大
の
目
玉
と
も
い
え
る
「
オ
ブ

ロ
ウ
ク
」
は
、
一
九
世
紀
前
半
の
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
宮
殿
広
場
の
参
謀
局
を
再
現
し
た

も
の
で
あ
っ
た
（
図
１
）。
第
一
次
五
か
年
計
画
に
よ
っ
て
全
国
に
建
設
さ
れ
た
住

宅
は
一
七
万
六
四
四
六
戸
に
達
し
た
が
、
こ
こ
で
導
入
さ
れ
た
の
は
、
台
所
つ
き
二

部
屋
住
宅
で
平
均
三
二
・
二
七
㎡
の
五
〜
六
階
建
て
「
Ｔ
一
五
タ
イ
プ
」
と
呼
ば
れ

る
集
合
住
宅
で
あ
っ
た
。
ポ
ル
バ
で
は
台
所
九
・
八
五
㎡
、
リ
ビ
ン
グ
一
六
・
八
㎡
、

寝
室
一
五
・
六
㎡
、
一
戸
当
た
り
平
均
二
・
二
部
屋
で
、
四
八
㎡
の
広
さ
を
確
保
し
た
。

ま
た
、
一
九
五
三
年
に
建
設
さ
れ
た
家
族
向
け
三
部
屋
住
宅
は
、
平
均
四
九
・
一
二

㎡
（
ポ
ル
バ
で
は
五
四
㎡
）
の
Ｔ
七
四
タ
イ
プ
と
呼
ば
れ
た）
21
（

。

し
か
し
、
ポ
ル
バ
団
地
一
〜
三
区
に
代
表
さ
れ
る
、「
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
」

建
築
に
よ
る
都
市
建
築
は
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
に
伴
う
同
様

式
の
否
定
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
よ
る
パ
ネ
ル
住
宅
建
設
の
導
入
に
よ
っ
て
、
大
き
な

転
換
点
を
迎
え
た
。
一
九
五
九
年
三
月
の
党
中
央
委
員
会
で
は
、
一
九
七
〇
年
ま
で

に
全
国
一
二
〇
万
戸
の
パ
ネ
ル
工
法
に
よ
る
建
設
が
掲
げ
ら
れ
た）
22
（

。
ポ
ル
バ
団
地

に
お
い
て
も
、
第
四
区
以
降
の
住
宅
で
は
Ｇ
五
七
タ
イ
プ）
23
（

と
呼
ば
れ
る
パ
ネ
ル
工

法
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
で
、
一
九
六
三
年
末
ま
で
に
、
六
万
三
三
八
五
人
が
居
住
す

る
一
万
八
四
〇
〇
戸
が
建
設
さ
れ
た）
24
（

。
第
四
区
で
は
玄
関
、
台
所
一
〇
・
一
七
㎡
、

リ
ビ
ン
グ
二
一
・
五
二
㎡
、
寝
室
一
四
・
三
一
㎡
、
浴
室
ト
イ
レ
を
有
し
て
い
た）
25
（

。

一
九
六
〇
年
代
の
ポ
ル
バ
団
地
の
全
九
八
〇
六
戸
中
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
世
帯
に
集
中

暖
房
、
電
力
照
明
、
ガ
ス
、
浴
室
、
上
下
水
道
が
備
え
ら
れ
て
い
た）
26
（

（
次
頁
、
図
２
）。

当
初
は
独
身
者
用
の
小
規
模
住
宅
の
比
率
が
高
か
っ
た
が
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
全

二
万
五
三
〇
三
戸
中
、
二
部
屋
住
宅
は
一
万
五
一
〇
九
戸
と
半
数
以
上
を
占
め
る
よ

う
に
な
り
、
子
ど
も
の
い
る
若
い
世
帯
へ
の
室
内
空
間
等
の
改
良
が
施
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
伺
え
る
（
同
、
表
１
）。
託
児
所
や
図
書
館
、
五
つ
の
映
画
館
、
緑
地
の
整

備
が
な
さ
れ
、
一
九
六
五
年
に
建
設
が
開
始
さ
れ
た
第
六
区
は
、
高
等
学
校
と
県
立
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病
院
の
エ
リ
ア
と
さ
れ
た）
27
（

。
チ
ェ
コ
国
内
で
は
、
一
九
六
八
年
に
お
い
て
も
人
口

の
四
〇
％
以
上
が
一
人
あ
た
り
八
㎡
と
い
う
戦
前
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い「
過
密
住
宅
」

に
居
住
し
て
い
た
こ
と
に
比
し
て
、
ポ
ル
バ
団
地
の
例
外
性
は
際
立
っ
て
い
た）
28
（

。

一
九
五
六
年
に
は
、
英
米
他
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
日
本
な
ど
の
各
国

か
ら
視
察
団
が
訪
問
し
た
。
一
九
五
七
年
七
月
一
三
日
に
は
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
第
一

書
記
が
ポ
ル
バ
を
表
敬
訪
問
し
た
ほ
か
、
一
九
五
九
年
七
月
に
は
エ
チ
オ
ピ
ア
皇
帝

ハ
イ
レ
・
セ
ラ
シ
エ
、
一
九
六
〇
年
一
一
月
に
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
シ
ハ
ヌ
ー
ク
ら
各

国
元
首
の
訪
問
を
受
け
た）

29
（

。
ポ
ル
バ
団
地
は
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
お
け
る
社

会
主
義
建
設
の
「
成
果
」
を
諸
外
国
に
発
信
す
る
場
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

1
2
3
4
5

玄関
玄関
台所
リビング
リビング

 10.82㎡
  7.73㎡
 10.17㎡
 21.52㎡
 18.65㎡

6
7
8
9

10

寝室
寝室
寝室
浴室＋WC
玄関

 14.31㎡
 14.64㎡
 14.80㎡
   8.42㎡
    5.5㎡

図 2　1950年代建設のポルバ住宅団地の見取り図
出典：Bartoň (1964), p. 20より作成。

1963 1967
住民数 67,385 85,478 戸数
女性 20,437 27,953 1部屋住宅 2,652
15歳以下 23,133 26,539 2部屋住宅 15,109
出生 1,346 1,284 3部屋住宅 5,957
死亡 241 405 4部屋以上 740
自然増 1,105 879 独身寮 845
流入者数 5,394 5,689 総数 25,303
退去者数 2,015 2,775
移住による増加 3,379 2,914

婚姻 474 587

出典：Archiv města ostravy. Čísla o Porubě.

表 1　1960年代におけるポルバ地区統計
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４　

工
業
団
地
の
建
設
主
体
と
入
居
住
民
の
内
訳

本
節
で
は
ま
ず
、
住
宅
建
設
の
担
い
手
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
一
九
五
三
年

一
二
月
二
二
日
第
一
〇
六
号
法
に
お
い
て
、
住
宅
建
設
の
担
い
手
は
国
、
企
業
、
住

宅
組
合
、
個
人
の
四
者
と
さ
れ
、
特
に
戸
建
て
住
宅
に
関
し
て
は
、
戦
前
以
来
の

住
宅
の
私
的
所
有
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
実
際
に
、
一
九
五
〇
年
代
の
全
国
統
計

に
よ
れ
ば
、
個
人
建
設
住
宅
が
住
宅
建
設
総
数
の
三
分
の
一
か
ら
四
分
の
一
を
占
め

て
い
た）
30
（

。
一
九
五
八
年
の
第
一
一
回
党
大
会
で
党
は
、
住
宅
建
設
の
滞
り
に
鑑
み

て
、
企
業
や
組
合
に
よ
る
住
宅
建
設
を
促
す
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
一
九
五
九
年
五

月
一
二
日
第
二
七
号
法
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
住
宅
組
合
は
四
二
〇
、
組
合
員
数
は

一
万
六
二
一
一
人
を
数
え
た
一
方
、
一
九
六
一
年
に
は
政
府
に
よ
る
建
設
援
助
を
受

け
た
住
宅
は
一
〇
％
程
度
と
な
っ
て
い
た
。
他
方
、
一
九
八
九
年
ま
で
に
組
合
員
数

は
一
二
五
万
人
以
上
、
組
合
住
宅
の
比
率
は
四
〇
％
を
超
え
た）
31
（

。
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
の

ポ
ル
バ
団
地
に
お
い
て
も
、一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
民
間
所
有
の
家
屋
は
九
〇
％
、

住
宅
組
合
は
一
万
八
六
家
屋
に
増
大
し
た）
32
（

。
一
九
六
〇
年
代
の
ポ
ル
バ
団
地
の
建
設

主
体
は
、
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ナ
ー
製
鉄
所
が
六
一
六
六
戸
、
地
区
住
宅
公

社
（obvodní bytový podnik O

B
P

）
が
九
八
〇
五
戸
、
住
宅
組
合
が
六
三
四
五
戸
、

そ
の
他
二
九
八
六
戸
と
な
っ
て
お
り
、
国
か
ら
企
業
や
住
宅
組
合
へ
と
移
管
さ
れ
て

い
く
様
子
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
同
公
社
の
建
設
数
の
な
か
で
も
、
二
部
屋
住
宅

が
八
千
戸
以
上
を
占
め
て
い
た）
33
（

。
こ
の
よ
う
な
住
宅
政
策
の
変
容
か
ら
は
、
ポ
ル
バ

住
宅
の
入
居
者
は
職
場
と
住
宅
組
合
へ
の
加
入
に
よ
っ
て
、
単
身
者
ま
た
は
若
年
世

帯
を
中
心
に
、
地
域
社
会
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
み
る

こ
と
が
で
き
よ
う
（
表
２
、３
参
照
）。

次
に
、
ポ
ル
バ
団
地
の
住
民
構
成
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
同
団
地
の
特

徴
は
、
入
居
者
の
多
く
が
定
住
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
一
九
六
八
年
に
は
、
市
内

総数 政府建設 個人建設
1948 21,683 11,883 9,800

1953 38,957 29,657 9,300

1959 66,718 46,217 20,501

合計 354,507 180,470

表2　1948～1959年の全国での住宅建設数表3　1960年代ポルバ地区における住宅建設の出資者推移

出典：Stručný statistický sborník 1945-1960, 
　　　p. 202.

出典：Bartoň (1971); Prokop, et al. (1985); Jiřík, et al. (1997)
　　　より作成。
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の
住
民
数
三
〇
万
四
一
一
四
人
の
う
ち
、
定
住
者
二
七
万
一
二
一
九
人
、
一
時
滞

在
者
三
万
二
八
九
五
人
を
数
え
て
い
た
が
、
ポ
ル
バ
を
含
む
第
八
区
で
は
住
民

八
万
八
二
二
三
人
中
、
定
住
者
は
八
万
四
四
八
六
人
に
達
し
て
お
り
、
市
内
で
は

最
大
で
あ
っ
た）
34
（

。
一
九
六
一
年
に
は
、
ポ
ル
バ
団
地
の
住
民
四
万
六
七
六
〇
人
中
、

一
五
歳
以
下
は
一
万
九
三
八
一
人
と
半
数
近
く
に
達
し
て
お
り
、
子
ど
も
た
ち
の
た

め
の
九
の
基
盤
学
校
、
一
〇
の
小
学
校
、
七
の
託
児
所
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
一
四

歳
未
満
の
比
率
が
市
内
で
は
二
三
・
四
％
に
対
し
て
、
ポ
ル
バ
で
は
三
七
・
二
％
を
占

め
る
一
方
で
、
六
〇
歳
以
上
の
比
率
が
市
内
で
は
一
七
・
八
％
に
対
し
て
、
ポ
ル
バ

で
は
三
・
七
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
以
上
の
事
例
か
ら
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
の

ポ
ル
バ
は
移
住
者
の
街
か
ら
、
現
地
で
生
ま
れ
育
っ
た
人
々
の
街
へ
と
そ
の
性
格
を

変
え
て
お
り
、
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
の
他
の
地
区
に
比
し
て
、
相
対
的
に
「
若
者
の
街
」

で
あ
っ
た
と
い
え
る）
35
（

。

　

住
民
の
民
族
構
成
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
一
九
六
一
年
の
統
計
に
よ

れ
ば
、
市
内
の
民
族
構
成
は
チ
ェ
コ
人
が
二
一
万
六
八
八
九
人
（
九
二
・
六
〇
％
）

を
占
め
て
お
り
、
次
い
で
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
一
万
二
七
一
三
人
（
五
・
四
三
％
）、

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
八
八
三
人
（
〇
・
三
八
％
）、
ド
イ
ツ
人
六
六
七
人
（
〇
・
二
八
％
）

で
あ
っ
た
。
一
九
三
〇
年
に
は
ド
イ
ツ
人
が
二
万
四
六
八
二
人
を
数
え
て
い
た
こ
と

に
比
べ
る
と
、
戦
後
の
「
追
放
」
が
市
内
の
民
族
構
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た

こ
と
が
伺
え
る）
36
（

。
一
九
五
二
年
に
お
け
る
ポ
ル
バ
地
区
の
一
時
滞
在
者
八
九
名
の
出

身
地
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
東
ド
イ
ツ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ロ
シ
ア
（
ソ

連
）
で
あ
り
、
そ
の
大
多
数
は
ヴ
ィ
ー
ト
コ
ヴ
ィ
ツ
ェ
製
鉄
所
・
炭
鉱
の
労
働
者
で

あ
っ
た）
37
（

。

共
産
党
政
権
の
発
足
直
後
に
あ
た
る
一
九
五
〇
年
の
全
国
統
計
に
よ
れ
ば
、
オ

ス
ト
ラ
ヴ
ァ
に
住
居
登
録
の
あ
る
一
七
万
五
四
〇
三
人
中
、
移
住
者
の
人
数
は

六
万
五
六
八
八
人
、
比
率
に
し
て
三
七
・
四
％
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
住
民
の
大
半

が
入
れ
替
わ
っ
た
自
治
体
も
珍
し
く
な

い
国
境
地
域
は
も
と
よ
り
、
チ
ェ
コ
側

す
べ
て
の
県
都
の
平
均
（
五
一
・
四
％
）

の
中
で
も
低
い
比
率
で
あ
っ
た
。
オ
ス

ト
ラ
ヴ
ァ
が
一
九
世
紀
以
来
の
探
鉱
・

工
業
都
市
と
し
て
の
歴
史
か
ら
、
季
節

労
働
者
を
近
隣
地
域
か
ら
受
け
入
れ
続

け
た
こ
と
が
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る）
38
（

。
ポ
ル
バ
地
区
に
お
い
て
も
、

一
九
六
八
年
の
統
計
に
よ
れ
ば
地
元
の

北
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
県
八
一
・
二
％
が
圧
倒

的
多
数
を
占
め
て
い
た）
39
（

。
同
年
の
ポ
ル

バ
で
の
一
家
屋
当
た
り
の
平
均
居
住
者

数
は
二
九
・
七
人
に
達
し
て
お
り
、
同

地
区
の
住
民
の
多
く
が
大
規
模
な
集
合
住
宅
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

た
。
ヴ
ィ
ー
ト
コ
ヴ
ィ
ツ
ェ
製
鉄
所
に
近
接
す
る
フ
ラ
ブ
ー
フ
カ
地
区
、
ザ
ー
ブ
ジ

ェ
フ
地
区
に
比
し
て
、
ポ
ル
バ
で
は
独
特
の
団
地
住
民
と
し
て
の
意
識
が
生
じ
た
と

考
え
ら
れ
る
（
表
４
）。

　
　
　
　
５　

社
会
主
義
期
に
お
け
る
不
可
視
化
さ
れ
た
「
排
除
」

本
節
で
は
、
近
年
進
め
ら
れ
て
い
る
ポ
ル
バ
団
地
の
入
居
者
へ
の
聞
き
取
り
調

査
を
紹
介
す
る
。
最
初
に
、
団
地
建
設
当
時
の
入
居
者
に
関
す
る
新
聞
報
道
か
ら
見

て
い
き
た
い
。
鉱
山
労
働
者
ア
ル
ノ
シ
ュ
ト
・
ヴ
ロ
ナ
は
、
妻
と
五
人
の
子
ど
も
と

と
も
に
、
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
近
郊
の
ブ
ト
ヴ
ィ
ツ
ェ
か
ら
一
九
五
一
年
に
ポ
ル
バ
団
地

表 4　戦後建設された住宅地区の人口増加

フラブーフカ ザーブジェフ ポルバ

1946 5,333 15,232 1,497

1950 5,346 16,414 1,596

1961 10,581 21,963 42,575

1970 30,473 39,223 83,196

1980 38,810 34,177 93,667

出典：Radim Prokop, Jiří Kovář, „Ostrava novodobý vývoj 
a problematika obyvatelstva současného průmyslového 
velkoměsta“, Ostrava. Sborník příspěvku k dejinám a výstavbe 
mesta, 13, 1985, p. 172.
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に
入
居
し
た
。
転
居
以
前
は
車
両
工
場
の
ク
レ
ー
ン
工
で
あ
っ
た
が
、
鉱
山
で
短
期

労
働
の
経
験
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
の
鉱
山
労
働
に
「
転
職
」
し
た

と
い
う
。
現
地
で
は
模
範
労
働
者
「
ス
タ
ハ
ノ
フ
」
と
し
て
表
彰
さ
れ
、
新
居
で
は

娘
も
生
ま
れ
た
。食
器
棚
や
ベ
ッ
ド
な
ど
新
居
の
家
具
は
国
か
ら
の
補
助
で
購
入
し
、

「
ク
リ
ス
マ
ス
ま
で
に
絨
毯
を
買
い
揃
え
る
」
つ
も
り
だ
と
い
う）
40
（

。
二
〇
一
九
年
に

刊
行
さ
れ
た
ポ
ル
バ
住
民
の
回
想
録
に
よ
れ
ば
、
市
内
ヴ
ィ
ー
ト
コ
ヴ
ィ
ツ
ェ
製
鉄

所
に
勤
め
る
ヤ
ン
・
シ
ュ
ピ
ナ
（
一
九
二
二
年
生
ま
れ
）
は
、
妻
ア
リ
ツ
ェ
と
一
人

の
娘
と
共
に
、
一
九
五
〇
年
三
月
に
ポ
ル
バ
団
地
最
初
の
入
居
者
と
な
っ
た
。
家
族

は
台
所
つ
き
三
部
屋
住
宅
を
確
保
し
た
が
、
当
時
は
製
鉄
所
建
設
の
労
働
力
（
ブ

リ
ガ
ー
ダ
）
が
大
量
動
員
さ
れ
た
時
代
で
あ
り
、
ポ
ル
バ
に
は
彼
ら
・
彼
女
ら
の
た

め
の
一
時
バ
ラ
ッ
ク
が
建
て
ら
れ
て
い
た
。
妻
は
こ
の
若
い
労
働
力
の
た
め
に
、
バ

ラ
ッ
ク
食
堂
で
働
い
て
い
た
と
い
う
。
翌
年
に
は
長
男
が
生
ま
れ
、
家
族
と
も
ポ
ル

バ
で
過
ご
し
た
が
、
住
居
設
備
や
隣
人
関
係
に
お
い
て
肯
定
的
な
記
録
を
残
し
て
い

る）
41
（

。
団
地
へ
の
入
居
は
、
以
前
の
社
会
生
活
か
ら
の
大
幅
な
物
質
的
・
精
神
的
改
善

と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　

も
っ
と
も
、
ポ
ル
バ
団
地
の
環
境
に
つ
い
て
は
、
住
民
の
反
応
は
必
ず
し
も
肯
定

的
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
迅
速
な
大
量
生
産
を
目
指
し
た
プ

レ
ハ
ブ
・
パ
ネ
ル
工
法
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
も
建
設
の
遅
れ
は
改
善
さ
れ
ず
、
パ
ネ

ル
の
継
ぎ
目
に
は
し
ば
し
ば
隙
間
が
生
じ
て
し
ま
い
、
絶
え
ず
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
必

要
に
な
っ
た
と
い
う）
42
（

。
別
の
記
録
に
よ
れ
ば
、「
一
九
五
四
年
に
引
っ
越
し
た
と
き
、

道
も
玄
関
も
泥
ま
み
れ
で
あ
り
、
靴
を
見
れ
ば
ポ
ル
バ
の
人
間
だ
と
わ
か
る
」
ほ
ど

で
あ
り
、「
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
で
白
い
シ
ャ
ツ
と
ブ
ラ
ウ
ス
を
着
る
こ
と
、
窓
を
開
け

る
こ
と
は
不
可
能
」
な
う
え
に
、
皮
膚
病
も
増
加
し
て
い
た
と
い
う）
43
（

。
一
九
六
五
年

に
は
、
市
の
役
人
が
「
人
々
は
ポ
ル
バ
に
や
っ
て
き
て
、
た
だ
寝
る
だ
け
で
あ
り
、

生
活
は
ほ
か
の
場
所
に
あ
る）
44
（

」
と
発
言
し
て
い
た
。
ポ
ル
バ
は
建
設
当
初
か
ら
特
定

の
工
場
労
働
者
の
団
地
と
し
て
設
計
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り
、団
地
内
で
完
結
す
る「
田

園
都
市
」
的
な
設
計
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。　

そ
の
一
方
で
、戦
後
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
・
ポ
ル
バ
に
お
い
て
、団
地
生
活
か
ら
「
排
除
」

さ
れ
た
最
大
の
層
は
ロ
マ
（
ジ
プ
シ
ー
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
四
八
年
の

共
産
党
政
権
の
成
立
後
、と
り
わ
け
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
で
は
一
九
五
三
年
以
降
に
鉱
山
・

製
鉄
労
働
の
た
め
の
ロ
マ
の
移
住
が
本
格
化
し
た
。
一
九
四
七
年
に
は
一
三
四
人
に

過
ぎ
な
か
っ
た
ロ
マ
人
口
は
、
一
九
六
六
年
に
は
三
七
八
六
人
へ
と
増
加
の
一
途
を

た
ど
っ
た）
45
（

（
表
５
、６
）。
一
九
五
三
年
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
市
内
一
一
七
七
人
の
ロ

マ
の
う
ち
、
ヴ
ィ
ー
ト
コ
ヴ
ィ
ツ
ェ
製
鉄
所
に
七
六
人
、
建
設
業
に
一
二
五
人
、
鉱

年度 1961 1970 1980
チェコ人 216,889 (92.6) 255,026 (91.6) 295,821 (91.9)
スロヴァキア人 12,713 (5.4) 18,000 (6.5) 20,537 (6.4)
ポーランド人 883 (0.4) 816 (0.3) 1,102 (0.3)
マジャール人 681 (0.3) 974 (0.3) 1,085 (0.3)
ドイツ人 667 (0.3) 580 (0.2) 468 (0.1)
ウクライナ人 392 (0.2) 397 (0.1) 445 (0.1)
ロマ 1,999 3,241 4,761
その他 1,997 (0.8) 2,863 (0.9) 2,615 (0.9)

表 5　社会主義期オストラヴァの人口推移

表 6　社会主義期オストラヴァの民族構成（人数（％））

出典：Bartoň (1971), Prokop, et al. (1985), Jiřík, et al. (1997)より作成。

出典：Prokop, et al. (1985), p. 194.
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工
業
に
一
一
一
人
の
就
労
が
見
ら
れ
、
流
入
者
の
四
分
の
三
が
就
労
年
齢
層
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。
一
九
六
六
年
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
周
辺
の
農
村
部
を
含
む
ポ
ル
バ
地

区
に
は
三
五
家
族
二
〇
九
人
の
ロ
マ
が
居
住
し
て
お
り
、
過
密
住
居
は
一
二
家
族
と

三
分
の
一
程
度
で
あ
っ
た
が
、
ロ
マ
が
最
も
多
い
市
中
心
部
（
一
八
〇
家
族
九
五
七

人
）
で
は
過
密
住
宅
が
四
分
の
三
の
一
三
六
を
数
え
て
お
り
、
地
区
に
よ
る
ロ
マ
の

居
住
環
境
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
っ
た）
46
（

。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、
一
九
五
〇
年
五
月
九
日
の
県
国
民
委
員
会
は
、「
ス

ロ
ヴ
ァ
キ
ア
か
ら
チ
ェ
コ
へ
の
望
ま
れ
な
い
移
住
、
理
由
な
き
労
働
割
り
当
て
」
で

あ
る
と
し
て
、
政
府
に
ロ
マ
の
状
況
改
善
を
求
め
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
内
務

省
は
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
当
局
に
一
九
五
二
年
九
月
二
日
付
で
、「
ジ
プ
シ
ー
を
対
象
と

す
る
布
告
を
全
国
レ
ベ
ル
で
出
す
こ
と
は
差
別
的
な
措
置
で
あ
る
た
め
に
不
可
能
で

あ
る
」
と
返
答
し
た
。
現
場
で
の
健
康
管
理
や
学
校
問
題
に
つ
い
て
は
、県
（
地
区
）

国
民
委
員
会
の
管
轄
と
さ
れ
た
た
め
、
一
九
五
二
年
一
一
月
に
、
市
当
局
は
「
ジ
プ

シ
ー
問
題
解
決
委
員
会
」
を
設
置
し
、
翌
一
九
五
三
年
九
月
一
九
日
に
「
新
し
い
人

間
教
育
の
た
め
の
ジ
プ
シ
ー
出
自
者
の
世
話
」
を
承
認
し
た
。
各
地
区
で
一
人
、
ロ

マ
の
労
働
代
表
者
一
名
を
選
出
・
任
命
し
、
市
当
局
は
同
委
員
会
を
通
し
て
、
ロ
マ

の
就
業
状
況
、
住
居
、
衛
生
状
態
な
ど
の
報
告
、
学
校
、
ロ
マ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

状
況
な
ど
を
調
査
し
た）
47
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
六
年
に
は
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
で
、

不
衛
生
な
住
居
に
住
む
家
族
が
一
六
三
組
、
木
造
小
屋
が
九
九
家
族
な
ど
で
あ
り
、

適
切
と
さ
れ
た
の
は
九
八
戸
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う）
48
（

。

　

共
産
党
政
権
に
と
っ
て
、
ロ
マ
の
定
住
化
政
策
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

一
九
五
三
年
一
〇
月
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
当
該
地
区
に
居
住
す
る
ロ
マ
二
三
二
家

族
の
う
ち
、
居
住
者
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
の
は
四
七
家
族
の
み
で
あ
っ
た）
49
（

。

第
一
一
回
共
産
党
大
会
を
経
た
一
九
五
八
年
一
〇
月
一
七
日
第
七
四
号
法
に
よ
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
「
ノ
マ
ド
」
に
対
し
て
六
か
月
か
ら
三
年
の
禁
固
刑
が
定
め
ら

れ
、
一
五
歳
以
上
の
非
定
住
者
は
期
日
内
の
登
録
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
市
当
局
が

ロ
マ
住
民
に
対
し
て
団
地
に
住
居
を
分
配
し
、
病
院
で
の
出
産
を
援
助
し
た
こ
と

で
、一
九
六
〇
年
に
は
衛
生
的
に
問
題
な
い
ロ
マ
の
住
居
は
一
五
％
の
み
だ
っ
た
が
、

一
九
六
六
年
に
は
半
数
に
達
し
た
と
い
う）

50
（

。
政
府
の
定
住
化
政
策
と
は
対
照
的
に
、

オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
当
局
は
工
業
地
域
で
の
労
働
力
不
足
の
た
め
、
不
定
住
で
あ
っ
て
も

ロ
マ
移
住
者
を
多
く
必
要
と
し
た
。

住
民
の
民
族
構
成
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
ロ
マ
住
民
の
多
く
を
占
め
た
ス

ロ
ヴ
ァ
キ
ア
出
身
者
に
つ
い
て
改
め
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
市
内
に

お
い
て
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
住
民
の
数
は
一
九
七
〇
年
に
は
一
万
八
千
人
に
達
し

て
い
た
。
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
出
身
者
は
男
性
の
就
業
年
齢
層
の
比
率
が
高
く
、
ま
た

職
種
的
に
は
労
働
者
層
の
比
率
が
高
か
っ
た
。
一
九
八
〇
年
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
ロ

マ
住
民
比
率
は
市
中
心
部
の
再
開
発
地
区
（
一
区
）
に
お
い
て
七
万
二
八
三
六
人
中

五
四
九
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ポ
ル
バ
で
は
地
区
人
口
一
〇
万
七
六
九
一
人

に
対
し
て
、
ロ
マ
人
口
は
二
四
七
人
に
と
ど
ま
っ
た
。
一
方
、
同
地
域
の
ス
ロ
ヴ
ァ

キ
ア
人
居
住
者
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
中
心
部
（
一
区
）
で
は
二
五
七
八
人
、
全
体
の

五
・
七
八
％
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ポ
ル
バ
で
は
五
三
二
一
人
（
五
・
六
八
％)

と
、

比
率
的
に
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
中
心
部
で
は
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア

出
身
者
の
中
で
も
ロ
マ
比
率
が
高
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
ポ
ル
バ
な
ど
の
新
興
団
地

で
は
、
ロ
マ
と
し
て
登
録
さ
れ
な
い
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
出
身
者
の
比
率
が
高
い
傾
向
が

見
ら
れ
た）
51
（

。
ポ
ル
バ
住
民
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
ロ
マ
は
決
し
て
騒
音
や
軽
犯
罪
の
主

因
で
は
な
く
、
負
傷
に
よ
る
退
役
後
に
映
画
館
で
働
い
て
い
た
と
き
に
は
、
映
画
館

で
の
売
り
上
げ
を
持
ち
帰
る
際
に
襲
撃
を
受
け
な
い
よ
う
、
ロ
マ
た
ち
が
家
ま
で
ボ

デ
ィ
ガ
ー
ド
を
買
っ
て
出
て
い
た
と
い
う）
52
（

。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
ロ
マ
住
民
が

ポ
ル
バ
団
地
の
住
民
で
あ
っ
た
と
い
う
記
録
は
定
か
で
は
な
く
、
団
地
住
民
の
世
界

と
職
場
・
市
街
地
の
ロ
マ
社
会
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
一
九
五
〇
年
代
初
頭
に
着
工
さ
れ
た
ポ
ル
バ
団
地
が
、
社
会
主

義
の
「
モ
デ
ル
団
地
」
を
形
成
す
る
一
方
で
、
入
居
に
お
け
る
包
摂
と
排
除
を
内
包

す
る
過
程
を
考
察
し
た
。「
新
し
い
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
的
人
間
」
の
形
成
は
、
同
国
に
お

け
る
社
会
主
義
の
建
設
当
初
の
基
本
方
針
で
あ
っ
た）
53
（

。「
共
和
国
の
心
臓
」
と
も
位

置
付
け
ら
れ
た
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
に
お
い
て
建
設
さ
れ
た
ポ
ル
バ
団
地
は
、都
市
計
画
、

建
築
様
式
、
入
居
者
層
に
お
い
て
、
社
会
主
義
建
設
の
象
徴
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
た
。
ポ
ル
バ
団
地
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
人
口
一
〇
万
人
規
模
の
街
の

六
〇
年
の
歴
史
の
な
か
で
、
作
家
や
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
な
ど
の
文
化
人
の
出
身
者
が

多
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る）
54
（

。
ポ
ル
バ
団
地
に
入
居
し
え
た
労
働
者
は
、「
成
功
者
」

と
見
な
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
団
地
に
対
し
て
肯
定
的
な
返
答
が
寄
せ
ら
れ
る
傾
向

が
確
認
で
き
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
ポ
ル
バ
で
の
団
地
建
設
は
一
九
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
ま
で
の

長
期
に
及
ん
だ
た
め
、
五
〇
年
代
後
半
の
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
や
六
〇
年
代
の
改
革
共

産
主
義
の
影
響
も
反
映
さ
れ
て
い
た
。「
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
」
建
築
か
ら
パ
ネ

ル
工
法
へ
の
転
換
が
行
わ
れ
た
一
方
、
入
居
者
の
増
加
に
伴
う
社
会
イ
ン
フ
ラ
整
備

と
住
環
境
の
改
善
は
継
続
さ
れ
た
。
建
設
当
初
の
「
新
し
い
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
的
人
間
」

の
理
念
よ
り
も
、
増
大
す
る
入
居
者
の
生
活
環
境
へ
の
対
処
に
重
点
が
置
か
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
住
宅
の
建
設
主
体
が
一
九
六
〇
年
代
に
政
府
か
ら
地
域
の
住
宅
組
合

に
転
換
さ
れ
、
団
地
で
の
出
生
が
増
加
し
た
こ
と
で
、
ポ
ル
バ
入
居
者
の
地
域
社
会

へ
の
定
着
は
加
速
し
た
。
他
方
、
市
中
心
部
に
お
け
る
ロ
マ
住
民
世
界
は
、
ポ
ル
バ

に
お
い
て
は
あ
る
程
度
不
可
視
化
さ
れ
て
い
た
。
社
会
主
義
の
統
合
理
念
と
「
モ
デ

ル
団
地
」
と
し
て
の
ポ
ル
バ
は
、
都
市
社
会
内
部
に
お
け
る
階
層
分
化
の
う
え
に
成

り
立
っ
て
い
た
。

最
後
に
、
冷
戦
初
期
の
住
宅
団
地
が
二
一
世
紀
の
現
在
に
お
い
て
持
つ
政
治
的

意
味
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
五
〇

年
代
前
半
「
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
」
建
築
は
体
制
転
換
後
に
再
評
価
が
進
み
、
ポ

ル
バ
団
地
一
〜
三
区
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
三
年
に
保
全
地
区
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

共
産
主
義
体
制
の
政
治
的
記
憶
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
当
時
か
ら
建
築
的
に
も
賛
否
の

あ
っ
た
「
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
」
が
、
体
制
転
換
後
の
都
市
再
開
発
の
流
れ
の
中

で
保
全
対
象
と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
つ
い
て
、
現
代
史
の
観
点

か
ら
更
な
る
考
察
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

注
（
1
） 

本
稿
は
、
社
会
経
済
史
学
会
第
八
八
回
全
国
大
会
（
二
〇
一
九
年
五
月
一
八
日
）

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
「
冷
戦
期
の
住
宅
建
設
・
都
市
開
発

―
西
ド
イ
ツ

と
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
」
に
基
づ
く
。

（
2
） 

森
下
嘉
之
「「
ヒ
ト
ラ
ー
の
新
秩
序
」
と
そ
の
後
が
も
た
ら
し
た
地
域
社
会
の
変

容

―
チ
ェ
コ
工
業
都
市
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
を
事
例
に
（
一
九
三
八
〜
一
九
四
八

年
）」『
歴
史
と
経
済
』
六
〇
巻
三
号
、
二
〇
一
八
年
、
一
二-

二
一
頁
。

（
3
） 

ス
タ
ー
リ
ン
期
の
ソ
連
・
東
欧
諸
国
に
お
け
る
都
市
計
画
に
つ
い
て
は
多
く
の
比

較
研
究
が
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
以
下
を
参
照
。Thom

as M
. B

ohn, (H
rsg.), 

Von der „europäischen Stadt“ zur „sozialistischen Stadt“ und zurück? urbane 

Transform
ationen im

 östlichen Europa des 20. Jahrhunderts, M
ünchen, 2009.

（
4
） M

iloš B
artoň, „O

strava-Poruba, největší m
ěstské sídliště v Č

SSR
“, O

strava: 

Sborník příspěvků k dějinám
 a výstavbě m

ěsta, 2, 1964, pp. 9-28; O
strava 

socialistická: sborník studií k výstavbě m
ěsta v letech 1945-1970, O

strava, 

1971.

（
5
） M

artin Strakoš, N
ová O

strava a její satelity: kapitoly z dějin architektury 30.-
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50. let 20. Století, O
strava, 2010.

（
6
） K

im
berly Elm

an Zarecor, M
anufacturing a socialist m

odernity: housing 

in C
zechoslovakia, 1945-1960, U

niversity of Pittsburgh Press, 2011; 

“C
zechoslovakia’s M

odel H
ousing D

evelopm
ents: M

odern A
rchitecture for 

the Socialist Future”, in: V
ladim

ir K
ulic, M

onica Penick, Tim
othy Parker (ed.), 

Sanctioning M
odernism

: Architecture and the M
aking of Postw

ar Identities, 

U
niversity of Texas Press, 2014, pp. 66-89.

（
7
） Jiří Lexa, O

dkazy porubských kronik, O
strava, 2007. V

ěra,Šm
ajstrlová, Jiří 

Lexa, Pam
ěť Poruby, O

strava, 2019. 

四
方
田
雅
史
「「
両
義
的
遺
産
」
と
し
て

の
共
産
主
義
遺
産

―
チ
ェ
コ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ス
タ
ー
リ
ン
様
式
建
築

を
中
心
に
」『
静
岡
文
化
芸
術
大
学
研
究
紀
要
』
一
五
巻
、
二
〇
一
四
年
、
五-

五
六
頁
。
田
中
由
乃
「
チ
ェ
コ
に
お
け
る
社
会
主
義
時
代
の
パ
ネ
ル
住
宅
地
の
地

域
価
値
の
形
成

―
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
工
業
地
域
を
事
例
と
し
て
」『
住
総
研
研
究

論
文
集
』
四
二
巻
、
二
〇
一
六
年
、
二
〇
三-

二
一
四
頁
。

（
8
） B

lažena Przybylová, O
strava, Praha, 2013, p. 504; Jaroslav K

orábek, „V
ývoj 

organizace O
K

R
 v letech 1945-1965“, O

strava. Sborník příspěvků k dějinám
 a 

výstavbě m
ěsta, 4, 1967, p. 215; Jan K

uklík, Znárodněné Č
eskoslovensko. od 

znárodnění k privatizaci - státní zásahy do vlastnických a dalších m
ajetkových 

práv v Č
eskoslovensku a jinde v Evropě, Praha, 2010, pp. 148, 245, 254-255.

（
9
） Lubom

ír B
ajger „K

 odsunu něm
ců z O

stravska“, Slezský sborník, 66 (2), 

1968, pp. 153-155; O
stravsko po druhé světové válce 1945-1948, O

strava, 

1971, pp. 64-65, 126.

（
10
） Zem

ský A
rchiv O

pava, Č
íslo pom

ůcky:1136, Inv.č. 848.

（
11
） Jakub R

ákosník, Sovětizace sociálního státu. lidově dem
okratický režim

 a 

sociální práva občanů v Č
eskoslovensku 1945-1960, Praha, 2010, p. 454.

（
12
） N

ina Pavelčíková, Petr Popelka, „Životní prostředí na O
stravsku v letech 

1948-1970 a tzv. socialistická industrializace“, Slezský sborník, 115 (2), 2017, 

pp. 113-137; D
oubravka O

lšáková, Jiří Janáč, K
ult jednoty: stalinský plán 

přetvoření přírody v Č
eskoslovensku 1948-1964, Praha, 2018, pp. 149-150.

（
13
） O

stravský K
raj 5, 1953.2.10.

（
14
） Architektura Č

SR 32 (10), 1973, pp. 483-490; Zarecor (2011), pp. 73-75; 

O
lšáková, (2018), p. 146.

（
15
） 

近
年
の
チ
ェ
コ
建
築
史
は
、
戦
前
の
バ
チ
ャ
住
宅
建
築
に
由
来
す
る
規
格
化
・
標

準
化
を
、
社
会
主
義
期
に
大
量
に
建
設
さ
れ
た
パ
ネ
ル
工
法
の
高
層
住
宅
の
源
流

と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
ザ
レ
コ
ア
は
、「（
社
会
主
義
時
代
の
団
地
を
特
徴
づ
け

る
）
パ
ネ
ル
工
法
団
地
は
、
ア
メ
リ
カ
産
業
と
結
び
つ
い
た
資
本
主
義
企
業
の

た
め
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
」
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。K

im
berly 

Elm
an Zarecor, “Socialist N

eighborhoods after Socialism
. The Past, Present, 

and Future of Postw
ar H

ousing in the C
zech R

epublic”, East European 

Politics and Societies, 26, 2012, pp. 486-509.

（
16
） A

rchiv m
ěsta O

stravy (A
M

O
) Stavoprojekt 2 (3), 1953. 

特
に
、
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ

に
隣
接
す
る
炭
鉱
地
区
ハ
ヴ
ィ
ー
ジ
ョ
フ
は
、
戦
後
に
新
し
く
誕
生
し
た
工
業
都

市
と
し
て
、
ポ
ル
バ
と
同
様
の
「
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
」
建
築
に
よ
っ
て
都
市

計
画
が
進
め
ら
れ
、
一
九
五
五
年
に
一
万
六
千
人
、
一
九
七
〇
年
に
八
万
人
に
急

増
し
た
。O

lšáková (2018), p. 156.
（
17
） 
戦
前
以
来
の
機
能
主
義
建
築
を
重
視
し
て
い
た
建
築
家
の
間
か
ら
は
、
ソ
連
型

建
築
の
導
入
に
対
し
て
、「
ソ
レ
ラ
（
ラ
コ
ミ
ー
の
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
＝

Sorela
）」
と
軽
蔑
的
に
呼
ぶ
動
き
も
現
れ
た
。Zarecor (2011), p. 11. 

近
年
の

研
究
は
ポ
ル
バ
団
地
に
つ
い
て
、
緑
地
の
ス
ペ
ー
ス
も
十
分
確
保
さ
れ
た
「
社
会

主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
郊
外
の
好
例
」
と
し
て
、
西
側
都
市
と
の
比
較
を
行
っ
て
い



ゲシヒテ第 14号　62

る
。Steven Logan, In the Suburbs of H

istory. M
odernist Visions of the U

rban 

Periphery, U
niversity of Toronto Press, 2021, pp. 70-74.

（
18
） 
正
式
に
は
「
新
オ
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
」
と
さ
れ
た
が
、
本
稿
で
は
「
ポ
ル
バ
」
で
統
一

す
る
。

（
19
） 

同
地
が
住
宅
団
地
の
開
発
地
と
し
て
選
定
さ
れ
た
理
由
は
、
風
向
き
や
周
囲
を

緑
地
に
囲
ま
れ
た
立
地
上
の
利
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。A

M
O

 K
ronika N

ová 

O
strava (1950-1951); M

iloš B
artoň, „Socialistická výstavba a přestavba 

O
stravy“, O

strava. Sborník příspěvku k dejinám
 a výstavbe m

esta, 13, 1985, p. 

132; Lexa (2007), pp. 124, 136-140; Zaracor (2011), pp. 150-176.

（
20
） Architektura Č

SR 10, no. 1, 1951, pp. 259-265; Strakoš (2010), pp. 162, 167.

（
21
） 

一
九
五
〇
年
代
に
実
用
化
さ
れ
た
住
宅
規
格
は
、
Ｔ
一
二
タ
イ
プ
を
皮
切
り
に

一
九
種
類
に
及
ん
だ
。Jiří H

růza, Stavba m
ěst v Č

eskoslovensku, Praha, 1958, p. 

160.

（
22
） Jakub R

ákosník, et al., Sociální stát v Č
eskoslovensku: právně-institucionální 

vývoj v letech 1918-1992, Praha, 2012, p. 158; V
áclav Průcha, et al., 

H
ospodářské a sociální dějiny Č

eskoslovenska 1918-1992, B
rno, 2009, p. 

616.

（
23
） 

Ｇ
四
〇
タ
イ
プ
の
、
一
九
五
七
年
改
良
版
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

（
24
） Strakoš (2010), p. 181.

（
25
） B

artoň (1964), pp. 19-20.

（
26
） A

M
O

. Č
ísla o Porubě

（
27
） Lexa (2007), p. 191, 194.

（
28
） R

ákosník (2010), p. 296.

（
29
） 

訪
問
国
の
中
に
は
「
中
国
」「
朝
鮮
」
の
名
が
あ
る
が
、「
中
華
人
民
共
和
国
」

「
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
」
と
考
え
ら
れ
る
。Lexa (2007), pp. 159-177.

（
30
） Stručný statistický sborník 1945-1960, p. 202.

（
31
） R

ákosník (2010), p. 461; R
ákosník, et al. (2012), pp. 296-297.

（
32
） 

国
は
家
族
住
宅
の
建
設
に
対
し
て
も
二
〇
〜
五
〇
％
の
支
援
を
行
っ
て
い
た
。

A
M

O
 JN

V
 O

strava

，Průcha et al. (2009), pp. 610-611.

（
33
） A

M
O

. Č
ísla o Porubě.

（
34
） A

M
O

 K
ronika N

ová O
strava (1950-1951). B

artoň (1971), pp. 114-117.

（
35
） B

artoň (1971), pp. 121-122.

（
36
） B

artoň (1971), p. 118.

（
37
） A

M
O

 K
ronika N

ová O
strava (1950-1951). 

市
内
で
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ギ
リ

シ
ャ
な
ど
外
国
出
身
者
は
四
四
〇
〇
人
、
一
・
三
％
を
占
め
て
い
た
。Jiřík, et al. 

(1997), p. 52.

（
38
） B

artoň (1971), pp. 92-94.

（
39
） B

artoň (1971), pp. 121-122.

（
40
） N

ová svoboda 9 (221), 1953.9.13.

（
41
） Šm

ajstrlová, et al. (2019), pp. 129-131, 145-146.

（
42
） Šm

ajstrlová, et al. (2019), p. 118.

（
43
） Jana Jeřábková, N

ina Pavelčíková, „Postřehy z každodenního života obyvatel 

O
stravy v letech 1945-1960“, Sborník prací Filozofické fakulty O

stravské 

univerzity. D
oc. PhD

r. Ludm
ile N

esládkové, C
Sc. k narozeninám

, O
stravská 

univerzita, 14, 2007, pp. 113-116.
（
44
） Lexa (2007), p. 193.

（
45
） N

ina Pavelčíková, „R
om

ové v O
stravě během

 poválečného desetiletí (1945-

1955)“, Sborník prací Filozofické fakulty O
stravské univerzity. H

istorie 162, 

no. 4, 1996, p. 95. V
ladim

ír Vavrda, „C
ikánské obyvatelstvo v O

stravě“, 

O
strava. Sborník příspěvků k dějinám

 a výstavbě m
ěsta, 5, 1969, pp. 238-244. 
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チ
ェ
コ
に
お
け
る
ロ
マ
政
策
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
雪
野
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て

の
チ
ェ
コ
の
ロ
マ

―
非
ロ
マ
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」
高
橋
秀
寿
、
西
成
彦

編
『
東
欧
の
二
〇
世
紀
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
六
年
、
一
二
六-

一
五
六
頁
及
び

C
elia D

onert, The rights of the Rom
a: the struggle for citizenship in postw

ar 

C
zechoslovakia, C

am
bridge U

niversity Press, 2017

を
参
照
。

（
46
） Vavrda (1969), pp. 238-244.

（
47
） K

arel Som
m

er, „První pokusy o řešení cikánské (rom
ské) otázky v bývalém

 

O
stravském

 kraji (1950 - 1954)“, O
strava. Příspěvky k dějinám

 O
stravy a 

výstavbě O
stravy a O

stravska, 18, 1997, pp. 244-255.

（
48
） N

ina Pavelčíková, Rom
ské obyvatelstvo na O

stravsku (1945-1975), O
strava, 

1999, p. 42.

（
49
） Pavelčíková, (1996), pp. 103-104.

（
50
） Vavrda (1969), pp. 238-244.

（
51
） R

adim
 Prokop, Jiří K

ovář, „Slovenské obyvatelstvo v ostravské prům
yslové 

oblasti“,  O
strava. Příspěvky k dějinám

 O
stravy a výstavbě O

stravy a 

O
stravska, 16, 1991, pp. 60-63, 78; K

arel Jiřík, R
adim

, Prokop, R
adim

, 

„Zvláštnosti vývoje a skladby obyvatel O
stravy na pozadí hospodářských a 

sociálních prom
ěn po roce 1945“, O

strava. Příspěvky k dějinám
 a současných 

ostravy a ostravska, 18, pp. 63-64.

（
52
） Šm

ajstrlová, et al. (2019), pp. 129-131.

（
53
） D

enisa N
ečasová, N

ový socialistický člověk: Č
eskoslovensko 1948-1956, 

B
rno, 2018, pp. 174-182.

（
54
） 

ポ
ル
バ
出
身
者
の
中
で
も
最
も
有
名
人
と
言
え
る
歌
手
の
ヤ
ロ
ミ
ー
ル
・
ノ
ハ

ヴ
ィ
ツ
ァ
（
一
九
五
三
年
生
ま
れ
）
は
、
団
地
内
で
の
自
ら
の
ピ
オ
ニ
ー
ル
体
験

を
う
た
っ
た
曲
「
ポ
ル
バ
」
を
二
〇
一
七
年
に
発
表
し
て
い
る
。
二
〇
一
四
年
に

は
、
ノ
ハ
ヴ
ィ
ツ
ァ
を
含
む
ポ
ル
バ
出
身
著
名
人
の
回
想
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

R
adim

 H
orák, Adresa: O

strava-Poruba, aneb, Patnáct portrétů porubských 

osobností, O
strava, 2014.

（
も
り
し
た　

よ
し
ゆ
き
・
茨
城
大
学
准
教
授
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一
九
五
〇
年
代
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
東
独
出
身
者
の
た
め
の
住
宅
建
設

　
　
　

―
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
市
の
事
例）

1
（

―

永
山
の
ど
か

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

第
二
次
世
界
大
戦
終
戦
後
、
ド
イ
ツ
は
西
側
占
領
地
区
と
ソ
連
占
領
地
区
、
そ

し
て
一
九
四
九
年
に
は
西
ド
イ
ツ
と
東
ド
イ
ツ
に
分
断
さ
れ
た
が
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁

が
建
設
さ
れ
る
一
九
六
一
年
ま
で
、
ソ
連
占
領
地
区
・
東
ド
イ
ツ
か
ら
市
民
が
西
ド

イ
ツ
に
押
し
寄
せ
移
住
し
た
。
彼
ら
東
独
難
民
に
つ
い
て
の
研
究
に
は
十
分
な
蓄
積

が
あ
る
が
、
東
ド
イ
ツ
を
脱
出
す
る
際
の
動
機
や
西
ド
イ
ツ
社
会
へ
の
統
合
の
過
程

に
注
目
が
集
ま
っ
て
お
り
、
住
宅
建
設
、
都
市
開
発
と
関
連
づ
け
て
論
じ
ら
れ
て
い

る
も
の
は
少
な
い
。
流
入
数
が
多
か
っ
た
一
九
五
〇
年
代
は
、
深
刻
な
住
宅
不
足
を

背
景
に
西
ド
イ
ツ
政
府
、
州
政
府
、
地
方
自
治
体
の
各
級
政
府
が
幅
広
い
社
会
層
の

た
め
の
住
宅
建
設
に
積
極
的
に
か
か
わ
っ
た
時
期
で
あ
る
が
、
東
独
難
民
向
け
の
住

宅
供
給
は
住
宅
史
の
先
行
研
究
に
お
い
て
も
中
心
的
な
テ
ー
マ
で
は
な
い
。
先
行
研

究
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
西
ド
イ
ツ
人
口
に
占
め
る
東
独
難
民
の
割
合
が

一
〇
％
に
も
達
し
て
い
な
い
こ
と
と
関
係
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
一
九
五
〇
年
代
、
東
独
難
民
向
け
住
宅
供
給
へ
の
公
的
機
関
の
関
与
の

度
合
い
は
一
般
の
住
民
の
た
め
の
住
宅
供
給
に
比
べ
て
強
く
、冷
戦
を
背
景
に
し
て
、

そ
の
資
金
は
ド
イ
ツ
国
内
か
ら
だ
け
で
な
く
ア
メ
リ
カ
か
ら
も
提
供
さ
れ
た
。
こ
れ

は
、
東
独
難
民
全
体
に
占
め
る
、
年
金
等
公
的
資
金
で
生
計
を
立
て
て
い
る
人
の
割

合
が
、
一
般
の
住
民
や
他
の
特
定
の
社
会
層

―
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
領
だ
っ
た
東
部

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
か
ら
戦
時
中
な
い
し
戦
後
に
ド
イ
ツ
に
流
入
し
た
被
追
放
民

―

の
場
合
に
比
べ
て
低
か
っ
た
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る）

2
（

。
ま
た
、
彼
ら
へ
の
住
宅
供
給

は
市
議
会
な
ど
で
も
重
点
的
に
話
し
合
わ
れ
、
そ
の
議
論
は
東
独
難
民
向
け
住
宅
供

給
に
と
ど
ま
ら
な
い
住
宅
論
議
へ
と
結
び
付
い
て
い
っ
た
。
本
稿
で
は
、
東
独
難
民

の
住
宅
の
た
め
の
公
的
関
与
が
、
冷
戦
と
い
う
政
治
的
事
情
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響

を
受
け
、
市
の
住
宅
地
形
成
や
住
宅
論
議
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
、
と
い

う
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

冷
戦
の
影
響
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
資
金
援
助
が
住
宅
供

給
に
与
え
た
影
響
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
前
半
、
ア
メ
リ
カ
は
欧

州
復
興
計
画
（
Ｅ
Ｒ
Ｐ
、
マ
ー
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
）
の
「
見
返
り
資
金
」
を
西
ド
イ
ツ

の
モ
デ
ル
住
宅
団
地
な
ど
の
建
設
の
た
め
に
提
供
し
た
が
、
一
九
五
〇
年
代
半
ば
に

も
東
独
難
民
向
け
住
宅
に
資
金
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル

で
の
住
宅
供
給
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
。

ま
た
、
市
の
住
宅
地
形
成
、
住
宅
論
議
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
東
独
難
民
が

地
元
住
民
に
と
っ
て
「
異
質
な
」
人
た
ち
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
が
重
要
に
な
る
。

戦
後
西
ド
イ
ツ
の
住
宅
政
策
が
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ミ
ッ
ク
ス
」、
つ
ま
り
、
居
住
地

区
に
お
け
る
、
社
会
的
に
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
住
民
構
成
の
実
現
を
目
指
し
た
こ
と

は
、
ハ
ー
ラ
ン
ダ
ー
や
大
場
茂
明
が
指
摘
し
て
い
る
が）

3
（

、
こ
の
よ
う
な
理
念
と
東
独

難
民
向
け
住
宅
供
給
の
論
議
は
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　

２　

東
独
難
民
の
た
め
の
簡
易
住
宅
供
給

西
ド
イ
ツ
人
口
に
占
め
る
東
独
難
民
の
割
合
は
一
九
六
一
年
六
月
の
時
点
で
、

五
・
五
％
、
一
〇
万
人
以
上
の
大
都
市
の
場
合
は
人
口
の
七
・
九
％
で
あ
り
、
被
追
放

民
の
そ
れ
（
全
国
で
一
五
・
九
％
、
大
都
市
で
一
三
・
一
％
）
よ
り
も
低
か
っ
た）

4
（

。
し

か
し
、
一
九
五
〇
年
代
、
と
く
に
、
東
ド
イ
ツ
で
蜂
起
が
発
生
し
た
一
九
五
三
年
や

そ
の
後
の
一
九
五
五
〜
五
七
年
の
流
入
数
を
み
る
と
（
表
１
）、
東
独
難
民
は
被
追
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放
民
よ
り
多
か
っ
た
。
ま
た
、
表
に
お
い
て
「
被
追
放
民
」
に
含
ま
れ
る
人
々
の
中

に
も
、
東
ド
イ
ツ
か
ら
西
ド
イ
ツ
に
移
住
す
る
者
が
目
立
っ
た
。

東
独
難
民
の
流
入
が
目
立
っ
た
一
九
五
〇
年
代
半
ば
、
西
ド
イ
ツ
で
は
一
般
の

住
民
の
住
宅
不
足
も
深
刻
で
あ
っ
た
。
連
邦
政
府
は
「
社
会
的
住
宅
建
設
」
の
枠
組

み
で
、
一
般
の
住
民
の
た
め
の
新
規
住
宅
建
設
に
助
成
金
を
交
付
し
た
が
、
東
独
難

民
向
け
住
宅
供
給
へ
の
各
級
政
府
の
関
与
の
度
合
い
は
、
一
般
住
民
向
け
住
宅
建
設

の
場
合
よ
り
も
高
か
っ
た
。
東
独
難
民
の
流
入
が
冷
戦
と
い
う
政
治
的
事
由
に
よ
る

も
の
だ
っ
た
た
め
、
連
邦
政
府
や
州
政
府
だ
け
で
な
く
ア
メ
リ
カ
か
ら
も
資
金
が
提

供
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
資
金
を
用
い
て
、
地
方
自
治
体
は
連
邦
政
府
、

さ
ら
に
は
州
政
府
に
よ
っ
て
割
り
振
ら
れ
た
東
独
難
民
に
宿
泊
施
設
や
住
宅
を
提
供

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
一
時
的
に
宿
泊
す
る
収
容
施
設
の
提
供
、
そ

の
後
、
常
設
住
宅
の
斡
旋
、
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
本
稿
で
扱
う
一
九
五
〇
年
代
半

ば
は
、
新
た
に
流
入
し
た
東
独
難
民
に
収
容
施
設
を
提
供
し
、
同
時
に
、
す
で
に
収

容
施
設
に
入
っ
て
い
る
東
独
難
民
に
常
設
の
住
宅
を
提
供
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。

一
九
五
〇
年
代
半
ば
の

東
独
難
民
の
居
住
状
況
を
数

字
で
確
認
し
て
お
こ
う
。
表

２
か
ら
は
、
一
九
五
六
年
、

人
口
数
上
位
一
一
都
市
全
体

に
お
い
て
三
割
以
上
の
東
独

難
民
世
帯
が
不
安
定
な
居
住

環
境
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
が
、
こ
こ
に
は
、
上
述
の

収
容
施
設
も
含
ま
れ
て
い

る
。
大
都
市
の
う
ち
、
西
ベ

ル
リ
ン
を
除
い
た
一
〇
都
市

の
中
で
不
安
定
居
住
率）

5
（

が
最

も
高
か
っ
た
の
は
シ
ュ
ツ
ッ

ト
ガ
ル
ト
で
あ
る
。
以
下
で

は
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
に
お

け
る
不
安
定
居
住
解
消
の
取

り
組
み
の
過
程
に
焦
点
を
当

西ドイツに
移住した年

東独難民（東ドイツ
経由の避難民を除く） 被追放民

全体 全体 うち、ソ連占領地区、
東ドイツを経由した人

1000人 ％ 1000人 ％ 1000人 ％

1944‐45 290.3 9.4 1,830.1 20.4 523.4 28.6

1946 169.9 5.5 2,474.2 27.6 479.3 19.4

1947 133.0 4.3 523.6 5.8 198.4 37.9

1948 138.9 4.5 400.2 4.5 166.3 41.6

1949 144.1 4.6 253.5 2.8 129.0 50.9

1950 151.0 4.9 184.9 2.1 106.1 57.4

1951 113.9 3.7 96.0 1.1 62.9 65.5

1952 112.1 3.6 76.4 0.9 54.8 71.7

1953 203.4 6.6 111.8 1.2 84.6 75.7

1954 128.7 4.2 81.3 0.9 57.1 70.2

1955 182.6 5.9 88.0 1.0 63.7 72.4

1956 192.8 6.2 104.0 1.2 69.5 66.8

1957 180.5 5.8 159.6 1.8 78.3 49.1

1958 121.7 3.9 155.2 1.7 61.4 39.6

1959 88.0 2.8 54.0 0.6 30.7 56.9

1960 146.0 4.7 48.7 0.5 32.2 66.1

1961 68.8 2.2 9.8 0.1 5.5 56.1

記載なし /1943
年以前に移住 44.3 1.4 392.1 4.4 31.9 8.1

西独への移住後
に生まれた子供 489.0 15.8 1,913.2 21.4 530.9 27.7

全体 3099.1 100.0 8,956.2 100.0 2,765.7 30.9

表 1　1961年 6月 6日時点における西ドイツ在住の東独難民の流入年 

出典：Statistisches Bundesamt Wiesbaden (Hrsg.), Bevölkerung und Kultur. Volks- und 
Berufszählung vom 6. Juni 1961, Heft 6, Vertriebene und Deutsche aus der SBZ. 
Vertreibung und Struktur, S. 28により作成。
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表 2　1956 年 9月における東独難民・被追放民世帯の不安定居住率

出典：Deutsche Städtetag (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch deutscher Gemeinden, Jg.45(1957), S. 302, S. 307, S. 316により作成。

て
た
い
。

東
独
難
民
に
供
給
す
る
住
宅
の
形
態
は
各
地
方
自
治
体
の
判
断
に
委
ね
ら
れ

て
お
り
、
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
で
は
、
東
独
難
民
が
一
挙
に
押
し
寄
せ
て
き
た

一
九
五
三
年
に
、
議
論
が
活
発
化
し
た）

6
（

。
東
独
難
民
へ
の
住
宅
供
給
は
急
を
要

し
て
い
た
た
め
、
議
論
で
は
、
建
設
期
間
が
短
い
「
簡
易
住
宅
（Schlicht- und 

Einfachw
ohnung, Einfachw

ohnung, Schlichtw
ohnung

）」
が
東
独
難
民
向
け
住

宅
の
候
補
と
し
て
挙
が
っ
た
。「
簡
易
住
宅
」
に
は
は
っ
き
り
と
し
た
定
義
が
存
在

し
な
い
が
、
そ
れ
は
、
常
設
住
宅
の
中
で
最
も
簡
素
な
住
宅
、
と
い
う
意
味
合
い
で
、

住
宅
に
関
わ
る
連
邦
議
会
の
議
事
録
に
も
登
場
す
る
。
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
で
は
、

浴
槽
付
浴
室
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
簡
易
住
宅
を
そ
れ
以
外
の
一
般
的
な

住
宅（N

orm
alw

ohnung:

以
下
、一
般
住
宅
）と
区
別
す
る
重
要
な
点
で
あ
っ
た
。「
シ

ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
住
宅
団
地
会
社
（Stuttgarter Siedlungsgesellschaft:

一
九
六
九

年
以
降
、Stuttgarter W

ohnungs- und Siedlungsgesellschaft

と
改
名
、
以
下
、
Ｓ

Ｓ
Ｇ
と
表
記
）」
の
当
時
の
文
書
に
よ
る
と
、
簡
易
住
宅
に
は
各
戸
に
シ
ャ
ワ
ー
室

が
無
い
タ
イ
プ
と
、
シ
ャ
ワ
ー
室
が
あ
る
タ
イ
プ
と
が
あ
っ
た
。

シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
で
の
簡
易
住
宅
の
供
給
主
体
を
み
て
み
よ
う）

7
（

。
一
九
五
二

年
、
五
三
年
に
は
、
同
市
の
簡
易
住
宅
・
一
般
住
宅
を
合
わ
せ
た
新
築
住
宅
数
は
非

営
利
住
宅
組
織
、
民
間
施
主
、「
役
所
・
公
法
団
体
」
の
順
に
多
か
っ
た
が）

8
（

、
簡
易

住
宅
に
限
定
し
た
場
合
、
そ
の
供
給
主
体
は
非
営
利
組
織
で
あ
る
Ｓ
Ｓ
Ｇ
と
、「
役

所
・
公
法
団
体
」
で
あ
る
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
市
だ
っ
た
。
一
般
住
宅
の
場
合
と
同

様
、
市
が
簡
易
住
宅
を
供
給
す
る
の
は
特
別
な
事
情
が
あ
る
時
で
あ
り
、
東
独
難
民

増
加
は
そ
れ
に
あ
て
は
ま
っ
た
。
一
方
、
Ｓ
Ｓ
Ｇ
は
市
の
資
本
参
加
を
受
け
、
市
に

代
わ
り
住
宅
困
窮
者
や
社
会
的
弱
者
に
住
宅
を
供
給
し
て
お
り
、
一
九
五
〇
年
代
半

ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
一
般
住
宅
を
上
回
る
数
の
簡
易
住
宅
を
供
給
し
た
（
表
３
）。

東
独
難
民
向
け
住
宅
と
し
て
の
簡
易
住
宅
の
建
設
の
是
非
が
最
初
に
議
論
さ

都市名 東独難民 被追放民 市内全世帯

全世帯数 不安定居住
世帯 1）

不安定居住
率（%） 2） 全世帯数 不安定居住

世帯
不安定居住
率（%） 全世帯数 不安定居住

率（%）
ベルリン（西） 14,047 5,446 39 81,846 32,291 39 1,007,619 25

ハンブルク 8,123 2,902 36 78,467 28,544 36 700,331 30

ミュンヘン 2,873 973 34 48,226 18,679 39 390,746 31

ケルン 2,383 718 30 24,441 6,764 28 264,544 25

エッセン 1,447 353 24 24,892 6,526 26 245,819 26

デュッセルドルフ 2,828 720 25 33,871 9,342 28 245,882 26

フランクフルト 4,143 1,256 30 35,353 11,117 31 250,518 28

ドルトムント 1,602 407 25 26,209 5,625 21 208,982 20

シュツットガルト 2,498 955 38 26,860 9,556 36 227,972 28

ハノーファー 4,146 1,275 31 48,758 16,838 35 211,358 30

ブレーメン 1,727 431 25 20,521 6,609 32 186,690 24

西ベルリンを除く
10都市の合計 31,770 9,990 31 367,598 119,600 33 2,932,842 36

1）間借り人としての居住、緊急用住宅（Notwohnung）、収容施設ほか類似施設に居住している世帯。緊急用住宅の特徴として、
Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Die Bewohner in Wohnungen und in Unterkünften ausserhalb von Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland 
nach Zählung vom 13. 9. 1950 (Statistik der Bundesrepubrik Deutschland, Bd. 41, S. 5 には、a）台所不備、b）緊急用家屋内の住居、c）地下
室の住宅、d）通常使用している空間とのアクセスがない屋根裏住宅、e）6㎡以下のミニキッチンが挙げられている。

2）不安定居住世帯 ÷全世帯数
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れ
た
の
は
、
一
九
五
三

年
三
月
二
五
日
の
市
議

会
技
術
委
員
会
に
お
い

て
で
あ
る
。
こ
の
委
員

会
に
は
、
担
当
の
助
役

（B
eigeordneter

）、
担
当

の
市
議
会
議
員
ら
が
参
加

し
て
お
り
、
議
長
の
助
役

ホ
ス
（H

oss

）
は
、
州
か

ら
の
助
成
金
の
額
を
考
え

る
と「
ソ
連
占
領
地
区〔
東

独:

筆
者
〕
か
ら
の
難
民

の
た
め
の
住
宅
は
特
別
の

タ
イ
プ
、
つ
ま
り
、
一

般
住
宅
（
一
万
六
〇
〇
〇

マ
ル
ク
）
の
コ
ス
ト
を
下

回
る
よ
う
な
住
宅
に
す
る

べ
き
で
あ
る
。
二
四
〇
〇

人
の
東
独
難
民
の
た
め

に
建
て
ら
れ
る
予
定
の

六
〇
〇
戸
の
う
ち
、
三
分

の
一
を
い
わ
ゆ
る
簡
易
住

宅
（
九
〇
〇
〇
〜
一
万

マ
ル
ク
）
と
し
て
建
て

る
べ
き
で
あ
る
」
と
述

べ
、
簡
易
住
宅
建
設
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
市
議
会
議
員
シ
ャ
ー

（C
zaja

：
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
））
は
、
他
の
公
的
資
金
も
用
い
れ
ば

一
般
住
宅
の
建
設
は
可
能
で
あ
り
、
や
が
て
浮
浪
者
向
け
と
な
る
よ
う
な
住
宅
を
公

的
資
金
を
使
っ
て
つ
く
る
べ
き
で
な
い
、
と
主
張
し
、
ま
た
、
市
議
会
議
員
グ
シ
ャ

イ
ド
レ
（G

scheidle

：
ド
イ
ツ
共
産
党
（
Ｋ
Ｐ
Ｄ
））
は
こ
れ
ま
で
の
簡
易
住
宅
で

の
「
ひ
ど
い
経
験
」
を
理
由
に
簡
易
住
宅
を
建
設
す
べ
き
で
な
い
と
主
張
し
た
。
こ

の
よ
う
に
政
治
的
に
は
立
場
の
違
う
二
人
の
市
議
会
議
員
が
簡
易
住
宅
建
設
に
反
対

し
た
が
、
助
役
側
は
簡
易
住
宅
建
設
路
線
を
変
え
な
か
っ
た
。
助
役
ク
ラ
ウ
フ
マ
ン

（K
raufm

ann

）
は
「
東
独
難
民
の
中
に
は
一
般
住
宅
の
家
賃
を
支
払
え
な
い
人
も

い
る
の
で
、簡
易
住
宅
は
必
要
で
あ
る
」、副
市
長
（B

ürgerm
eister

）
ヒ
ル
ン
（H

irn

）

も
「
簡
易
住
宅
を
悪
い
も
の
と
決
め
つ
け
る
の
は
良
く
な
い
。
た
だ
設
備
が
簡
素
な

だ
け
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
会
議
で
の
議
論
は
、
住
宅
不
足

に
悩
む
地
元
住
民
が
東
独
難
民
へ
の
優
先
的
住
宅
供
給
に
対
し
て
好
ま
し
く
思
っ
て

い
な
い
、
と
い
う
点
に
も
及
ん
だ
。
副
市
長
ヒ
ル
ン
は
「
西
側
は
パ
ラ
ダ
イ
ス
だ
、

と
い
う
よ
う
な
誘
惑
的
な
印
象
を
〔
東
独
の:

筆
者
〕
難
民
に
与
え
る
べ
き
で
は
な

い
。
西
で
は
一
般
の
人
で
さ
え
も
住
宅
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
に
」
と

述
べ
、
東
独
難
民
に
質
の
悪
い
簡
易
住
宅
を
提
供
し
、
そ
れ
に
よ
り
地
元
住
民
の
不

満
の
増
幅
を
防
ぐ
こ
と
を
示
唆
し
た
が
、
こ
れ
は
会
議
参
加
者
の
間
で
も
否
定
さ
れ

な
か
っ
た
。

東
独
難
民
向
け
の
簡
易
住
宅
建
設
が
一
九
五
三
年
三
月
三
一
日
の
市
議
会
で
承

認
さ
れ
る
と
、
四
月
に
は
簡
易
住
宅
の
形
態
に
つ
い
て
市
議
会
の
経
済
・
技
術
両
委

員
会
で
話
し
合
わ
れ
た）

9
（

。
そ
こ
で
は
、
直
線
の
廊
下
を
各
戸
が
共
用
す
る
三
階
建
て

の
建
物
が
提
案
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
簡
易
住
宅
そ
の
も
の
を
批
判
す
る

声
は
市
議
会
議
員
の
間
で
も
小
さ
く
な
り
、
東
独
難
民
の
絶
え
間
な
い
流
入
へ
の
対

処
の
必
要
性
、
設
備
が
簡
素
な
こ
と
に
よ
る
工
期
の
短
さ
と
家
賃
の
安
さ
、
バ
ラ
ッ

年 一般
住宅

簡易住宅

合計 SSG住宅対象者（SSG新規住宅全体に占める割合）
上位 3位（単位％）

参考：市内の住宅建設数

各戸に
シャワー室
なし

各戸に
シャワー室
あり

全体 うち、公的助成金
を受けた住宅

1953年 586 0 586 － 5,443 1,993

1954年 290 447 737 － 4,763 2,355

1955年 496 406 902 トーチカ居住者 26.8、東独難民 25.9、住宅困窮者 21.5 5,069 2,875

1956年 370 292 72 734 住宅困窮者 30.5、立ち退き対象者 19.3、東独難民 17.8 4,961 2,080

1957年 0 256 256 東独難民 62.9、市従業員・教員 21.1、立ち退き対象者 15.6 4,760 1,789

1958年 65 186 251 住宅困窮者 51.4、立ち退き対象者 19.9、市従業員・教員 17.1 3,261 2,106

1959/60年 176 500 676 住宅困窮者 42、東独難民 27.7、若者 10.5 7,910 3,306

1961年
（部分計画） 37 85 122 － 4,767 1,482

1962年 110 315 425 住宅困窮者 24.9、高齢者 19.5、バラック居住者 19.7 4,775 572
1963年 57 0 57 － 3,366 321

表 3　シュツットガルト住宅団地会社（SSG）とその対象者の住宅建設

出典：StA Stuttgart 8012-62 Band 1 u. 2; Amtblatt der Stadt Stuttgart vom 15. Oktober 1964により作成。
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ク
の
建
設
を
避
け
る
た
め
の
、
代
替
と
な
る
住
宅
の
提
供
の
必
要
性
、
と
い
う
点
か

ら
簡
易
住
宅
が
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
三
月
の
上
述
の
技
術
委
員
会
で
は
簡

易
住
宅
に
否
定
的
な
立
場
を
と
っ
た
シ
ャ
ー
も
、「
簡
易
住
宅
は
東
独
難
民
向
け
住

宅
と
し
て
の
み
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
長
年
の
住
宅
困
窮
者
に
提
供
す
べ
き
住

宅
で
は
な
い
」
と
発
言
し
、
東
独
難
民
へ
の
簡
易
住
宅
建
設
を
肯
定
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

簡
易
住
宅
の
建
設
形
態
は
各
種
委
員
会
を
経
て
、
一
九
五
三
年
四
月
一
六
日
の

市
議
会
に
お
い
て
も
承
認
さ
れ
、
二
一
五
戸
が
市
営
住
宅
と
し
て
デ
ッ
サ
ウ
ア
ー

（D
essauer

）
通
り
に
建
設
さ
れ
た）
10
（

（
地
図
１
）。
こ
の
簡
易
住
宅
は
各
戸
に
ト
イ
レ

が
つ
い
て
い
た
が
シ
ャ
ワ
ー
室
の
無
い
タ
イ
プ
で
あ
り
、
面
積
も
わ
ず
か
三
五
平
方

メ
ー
ト
ル
だ
っ
た
。一
戸
当
た
り
の
実
際
の
居
住
人
数
に
つ
い
て
の
資
料
は
な
い
が
、

計
画
の
段
階
で
は
四
人
世
帯
の
入
居
を
想
定
し
て
い
た
。

で
は
、
こ
の
住
宅
建
設
は
市
の
住
宅
供
給
に
ど
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え

た
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
東
独
難
民
向
け
簡
易
住
宅
が
建
設
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ

か
け
に
、
簡
易
住
宅
の
建
設
が
活
発
化
し
た
点
で
あ
る
。
上
述
の
通
り
、
市
議
会
議

員
の
間
で
は
簡
易
住
宅
の
「
ひ
ど
さ
」
を
危
惧
す
る
声
が
で
た
が
、
非
営
利
住
宅
組

織
Ｓ
Ｓ
Ｇ
は
簡
易
住
宅
を
、
シ
ャ
ワ
ー
室
の
設
置
と
い
う
改
善
を
し
な
が
ら
、
常
設

住
宅
の
最
低
限
の
形
態
と
し
て
供
給
し
続
け
た
（
表
３
）。
こ
の
場
合
、
東
独
難
民

だ
け
で
な
く
他
の
社
会
的
弱
者
も
入
居
対
象
者
と
な
っ
た
（
表
３
）。
た
と
え
ば
、

一
九
五
七
年
の
Ｓ
Ｓ
Ｇ
新
規
住
宅
は
す
べ
て
簡
易
住
宅
で
あ
っ
た
が
、
東
独
難
民
向

け
は
そ
の
六
割
に
と
ど
ま
っ
た
。
ま
た
、
Ｓ
Ｓ
Ｇ
は
一
九
五
九
年
に
は
メ
ン
ヒ
フ
ェ

ル
ト
（M

önchfeld

）
団
地
の
敷
地
内
に
九
六
戸
の
簡
易
住
宅
を
建
設
し
た
が
、
東

独
難
民
向
け
は
二
五
％
で
あ
り
、
残
り
は
低
所
得
者
向
け
で
あ
っ
た）
11
（

。

注
目
す
べ
き
は
、
簡
易
住
宅
建
設
が
一
九
五
〇
年
代
半
ば
の
連
邦
政
府
の
住
宅

政
策
の
潮
流
に
、一
方
で
逆
行
し
、他
方
で
沿
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。西
ド
イ
ツ
で
は
、

公
的
助
成
住
宅
に
関
す
る
初
の
連
邦
法
で
あ
る
第
一
次
住
宅
建
設
法
が
一
九
五
〇
年

に
施
行
さ
れ
た
が
、
面
積
以
外
、
助
成
さ
れ
る
住
宅
の
最
低
居
住
水
準
に
つ
い
て
の

規
定
は
な
か
っ
た）
12
（

。
一
九
五
〇
年
代
半
ば
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
社
会
的
住
宅
建
設
に
お

け
る
質
の
向
上
が
追
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
助
成
対
象
と
な
る
住
宅
の
最
低
居

住
水
準
に
つ
い
て
二
年
間
議
論
が
な
さ
れ
、
一
九
五
六
年
に
第
二
次
住
宅
建
設
法
が

施
行
さ
れ
た
。
施
行
の
一
年
前
の
一
九
五
五
年
四
月
、
連
邦
住
宅
建
設
大
臣
は
各
地

方
自
治
体
に
文
書
を
出
し
、
簡
易
住
宅
を
社
会
的
住
宅
建
設
の
枠
組
み
で
建
て
て
い

地図 1　1950 ～ 1970 年にシュツットガルトで建設された簡易住宅と団地
（東独難民が入居した主要団地）

出典：Stadt Stuttgart u. Stadtplanungsamt (Hrsg.), Stuttgarter Neubaugebiete der Jahre 
1950 bis 1970, Stuttgart 2000掲載の地図に基づき筆者作成。

　　囲ってある箇所は 1950年代 ~70年代に建設された団地を示している。
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る
か
ど
う
か
の
調
査
を
依
頼
し
て
い
る）
13
（

。
文
面
で
は
、
簡
易
住
宅
が
大
都
市
の
住
宅

全
般
の
質
を
下
げ
て
い
る
た
め
、
策
定
中
の
第
二
次
住
宅
建
設
法
で
は
簡
易
住
宅
を

社
会
的
住
宅
建
設
の
枠
組
み
で
助
成
し
な
い
方
針
で
あ
る
点
、
ト
ー
チ
カ
な
ど
に
住

ん
で
い
る
秩
序
あ
る
家
族
を
、
や
が
て
ス
ラ
ム
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
簡
易
住
宅

に
入
居
さ
せ
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
点
が
調
査
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
文
書
に
対
し
、
同
年
六
月
、
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
市
当
局
は
、
Ｓ
Ｓ
Ｇ
の
簡
易

住
宅
の
質
の
高
さ
を
挙
げ
、
同
市
内
で
は
簡
易
住
宅
が
市
の
住
宅
水
準
を
下
げ
て
い

な
い
、
と
返
答
し
た
。
こ
の
や
り
取
り
で
は
、
東
独
難
民
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い

な
い
が
、
連
邦
議
会
で
の
東
独
難
民
関
連
の
議
論
で
は
東
独
難
民
向
け
住
宅
と
し
て

簡
易
住
宅
を
建
設
す
る
こ
と
を
否
定
的
に
と
ら
え
る
意
見
が
出
さ
れ
た
。
一
九
五
六

年
二
月
九
日
の
連
邦
議
会
で
は
国
会
議
員
ク
ン
チ
ャ
ー
（K

untscher

）
が
Ｃ
Ｄ
Ｕ

／
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
（
Ｃ
Ｓ
Ｕ
）
を
代
表
し
て
「
東
独
難
民
向
け
資
金
を
大
量

生
産
方
式
の
簡
易
住
宅
建
設
に
投
じ
る
こ
と
は
、間
違
っ
た
投
資
で
あ
る
」
と
述
べ
、

連
邦
住
宅
建
設
大
臣
は
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
が
提
出
し
た
質
問
状
の
「
東
独
難
民
向

け
に
大
量
に
簡
易
住
宅
を
建
設
し
て
い
る
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、「
建
設
し

て
い
な
い
と
各
州
は
答
え
て
い
る
」
と
回
答
し
て
い
る）
14
（

。「
各
州
」
に
は
シ
ュ
ツ
ッ

ト
ガ
ル
ト
が
属
す
る
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
州
も
含
ま
れ
る
が
、
シ
ュ

ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
の
デ
ッ
サ
ウ
ア
ー
通
り
の
東
独
難
民
向
け
簡
易
住
宅
は
、
各
戸
に
シ

ャ
ワ
ー
室
が
設
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、
低
質
の
素
材
で
建
設
さ
れ
た
た
め
、
連
邦
レ
ベ

ル
の
議
論
で
否
定
さ
れ
て
い
る「
や
が
て
ス
ラ
ム
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
住
環
境
」

「
間
違
っ
た
投
資
」
に
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
デ
ッ
サ
ウ
ア
ー
通
り
の

市
営
の
簡
易
住
宅
と
Ｓ
Ｓ
Ｇ
の
シ
ャ
ワ
ー
無
し
簡
易
住
宅
（
表
３
参
照
）
は
、
住
宅

全
般
の
質
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
連
邦
レ
ベ
ル
の
住
宅
論
議
に
逆
行
し
て
い
た
。

そ
の
一
方
で
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
Ｓ
Ｓ
Ｇ
が
建
設
し
た
簡
易
住
宅
に
は
、

シ
ャ
ワ
ー
室
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
第
二
次
住
宅
建
設
法
で
の
居
住
水
準

を
満
た
し
て
い
た
。
同
法
で
は
、
間
取
り
や
イ
ン
フ
ラ
設
備
な
ど
の
細
か
い
基
準
と

並
ん
で
、「
浴
室
も
し
く
は
シ
ャ
ワ
ー
室
、
及
び
、
洗
面
台
が
住
宅
内
に
あ
る
こ
と
」

と
い
う
規
定
が
設
け
ら
れ
る
の
で
あ
る）
15
（

。
た
だ
、
Ｓ
Ｓ
Ｇ
が
一
九
六
二
年
以
降
は
簡

易
住
宅
自
体
を
建
設
し
て
い
な
い
点
に
着
目
す
る
と
（
表
３
）、
簡
易
住
宅
は
あ
く

ま
で
も
過
渡
的
な
住
宅
形
態
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

第
二
に
、
簡
易
住
宅
建
設
が
市
の
住
宅
政
策
に
お
け
る
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ミ
ッ

ク
ス
」
に
つ
い
て
の
議
論
に
結
び
付
い
た
点
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
、
一
九
六
〇

年
代
に
お
け
る
市
議
会
・
市
当
局
、
Ｓ
Ｓ
Ｇ
で
の
住
宅
論
議
の
文
書
に
目
を
通
す

と
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ミ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
の
言
及
は
一
九
五
〇
年
代
半
ば
か
ら
後
半

に
集
中
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
東
独
難
民
、
肺
病
患
者
、
市
従
業
員
、
バ
ラ
ッ
ク

居
住
者
の
た
め
の
住
宅
や
簡
易
住
宅
を
市
内
に
分
散
さ
せ
る
べ
き
か
否
か
、
と
い
う

文
脈
で
な
さ
れ
た
。
東
独
難
民
、
肺
病
患
者
、
バ
ラ
ッ
ク
居
住
者
の
住
宅
供
給
の
場

合
、
地
元
住
民
に
と
っ
て
「
異
質
」
な
人
々
を
一
般
の
住
民
と
同
じ
住
宅
地
に
ど
う

居
住
さ
せ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
議
論
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
中
で
も
最
も
早
い
段

階
で
こ
の
点
に
言
及
し
た
の
は
、
管
見
の
限
り
、
ハ
ル
マ
イ
ヤ
ー
（H

allm
ayer

：

ド
イ
ツ
民
主
人
民
党
（
Ｄ
Ｖ
Ｐ
））
で
あ
り
、
彼
は
、
一
九
五
三
年
五
月
二
三
日
の

市
議
会
行
政
委
員
会
で
「
東
独
難
民
向
け
住
宅
は
市
域
全
体
に
分
散
さ
せ
る
こ
と

（Streuung

）
が
正
し
い
」
と
指
摘
し
た）
16
（

。
も
っ
と
も
、
同
日
に
開
催
さ
れ
た
、
東

独
難
民
向
け
簡
易
住
宅
に
つ
い
て
の
上
述
の
市
議
会
技
術
委
員
会
会
議
で
は
こ
の
点

に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
実
際
に
供
給
さ
れ
た
東
独
難
民
向
け
の
簡
易
住
宅

も
、
一
つ
の
通
り
に
集
中
し
て
建
設
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ミ

ッ
ク
ス
の
実
現
か
ら
ほ
ど
遠
か
っ
た
。
し
か
し
、
東
独
難
民
向
け
簡
易
住
宅
を
き
っ

か
け
に
簡
易
住
宅
の
建
設
が
活
発
化
す
る
と
、
簡
易
住
宅
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
一
般

の
人
々
が
敬
遠
す
る
簡
易
住
宅
を
ど
の
よ
う
に
し
て
供
給
す
る
の
か
、
ま
た
、
簡
易

住
宅
の
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
解
消
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
に
し
て
一
般
の
人
々
を
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簡
易
住
宅
に
住
ま
わ
せ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
移
っ
て
い
っ
た）
17
（

。
こ
れ
ら
の
点
は
、

一
九
五
四
年
、
バ
ラ
ッ
ク
居
住
者
の
た
め
に
一
八
〇
戸
の
簡
易
住
宅
を
市
内
ビ
ュ
ス

ナ
ウ
（B

üsnau

）
地
区
に
て
建
設
す
る
計
画
が
出
た
際
に
、
市
議
会
各
種
委
員
会
、

Ｓ
Ｓ
Ｇ
監
査
役
会
会
議
に
お
い
て
話
し
合
わ
れ
た
。
ま
ず
、
市
議
会
技
術
委
員
会
に

属
す
る
市
議
会
議
員
が
簡
易
住
宅
入
居
予
定
者
を
「
迷
惑
行
為
を
す
る
人
々
」
と
み

な
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
市
議
会
経
済
委
員
会
で
疑
義
が
出
さ
れ
た
。
同
会
議
議
長

の
助
役
ク
ラ
ウ
フ
マ
ン
は
「
簡
易
住
宅
の
住
民
を
、
迷
惑
行
為
を
す
る
人
と
同
一
視

し
て
は
い
け
な
い
。
後
者
は
一
般
住
宅
に
も
居
住
し
て
い
る
」、「
迷
惑
行
為
を
行
う

人
々
と
社
会
的
弱
者
（sozialschw

ach
）、
つ
ま
り
、
高
い
家
賃
を
支
払
え
な
い
住

宅
困
窮
者
を
一
緒
に
し
て
は
い
け
な
い
。
ビ
ュ
ス
ナ
ウ
の
簡
易
住
宅
は
後
者
を
対
象

と
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
同
席
の
市
議
会
議
員
も
党
派
を
問
わ
ず
助
役
の
こ
の
見
解

に
賛
同
し
た
。
さ
ら
に
、同
会
議
で
は
「
迷
惑
行
為
を
す
る
人
々
」
を
「
一
般
の
人
々

と
同
じ
住
環
境
に
住
ま
わ
せ
、彼
ら
だ
け
の
閉
じ
ら
れ
た
団
地
の
形
成
を
防
ぐ
こ
と
」

が
重
視
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
、「
迷
惑
行
為
を
す
る
人
々
」
の
住
居
の
分
散
へ
と
論

点
が
移
っ
て
い
る
が
、「
分
散
」
は
簡
易
住
宅
供
給
の
文
脈
で
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、

助
役
ホ
ス
は
、
簡
易
住
宅
を
一
般
の
住
宅
地
の
中
に
分
散
さ
せ
て
建
設
す
る
こ
と
を

推
奨
し
た
。
簡
易
住
宅
を
一
般
住
宅
と
同
じ
住
宅
地
に
建
設
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、

簡
易
住
宅
居
住
者
と
一
般
住
宅
居
住
者
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ミ
ッ
ク
ス
の
必
要
性
が
主

張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

簡
易
住
宅
を
一
般
の
住
宅
地
の
中
に
分
散
さ
せ
る
、
と
い
う
意
味
で
の
ソ
ー
シ

ャ
ル
・
ミ
ッ
ク
ス
の
理
想
は
、
一
九
五
六
年
の
メ
ン
ヒ
フ
ェ
ル
ト
団
地
計
画
と

一
九
五
九
年
の
フ
ァ
ザ
ー
ネ
ン
ホ
ー
フ
（Fasanenhof

）
団
地
計
画
に
つ
い
て
の
Ｓ

Ｓ
Ｇ
の
監
査
役
会
で
も
、「
健
全
で
社
会
的
な
構
成
（gesundes soziales G

efüge

）」

「
人
々
の
良
い
混
合
（gute M

ischung der B
evölkerung

）」
と
い
う
表
現
と
と
も
に

言
及
さ
れ
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
実
現
し
た
。
Ｓ
Ｓ
Ｇ
は
メ
ン
ヒ
フ
ェ
ル
ト
団

地
で
一
九
五
六
年
に
一
般
住
宅
八
四
戸
、
簡
易
住
宅
一
一
九
戸
（
う
ち
、
シ
ャ
ワ
ー

室
無
し
四
八
戸
、
シ
ャ
ワ
ー
室
付
七
二
戸
）、
一
九
五
八
年
に
は
シ
ャ
ワ
ー
室
付
簡

易
住
宅
を
九
六
戸
を
建
設
し
た
。
ま
た
、
デ
ュ
ル
レ
ヴ
ァ
ン
ク
（D

ürrlew
ang

）
団

地
で
は
、
一
九
五
六
年
計
画
の
枠
組
み
で
一
般
住
宅
七
二
戸
、
シ
ャ
ワ
ー
室
無
し

簡
易
住
宅
一
六
二
戸
、
一
九
五
七
年
計
画
の
枠
組
み
で
シ
ャ
ワ
ー
室
付
簡
易
住
宅

一
二
〇
戸
を
、
フ
ァ
ザ
ー
ネ
ン
ホ
ー
フ
団
地
で
は
、
一
九
五
九
〜
六
〇
年
に
一
般
住

宅
一
四
〇
戸
、
シ
ャ
ワ
ー
室
付
簡
易
住
宅
三
八
〇
戸
を
建
設
し
た）
18
（

。

　
　
　
　

３　

非
営
利
住
宅
組
織
に
よ
る
東
独
難
民
向
け
住
宅
供
給
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｆ
Ｏ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム

　

第
二
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
東
独
難
民
へ
の
優
先
的
住
宅
供
給
に
対
し
て
地
元
住

民
の
反
発
は
強
か
っ
た
が
、
一
九
五
〇
年
代
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
東
独
難
民

向
け
住
宅
と
し
て
簡
易
住
宅
だ
け
で
な
く
一
般
住
宅
も
建
設
さ
れ
た
。
シ
ュ
ツ
ッ
ト

ガ
ル
ト
市
に
は
Ｓ
Ｓ
Ｇ
を
含
む
複
数
の
非
営
利
住
宅
組
織
が
一
般
住
民
向
け
の
社
会

住
宅

―
社
会
的
住
宅
建
設
の
枠
組
み
で
建
設
さ
れ
た
住
宅

―
を
建
設
し
て
い
た

が
、こ
れ
ら
の
組
織
が
東
独
難
民
向
け
住
宅
を
一
般
住
民
向
け
住
宅
団
地
の
敷
地
内
、

も
し
く
は
、
市
内
の
ベ
ル
ク
ハ
イ
ム
（B

ergheim

）・
ギ
ー
ベ
ル
（G

iebel

）
地
区

に
建
設
し
た
（
地
図
１
）。

簡
易
住
宅
と
一
般
住
宅
を
合
わ
せ
る
と
、
一
九
五
三
年
か
ら
一
九
五
八
年
に
お

い
て
市
住
宅
計
画
の
枠
組
み
で
建
設
さ
れ
た
東
独
難
民
向
け
住
宅
は
二
六
九
二

戸
だ
っ
た）
19
（

。
こ
の
建
設
実
績
は
、
同
時
期
に
公
的
助
成
金
を
受
け
て
建
設
さ
れ
た

住
宅
一
万
三
一
九
八
戸
（
表
３
参
照
）
の
二
〇
％
を
占
め
、
こ
れ
は
大
都
市
人
口

に
占
め
る
東
独
難
民
の
割
合
（
第
２
節
参
照
）
を
上
回
っ
て
い
た
。
市
の
集
計
に

よ
る
と
、
一
九
五
九
年
四
月
一
日
ま
で
に
同
市
に
割
り
当
て
ら
れ
た
東
独
難
民
は
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一
万
五
三
九
六
人
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
一
万
九
三
二
人
に
対
し
て
、
同
年
三
月
三
一

日
ま
で
に
常
設
住
宅
が
提
供
さ
れ
た
。
な
お
、
東
独
難
民
向
け
に
建
て
ら
れ
た
新
築

住
宅
は
、
彼
ら
へ
の
代
替
の
旧
築
住
宅
の
提
供
が
可
能
な
場
合
に
は
、
東
独
難
民
以

外
に
提
供
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

一
九
五
〇
年
代
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
市
当
局
は
非
営
利
住
宅
組
織
が
建
設

し
た
東
独
難
民
向
け
住
宅
の
居
住
者
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
て
い
る
。
先
述
の
通
り
、

一
九
五
三
〜
五
八
年
ま
で
の
東
独
難
民
向
け
住
宅
は
二
六
九
二
戸
建
設
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
、
リ
ス
ト
に
載
っ
て
い
る
の
は
八
七
七
戸
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
東
独
難

民
向
け
住
宅
の
デ
ー
タ
と
し
て
は
ま
と
ま
り
が
あ
る
た
め
、こ
の
市
作
成
リ
ス
ト（
以

下
、「
リ
ス
ト
」）
を
用
い
て
、
非
営
利
住
宅
組
織
に
よ
る
東
独
難
民
向
け
住
宅
供
給

の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

「
リ
ス
ト
」
に
お
い
て
着
目
す
べ
き
は
、
住
宅
が
「
東
独
難
民
住
宅
」「
Ｆ
Ｏ
Ａ

プ
ロ
グ
ラ
ム
住
宅
」
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
両
者
と
も
、
一
般
住

民
を
対
象
と
し
て
い
な
い
特
別
な
公
的
助
成
金
を
用
い
て
供
給
さ
れ
て
い
る
点
は
共

通
し
て
い
る
が
、
後
者
は
ア
メ
リ
カ
の
資
金
援
助
に
よ
る
東
独
難
民
向
け
特
別
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
よ
る
住
宅
、
と
い
う
点
で
さ
ら
に
特
殊
だ
っ
た
。

一
九
五
四
年
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
西
ド
イ
ツ
政
府
に
東
独
難
民
向
け
住
宅
建
設

の
た
め
に
資
金
を
提
供
し
た
。
こ
れ
が
Ｆ
Ｏ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る）
20
（

。
ア
メ
リ
カ
か

ら
の
資
金
は
寄
付
だ
っ
た
が
、
住
宅
建
設
の
際
に
は
貸
付
金
と
し
て
施
主
に
提
供
さ

れ
た
。
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
建
設
さ
れ
る
住
宅
の
少
な
く
と
も
七
五
％
は
東
独
難
民
向

け
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
欧
州
復
興
計
画
の
一

環
と
し
て
実
施
さ
れ
た）
21
（

。
ア
メ
リ
カ
の
対
外
援
助
の
機
関
と
し
て
は
欧
州
復
興
計

画
で
の
経
済
援
助
の
窓
口
と
な
っ
た
経
済
協
力
局
（
Ｅ
Ｃ
Ａ
、
一
九
四
八
年
設
置
）

が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
機
関
の
業
務
は
一
九
五
一
年
設
置
の
相
互
安
全
保
障

庁
（
Ｍ
Ｓ
Ａ
）、
さ
ら
に
は
一
九
五
三
年
設
置
の
Ｆ
Ｏ
Ａ
（
対
外
活
動
局
（Foreign 

O
peration A

gency

）
：
一
九
五
五
年
ま
で
）
に
継
承
さ
れ
た
。
一
九
五
〇
年
の
朝

鮮
戦
争
を
き
っ
か
け
に
対
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
援
助
は
政
治
的
・
軍
事
的
な
意
味
合
い
を
持

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
Ｆ
Ｏ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
自
体
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

Ｆ
Ｏ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
助
成
金
の
総
額
は
西
ド
イ
ツ
全
体
で
六
三
〇
〇
万
マ
ル

ク
（
一
五
〇
〇
万
米
ド
ル
）
だ
っ
た
。
こ
の
額
は
、
一
九
五
三
〜
五
四
年
に
欧
州

復
興
計
画
の
経
済
援
助

の
枠
組
み
で
ア
メ
リ
カ

に
よ
っ
て
西
ド
イ
ツ
に

提
供
さ
れ
た
額
と
同
じ

で
あ
る
（
表
４
）。
表

の
一
九
五
三
〜
五
四
年

の
援
助
額
が
そ
の
ま

ま
、
こ
こ
で
話
題
に
し

て
い
る
住
宅
建
設
援
助

に
向
け
ら
れ
て
い
た
か

ど
う
か
は
定
か
で
は
な

い
が
、
こ
の
住
宅
建
設

援
助
が
、
当
時
の
ア
メ

リ
カ
の
対
西
ド
イ
ツ
援

助
の
か
な
り
の
額
を
占

め
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
一
方
、
一
九
五
五

年
に
西
ド
イ
ツ
政
府
が

東
独
難
民
向
け
住
宅
供

援助の段階 ECA/MSA/FOA
（ドル）

〔参考〕ガリオア資金
（ドル）

1. マーシャルプラン 1948/49（48. 4. 3～ 49. 6. 30） 613,500,000 －

2. マーシャルプラン 1949/50（49. 7. 1～ 49. 6. 30） 284,726,000 172,407,000

3. マーシャルプラン 1950/51（50. 7. 1～ 51. 6. 30） 384,758,000 －

4. マーシャルプラン 1951/52（51. 7. 1～ 52. 6. 30） 106,000,000 －

MSA経済援助 1952/53（52. 7. 1～ 53. 6. 30） 83,643,000 144,000

MSA/FOA経済援助 1953/54（53. 7. 1～ 54. 6. 30） 15,000,000 －

MSA/FOA経済援助 1954/55（54. 7. 1～ 55. 6. 30） 23,500,000 －

技術援助 485,112 －

合計 1,511,612,112 172,551,000

表 4　欧州復興計画（ERP）の枠組みでアメリカから西ドイツに提供された
　　　経済援助額

出典： Deutscher Bundestag, Drucksache 2513, 8. März 1957, S. 5, https://dserver.bund-
estag.de/btd/02/027/0202779.pdf（Deutscher Bundestag、2021年 1月 30日閲覧）
により作成。
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給
の
た
め
に
用
意
し
た
一
億
五
〇
〇
〇
万
マ
ル
ク
と
比
べ
る
と）
22
（

、
Ｆ
Ｏ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
援
助
額
は
そ
の
半
分
弱
だ
っ
た
。
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
市
に
お
い
て
Ｆ
Ｏ
Ａ
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
助
成
さ
れ
た
住
宅
（
以
下
、
Ｆ
Ｏ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
住
宅
）
の
戸
数

に
目
を
向
け
る
と
、「
リ
ス
ト
」
で
は
一
六
六
戸
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
リ
ス
ト
」

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
東
独
難
民
向
け
住
宅
全
体
に
占
め
る
Ｆ
Ｏ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
住
宅

の
割
合
は
約
二
割
で
あ
り
、
数
値
と
し
て
は
高
く
な
い
。
し
か
し
、
Ｆ
Ｏ
Ａ
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
資
金
は
東
独
難
民
向
け
一
般
住
宅
の
供
給
数
が
増
え
る
前
の
、
比
較
的
早
い

段
階
で
提
供
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
非
営
利
住
宅
組
織
に
よ
る
東
独
難
民
向
け

住
宅
の
供
給
の
起
爆
剤
と
し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
な
お
、
住
宅
一
戸
に

お
け
る
助
成
金
額
は
六
〇
〇
〇
マ
ル
ク
で
あ
り
、
こ
れ
は
当
時
の
一
般
住
宅
の
建
設

費
一
万
六
〇
〇
〇
マ
ル
ク
（
第
２
節
参
照
）
の
三
七
％
に
あ
た
っ
た
。

で
は
、
資
金
援
助
以
外
に
、
ア
メ
リ
カ
の
影
響
は
ど
れ
く
ら
い
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
一
九
五
四
年
四
月
末
に
西
ド
イ
ツ
の
連
邦
住
宅
建
設
省
が
出
し
た
Ｆ
Ｏ
Ａ
の

資
金
に
つ
い
て
の
規
定
を
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
影
響
が
必
ず
し
も
大
き
く
な
い
こ

と
が
分
か
る
。
ま
ず
、
Ｆ
Ｏ
Ａ
資
金
投
入
の
際
に
は
社
会
的
住
宅
建
設
の
方
針
が
適

用
さ
れ
た
。
ま
た
、
住
宅
計
画
の
認
可
は
連
邦
住
宅
建
設
大
臣
を
委
員
長
と
し
て
Ｆ

Ｏ
Ａ
派
遣
団
の
代
表
者
、
連
邦
経
済
協
働
省
の
大
臣
代
理
、
連
邦
被
追
放
民
・
難

民
・
戦
災
者
担
当
省
の
大
臣
代
理
、
連
邦
財
務
省
の
大
臣
代
理
、
復
興
の
た
め
の
信

用
機
関
の
代
理
か
ら
な
る
委
員
会
を
通
し
て
な
さ
れ
る
と
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
側
か

ら
も
代
表
が
参
加
し
て
い
る
も
の
の
、
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
で
の
Ｆ
Ｏ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ

ム
実
施
の
経
緯
を
み
る
と
、
各
々
の
住
宅
建
設
に
委
員
会
参
加
者
が
関
わ
っ
た
ケ
ー

ス
は
な
か
っ
た
。
同
市
で
は
一
九
五
四
年
七
月
に
、
Ｆ
Ｏ
Ａ
資
金
に
よ
る
東
独
難
民

向
け
住
宅
二
八
戸
の
建
設
計
画
が
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
そ
の
理
由
は
こ
の

二
八
戸
を
含
む
合
計
一
〇
〇
戸
規
模
の
高
層
住
宅
棟
建
設
に
対
し
て
資
金
調
達
先
の

州
貸
付
機
関
（Landeskreditanstalt

）
が
貸
付
を
拒
ん
だ
た
め
で
あ
り
、
Ｆ
Ｏ
Ａ
特

有
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
Ｆ
Ｏ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
規
定
で
は
、
さ
ら

に
、
質
の
維
持
と
建
設
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
と
い
う
観
点
か
ら
大
量
生
産
方
式
の
採
用
と

規
格
化
が
推
奨
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
冷
戦
期
ア
メ
リ
カ
の
影
響
を
色
濃
く
反
映
し
て

い
る
も
の
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
同
規
定
で
は
、
四
人
家
族
向
け
住
宅
の

建
設
、
な
ら
び
に
入
居
者
が
継
続
的
に
就
業
で
き
る
場
所
で
の
建
設
が
好
ま
し
い
と

さ
れ
、
ま
た
、
持
家
建
設
も
助
成
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
受
け
入
れ
地
で

東
独
難
民
世
帯
が
定
住
す
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
、
同
プ
ロ
グ
ラ
ム

は
西
側
体
制
の
安
定
化
と
い
う
目
的
と
親
和
的
な
側
面
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

一
九
五
五
年
の
連
邦
住
宅
建
設
省
の
助
成
金
規
定
に
も
、
四
人
家
族
向
け
住
宅
の
建

設
、
な
ら
び
に
入
居
者
が
十
分
な
就
労
可
能
性
の
あ
る
場
所
で
の
建
設
、
と
い
う
内

容
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り）
23
（

、
ま
た
、
第
二
次
住
宅
建
設
法
に
お
い
て
も
持
家
建
設
へ

の
助
成
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｆ
Ｏ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
推
奨
さ
れ
て
い
る

内
容
は
、
冷
戦
期
ア
メ
リ
カ
特
有
の
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

　

次
に
、
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
市
の
住
宅
政
策
に
お
け
る
Ｆ
Ｏ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
意

義
を
考
え
て
み
た
い
。
Ｆ
Ｏ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
公
表
さ
れ
、
市
内
で
Ｆ
Ｏ
Ａ
資
金
の

提
供
先
が
決
定
し
た
の
は
、
一
九
五
四
〜
五
五
年
に
か
け
て
で
あ
り
、
住
宅
の
約

四
分
の
三
が
ベ
ル
ク
ハ
イ
ム
・
ギ
ー
ベ
ル
地
区
に
建
設
さ
れ
た
。
市
は
ベ
ル
ク
ハ
イ

ム
の
土
地
を
一
九
五
〇
年
代
前
半
に
、
東
独
難
民
向
け
住
宅
用
地
と
し
て
収
用
し

て
お
り
、
こ
の
地
区
で
東
独
難
民
向
け
の
一
般
住
宅
を
五
〇
〇
戸
規
模
で
建
設
す
る

こ
と
は
一
九
五
三
年
か
ら
市
議
会
で
話
し
合
わ
れ
て
い
た）
24
（

。
そ
の
議
論
の
最
中
に
Ｆ

Ｏ
Ａ
資
金
の
話
が
舞
い
込
み
、
一
九
五
〇
年
代
半
ば
に
Ｆ
Ｏ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て

一
〇
六
戸
が
ベ
ル
ク
ハ
イ
ム
と
そ
れ
に
隣
接
す
る
ギ
ー
ベ
ル
に
建
設
さ
れ
た
。
第
二

節
で
述
べ
た
よ
う
に
地
元
住
民
は
東
独
難
民
へ
の
優
先
的
な
住
宅
供
給
に
反
対
し
て

い
た
が
、
Ｆ
Ｏ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
市
当
局
は
、
地
元
住
民
の
反
対
を
押
し
切
っ

て
東
独
難
民
向
け
一
般
住
宅
の
建
設
を
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
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Ｆ
Ｏ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
終
了
後
も
こ
の
地
区
に
東
独
難
民
向
け
住
宅
が
建
設
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
Ｆ
Ｏ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
の
住
宅
建
設
を
き
っ
か
け
に
、
東
独
難
民
向
け
の

大
規
模
団
地
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

で
は
、
Ｆ
Ｏ
Ａ
住
宅
が
集
中
的
に
建
て
ら
れ
た
ベ
ル
ク
ハ
イ
ム
・
ギ
ー
ベ
ル
地
区

で
は
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ミ
ッ
ク
ス
」
は
達
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
上
述
の
「
リ
ス

ト
」
に
て
東
独
難
民
が
多
く
入
居
し
た
こ
と
が
分
か
る
、
同
地
区
ミ
ッ
テ
ン
フ
ェ
ル

ト
（M

ittenfeld

）
通
り
に
は
、「
リ
ス
ト
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
住
民
も
多
く
住

ん
で
い
た）
25
（

。
彼
ら
が
東
独
難
民
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
被
追

放
民
な
ど
の
移
住
者
の
た
め
の
団
地
に
関
す
る
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
ル
ー
ト
ヴ
ィ

ヒ
・
ウ
ー
ラ
ン
ト
経
験
文
化
学
研
究
所
の
調
査
を
参
考
に
し
た
い）
26
（

。
一
九
五
九
年
に

出
さ
れ
た
調
査
結
果
を
読
む
と
、
転
入
か
ら
比
較
的
短
期
間
し
か
た
っ
て
い
な
い
こ

と
も
あ
り
ベ
ル
ク
ハ
イ
ム
に
お
い
て
も
ギ
ー
ベ
ル
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
住
宅
地

全
体
に
わ
た
る
交
流
圏
が
認
め
ら
れ
な
い
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
内
容

に
即
し
て
考
え
る
と
、
Ｆ
Ｏ
Ａ
資
金
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
ベ
ル
ク
ハ
イ
ム
・
ギ
ー

ベ
ル
地
区
に
お
い
て
東
独
難
民
に
限
定
さ
れ
、
か
つ
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ミ
ッ
ク
ス
」

か
ら
か
け
離
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
生
ま
れ
た
、
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

東
独
難
民
に
限
定
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
彼
ら
が
そ
の
住
宅
に
長
期
間
住
み

続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
強
固
な
も
の
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
九
五
七
年
の

市
住
所
録
の
ミ
ッ
テ
ン
フ
ェ
ル
ト
通
り
四
〜
一
一
八
番
地
の
欄
を
み
る
と
、
上
述
の

「
リ
ス
ト
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
八
〇
人
の
名
前
を
確
認
で
き
る
が
（
た
だ
し
後
述

す
る
「
住
民
交
代
」
措
置
住
宅
を
除
く
）、
彼
ら
の
う
ち
七
五
％
が
一
九
六
六
年
も

同
じ
住
宅
も
し
く
は
同
じ
通
り
に
居
住
し
て
お
り
、
一
九
六
九
年
の
場
合
、
そ
の
値

は
六
七
％
で
あ
る）
27
（

。
こ
の
点
は
、
デ
ッ
サ
ウ
ア
ー
通
り
の
東
独
難
民
向
け
簡
易
住
宅

の
住
民
と
対
照
的
で
あ
る
。
一
九
五
五
年
に
同
通
り
の
東
独
難
民
向
け
住
宅
に
居
住

し
て
い
た
世
帯
主
一
六
九
人
の
う
ち
、
一
九
六
〇
年
も
住
み
続
け
て
い
る
世
帯
主
の

割
合
は
五
九
％
で
あ
り
、
一
九
六
六
年
の
場
合
、
そ
の
値
は
二
八
％
に
ま
で
下
が
っ

て
い
る）
28
（

。
デ
ッ
サ
ウ
ア
ー
通
り
の
場
合
は
、
家
賃
は
低
か
っ
た
が
シ
ャ
ワ
ー
室
が
各

戸
に
設
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ミ
ッ
テ
ン
フ
ェ
ル
ト
通
り
の
場
合
は
、
家
賃
が
高
か
っ

た
が
設
備
の
良
い
住
宅
だ
っ
た
。
家
賃
を
支
払
う
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
こ
の
質
の

良
い
一
般
住
宅
か
ら
転
居
す
る
理
由
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
質
の
良
い
東
独
難
民

向
け
一
般
住
宅
の
建
設
は
、
東
独
難
民
に
限
定
さ
れ
た
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

を
促
し
、
住
宅
地
全
体
の
交
流
圏
の
形
成
を
妨
げ
る
方
向
に
作
用
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
市
当
局
は
、
東
独
難
民
に
他
の
住
宅
を
提
供
で
き
る
場
合
は
、
新
築
の

東
独
難
民
向
け
住
宅
を
他
の
住
宅
困
窮
者
に
提
供
す
る
こ
と
（
以
下
、「
住
民
交
代
」

措
置
）
が
で
き
た
が
、
ベ
ル
ク
ハ
イ
ム
・
ギ
ー
ベ
ル
地
区
の
Ｆ
Ｏ
Ａ
住
宅
の
う
ち
、

そ
の
よ
う
な
「
住
民
交
代
」
措
置
が
な
さ
れ
た
割
合
は
一
四
％
で
あ
り
、
以
下
で

分
析
す
る
市
内
他
地
区
の
「
東
独
難
民
住
宅
」
に
比
べ
て
低
か
っ
た
。「
住
民
交
代
」

措
置
が
頻
繁
に
は
と
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
住
宅
地
全
体
の
交
流
圏
が
認
め
ら
れ
な

い
要
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

市
当
局
作
成
の
「
リ
ス
ト
」
で
「
東
独
難
民
住
宅
」
と
書
か
れ
て
い
る
住
宅

七
一
一
戸
の
立
地
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
住
宅
の
う
ち
七
五
戸
は
ベ
ル
ク
ハ

イ
ム
・
ギ
ー
ベ
ル
地
区
に
建
て
ら
れ
た
が
、
そ
の
他
の
住
宅
の
多
く
は
、
Ｓ
Ｓ
Ｇ
や

他
の
非
営
利
組
織
に
よ
っ
て
一
般
住
宅
向
け
団
地
で
供
給
さ
れ
た
。
東
独
難
民
住
宅

が
最
も
多
く
供
給
さ
れ
た
団
地
は
メ
ン
ヒ
フ
ェ
ル
ト
団
地
（
一
二
〇
戸
）
で
あ
り
、

こ
れ
に
、
フ
ァ
ザ
ー
ネ
ン
ホ
ー
フ
団
地
の
八
一
戸
、
デ
ッ
サ
ウ
ア
ー
通
り
の
南
西
の

地
区
で
の
七
八
戸
、
デ
ュ
ル
レ
ヴ
ァ
ン
ク
団
地
の
七
一
戸
、
そ
し
て
シ
ュ
タ
イ
ン
ハ

ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ト
（Steinhaldenfeld

）
団
地
の
七
〇
戸
が
続
く
。
た
し
か
に
、
団

地
内
で
も
東
独
難
民
向
け
住
宅
は
一
か
所
に
固
ま
っ
て
供
給
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点

で
は
、
ベ
ル
ク
ハ
イ
ム
・
ギ
ー
ベ
ル
地
区
と
同
様
に
住
宅
地
全
体
の
交
流
圏
が
そ
れ

ほ
ど
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
「
東
独
難
民
住
宅
」
で
は
Ｆ
Ｏ
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Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
住
宅
以
上
に
頻
繁
に
「
住
民
交
代
」
措
置
が
と
ら
れ
、
東
独
難
民
以

外
の
住
民
も
「
東
独
難
民
住
宅
」
に
住
ん
で
い
た
。「
東
独
難
民
住
宅
」
全
体
に
し

め
る
「
住
民
交
代
」
措
置
が
な
さ
れ
た
住
宅
の
割
合
は
、
ベ
ル
ク
ハ
イ
ム
・
ギ
ー
ベ

ル
地
区
で
は
七
％
だ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
地
区
で
は
三
三
％
に
も
上
っ
た
。
以
上

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
団
地
で
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ミ
ッ
ク
ス
」
が
実
現
す
る
可
能
性
が

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　

４　

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、
東
独
難
民
向
け
の
住
宅
供
給
が
冷
戦
と
い
う
政
治
的
事
情
か
ら
受

け
た
影
響
、
市
の
住
宅
地
形
成
や
住
宅
論
議
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
分
析
し
た
。

ま
ず
、
東
独
難
民
の
た
め
の
住
宅
供
給
は
、
連
邦
政
府
か
ら
だ
け
で
な
く
ア
メ

リ
カ
か
ら
の
資
金
援
助
、
と
い
う
点
で
、
冷
戦
と
い
う
政
治
的
事
情
か
ら
強
い
影
響

を
受
け
て
い
た
。
し
か
し
、ア
メ
リ
カ
は
住
宅
建
設
そ
の
も
の
に
は
口
出
し
を
せ
ず
、

そ
の
点
で
、
市
内
の
住
宅
建
設
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
影
響
力
は
小
さ
か
っ
た
。

東
独
難
民
向
け
住
宅
団
地
、
と
く
に
デ
ッ
サ
ウ
ア
ー
通
り
の
簡
易
住
宅
建
設
が

シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
市
の
住
宅
地
開
発
に
与
え
た
影
響
と
し
て
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
の

住
宅
論
議
の
潮
流
に
反
し
て
、
簡
易
住
宅
建
設
が
一
九
五
〇
年
代
を
通
し
て
市
内
で

進
め
ら
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
常
設
住
宅
の
最
低
水
準
と
し
て
の
簡
易

住
宅
の
建
設
が
活
発
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
簡
易
住
宅
の
あ
り
方
が
市
議
会
で
議
論

さ
れ
、
そ
れ
が
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ミ
ッ
ク
ス
」
を
促
す
議
論
へ
と
発
展
し
た
。

一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
の
資
金
を
用
い
た
Ｆ
Ｏ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
住
宅
は
、
簡
易
住

宅
よ
り
質
の
高
い
一
般
住
宅
と
し
て
建
設
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
は
東
独
難
民
に
限
定

さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
そ
の
点
で
「
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
ミ
ッ
ク
ス
」
の
実
現
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

本
稿
で
は
、
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
市
に
お
け
る
東
独
難
民
向
け
住
宅
の
二
つ
の

形
態
で
あ
る
簡
易
住
宅
と
一
般
住
宅
そ
れ
ぞ
れ
を
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ミ
ッ
ク
ス
」

と
関
連
づ
け
て
考
察
し
た
。
拙
稿
「
第
二
次
大
戦
後
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
居
住
水
準

の
向
上
と
住
宅
政
策

―
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
市
に
着
目
し
て）
29
（

―
」
で
は
シ
ュ
ツ

ッ
ト
ガ
ル
ト
市
に
お
け
る
一
般
住
民
向
け
住
宅
に
つ
い
て
の
論
議
を
分
析
し
た
が
、

そ
の
際
の
住
宅
論
議
で
は
、
住
宅
自
体
の
質
の
向
上
が
主
た
る
関
心
事
で
あ
り
、
ソ

ー
シ
ャ
ル
・
ミ
ッ
ク
ス
の
追
求
は
明
示
的
に
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
住
宅
自
体
の
質

の
向
上
へ
の
思
い
が
強
か
っ
た
た
め
に
、
政
策
策
定
側
は
質
が
向
上
す
れ
ば
満
足
だ

と
感
じ
、
住
宅
地
形
成
に
つ
い
て
の
そ
れ
以
上
の
議
論
を
展
開
し
な
か
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ミ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
の
議
論
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
東
独
難
民
向
け
の
一
般
住
宅
に
も
あ
て
は
ま
る
。
そ
の

一
方
で
、
質
が
悪
い
と
言
わ
れ
た
簡
易
住
宅
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
ミ
ッ
ク
ス
の
議
論
が
活
発
化
し
た
。
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
市
の
東
独
難
民
向
け

簡
易
住
宅
へ
の
公
的
助
成
は
、
意
図
せ
ざ
る
形
で
は
あ
る
が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ミ
ッ

ク
ス
を
ど
う
進
め
る
べ
き
か
と
い
う
点
を
議
論
す
る
き
っ
か
け
を
政
策
策
定
側
に
提

供
し
た
と
い
え
る
。

　

注
（
1
） 

本
研
究
は
、
青
山
学
院
大
学
総
合
研
究
所 

基
盤
研
究
強
化
支
援
推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
支
援
を
受
け
た
。

（
2
） Statistisches B

undesam
t W

iesbaden (H
rsg.), Bevölkerung und K

ultur. Volks- 

und Berufszählung vom
 6. Juni 1961, H

eft 6, Vertriebene und D
eutsche aus 

der SB
Z. Vertreibung und Struktur, S. 44.

（
3
） Tilm

an H
arlander u. G

erd K
uhn (H

rsg.), Soziale M
ischung in der Stadt, 

Stuttgart 2012; 
大
場
茂
明
『
現
代
ド
イ
ツ
の
住
宅
政
策

―
都
市
再
生
戦
略
と
公
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的
介
入
の
再
編
』
明
石
書
店
、
二
〇
一
九
年
。

（
4
） Statistisches B

undesam
t W

iesbaden (H
rsg.), Bevölkerung und K

ultur, S. 30. 

（
5
） 

不
安
定
居
住
世
帯
と
は
、
間
借
り
人
と
し
て
居
住
し
て
い
る
世
帯
も
し
く
は
緊
急

用
住
宅
（N

otw
ohnung

）・
収
容
施
設
（Lager

）
ほ
か
類
似
施
設
に
居
住
し
て
い

る
世
帯
を
指
し
、
不
安
定
居
住
率
と
は
、
全
世
帯
数
に
占
め
る
不
安
定
居
住
世
帯

を
指
す
（
表
２
参
照
）。

（
6
） 

シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
で
の
簡
易
住
宅
の
特
徴
は
一
九
五
八
年
に
Ｓ
Ｓ
Ｇ
の
取
締
役

の
発
言
に
よ
る
（Stadtarchiv
（
以
下
、StA

）Stuttgart: 8012-63 B
and 2

）。

一
九
五
三
年
三
月
二
五
日
の
市
議
会
技
術
委
員
会
で
の
議
論
に
つ
い
て
はStA

 

Stuttgart: 8012-6

。

（
7
） 

Ｓ
Ｓ
Ｇ
に
つ
い
て
はStA

 Stuttgart: 8012-6-60; 8012-4

。
Ｓ
Ｓ
Ｇ
は
非
営

利
組
織
と
し
て
四
％
の
配
当
制
限
を
設
定
し
て
い
た
。
簡
易
住
宅
に
つ
い
て

は
、Stuttgarter W

ohnungs- und Siedlungsgesellschaft (H
rsg.), C

hronik der 

Stuttgarter W
ohnungs- und Siedlungsgesellschaft m

bH
 1933-1983, o.O

., o. J. , 

S. 33; StA
 Stuttgart: 8012-63 B

and 2

。

（
8
） 

一
九
五
二
年
の
新
規
住
宅
数
に
占
め
る
割
合
は
、
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
市
で
は

非
営
利
組
織
四
六
％
、
民
間
施
主
三
五
％
、
役
所
・
公
法
団
体
一
九
％
、
人
口

数
九
位
ま
で
の
大
都
市
（
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
は
九
位
）
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ

五
四
％
、
三
八
％
、
八
％
だ
っ
た
（D

eutscher Städtetag (H
rsg.), Statistisches 

Jahrbuch D
eutscher G

em
einden, Jg. 41, 1953, S. 351 u. S. 357

）。 

な
お
、
同

市
で
は
、
一
九
五
三
年
時
も
割
合
は
非
営
利
組
織
、
民
間
施
主
、
役
所
・
公
法
団

体
の
順
に
高
か
っ
た
が
、
一
九
五
四
年
に
は
民
間
施
主
の
割
合
が
非
営
利
組
織
の

そ
れ
を
上
回
っ
た
（Jg. 42, 1954, S. 329 u. Jg. 43, 1955, S. 203

）。
改
築
を
含

む
デ
ー
タ
と
な
る
が
、
一
九
五
八
年
の
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
市
の
住
宅
改
築
・
新

築
数
に
占
め
る
民
間
施
主
、
非
営
利
組
織
、
役
所
・
公
法
団
体
の
割
合
は
、
そ
れ

ぞ
れ
六
九
％
、
三
〇
％
、
一
％
と
な
っ
て
い
る
（Jg. 46, 1958, S. 42

）。

（
9
） StA

 Stuttgart: 20/1-679. 

（
10
） StA
 Stuttgart: 20/1-679. 

住
宅
の
一
部
は
収
容
施
設
や
ト
ー
チ
カ
（B

unker

）
に

住
ん
で
い
る
住
民
と
交
換
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
11
） 

メ
ン
ヒ
フ
ェ
ル
ト
団
地
に
つ
い
て
はStA

 Stuttgart: 8012-63

。　
　
　

（
12
） Erstes W

ohnungsbaugesetz: B
undesgesetzblatt Teil I, 1950, N

r. 16 vom
 26. 

04. 1950.

（
13
） StA

 Stuttgart: 8012-6.

（
14
） 2. D

eutscher B
undestag D

rucksache 1961 (14. D
ezem

ber 1955) https://

dip21.bundestag.de/dip21/btd/02/019/0201961.pdf

（D
eutscher B

undestag, 

二
〇
二
一
年
一
月
三
一
日
閲
覧
）; 2. D

eutscher B
undestag 128. Sitzung (9. 

Februar 1956). https://dserver.bundestag.de/btp/02/02128.pdf （D
eutscher 

B
undestag, 

二
〇
二
一
年
一
月
三
一
日
閲
覧
）.

（
15
） Zw

eites W
ohnungsbaugesetz (W

ohnungsbau- und Fam
ilienheim

gesetz): 

B
undesgesetzblatt, Teil 1. 1956, N

r. 30, S. 535.

（
16
）  StA

 Stuttgart: 8012-6; 8012-62 B
and 2; 8012-63 B

and 1.

（
17
）  StA

 Stuttgart: 8012-61; 8012-63 B
and 1. 

（
18
）  StA

 Stuttgart: 8012-62 B
and 1 u. 2; 6012- 63 B

and 1 u. 2. 

（
19
） StA

 Stuttgart: 106-126. 

こ
の
節
で
分
析
す
る
「
リ
ス
ト
」
も
こ
の
文
書
に
所
収

さ
れ
て
い
る
。

（
20
） StA

 Stuttgart: 20/1-713.

（
21
） https://w

w
w

.archives.gov/research/foreign-policy/related-records/rg-469

（
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
、
二
〇
二
〇
年
一
月
二
五
日
閲
覧
）。
佐
々
木
は
、
Ｆ

Ｏ
Ａ
産
業
技
術
援
助
課
長
の
活
動
の
一
つ
と
し
て
日
本
で
の
生
産
性
向
上
運
動
へ

の
関
与
を
指
摘
し
て
い
る
（
佐
々
木
聡
「
戦
後
日
本
の
生
産
性
向
上
運
動
の
生
成
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と
海
外
視
察
団
の
派
遣
」『
経
営
と
情
報
』
第
八
巻
、
第
三
号
、
一
九
九
六
年
、

一
〇
一−

一
一
五
頁
、
こ
こ
で
は
一
〇
二−

一
〇
三
頁
）。

（
22
） StA

 Stuttgart: 20/1-679.　

（
23
） StA

 Stuttgart: 20/1-679. 

（
24
） StA

 Stuttgart: 20/1-679.

（
25
） A

dressbuch Stuttgart: 1957.

（
26
） H

erm
ann B

ausinger, M
arkus B

raun u. H
erbert Schw

edt, N
eue Siedlungen : 

volkskundlich-soziologische U
ntersuchungen des Ludw

ig-U
hland-Instituts 

Tübingen, Stuttgart 1959, S. 22
（
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
・
シ
ュ
ヴ
ェ
ー

ト
（
抄
訳
・
解
説　

河
野
眞
）「
新
し
い
移
住
団
地

―
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の

ド
イ
ツ
人
引
揚
民
等
の
西
ド
イ
ツ
社
会
へ
の
定
着
に
か
ん
す
る
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・

ウ
ー
ラ
ン
ト
研
究
所
に
よ
る
民
俗
学
・
社
会
学
調
査
（
一
）」『
愛
知
大
学
国
際
問

題
研
究
所
紀
要
』、
第
九
四
巻
、
五
三−

一
〇
二
頁
、
一
九
九
一
年
、
こ
こ
で
は

七
八‒

七
九
頁
）。

（
27
） A

dressbuch Stuttgart: 1957, 1966 u. 1969. 

（
28
） A

dressbuch Stuttgart: 1955, 1960 u. 1966. 

（
29
） 

永
山
の
ど
か
「
第
二
次
大
戦
後
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
居
住
水
準
の
向
上
と
住
宅
政

策

―
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
市
に
着
目
し
て

―
」『
成
城
大
学
経
済
研
究
』
第

二
一
八
巻
、
二
〇
一
七
年
、
一
五
九−

一
八
二
頁
。

（
な
が
や
ま　

の
ど
か
・
青
山
学
院
大
学
教
授
）
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動
脈
を
切
り
落
と
す
と
い
う
そ
の
方
法
が
一
九
世
紀
後
半
の
動
物
保
護
運
動
で
批
判

さ
れ
て
き
た
。
ス
イ
ス
で
は
、
国
民
投
票
の
承
認
を
受
け
て
連
邦
憲
法
が
部
分
改
正

さ
れ
、
シ
ェ
ヒ
タ
ー
禁
止
の
条
文
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
各
章
の
概
要

を
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。

序
論
で
は
先
行
研
究
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
研
究
の
ほ
と
ん
ど
は
、
シ

ェ
ヒ
タ
ー
禁
止
が
実
現
し
た
背
景
と
し
て
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
影
響
を
指
摘
し
て
き

た
。
一
九
世
紀
末
は
、
ス
イ
ス
の
み
な
ら
ず
ド
イ
ツ
語
圏
で
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
高
ま

り
を
見
せ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
で
も
シ
ェ
ヒ
タ
ー
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。
先
述
の
国

民
投
票
で
賛
成
に
回
っ
た
の
は
お
も
に
ド
イ
ツ
語
圏
カ
ン
ト
ン
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

も
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
と
の
関
連
を
見
出
し
う
る
。
し
か
し
著
者
は
、
ス
イ
ス
の
シ
ェ

ヒ
タ
ー
問
題
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
い
う
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
統
合
に
と
ど
ま
ら
ず
、
連
邦

憲
法
で
規
定
さ
れ
た
同
権
と
信
仰
の
自
由
に
関
す
る
解
釈
を
め
ぐ
る
論
点
に
お
よ
ん

で
い
る
と
い
う
歴
史
家
メ
ス
マ
ー
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
、
ス
イ
ス
の
文
化
的
ネ
ー
シ

ョ
ン
形
成
と
の
関
連
に
着
目
す
る
。

第
一
章
「
一
九
世
紀
ス
イ
ス
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
考
え
方
」
で
は
、
一
八

世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
末
に
か
け
て
の
カ
ン
ト
ン
の
連
合
体
か
ら
近
代
的
連
邦
国
家

へ
移
る
時
期
に
お
け
る
、
ス
イ
ス
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
観
念
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
し
て

い
る
。政
治
的
な
意
志
に
よ
っ
て
一
八
四
八
年
に
成
立
し
た
連
邦
国
家
ス
イ
ス
で
は
、

政
治
的
・
制
度
的
に
多
言
語
と
多
文
化
の
問
題
は
解
決
済
み
で
あ
っ
た
が
、
一
九
世

紀
後
半
に
は
イ
タ
リ
ア
や
ド
イ
ツ
な
ど
の
近
隣
諸
国
に
お
け
る
言
語
や
民
族
を
基
準

と
し
た
国
民
国
家
の
成
立
に
直
面
し
、
ス
イ
ス
も
カ
ン
ト
ン
の
枠
を
超
え
た
内
部
結

束
の
問
題
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
内
部
結
束
を
強
化
し
た
の

が
「
敵
」
の
存
在
で
あ
る
。
ス
イ
ス
は
一
八
世
紀
以
降
他
国
と
の
戦
争
を
経
験
す
る

こ
と
が
な
く
、
周
辺
諸
国
か
ら
の
干
渉
が
外
部
の
敵
で
あ
っ
た
。
一
方
、
内
部
の
敵

は
社
会
・
政
治
情
勢
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
変
化
し
た
。
連
邦
国
家
成
立
過
程
に
お

　

ス
イ
ス
は
四
つ
の
言
語
圏
と
複
数
の
宗
派
を
擁
し
、
二
六
も
の
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

政
治
体
制
を
持
つ
カ
ン
ト
ン
（
州
）、
半
カ
ン
ト
ン
（
準
州
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
連

邦
国
家
で
あ
る
。
確
か
に
ス
イ
ス
は
多
様
性
を
包
摂
す
る
国
家
と
し
て
の
一
面
を
持

っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
に
対
す
る
冷
淡

な
対
応
や
、
二
〇
〇
九
年
の
「
ミ
ナ
レ
ッ
ト
〔
イ
ス
ラ
ー
ム
の
モ
ス
ク
に
付
属
す
る

高
塔
〕
建
設
禁
止
」
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
（
国
民
発
議
）、
そ
し
て
二
〇
二
一
年
の
ム

ス
リ
ム
女
性
の
服
装
を
念
頭
に
置
い
た
「
ベ
ー
ル
着
用
禁
止
」
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の

承
認
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
異
質
と
み
な
し
た
要
素
を
排
除
し
て
き
た
歴
史
も
無
視

で
き
な
い
。
多
様
性
の
包
摂
と
異
質
な
要
素
の
排
除
と
い
う
、
一
見
矛
盾
す
る
性
格

を
持
つ
ス
イ
ス
の
国
民
統
合
は
い
か
に
し
て
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
書
『
一
八
九
三
年
の
シ
ェ
ヒ
タ
ー
の
禁
止
と
動
物
保
護
協
会

―
一
九
世
紀

後
半
ス
イ
ス
に
お
け
る
文
化
的
ネ
ー
シ
ョ
ン
形
成
』
は
、
こ
の
問
い
に
文
化
的
側
面

か
ら
挑
戦
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
原
型
は
、
著
者
が
東
京
大
学
に
提
出
し
た

ド
イ
ツ
語
に
よ
る
博
士
論
文
で
あ
り
、
こ
の
た
び
ド
イ
ツ
で
刊
行
さ
れ
た）

1
（

。
本
書
が

注
目
す
る
の
は
、
一
八
九
三
年
に
国
民
投
票
で
承
認
さ
れ
た
、「
シ
ェ
ヒ
タ
ー
禁
止
」

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
。
シ
ェ
ヒ
タ
ー
と
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
聖
典
タ
ル
ム
ー
ド
に

基
づ
い
た
屠
殺
方
法
で
あ
る
が
、
事
前
の
麻
酔
を
お
こ
な
わ
ず
、
鋭
利
な
刃
物
で
頸
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層
の
割
合
が
増
大
し
、
会
員
層
は
多
様
化
し
た
。
た
だ
し
、
会
員
に
は
労
働
者
や
小

農
は
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、あ
く
ま
で
も
市
民
層
に
限
ら
れ
た
組
織
で
あ
り
、

そ
の
指
導
層
は
上
層
市
民
層
に
属
す
る
都
市
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
。

第
四
章
「
ス
イ
ス
に
お
け
る
シ
ェ
ヒ
タ
ー
問
題
と
一
八
九
三
年
の
シ
ェ
ヒ
タ
ー

禁
止
」
で
は
、
シ
ェ
ヒ
タ
ー
禁
止
へ
い
た
る
過
程
に
つ
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
解
放
前
後

の
時
期
か
ら
一
八
九
三
年
の
国
民
投
票
に
い
た
る
過
程
を
た
ど
っ
た
う
え
で
、
投
票

結
果
か
ら
シ
ェ
ヒ
タ
ー
問
題
の
構
図
を
分
析
し
て
い
る
。
シ
ェ
ヒ
タ
ー
禁
止
を
求
め

る
声
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
解
放
前
後
の
一
八
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
ア

ー
ル
ガ
ウ
や
ザ
ン
ク
ト
・
ガ
レ
ン
で
起
こ
っ
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
局
地
的
で
散
発

的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
七
四
年
の
連
邦
憲
法
全
面
改
正
で
ユ

ダ
ヤ
教
徒
を
含
む
信
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
、
連
邦
政
府
が
シ
ェ
ヒ
タ
ー
禁
止
問
題

で
カ
ン
ト
ン
に
介
入
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
シ
ェ
ヒ
タ
ー
禁
止
は
カ
ン
ト
ン
に
と

ど
ま
ら
ず
国
家
レ
ベ
ル
の
問
題
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
一
八
八
〇
年
代
後
半

か
ら
動
物
保
護
協
会
に
よ
る
運
動
が
高
ま
り
を
み
せ
て
い
く
。
動
物
保
護
協
会
は
屠

殺
方
法
の
「
人
道
化
」
を
求
め
て
連
邦
や
カ
ン
ト
ン
へ
の
働
き
か
け
を
強
化
し
、
一

部
の
カ
ン
ト
ン
で
は
成
果
を
収
め
る
が
、
連
邦
政
府
の
介
入
に
直
面
し
た
。
連
邦

政
府
が
シ
ェ
ヒ
タ
ー
を
動
物
虐
待
に
該
当
せ
ず
憲
法
の
信
教
の
自
由
に
該
当
す
る
宗

教
行
為
と
認
め
た
の
に
対
し
、
動
物
保
護
協
会
は
新
し
く
導
入
さ
れ
た
ば
か
り
の
イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
制
度
を
用
い
て
、
連
邦
憲
法
の
部
分
改
正
で
シ
ェ
ヒ
タ
ー
禁
止
を
規

定
す
る
よ
う
提
起
し
、
必
要
な
署
名
数
を
集
め
て
国
民
投
票
に
持
ち
込
ん
だ
。
連
邦

議
会
は
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の
内
容
に
反
対
を
表
明
し
て
い
た
が
、
一
八
九
三
年
八
月

二
〇
日
の
国
民
投
票
の
結
果
、
国
民
票
の
賛
成
が
過
半
数
に
達
し
、
カ
ン
ト
ン
票
で

も
賛
成
が
辛
う
じ
て
反
対
を
上
回
り
、
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第
五
章
「
シ
ェ
ヒ
タ
ー
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
」
で
は
、
前
半
で
シ
ェ
ヒ
タ
ー
禁

止
に
つ
い
て
の
動
物
保
護
協
会
の
主
張
と
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
反
対
派
の
主
張
を
分
析

け
る
イ
エ
ズ
ス
会
、国
家
成
立
か
ら
一
九
世
紀
末
に
か
け
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
保
守
派
、

そ
れ
に
外
国
人
労
働
者
や
労
働
運
動
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
一
九
世
紀
後
半
の
ス

イ
ス
で
は
、
ス
イ
ス
人
の
共
通
点
を
創
出
・
発
見
し
、
連
帯
意
識
や
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
し
よ
う
と
い
う
潮
流
と
、「
他
者
」
排
除
に
よ
る
防
衛

的
な
ネ
ー
シ
ョ
ン
統
合
の
試
み
が
共
存
し
て
い
た
。
こ
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
構
成
員
と

「
よ
そ
者
」
と
の
間
の
境
界
線
は
、
社
会
・
政
治
状
況
に
応
じ
て
繰
り
返
し
引
き
直

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
章
「
ス
イ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
で
は
、
一
九
世
紀
ス
イ
ス

の
ユ
ダ
ヤ
人
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
一
八
六
六
年
に
定
住
の

自
由
が
認
め
ら
れ
る
ま
で
、
ス
イ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
カ
ン
ト
ン
・
ア
ー
ル
ガ
ウ
の
二

つ
の
村
に
の
み
居
住
が
許
可
さ
れ
て
い
た
。
ア
ー
ル
ガ
ウ
や
ベ
ル
ン
が
も
と
も
と
ユ

ダ
ヤ
人
の
多
い
カ
ン
ト
ン
で
あ
っ
た
が
、
一
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
ユ
ダ
ヤ
人
解
放

と
周
辺
諸
国
か
ら
の
移
住
を
通
じ
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
数
が
増
加
し
、
特
に
チ
ュ
ー
リ
ヒ

で
は
外
国
籍
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
急
増
し
て
い
た
。
一
連
の
検
討
を
通
じ
て
、
ス
イ
ス
に

お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
を
取
り
巻
く
環
境
の
多
様
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
三
章
「
動
物
保
護
運
動
と
動
物
保
護
協
会
」
で
は
、
ス
イ
ス
市
民
社
会
と
そ

の
基
盤
と
な
っ
た
協
会
の
特
徴
に
つ
い
て
確
認
し
、
そ
の
協
会
の
一
例
で
あ
る
動
物

保
護
協
会
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
シ
ェ
ヒ
タ
ー
禁
止
運
動
を
主
導
し

た
ベ
ル
ン
、
チ
ュ
ー
リ
ヒ
、
ア
ー
ル
ガ
ウ
の
動
物
保
護
協
会
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
設
立
過
程
と
会
員
の
社
会
的
構
成
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
内
部

に
向
け
て
は
平
等
だ
が
外
部
に
向
け
て
は
排
他
的
性
格
を
も
っ
た
ス
イ
ス
の
協
会

は
、工
業
化
を
経
て
一
九
世
紀
後
半
に
よ
り
多
く
の
階
層
に
開
か
れ
て
大
規
模
化
し
、

国
家
と
市
民
を
仲
介
す
る
こ
と
で
市
民
社
会
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

シ
ェ
ヒ
タ
ー
問
題
を
公
論
に
引
き
上
げ
た
動
物
保
護
協
会
は
、
そ
の
意
味
で
典
型
的

な
協
会
で
あ
っ
た
。
動
物
保
護
協
会
で
も
中
間
層
の
社
会
進
出
を
背
景
に
下
層
市
民
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反
ユ
ダ
ヤ
主
義
や
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
嫌
悪
感
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た

が
、
投
票
結
果
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
新
聞
が

反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
影
響
を
明
確
に
指
摘
し
た
の
に
対
し
、
ド
イ
ツ
語
圏
の
新
聞
は
ユ

ダ
ヤ
人
側
に
原
因
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
な
ど
、
違
い
が
み
ら
れ
る
。

結
論
で
は
各
章
の
議
論
を
踏
ま
え
て
総
括
し
て
い
る
。
シ
ェ
ヒ
タ
ー
が
禁
止
さ
れ

た
背
景
に
は
、
中
央
集
権
化
へ
の
反
発
と
直
接
民
主
主
義
（
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
）
の

導
入
と
い
う
政
治
的
・
制
度
的
要
因
と
、
動
物
保
護
思
想
の
拡
大
と
「
人
道
的
」
屠

殺
方
法
の
開
発
、
人
間
中
心
的
な
動
物
保
護
、
社
会
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
存
在
感

の
増
大
、
と
い
う
社
会
文
化
的
要
因
を
指
摘
で
き
る
。
各
新
聞
で
は
、
動
物
保
護
協

会
の
主
張
す
る
動
物
保
護
の
中
身
が
正
面
か
ら
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
は
反

ユ
ダ
ヤ
主
義
に
限
ら
ず
様
々
な
論
点
で
議
論
が
展
開
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
国
民
の

投
票
行
動
に
多
く
の
選
択
肢
を
与
え
る
と
同
時
に
、
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
通
じ
て
ユ

ダ
ヤ
人
の
存
在
と
シ
ェ
ヒ
タ
ー
と
い
う
行
為
を
多
く
の
国
民
が
知
り
、
異
質
な
も
の

が
増
大
し
て
い
る
と
い
う
認
識
と
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
賛
成
す
る
投
票
行
動
に
つ
な

が
っ
た
。
反
ユ
ダ
ヤ
的
行
為
で
あ
る
は
ず
の
シ
ェ
ヒ
タ
ー
禁
止
は
、
動
物
保
護
協
会

や
賛
成
派
の
新
聞
か
ら
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
で
広
が
っ
て
い
た
近
代
的
反
ユ
ダ
ヤ
主
義

の
産
物
で
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
ス
イ
ス
文
化
へ
の
同
化
要
求
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を

通
じ
て
、
ス
イ
ス
国
民
は
ス
イ
ス
の
文
化
が
何
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
よ
う
求
め
ら

れ
た
。
シ
ェ
ヒ
タ
ー
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
ス
イ
ス
か
ら
異
質
な
文
化
を
排
除
す
る
だ

け
で
は
な
く
、ス
イ
ス
人
が
文
化
的
な
共
通
点
を
見
出
す
転
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
ス
イ
ス
の
シ
ェ
ヒ
タ
ー
問
題
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
文
脈
で
問
い
直
し

た
実
証
研
究
で
あ
る
。
連
邦
や
カ
ン
ト
ン
の
文
書
館
史
料
、
連
邦
議
会
議
事
録
、
動

物
保
護
協
会
機
関
誌
や
地
方
新
聞
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
史
料
が
著
者
独
自
の
議
論
を

支
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
三
章
の
動
物
保
護
協
会
の
検
討
は
、
動
物
保
護
協
会
が

市
民
層
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
あ
わ
せ
、
地
域
に
よ
る
立
場
の
違
い
を
浮

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
を
整
理
し
て
い
る
。
後
半
で
は
シ
ェ
ヒ
タ
ー
禁
止
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ヴ
に
対
す
る
ス
イ
ス
国
内
の
地
方
紙
の
立
場
を
検
討
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
と

論
点
を
考
察
し
て
い
る
。

　

一
八
八
〇
年
代
後
半
以
降
、
動
物
保
護
協
会
は
シ
ェ
ヒ
タ
ー
禁
止
を
め
ぐ
り
多
様

な
論
点
を
提
起
す
る
が
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
シ
ェ
ヒ
タ
ー
を
倫
理
（
文
化
）
と

公
序
良
俗
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
と
批
判
し
た
う
え
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
ユ
ダ
ヤ

教
徒
の
平
等
を
問
題
視
し
、
ス
イ
ス
国
民
と
し
て
の
権
利
を
求
め
る
な
ら
義
務
も
果

た
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
ス
イ
ス
社
会
へ
の
同
化
を
求
め
た
点
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
反
対
派
の
主
張
の
な
か
に
は
、
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
反
ユ
ダ
ヤ

主
義
的
で
あ
る
と
い
う
反
論
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
連
邦
憲
法
に
屠
殺

条
項
を
盛
り
込
む
こ
と
の
是
非
と
い
う
、
連
邦
政
府
と
カ
ン
ト
ン
の
権
限
を
め
ぐ
る

論
点
が
み
ら
れ
、
連
邦
議
会
で
も
こ
の
点
が
議
論
さ
れ
た
。

シ
ェ
ヒ
タ
ー
禁
止
を
め
ぐ
っ
て
は
、
当
時
の
新
聞
で
も
活
発
に
議
論
さ
れ
て
い

る
。
賛
成
派
の
新
聞
は
全
体
的
に
少
数
で
ド
イ
ツ
語
圏
に
み
ら
れ
た
。
賛
成
派
の
新

聞
の
政
治
路
線
が
共
通
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
地
域
性
や
新
聞
と
発
行
人
の
考

え
方
に
よ
っ
て
論
拠
も
異
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
保
守
派
の
強

か
っ
た
中
央
ス
イ
ス
の
新
聞
は
、
信
教
の
自
由
を
侵
す
も
の
と
し
て
、
明
確
に
反
対

の
論
陣
を
張
っ
た
。
運
動
の
盛
ん
だ
っ
た
ベ
ル
ン
で
も
、
政
争
を
反
映
し
て
自
由
主

義
の
立
場
の
新
聞
が
反
対
を
表
明
し
て
い
る
。
反
対
派
の
新
聞
の
特
徴
と
し
て
は
、

動
物
保
護
協
会
が
主
張
し
た
国
民
の
平
等
と
公
序
良
俗
の
問
題
と
い
う
論
点
が
み
ら

れ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
運
動
が
盛
ん
だ
っ
た
カ
ン
ト
ン
で
は
、
中
立
、
あ
る
い

は
態
度
表
明
を
し
な
い
新
聞
が
多
か
っ
た
。
国
民
投
票
の
結
果
を
受
け
て
、
各
新
聞

は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
論
評
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
賛
成
派
の
新
聞
は
、
反
ユ
ダ

ヤ
主
義
の
影
響
を
否
定
し
、
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
ユ
ダ
ヤ
人
側
に
責
任
が
あ
る
と

し
た
。
ほ
と
ん
ど
の
反
対
派
や
中
立
の
新
聞
は
、
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
承
認
の
背
景
に
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す
る
「
ス
イ
ス
文
化
」
の
具
体
像
が
提
示
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

ま
た
、
本
書
で
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
民
投
票
の
結
果
に
は
言
語
圏
で
の

対
照
が
明
確
に
み
ら
れ
た
。
動
物
保
護
協
会
に
よ
る
運
動
も
ド
イ
ツ
語
圏
が
中
心
で

あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
圏
や
イ
タ
リ
ア
語
圏
の
人
々
の
多
く
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
同
化

と
い
う
問
題
に
批
判
的
か
無
関
心
で
あ
り
、そ
れ
は
投
票
結
果
に
も
反
映
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
言
語
圏
の
間
に
み
ら
れ
る
温
度
差
は
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
第

一
次
世
界
大
戦
時
の
「
レ
シ
ュ
テ
ィ
の
溝
」（
独
仏
両
国
へ
の
距
離
感
を
め
ぐ
る
ド

イ
ツ
語
圏
と
フ
ラ
ン
ス
語
圏
と
の
対
立
を
示
す
表
現
）
や
現
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合

へ
の
態
度
に
も
影
を
落
と
し
て
い
る）

2
（

。
視
点
を
変
え
れ
ば
、
シ
ェ
ヒ
タ
ー
問
題
は
ス

イ
ス
の
内
部
結
束
以
上
に
分
裂
状
況
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
文

化
的
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
統
合
を
問
題
と
し
た
本
書
の
成
果
は
、
シ
ェ
ヒ
タ
ー
と
は
別
の

「
敵
」（
労
働
運
動
な
ど
）
の
排
除
、
あ
る
い
は
包
摂
的
な
内
部
結
束
と
排
他
的
な
そ

れ
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
事
例
研
究
の
必
要
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　

以
上
、
評
者
の
関
心
か
ら
雑
駁
な
コ
メ
ン
ト
を
連
ね
た
が
、
本
書
が
今
後
の
研
究

の
基
礎
と
な
る
重
要
な
成
果
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
本
書
を
呼
び
水
と
し
て
、

ス
イ
ス
の
国
民
統
合
を
め
ぐ
る
議
論
が
い
っ
そ
う
深
ま
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
【
付
記
】

本
稿
の
作
成
に
際
し
て
は
、
二
〇
一
九
年
六
月
二
九
日
に
開
催
さ
れ
た
ド
イ

ツ
現
代
史
研
究
会
例
会
（
於
同
志
社
大
学
烏
丸
キ
ャ
ン
パ
ス
）
に
お
け
る
本

書
の
合
評
会
の
議
論
を
参
考
に
し
た
。
本
稿
の
文
責
が
評
者
に
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
著
者
と
参
加
者
の
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

き
彫
り
に
し
た
。
ま
た
、
第
五
章
の
新
聞
に
よ
る
世
論
分
析
か
ら
は
、
シ
ェ
ヒ
タ
ー

問
題
を
め
ぐ
る
論
点
の
多
様
さ
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
動
物
保
護
運
動
と
反
ユ

ダ
ヤ
主
義
に
注
目
し
て
き
た
従
来
の
研
究
を
乗
り
越
え
て
、
異
質
を
排
除
す
る
ス
イ

ス
人
の
内
部
結
束
の
契
機
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

成
果
を
認
め
た
う
え
で
、
最
後
に
コ
メ
ン
ト
を
試
み
た
い
。

　

ま
ず
、
本
書
の
主
題
で
は
な
い
に
せ
よ
、
シ
ェ
ヒ
タ
ー
を
禁
止
さ
れ
た
、
い
わ
ば

排
除
さ
れ
た
側
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
ス
イ
ス
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
よ
り
掘
り
下
げ

る
べ
き
点
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
で
も
ユ
ダ
ヤ
人
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
と
地
域

ご
と
の
違
い
、
そ
れ
に
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
対
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
直
接
的
反
応
に
つ

い
て
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
禁
止
が
承
認
さ
れ
た
後
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
反
応

に
関
し
て
言
及
は
な
い
。
例
え
ば
、
バ
ー
ゼ
ル
で
は
一
八
九
七
年
に
第
一
回
シ
オ
ニ

ス
ト
会
議
が
開
か
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
ス
イ
ス
を
舞
台
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
活

動
に
、
シ
ェ
ヒ
タ
ー
禁
止
は
何
ら
か
の
刺
激
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
シ
ェ

ヒ
タ
ー
問
題
を
め
ぐ
っ
て
表
れ
た
、
ド
イ
ツ
と
は
異
な
る
（
と
主
張
さ
れ
た
）
反
ユ

ダ
ヤ
主
義
は
そ
の
後
も
命
脈
を
保
つ
の
か
、
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の

対
応
と
の
関
連
で
、
見
通
し
を
う
か
が
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

次
に
、
一
九
世
紀
末
の
時
点
で
の
「
ス
イ
ス
文
化
」
の
中
身
に
つ
い
て
で
あ
る
。

単
一
の
言
語
や
文
化
に
基
づ
か
な
い
ス
イ
ス
の
文
化
的
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
あ
い
ま
い

さ
を
そ
の
特
徴
と
し
、
時
代
・
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
「
よ
そ
者
」
や
「
異
質
」
の

境
界
線
を
変
え
て
い
く
。
例
え
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
直
前
か
ら
冷
戦
期
に
か
け

て
展
開
し
た
「
精
神
的
国
土
防
衛
」
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
（
ナ
チ
ズ
ム
）
や
共
産
主
義

に
対
し
て
境
界
線
を
引
い
た
が
、
他
方
で
、
ス
イ
ス
の
多
言
語
状
況
や
民
主
政
を
そ

れ
ら
に
対
置
し
て
称
揚
す
る
と
い
う
「
ス
イ
ス
文
化
」
の
中
身
を
示
す
運
動
で
も
あ

っ
た
。
包
摂
的
な
内
部
結
束
に
つ
い
て
は
第
一
章
で
同
時
代
の
複
数
の
事
例
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
シ
ェ
ヒ
タ
ー
問
題
の
議
論
の
な
か
で
「
異
質
」
な
文
化
に
対
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注
（
1
） 
本
書
に
関
す
る
研
究
は
、
日
本
語
で
も
部
分
的
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
穐
山
洋
子

「
一
九
世
紀
後
半
ス
イ
ス
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
屠
殺
方
法
・
シ
ェ
ヒ
タ
ー
の
禁

止

―
動
物
保
護
協
会
の
活
動
と
会
員
の
社
会
構
成
を
中
心
に
」『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

研
究
』
第
一
二
号
、
二
〇
一
三
年
、
二
三-

四
二
頁;

同
「
一
九
世
紀
ス
イ
ス
の

ユ
ダ
ヤ
人

―
包
摂
と
排
除
の
は
ざ
ま
で
」『
ユ
ダ
ヤ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
研
究
』
第

二
八
号
、
二
〇
一
四
年
、
一-

一
一
頁;

同
「
一
八
九
三
年
の
シ
ェ
ヒ
タ
ー
禁

止
と
一
九
世
紀
後
半
ス
イ
ス
の
文
化
的
ネ
ー
シ
ョ
ン
形
成
」『
現
代
史
研
究
』
第

六
〇
号
、
二
〇
一
四
年
、
二
一-
三
九
頁;

同
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
ア
ル
プ
ス
の
多
民
族
国
家
」
踊
共
二
編
『
ア
ル
プ
ス
文
化
史

―
越
境
・

交
流
・
生
成
』
昭
和
堂
、
二
〇
一
五
年
、
一
七
九-

二
〇
〇
頁
。

（
2
） 

ク
リ
ス
ト
フ
・
ビ
ュ
ヒ
（
片
山
淳
子
訳
）『
も
う
一
つ
の
ス
イ
ス
史

―
独
語
圏
・

仏
語
圏
の
間
の
深
い
溝
』
刀
水
書
房
、
二
〇
一
二
年
。

（
も
り
も
と　

け
い
た
・
関
西
大
学
准
教
授
）
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１

本
書
は
著
者
が
長
年
に
わ
た
っ
て
取
り
組
ん
で
き
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
東

欧
各
地
か
ら
追
放
さ
れ
て
、
当
時
連
合
国
占
領
下
に
あ
っ
た
ド
イ
ツ
お
よ
び
オ
ー
ス

ト
リ
ア
に
避
難
し
た
人
び
と
に
関
す
る
記
憶
の
問
題
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

今
、
そ
の
こ
と
を
語
る
意
義
を
著
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
逃
亡
、
強
制

退
去
、
移
住
措
置
に
よ
っ
て
居
住
地
を
離
れ
た
約
一
五
〇
〇
万
人
の
ド
イ
ツ
系
住

民
の
う
ち
、
領
土
割
譲
に
よ
っ
て
縮
小
さ
れ
た
戦
後
ド
イ
ツ
の
領
域
内
に
た
ど
り
着

い
た
者
は
約
一
二
〇
〇
万
人
だ
っ
た
。
恣
意
的
殺
害
、
略
奪
、
虐
待
、
報
復
、
性

暴
力
を
と
も
な
う
過
酷
な
条
件
の
下
で
行
わ
れ
た
住
民
移
動
は
、
そ
の
過
程
で
約

二
〇
〇
万
人
の
犠
牲
者
を
出
し
た
と
言
わ
れ
て
き
た
。
近
年
、
犠
牲
者
数
の
見
直
し

が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
強
制
移
住
に
よ
る
直
接
の
犠
牲
者
は
そ
れ
で
も
約
五
〇
〜

六
〇
万
人
に
の
ぼ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」。
こ
の
痛
み
を
伴
う
歴
史
事
象
に
つ
い

て
、「
近
年
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
研
究
は
、『
追
放
』
と
統
合
に
関
す
る
実
証
研
究
か

ら
、『
追
放
』を
め
ぐ
る
記
憶
構
築
へ
と
大
き
く
重
心
を
移
し
て
き
て
い
る
」。「『
追
放
』

を
ド
イ
ツ
人
の
被
害
と
い
う
関
心
か
ら
だ
け
見
よ
う
と
す
る
狭
隘
な
視
点
が
相
対
化

さ
れ
、『
追
放
』
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
視
点
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
機
運
が
生
じ

た
の
で
あ
る
」（
一
三‒

一
四
頁
）、
と
著
者
は
言
う
。
つ
ま
り
こ
の
問
題
を
「
第
二

次
世
界
大
戦
後
」
の
「
ド
イ
ツ
」
に
限
定
さ
れ
た
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な

く
、
も
っ
と
長
期
に
わ
た
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
な
い
し
東
欧
史
に
内
在
す
る
住
民
移
動

の
中
に
位
置
づ
け
（
通
時
性
の
認
識
）、
同
時
期
に
東
欧
で
起
こ
っ
た
大
規
模
な
住

民
移
動
の
横
の
連
環
の
中
に
位
置
づ
け
る
（
共
時
性
の
認
識
）
こ
と
が
必
要
と
さ
れ

る
、
そ
の
時
に
当
た
っ
て
本
書
を
世
に
出
す
所
以
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
た

め
に
著
者
は
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
の
「
追
放
」
の
構
想
、「
追
放
」
の
執
行
、
被

追
放
民
に
対
す
る
統
合
政
策
、「
追
放
」
と
統
合
を
め
ぐ
る
歴
史
記
述
（
記
憶
形
成
）

の
四
つ
の
局
面
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
い
く
と
い
う
方
法
を
取
っ
て
い
る
。
本
書
は
終

章
を
含
め
て
一
二
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第
一
章　
　
「
追
放
」
の
前
史

―
国
民
国
家
形
成
と
住
民
移
動

第
二
章　
　

第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
後
処
理
と
住
民
移
動

第
三
章　
　

統
合
か
ら
タ
ブ
ー
化
へ

―
東
ド
イ
ツ
の
「
移
住
民
」

第
四
章　
　

ナ
チ
ズ
ム
後
の
国
民
の
再
定
義

　
　
　
　
　

―
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
的
同
権
化

第
五
章　
　

戦
後
の
経
済
復
興
と
社
会
再
編

　
　
　
　
　

―
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
的
・
経
済
的
統
合

第
六
章　
　

領
土
喪
失
後
の
回
復
要
求

―
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
治
的
統
合

第
七
章　
　
「
追
放
」
と
統
合
を
め
ぐ
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

第
八
章　
　

失
わ
れ
た
「
東
方
」
と
被
追
放
民
の
文
化
保
護

第
九
章　
　

冷
戦
下
の
東
西
分
断
と
被
追
放
民
問
題

第
一
〇
章　

ナ
チ
の
過
去
と
の
対
峙
と
被
追
放
民
問
題

第
一
一
章　

変
容
す
る
意
識

―
一
九
六
〇
年
代
に
向
け
た
変
化

終
章　
　
　

二
〇
世
紀
史
の
中
の
「
追
放
」

　

▼
書
評

川
喜
田
敦
子
著
『
東
欧
か
ら
の
ド
イ
ツ
人
の
「
追
放
」

　
　
　
　
―
二
〇
世
紀
の
住
民
移
動
の
歴
史
の
な
か
で
』 

（
白
水
社
、
二
〇
一
九
年
三
月
、
三
八
四
頁
、
四
三
〇
〇
円
＋
税
）　

　
　
　
大
津
留
厚
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２

第
一
章
で
は
「
追
放
」
の
通
時
性
が
論
じ
ら
れ
る
。
ま
ず
そ
も
そ
も
の
ド
イ
ツ

語
を
話
す
人
々
の
東
欧
へ
の
移
住
を
概
観
し
た
後
で
、
国
民
国
家
形
成
と
、
そ
れ

と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
民
族
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
形
成
と
同
化
へ
の
圧
力
の
問
題
を
指

摘
し
て
い
る
。「
ド
イ
ツ
語
を
話
す
人
々
も
含
め
て
様
々
な
民
族
が
混
住
し
て
い
た

東
欧
に
お
い
て
、
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
生
じ
た
大
き
な
変

化
は
、
一
方
で
民
族
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
自
然
な
同
化
が
進
む
と
と
も
に
、
他
方
で
は

民
族
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
し
て
同
化
へ
の
圧
力
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
だ
っ
た
」

（
二
七
頁
）。
そ
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
後
、「
国
境
が
変
動
す
る
な
か
で
顕
著
に
生

じ
た
の
は
、
新
し
い
国
家
に
お
い
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
転
落
す
る
こ
と
に
な
る
人
々

が
、
自
民
族
が
多
数
を
占
め
る
『
本
国
』
へ
と
脱
出
す
る
動
き
だ
っ
た
。
国
外
移
住

者
の
数
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
で
は
一
〇
〇
〇
万
人
を
超
え
た
」（
二
九
頁
）
と
し
て

例
に
挙
げ
て
い
る
の
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
あ
る
。「
戦
間
期
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
人

口
構
成
を
見
る
と
、
こ
の
移
住
の
規
模
が
よ
く
分
か
る
。
人
口
の
一
〇
％
超
に
あ
た

る
七
六
万
四
〇
〇
〇
人
は
国
境
外
の
旧
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
領
で
生
ま
れ
た
者
で
あ

り
、
う
ち
ベ
ー
メ
ン
と
メ
ー
レ
ン
の
出
身
者
が
四
四
万
人
を
数
え
た
」
と
し
、「
こ

れ
だ
け
の
人
口
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
二
重
帝
国
崩
壊
後
に
『
本
国
』
に

還
流
し
た
」（
二
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
時
期
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で

言
え
ば
、「
四
四
万
人
」
の
多
数
は
、ボ
ヘ
ミ
ア
と
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
に
「
本
籍
」
が
あ
っ
て
、

帝
政
期
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
働
き
に
来
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ

キ
ア
に
「
帰
ら
な
か
っ
た
」
人
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
の
東
欧
で
言
え
ば
、「
民

族
自
決
」
を
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
成
立
し
た
諸
国
家
に
少
数
者
が
存
在
す
る

こ
と
を
前
提
と
し
て
「
少
数
民
族
保
護
」
が
課
題
で
あ
り
、
住
民
移
動
、
特
に
強
制

的
な
住
民
移
動
に
よ
る
民
族
的
均
質
化
は
例
外
に
属
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
章
で
論
じ
ら
れ
る
の
が
実
際
の
「
追
放
」
に
な
る
。
東
欧
か
ら
ド
イ
ツ
系

住
民
を
排
除
す
る
と
い
う
考
え
方
は
主
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の

亡
命
政
権
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
た
が
、
連
合
国
も
そ
の
考
え
方
を
受
け
入
れ
、

ま
た
ソ
連
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
東
部
領
を
割
譲
さ
せ
、
代
わ
り
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
は
ド
イ

ツ
領
東
部
領
を
与
え
、
ド
イ
ツ
人
は
強
制
移
住
さ
せ
る
案
を
考
え
る
に
い
た
っ
た
。

ド
イ
ツ
の
在
外
資
産
は
戦
争
賠
償
の
一
角
を
占
め
る
こ
と
に
な
り
、
領
土
変
更
、
住

民
の
強
制
移
住
、
財
産
の
没
収
は
一
つ
の
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
戦
後
処
理
の
枠
組
み
を

作
っ
た
（
四
九
頁
）。「
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
住
民
移
動
」
で
は
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
に

よ
る
ド
イ
ツ
系
住
民
の
移
住
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ

ー
）
が
ま
ず
論
じ
ら
れ
、
南
東
欧
、
ソ
連
か
ら
の
追
放
が
続
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

で
事
情
は
異
な
る
も
の
の
、
改
め
て
ド
イ
ツ
系
住
民
の
追
放
が
、「
住
民
移
動
に
よ

っ
て
民
族
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
き
た
二
〇
世
紀
前
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
縦

の
連
関
の
な
か
に
、
も
う
ひ
と
つ
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
東
欧
に
お
け
る
民
族
秩

序
再
編
と
い
う
同
時
代
的
に
進
行
し
た
横
の
事
象
の
広
が
り
の
な
か
に
」（
六
〇
頁
）

位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

第
三
章
か
ら
は
統
合
が
論
じ
ら
れ
る
。
占
領
下
の
ド
イ
ツ
に
流
入
し
た
被
追

放
民
の
数
は
（
一
九
五
〇
年
ま
で
）、
西
ド
イ
ツ
が
八
一
〇
万
人
、
東
ド
イ
ツ
が

四
一
〇
万
人
に
達
し
た
。
第
三
章
で
論
じ
ら
れ
る
の
は
こ
の
う
ち
東
ド
イ
ツ
が
受
け

入
れ
た
被
追
放
民
で
あ
る
。
東
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
、
被
追
放
民
の
存
在
は
一
つ
に
は

国
境
問
題
と
関
連
し
て
い
た
。
つ
ま
り
国
境
（
オ
ー
ダ
ー
・
ナ
イ
セ
線
）
の
修
正
を

否
定
す
る
こ
と
は
、
東
欧
諸
国
に
対
す
る
外
交
的
配
慮
で
あ
る
と
同
時
に
、
被
追
放

民
が
現
状
に
落
ち
着
く
こ
と
で
内
政
的
に
も
安
定
さ
せ
る
狙
い
が
あ
っ
た
。
そ
の
う

え
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｄ
は
被
追
放
民
が
社
会
の
中
で
特
殊
な
集
団
を
形
成
し
、
他
の
住
民
か

ら
区
別
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
。
Ｓ
Ｅ
Ｄ
は
「
移
住
民
に
か
か
わ
る
特

殊
な
問
題
は
解
決
さ
れ
た
」
と
し
て
、
四
九
年
三
月
ま
で
に
移
住
関
係
機
関
の
活
動
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を
停
止
さ
せ
、
こ
の
あ
と
移
住
民
問
題
は
タ
ブ
ー
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
四
章
で
は
西
ド
イ
ツ
が
対
象
に
な
る
が
、
当
面
は
占
領
下
で
あ
り
、
占
領
軍

の
意
向
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
西
ド
イ
ツ
建
国
後
の
被
追
放
民
政
策
の
大
き
な

特
徴
は
被
追
放
民
と
い
う
特
殊
な
地
位
の
永
続
化
が
図
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
に
も
ま
ず
被
追
放
民
を
「
国
民
化
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ

は
基
本
法
第
一
一
六
条
第
一
項
で
規
定
さ
れ
た
。
つ
ま
り
「
ド
イ
ツ
人
と
は
、
ド

イ
ツ
国
籍
を
有
す
る
者
及
び
ド
イ
ツ
民
族
に
属
す
る
者
で
難
民
ま
た
は
被
追
放
民

…
…
」
と
規
定
さ
れ
、「
ド
イ
ツ
民
族
に
属
す
る
者
」
に
も
国
籍
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
の
う
え
で
、
被
追
放
民
の
範
囲
は
「
現
在
外
国
の
統
治
下
に
あ
る

ド
イ
ツ
旧
東
部
領
も
し
く
は
ド
イ
ツ
帝
国
の
一
九
三
七
年
一
二
月
三
一
日
の
領
土
外

に
居
住
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
関
連
し
て
、
追
放
、
と
く
に
強
制
移
住
な
い
し
逃

亡
し
た
結
果
そ
の
居
住
地
を
失
っ
た
ド
イ
ツ
国
籍
者
も
し
く
は
ド
イ
ツ
民
族
に
属
す

る
者
」
と
規
定
さ
れ
た
。「『
民
族
ド
イ
ツ
人
』
を
ド
イ
ツ
に
帰
還
さ
せ
、『
民
族
的

帰
属
』
に
応
じ
て
国
籍
を
与
え
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
ナ
チ
時
代
の
民
族
移
住

政
策
の
発
想
は
、
想
定
と
は
全
く
違
う
形
を
と
り
な
が
ら
望
ま
ず
し
て
実
現
す
る
こ

と
に
な
っ
た
」（
一
一
〇
頁
）。

　

第
五
章
で
論
じ
ら
れ
る
の
は
社
会
的
・
経
済
的
統
合
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
取
り

上
げ
ら
れ
る
の
は
受
け
入
れ
る
社
会
が
被
追
放
民
を
他
者
と
し
て
排
除
し
よ
う
と
す

る
言
説
だ
っ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
地
元
住
民
の
側
の
防
衛
反
応
が
あ
っ
た
こ
と
を

著
者
は
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
言
語
の
差
異
に
つ
い
て
、「
被
追
放
民
が
使
う
ド
イ

ツ
語
は
、
語
彙
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
調
音
な
ど
の
点
に
お
い
て
地
元
住
民
の
使

う
低
地
ド
イ
ツ
語
と
は
異
な
っ
て
い
た
」
こ
と
が
、「
地
域
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

が
よ
そ
者
と
の
あ
い
だ
の
境
界
線
を
固
定
化
さ
せ
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
利
用
さ

れ
た
」
と
総
括
し
て
い
る
（
一
一
六‒

一
一
七
頁
）。
他
方
で
、
一
九
六
二
年
ま
で

の
間
に
計
算
上
で
は
す
べ
て
の
被
追
放
民
が
一
度
は
西
ド
イ
ツ
内
で
再
移
住
し
、
多

く
の
場
合
産
業
中
心
地
に
移
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
労
働
力
を
経
済
の
中

心
地
に
誘
導
す
る
こ
と
に
よ
り
、被
追
放
民
の
経
済
的
統
合
が
促
進
さ
れ
た（
一
二
一

頁
）。
被
追
放
民
に
対
す
る
財
政
的
な
支
援
策
が
緊
急
援
助
法
と
負
担
調
整
法
で
あ

っ
た
。
そ
の
う
ち
緊
急
援
助
法
は
戦
争
被
災
者
の
当
座
の
支
援
で
あ
り
、
負
担
調
整

法
は
戦
争
被
害
に
対
す
る
補
償
で
あ
り
、
と
り
わ
け
賠
償
目
的
で
接
収
さ
れ
た
私
有

財
産
に
補
償
を
行
う
こ
と
は
西
ド
イ
ツ
に
課
せ
ら
れ
た
責
務
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
排

除
と
統
合
を
総
括
し
た
の
が
「
早
期
統
合
神
話
と
現
実
」
の
節
で
あ
る
。
被
追
放
民

の
統
合
は
経
済
復
興
と
な
ら
ん
で
、
西
ド
イ
ツ
の
成
功
の
歴
史
を
構
成
す
る
一
要
素

と
考
え
ら
れ
る
が
、
早
期
統
合
神
話
が
「
ナ
チ
の
影
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
近
代
ド
イ

ツ
の
歴
史
に
代
え
て
、
戦
後
史
の
中
に
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
源
泉

を
求
め
」
る
と
同
時
に
そ
れ
は
被
追
放
民
に
と
っ
て
も
自
己
表
象
の
戦
略
に
合
致
し

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
一
三
八
頁
）。

第
六
章
は
被
追
放
民
の
政
治
的
統
合
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
西
ド
イ
ツ

が
「
領
土
変
更
に
と
も
な
っ
て
流
入
し
た
大
量
の
人
々
か
ら
な
る
特
殊
な
集
団
を
維

持
し
よ
う
と
し
た
」
こ
と
は
、
連
合
国
や
東
ド
イ
ツ
の
認
識
と
見
解
を
異
に
し
て
お

り
、
そ
の
背
景
に
は
西
ド
イ
ツ
の
領
土
再
編
へ
の
思
惑
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
被
追
放

民
が
戦
後
西
ド
イ
ツ
政
治
に
統
合
さ
れ
る
契
機
が
あ
っ
た
。
一
九
五
〇
年
一
月
に
故

郷
被
追
放
民
ブ
ロ
ッ
ク
（
Ｂ
Ｈ
Ｅ
）
が
結
成
さ
れ
、
一
九
五
三
年
の
連
邦
議
会
選
挙

で
は
全
国
平
均
で
三
四
％
の
票
を
獲
得
す
る
が
、
こ
の
政
党
は
一
九
五
七
年
の
選
挙

で
は
得
票
率
五
％
を
得
ら
れ
ず
、
議
席
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
被
追
放
民
が
既
成
政

党
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
被
追
放
民
の
利
益
団
体
と

同
郷
人
会
は
長
く
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。
利
益
代
表
組
織
は
移
住
先
の

地
域
ご
と
に
組
織
化
さ
れ
、
社
会
的
・
経
済
的
利
益
を
代
表
し
、
同
郷
人
会
は
出
身

地
別
に
組
織
化
さ
れ
文
化
・
外
交
を
担
っ
た
。
両
者
は
一
九
五
七
年
に
合
同
し
、
被

追
放
ド
イ
ツ
人
同
盟
（
Ｂ
ｖ
Ｄ
）
が
成
立
し
た
。
被
追
放
民
は
当
初
か
ら
独
自
の
文
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化
・
伝
統
・
地
域
性
の
維
持
を
望
ん
で
い
た
が
、
被
追
放
民
組
織
の
文
化
活
動
の
根

拠
に
な
っ
た
の
が
被
追
放
民
法
第
九
六
条
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
連
邦
予
算
か
ら

助
成
金
が
出
さ
れ
、
そ
れ
が
被
追
放
民
を
め
ぐ
る
研
究
教
育
活
動
が
展
開
す
る
原
資

に
な
っ
た
。

第
七
章
以
下
は
そ
の
結
果
と
し
て
の
文
化
政
策
が
論
じ
ら
れ
る
。
ま
ず
取
り
上

げ
ら
れ
る
の
が
『
追
放
の
記
録
』
で
あ
る
。
こ
の
企
画
に
は
も
と
も
と
外
交
的
な
思

惑
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
追
放
」
が
非
人
道
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
立
証
し
、
追
放

行
為
の
不
当
性
を
強
調
す
れ
ば
、
領
土
問
題
で
ド
イ
ツ
側
に
有
利
に
な
る
と
考
え
ら

れ
た
。
し
か
し
次
第
に
学
術
的
意
義
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
ド
イ
ツ
人
の

追
放
に
つ
な
が
る
歴
史
的
展
開
を
記
述
す
る
『
最
終
巻
』
を
め
ぐ
っ
て
対
立
が
深
ま

っ
た
。
つ
ま
り
「
前
史
」
に
ナ
チ
の
移
住
・
絶
滅
政
策
を
含
め
る
か
否
か
を
め
ぐ
る

対
立
の
中
で
、『
最
終
巻
』
は
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
文
化
政
策
の
も
う
一
つ
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
『
西
ド
イ
ツ
の
被
追
放
民
』
で
あ
り
、
こ
れ
は
『
追
放
の
記
録
』
を

補
完
す
る
「
統
合
の
記
録
」
の
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
編
集
委
員
会
が

打
ち
出
し
た
方
針
は
「
幸
福
理
論
」、
す
な
わ
ち
「
西
ド
イ
ツ
の
経
済
の
復
興
と
成

長
は
被
追
放
民
と
い
う
労
働
力
を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、

「
追
放
」
は
結
果
的
に
西
ド
イ
ツ
に
有
利
に
作
用
し
た
」
と
い
う
理
論
に
対
し
て
反

論
す
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。「
追
放
」
は
悪
く
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な

れ
ば
オ
ー
ダ
ー
・
ナ
イ
セ
線
の
修
正
も
必
要
な
い
と
解
釈
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。

し
か
し
他
方
で
「
共
産
主
義
の
陰
謀
」
に
対
す
る
勝
利
と
し
て
統
合
の
成
功
を
強
調

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
結
局
「
統
合
が
帰
還
の
前
提
」
と
い
う
方
針
が
打
ち

出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
八
章
で
検
討
さ
れ
る
の
は
旧
東
部
領
に
関
す
る
研
究
と
教
育
で
あ
る
。
ド
イ

ツ
に
お
け
る
東
方
研
究
は
、
も
と
も
と
中
東
欧
を
「
ド
イ
ツ
の
文
化
土
壌
、
民
族
土

壌
の
一
部
」
と
考
え
、
そ
の
地
の
ス
ラ
ヴ
人
へ
の
蔑
視
と
ド
イ
ツ
人
の
優
越
意
識
が

結
び
つ
い
て
い
た
。
戦
後
の
東
方
研
究
は
戦
前
か
ら
の
制
度
的
、
人
的
連
続
性
を
持

ち
、ま
た
そ
の
問
題
意
識
も
当
初
は「
ド
イ
ツ
人
中
心
主
義
」で
あ
っ
た
。
著
者
は「
ヴ

ァ
イ
マ
ル
共
和
国
期
に
お
け
る
東
方
研
究
の
興
隆
の
背
景
に
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に

対
す
る
修
正
要
求
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
東
部
領
の
喪
失
は
第
二
次
世
界
大
戦

後
の
東
方
研
究
再
建
を
政
治
的
に
動
機
づ
け
た
重
要
な
要
因
だ
っ
た
」（
一
九
六
頁)

、

と
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
五
〇
年
代
半
か
ら
六
〇
年
代
初
め
に
は
東
欧
史

学
科
の
制
度
化
が
進
み
、
研
究
者
の
世
代
交
代
も
あ
っ
て
東
欧
諸
民
族
の
歴
史
を
そ

れ
自
体
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
東
方
研
究
を
通
じ
て
東
欧
諸
国
と
の
相
互

理
解
を
深
め
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

教
育
に
お
け
る
東
方
教
育
で
は
、
常
設
文
部
大
臣
会
議
の
諮
問
機
関
、
ド
イ
ツ
教

育
審
議
会
の
「
ド
イ
ツ
の
教
育
に
お
け
る
東
欧
に
つ
い
て
の
意
見
書
」（
一
九
五
六

年
三
月
）
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
意
見
書
で
は
再
統
一
へ
の
要
請
と
冷
戦
下
の
東
西

対
立
が
強
く
影
響
し
て
い
た
が
、同
時
に
ナ
チ
の
過
去
と
の
取
り
組
み
が
重
視
さ
れ
、

過
去
へ
の
反
省
の
上
に
立
つ
東
欧
諸
国
と
の
共
生
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
に
関
連
し
て
、
少
し
時
期
が
異
な
る
が
、
西
ド
イ
ツ
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
教
科
書
会

議
へ
の
展
望
を
示
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

　

第
九
章
で
は
東
西
ド
イ
ツ
間
の
「
被
追
放
民
」
の
統
合
構
想
の
違
い
が
検
討
さ
れ

る
。
西
ド
イ
ツ
の
連
邦
被
追
放
民
法
第
九
六
条
の
基
調
は
、
独
自
の
文
化
と
歴
史

を
持
っ
た
集
団
と
し
て
、
そ
の
特
性
を
保
っ
た
ま
ま
追
放
民
を
統
合
す
る
と
い
う
考

え
方
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
「
被
追
放
民
」
の
文
化
活
動
へ
の
奨
励
が
あ
っ

た
。
し
か
し
そ
れ
は
「
文
化
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
旧
東
部
領
回
復
要
求
、
反
共
産
主

義
と
い
う
政
治
的
要
求
と
結
び
つ
く
可
能
性
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
出
て
く
る
の
が

言
葉
と
し
て
の
「
故
郷
権
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
故
郷
権
」
の
語
は
も
と
も
と

一
九
五
〇
年
の
「
故
郷
追
放
ド
イ
ツ
人
憲
章
」
で
使
わ
れ
た
が
、そ
こ
で
「
故
郷
権
」

は
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
人
間
の
権
利
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
実
現
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３

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
東
欧
か
ら
「
追
放
」

さ
れ
た
ド
イ
ツ
人
々
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
丁
寧
に
一
つ
ず
つ
論
じ
た
労
作
で
あ
る
こ

と
は
論
を
俟
た
な
い
。
と
り
わ
け
東
欧
か
ら
の
ド
イ
ツ
人
の
追
放
を
ド
イ
ツ
固
有
の

問
題
で
は
な
く
、
も
っ
と
広
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
あ
る
い
は
比
較
史
の
視
点
か
ら
捉
え

よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
評
価
で
き
る
。
た
だ
こ
こ
で
解
明
で
き
た
の
は
、
あ
く
ま
で

も
「
被
追
放
民
」
を
め
ぐ
る

�

�

�

問
題
で
あ
り
、「
被
追
放
民
」
そ
の
も
の

�

�

�

�

で
は
な
い
。「
被

追
放
民
」
の
顔
が
見
え
る
の
は
、
言
語
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
「
他
者
化
の
言
説
」

の
項
と
第
一
〇
章
第
二
節
「
消
え
る
ナ
チ
ズ
ム
の
記
憶
」
な
ど
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
被
追
放
民
団
体
が「
神
聖
な
権
利
」と
考
え
る「
故
郷
権
」の
議
論
で
も
、「
人

と
国
家
が
強
力
に
結
ば
れ
て
い
る
限
り
、
人
と
土
地
を
結
ぶ
故
郷
権
の
よ
う
な
論
理

が
あ
れ
ば
、
い
っ
た
ん
は
切
り
離
さ
れ
た
土
地
と
国
家
の
関
係
を
人
を
媒
介
に
再
び

結
び
直
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
故
郷
は
、
郷
土

で
あ
る
と
同
時
に
い
と
も
た
や
す
く
国
土
と
同
一
視
さ
れ
る
。こ
の
論
理
の
な
か
で
、

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
故
郷
権
は
、
人
権
思
想
で
は
な
く
領
土
要
求
の
色
を
強
く
帯
び

る
こ
と
に
な
っ
た
」（
二
六
五
頁
）
と
理
論
と
し
て
否
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。
し

か
し
「
故
郷
権
」
と
い
う
も
の
を
、「
そ
こ
に
生
ま
れ
た
人
が
持
っ
て
い
る
固
有
の

権
利
」
と
し
て
考
え
た
時
に
、
そ
の
故
郷
を
追
わ
れ
た
人
た
ち
が
「
故
郷
」
に
何
を

求
め
る
の
か
は
、
当
事
者
に
聞
い
て
み
る
ほ
か
な
い
。
歴
史
学
と
し
て
「
記
憶
」
を

考
察
の
対
象
と
す
る
と
き
、
記
憶
す
る
側
の
論
理
に
対
し
記
憶
さ
れ
る
側
の
主
体
性

を
ど
う
回
復
し
て
い
く
の
か
、
改
め
て
問
わ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
お
お
つ
る　

あ
つ
し
・
神
戸
大
学
名
誉
教
授
）

が
要
求
さ
れ
た
。

　

第
一
〇
章
で
論
じ
ら
れ
る
の
は
ナ
チ
の
記
憶
と
「
追
放
」
の
記
憶
の
関
係
性
の
問

題
で
あ
る
。
つ
ま
り
ナ
チ
時
代
に
ド
イ
ツ
人
が
行
っ
た
犯
罪
行
為
と
「
追
放
」
の
際

の
非
人
道
的
行
為
を
等
価
の
犯
罪
と
し
て
「
相
殺
す
る
」
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。著
者
は
、「
被
害
体
験
と
し
て『
追
放
』を
強
調
す
る
こ
と
と
、「
追
放
」

の
原
因
を
共
産
主
義
の
暴
力
に
転
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
史
に
当
た
る
ナ
チ
時

代
の
出
来
事
と
切
り
離
し
て
「
追
放
」
を
見
る
と
い
う
一
九
五
〇
年
代
に
作
り
上
げ

ら
れ
た
認
識
の
枠
組
み
は
、
こ
う
し
た
忘
却
を
助
長
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
忘
却

に
抗
す
る
力
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
」（
二
四
三‒

二
四
四
頁
）
と
総
括
し
て
い
る
。

第
一
一
章
で
は
統
合
の
進
行
が
か
え
っ
て
関
心
の
低
下
を
生
み
、
被
追
放
民
が
「
周

縁
化
」
す
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

終
章
が
ま
と
め
と
な
る
。
一
九
九
〇
年
代
に
な
っ
て
「
追
放
」
は
再
び
二
〇
世
紀

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
二

つ
の
新
た
な
取
り
組
み
が
あ
っ
た
。一
つ
は
比
較
の
視
点
で
住
民
移
動
の
構
想
局
面
、

執
行
局
面
、
統
合
局
面
、
記
憶
形
成
に
お
い
て
国
際
的
な
比
較
が
可
能
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
同
質
性
だ
け
を
頼
り
と
す
る
の
で
は
な
い
統
合
と

連
帯
の
形
の
模
索
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
ド
イ
ツ
研
究
の
道
に

進
ん
だ
著
者
の
出
発
点
が
あ
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
に
ま
つ
わ
る
ド
イ
ツ
人
の
最

大
被
害
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
「
追
放
」
が
、
ナ

チ
時
代
の
加
害
と
結
び
つ
く
形
で
相
対
化
さ
れ
、
共
時
的
な
他
国
の
経
験
と
比
較
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
相
対
化
さ
れ
る
。
そ
れ
は
戦
争
と
戦
後
処
理
に
関
す
る
自
国

中
心
的
な
歴
史
観
を
見
直
す
作
業
に
な
る
。
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二
〇
二
〇
年
度
例
会
一
覧

六
月
例
会
（
二
〇
二
〇
年
六
月
一
三
日
（
土
）、
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
開
催
））

　
　
　

報
告
：
鈴
木
健
雄
（
京
都
大
学
）

「
一
九
一
〇
／
二
〇
年
代 

ド
イ
ツ
に
お
い
て
青
年
運
動
家
た
ち
が
『
社
会
主
義

者
』
に
な
る
過
程 
―
Ｉ
Ｊ
Ｂ 

／
Ｉ
Ｓ
Ｋ
の
事
例
を
中
心
に
」

　
　
　

報
告
：
大
下
理
世
（
東
京
大
学
）

「
連
邦
大
統
領
ハ
イ
ネ
マ
ン
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
主
主
義
の
伝
統
」

七
月
例
会
（
二
〇
二
〇
年
七
月
一
八
日
（
土
）、
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
開
催
））

　

合
評
会
：
川
喜
田
敦
子
『
東
欧
か
ら
の
ド
イ
ツ
人
の
「
追
放
」

―
二
〇
世
紀
の
住
民

移
動
の
歴
史
の
な
か
で
』（
白
水
社
、
二
〇
一
九
年
。）　

　
　
　
　
　
　

コ
メ
ン
ト
：
大
津
留
厚
（
神
戸
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　
　
　
　

著
者
リ
プ
ラ
イ
：
川
喜
田
敦
子
（
東
京
大
学
）

　
　
　

報
告
：
西
圭
介
（
琉
球
大
学
講
師
）

　
　
　
　
　
「
自
転
車
生
産
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化　

一
八
九
〇
〜
一
九
三
〇
」

一
〇
月
例
会
（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
三
一
日
（
土
）、
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
開
催
））

　
　
　

報
告
：
大
谷
実
（
同
志
社
大
学
）

「
帝
政
期
の
ド
イ
ツ
社
会
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ 

―
プ
ロ
イ
セ
ン
と
バ
イ
エ
ル
ン
の

シ
ン
テ
ィ
・
ロ
マ
を
事
例
と
し
て
」

　
　
　

報
告
：
牧
野
広
樹
（
立
命
館
大
学
）

「
ド
イ
ツ
青
年
音
楽
運
動
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
批
判
と
ナ
チ
体
制
容
認
の
意

思
決
定
過
程
に
つ
い
て
」

一
月
例
会
（
二
〇
二
一
年
一
月
二
四
日
（
日
）、
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
開
催
））

　
　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ド
イ
ツ
統
一
三
〇
年
」　

　
　
　
　
　
　

報
告
：
板
橋
拓
己
（
成
蹊
大
学
）

　
　
　
　
　
　

報
告
：
河
合
信
晴
（
広
島
大
学
）

　
　
　
　
　
　

コ
メ
ン
ト
：
小
原
淳
（
早
稲
田
大
学
）

三
月
例
会
（
二
〇
二
一
年
三
月
二
七
日
（
土
）、
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
開
催
））

　
　
　

報
告
：
井
上
健
太
郎
（
大
阪
大
学
大
学
院
）

「
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
外
交
の
特
質
・
限
界
・
意
義 

―
『
地
経
学
』
と
い
う
観

点
か
ら
の
考
察
」

　
　
　

報
告
：
伊
藤
光
葉
（
大
阪
大
学
大
学
院
）

　
　
　
　
　
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
戦
争
捕
虜
団
体
の
成
立
と
展
開
」

　
　
　

報
告
：
林
祐
一
郎
（
京
都
大
学
大
学
院
）

　
　
　
　
　
「
前
世
紀
転
換
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
亡
命
者
の
末
裔
に
よ
る
歴
史
叙
述 

―
歴
史

　
　
　
　
　

  

家
ア
ン
リ
・
ト
ラ
ン
と
ド
イ
ツ
・
ユ
グ
ノ
ー
協
会
」

例会一覧
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ス
ト
に
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。
参
加
者
か
ら
の
回
答
の
う
ち
棄
権
を
除
い
た
も
の

を
有
効
回
答
と
す
る
。
議
案
の
可
決
に
は
、
有
効
回
答
数
の
過
半
数
の
賛
成
が
必
要
と
な

る
。
可
否
同
数
の
場
合
は
代
表
の
判
断
に
よ
る
。

第
8
条 

『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
の
編
集
は
、
編
集
委
員
会
が
行
な
う
。
編
集
委
員
会
は
六
名
か
ら
な
り
、
総
会

で
選
出
さ
れ
る
。
委
員
の
任
期
は
一
年
と
す
る
。

第
9
条 

本
会
は
会
計
監
査
を
一
名
お
く
。
会
計
監
査
は
総
会
で
選
出
さ
れ
、
任
期
を
一
年
と
す
る
。

第
10
条 

本
会
の
本
部
は
、
総
会
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
場
所
に
お
き
、
本
会
の
口
座
管
理
責
任
者

は
、
事
務
局
の
会
計
担
当
と
す
る
。

第
11
条 

本
会
の
規
約
改
正
は
、
総
会
に
参
加
し
た
会
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
。

会
費
に
関
す
る
規
定

（
1
） 

本
会
の
会
費
は
年
額
、
一
般
会
員
四
〇
〇
〇
円
、
学
生
会
員
二
〇
〇
〇
円
、
通
信
会
員

二
〇
〇
〇
円
と
す
る
。

（
2
）  

一
般
会
員
は
、
大
学
・
大
学
院
の
専
任
教
員
、
任
期
付
教
員
、
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究

員
（
Ｐ
Ｄ
）、
Ｃ
Ｏ
Ｅ
研
究
員
、
定
年
退
職
し
た
元
教
員
、
お
よ
び
事
務
局
が
承
認
し
た
者
と

す
る
。
一
般
会
員
は
、
本
会
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
で
き
、『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
の
配
布
を
受
け

る
。

（
3
）  

学
生
会
員
は
、
大
学
・
大
学
院
の
学
籍
を
有
す
る
者
、
非
常
勤
の
教
員
・
研
究
員
、
お
よ
び

事
務
局
が
承
認
し
た
者
と
す
る
。
学
生
会
員
は
、
本
会
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
で
き
、『
ゲ

シ
ヒ
テ
』
の
配
布
を
受
け
る
。

（
4
） 

通
信
会
員
は
、
事
情
に
よ
り
本
会
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
の
配

布
の
み
を
受
け
る
者
と
す
る
。

（
5
） 
一
年
以
上
の
長
期
に
わ
た
り
在
外
研
究
な
い
し
留
学
す
る
会
員
は
、
当
該
年
度
の
会
費
を
免

除
さ
れ
る
。

（
6
） 

事
務
局
担
当
者
の
会
費
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。

（
7
） 

会
費
を
三
年
滞
納
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
会
員
資
格
を
停
止
す
る
。

ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
規
約

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
1
条 

本
会
の
名
称
は
、「
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
」
と
称
す
る
。

第
2
条 

本
会
は
、
歴
史
学
の
各
分
野
お
よ
び
隣
接
諸
科
学
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
語
圏
お
よ

び
そ
の
近
隣
・
関
連
地
域
の
近
現
代
史
研
究
の
深
化
を
め
ざ
す
。

第
3
条 

本
会
は
、
研
究
例
会
、
研
究
誌
『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
発
行
、
そ
の
他
本
会
の
目
的
に
沿
う
活
動
を

行
な
う
。 

第
4
条 

本
会
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
所
定
の
会
費
を
納
め
た
も
の
は
、
本
会
の
会
員
と
な
る
こ
と
で
き

る
。
本
会
の
会
員
は
、
一
般
会
員
、
学
生
会
員
、
通
信
会
員
か
ら
な
る
。

第
5
条 

本
会
は
、
年
度
初
め
に
総
会
を
開
き
、
年
度
の
方
針
と
課
題
を
定
め
、
決
算
と
予
算
お
よ

び
、
そ
の
他
本
会
の
運
営
に
関
わ
る
事
項
に
つ
い
て
審
議
す
る
。
そ
の
議
案
は
前
年
度
事
務

局
が
用
意
す
る
。
議
案
の
可
決
に
は
、
総
会
参
加
者
数
の
過
半
数
の
賛
成
が
必
要
と
な
る
。

可
否
同
数
の
場
合
は
前
年
度
代
表
の
判
断
に
よ
る
。

第
6
条 

本
会
の
運
営
は
、
事
務
局
が
行
な
う
。
事
務
局
は
、
代
表
、
事
務
局
長
、
編
集
担
当
、
通
信

担
当
、
会
計
担
当
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
例
会
・
総
会
開
催
お
よ
び
会
計
の
任
に
あ
た
る
。

事
務
局
は
総
会
で
選
出
さ
れ
、
任
期
を
一
年
と
す
る
。

第
7
条 

事
務
局
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
時
間
的
余
裕
が
少
な
く
、
総
会
を
待
た
ず
に
議
決

す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
議
案
に
つ
い
て
、
メ
ー
ル
審
議
を
実
施
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
メ
ー
ル
審
議
に
参
加
す
る
も
の
は
、
本
会
の
会
員
の
う
ち
本
会
の
メ
ー
リ
ン
グ
リ

二
〇
〇
四
年
一
二
月
一
九
日
、
臨
時
総
会
に
て
承
認

二
〇
〇
五
年
三
月
二
七
日
、
臨
時
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
〇
七
年
七
月
一
日
、
臨
時
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
〇
八
年
二
月
二
四
日
、
臨
時
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
〇
九
年
四
月
二
六
日
、
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
一
二
年
四
月
一
五
日
、
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
一
八
年
四
月
一
五
日
、
臨
時
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
二
一
年
四
月
二
五
日
、
総
会
に
て
改
定
承
認
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形
式
（.jpg

）
の
デ
ー
タ
を
添
付
す
る
。

（
6
） 

掲
載
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
投
稿
者
に
は
再
投
稿
の
機
会
を
認
め
る
。
三
月
三
一
日
ま
で
に

そ
の
旨
を
本
会
事
務
局
に
連
絡
し
た
上
で
、
審
査
用
原
稿
を
可
能
な
限
り
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル

に
し
て
、
五
月
三
一
日
ま
で
に
、
電
子
メ
ー
ル
に
て
本
会
事
務
局
に
提
出
す
る
。
そ
の
後
の

対
応
に
つ
い
て
は
、（
５
）
に
準
じ
る
。

（
7
） 

編
集
委
員
会
か
ら
の
要
請
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
一
度
提
出
さ
れ
た
完
成
原
稿
の
撤
回
、
差

し
替
え
、
書
き
直
し
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
掲
載
の
可
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
稿
の
返
却
は

行
わ
な
い
。

執
筆
要
領

（
1
） 

『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
に
発
表
す
る
論
文
の
分
量
は
、
本
文
・
注
・
図
表
等
を
合
計
し
て
、
全
角
で

二
万
字
以
内
と
す
る
。
研
究
ノ
ー
ト
お
よ
び
研
究
動
向
の
分
量
は
、
全
角
で
一
万
四
〇
〇
〇

字
、
書
評
と
本
会
活
動
報
告
そ
の
他
の
分
量
は
、
全
角
で
六
〇
〇
〇
字
以
内
と
す
る
。

（
2
） 

原
稿
の
デ
ー
タ
の
形
式
は
、
原
則
と
し
て
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
形
式
（.pdf

）
と
す
る
。
た
だ

し
、
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
・
ワ
ー
ド
形
式
（.doc

）、
も
し
く
は
リ
ッ

チ
テ
キ
ス
ト
形
式
（.rtf

）
で
も
か
ま
わ
な
い
。

（
3
） 

原
稿
の
書
式
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
な
原
則
を
以
下
の
通
り
と
す
る
。

　
　

① 

原
稿
は
横
書
き
ま
た
は
縦
書
き
と
し
、
用
紙
を
Ａ
４
で
設
定
し
、
一
頁
あ
た
り
四
二
字
×

三
六
行
と
す
る
。

　
　

② 

章
に
は
全
角
数
字
で
「
１　

見
出
し
」
と
番
号
を
つ
け
る
。「
は
じ
め
に
」
や
「
お
わ
り
に
」

に
も
必
ず
番
号
を
つ
け
る
。
番
号
の
後
に
は
全
角
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ
る
。

　
　

③ 

本
文
で
は
数
字
は
原
則
と
し
て
漢
数
字
を
用
い
、
半
角
の
算
用
数
字
は
用
い
な
い
。
桁
数
の

大
き
な
数
字
に
つ
い
て
は
「
一
〇
億
五
〇
〇
〇
万
」
の
よ
う
に
表
記
す
る
が
、
図
表
等
に
お

い
て
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
　

④ 

注
は
、
本
文
の
該
当
箇
所
に
半
角
数
字+

上
付
き
文
字
で
「（
１
）」「（
２
）」
と
通
し
番
号

を
付
し
、
後
注
で
半
角
数
字
で
「（
1
）」「（
2
）」
と
番
号
を
表
記
し
た
後
に
注
の
内
容
を
記

す
。（
例
） 「
…
…
が
明
ら
か
に
な
っ
た）

1
（

。」「（
1
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
…
…
を
参
照
。」

編
集
に
関
す
る
規
定

（
1
） 
本
会
は
、
編
集
委
員
会
の
編
集
に
も
と
づ
き
、『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
を
年
一
回
定
期
発
行
す
る
。

（
2
） 

本
誌
は
、
論
文
、
研
究
ノ
ー
ト
、
研
究
動
向
、
書
評
、
本
会
活
動
報
告
そ
の
他
か
ら
構
成
さ

れ
、
ド
イ
ツ
語
圏
お
よ
び
そ
の
近
隣
・
関
連
地
域
の
近
現
代
史
研
究
の
発
表
に
あ
て
る
。

（
3
） 

本
誌
の
掲
載
原
稿
は
、
投
稿
原
稿
と
依
頼
原
稿
と
か
ら
な
る
。

（
4
） 

投
稿
原
稿
は
、
投
稿
に
関
す
る
規
定
に
し
た
が
う
も
の
と
す
る
。

（
5
） 

原
稿
の
掲
載
は
、
編
集
委
員
会
の
決
定
に
よ
る
。
掲
載
に
あ
た
っ
て
、
編
集
委
員
会
は
原
稿

の
修
正
を
も
と
め
る
場
合
が
あ
る
。

（
6
） 

原
稿
の
執
筆
者
は
、
本
会
が
掲
載
原
稿
の
デ
ー
タ
を
無
償
公
開
・
配
布
す
る
こ
と
に

同
意
す
る
。。

投
稿
に
関
す
る
規
定

　
　（

1
） 

『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
に
発
表
す
る
論
文
等
は
、
い
ず
れ
も
未
発
表
の
も
の
に
限
る
。
た
だ
し
、
学

会
・
研
究
会
等
で
口
頭
で
発
表
し
た
も
の
を
除
く
。

（
2
）  

投
稿
資
格
は
、
本
会
の
一
般
会
員
ま
た
は
学
生
会
員
で
、
所
定
の
会
費
を
納
め
た
者
に
限
る
。

（
3
） 

投
稿
を
希
望
す
る
者
は
、
九
月
末
日
ま
で
に
、
本
会
事
務
局
に
そ
の
旨
を
連
絡
す
る
。

（
4
） 

投
稿
者
は
、
審
査
用
の
原
稿
を
、
可
能
な
限
り
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
に
し
て
、
一
一
月
三
〇
日

ま
で
に
、
電
子
メ
ー
ル
に
て
本
会
事
務
局
に
提
出
す
る
。
原
稿
は
、
所
定
の
執
筆
要
領
に
し

た
が
っ
て
、
必
ず
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ま
た
は
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
で
作
成
す
る
。

提
出
に
あ
た
っ
て
は
、
原
稿
の
種
類
、
題
名
、
氏
名
、
所
属
、
連
絡
先
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
、
原
稿
の
総
字
数
を
記
し
た
表
題
紙
を
添
付
す
る
。

（
5
） 

掲
載
を
認
め
る
か
否
か
は
、
二
ヶ
月
程
度
を
め
ど
に
回
答
す
る
。
論
文
の
掲
載
を
認
め
ら
れ

た
投
稿
者
は
、
編
集
委
員
会
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
、
完
成
原
稿
一
部
と
内
容
の
デ
ー
タ

を
、
指
定
し
た
期
日
ま
で
に
本
会
事
務
局
に
提
出
す
る
。
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し

て
メ
ー
ル
に
よ
っ
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
画
像
の
デ
ー
タ
が
あ
る
場
合
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ



ゲシヒテ第 14号　92

　
　

⑤ 

参
照
文
献
を
注
等
で
挙
げ
る
際
は
、
著
者
名
、
題
名
、
出
版
社
（
ま
た
は
出
版
地
）、
発
行
年

の
順
に
記
述
す
る
こ
と
。
和
文
書
名
は
『 

』、
和
文
論
文
名
は
「 

」、
欧
文
論
文
名
は“ ”

ま

た
は„ “

で
囲
む
こ
と
。
欧
文
書
名
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
に
す
る
か
、
下
線
を
引
く
こ
と
。
和
文

文
献
の
場
合
、
項
目
間
の
区
切
り
に
は
全
角
の
読
点
を
用
い
、
最
後
に
句
点
を
う
つ
。
欧
文

文
献
の
場
合
、
項
目
間
の
区
切
り
に
は
半
角
コ
ン
マ+

半
角
ス
ペ
ー
ス
を
用
い
、
最
後
に
ピ

リ
オ
ド
を
う
つ
。

　
　

⑥ 

論
文
以
外
の
場
合
に
は
、
本
文
の
後
に
文
献
リ
ス
ト
を
置
き
、
文
中
で
「（
著
者
名 

発
行

年
：
ペ
ー
ジ
数
）」
と
い
う
形
式
で
文
献
を
指
示
す
る
方
法
を
認
め
る
。
そ
の
場
合
、
著
者
名

と
発
行
年
の
間
、
お
よ
び
コ
ロ
ン
の
後
に
は
、
半
角
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ
る
。
文
献
リ
ス
ト
で

は
、
和
文
・
欧
文
文
献
を
一
括
し
、
文
献
を
著
者
名
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
並
べ
る
。
同

じ
著
者
の
文
献
を
複
数
挙
げ
る
場
合
、
二
点
目
以
降
は
著
者
名
の
か
わ
り
に
四
字
分
の
ダ
ッ

シ
ュ
を
用
い
る
。
和
文
・
欧
文
文
献
と
も
に
、
項
目
間
の
区
切
り
に
は
半
角
コ
ン
マ+

半
角

ス
ペ
ー
ス
を
用
い
、
最
後
に
ピ
リ
オ
ド
を
う
つ
。

　
　

⑦ 

図
表
等
は
別
紙
に
書
き
、
挿
入
箇
所
お
よ
び
大
き
さ
を
指
定
す
る
。
本
文
に
埋
め
込
ん
だ
状

態
で
投
稿
す
る
こ
と
も
認
め
る
。
図
版
を
掲
載
す
る
際
に
生
じ
る
著
作
権
の
問
題
は
、
投
稿

者
の
責
任
で
処
理
す
る
こ
と
。

　
　

⑧ 

体
裁
の
統
一
を
は
か
る
た
め
、
編
集
委
員
会
の
責
任
に
お
い
て
原
稿
に
修
正
を
施
す
場
合
が

あ
る
。

ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
事
務
局
か
ら
の
お
願
い

　

以
下
の
場
合
に
は
、
研
究
会
事
務
局
へ
ご
一
報
く
だ
さ
い
。

・
ご
住
所
・
ご
所
属
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

・
例
会
案
内
等
、
研
究
会
か
ら
の
お
知
ら
せ
が
届
か
な
い
場
合

・
本
誌
『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
が
届
か
な
い
場
合

入
会
の
ご
案
内

　

入
会
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
研
究
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
「
規
約
」
を
お
読
み
い
た
だ

い
た
上
で
、「
会
員
登
録
用
紙
」（
ワ
ー
ド
フ
ァ
イ
ル
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
研
究
会

事
務
局
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
に
添
付
フ
ァ
イ
ル
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。
折
り
返
し
、
通
信

担
当
か
ら
連
絡
を
差
し
上
げ
ま
す
。

退
会
を
ご
希
望
の
場
合

　

退
会
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
研
究
会
事
務
局
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
に
、
あ
る
い
は
当
該

年
度
の
事
務
局
員
に
直
接
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

各
種
書
類
の
発
行
に
つ
い
て

　

転
載
許
可
証
や
掲
載
証
明
書
な
ど
書
類
の
発
行
に
つ
い
て
は
、
研
究
会
事
務
局
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
：https://dogenken.w

eb.fc2.com
/

ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
事
務
局
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：doitsugendaishiken@

gm
ail.com
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２
０
２
１
年
４
月
３
０
日
発
行

　

▼
編
集
委
員

　
　

北
村
昌
史
（
大
阪
市
立
大
学
）

　
　

服
部
伸
（
同
志
社
大
学
）

　
　

田
野
大
輔
（
甲
南
大
学
）

　
　

中
野
智
世
（
成
城
大
学
）

　
　

近
藤
正
基
（
京
都
大
学
）

　
　

西
田
慎
（
奈
良
教
育
大
学
）

　

▼
編
集
実
務　

　
　

鈴
木
健
雄
（
京
都
大
学
）

　

▼
編
集
発
行

　
　
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
（
代
表
・
大
津
留
厚
）

　
　

〒
６
０
２
‐
８
５
８
０

　
　

京
都
市
上
京
区
今
出
川
通
烏
丸
東
入

　
　

同
志
社
大
学
文
学
部　

服
部
伸
研
究
室
内

　

▼
印
刷

　
　
株
式
会
社
オ
ー
エ
ム

▼
編
集
後
記

　

現
状
、
先
行
き
不
安
で
す
が
、
不
安
で
怯
え
て
い
て
も
か
え
っ
て
し
ん
ど
い
の
で
、
あ
る
か
も
し
れ
な
い
「
ア

フ
タ
ー
・
コ
ロ
ナ
」
の
世
界
で
気
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
ふ
れ
ま
す
。
ナ
チ
ス
政
権
誕
生
に
伴
っ
て
日
本
に
亡
命

し
て
き
た
建
築
家
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
は
、『
日
記
』
で
日
本
の
人
が
風
邪
の
予
防
の
た
め
に
マ
ス
ク
を
し
て
い

る
こ
と
に
何
度
が
言
及
し
て
い
ま
す
。
マ
ス
ク
を
す
る
習
慣
を
「
迷
信
」
と
も
表
現
し
て
お
り
、
効
果
が
な
い
と

思
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
感
覚
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
前
ま
で
、
欧
米
人
に
根
強
く
み
ら
れ
、
マ

ス
ク
を
す
る
の
は
病
状
が
ひ
ど
い
と
き
か
、
正
体
を
隠
す
た
め
と
思
わ
れ
て
い
た
ふ
し
が
あ
り
ま
す
。
現
時
点
で

は
、
欧
米
で
も
マ
ス
ク
を
す
る
習
慣
が
定
着
し
て
い
ま
す
。
流
行
が
終
息
し
た
あ
と
、
こ
の
日
常
の
所
作
が
、
太

陽
の
光
を
強
く
求
め
る
ド
イ
ツ
の
人
た
ち
に
ど
の
程
度
定
着
す
る
の
か
、
す
こ
し
興
味
が
あ
り
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ

ル
な
事
態
を
経
て
ミ
ク
ロ
な
世
界
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

次
号
か
ら
原
稿
の
種
類
に
「
研
究
動
向
」
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。
海
外
や
日
本
の
研
究
動
向
を
広
く
共
有
す
る

た
め
で
す
。
会
員
の
皆
さ
ん
の
積
極
的
な
投
稿
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。（
北
村
昌
史
）

　

コ
ロ
ナ
禍
が
始
ま
っ
て
か
ら
実
に
一
年
あ
ま
り
が
経
ち
ま
し
た
が
、
今
な
お
事
態
に
収
束
の
兆
し
は
見
え
ま
せ

ん
。
政
治
、
経
済
、
社
会
、
日
々
の
暮
ら
し
の
基
盤
が
、
徐
々
に
削
り
取
ら
れ
、
弱
体
化
す
る
な
か
に
あ
っ
て
、

例
年
通
り

―
若
干
の
遅
れ
は
あ
り
な
が
ら
も

―
無
事
今
号
を
発
行
で
き
た
こ
と
を
、
と
て
も
喜
ば
し
く
思
い

ま
す
。
／
オ
ン
ラ
イ
ン
学
会
・
勉
強
会
の
普
及
に
よ
り
、
従
来
な
ら
参
加
で
き
な
か
っ
た
催
し
に
参
加
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
遠
隔
地
の
同
業
者
と
の
定
期
的
な
勉
強
会
を
低
コ
ス
ト
で
実
施
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
は
、
限
ら
れ
た
時
間
を
最
大
化
し
、
地
域
や
立
場
、
経
済
状
況
に
よ
る
格
差
を
幾
ば
く
か

平
準
化
し
た
と
い
う
点
で
、
重
要
な
進
展
で
あ
り
変
化
で
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
授
業
負
担
や
管
理
業
務
が
増
加

し
、
研
究
に
割
け
る
時
間
は
ト
ー
タ
ル
で
は
減
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
／
こ
の
一
年
強
で
獲
得
し
た
新
た
な
手

法
や
生
活
ス
タ
イ
ル
が
、
そ
れ
ま
で
の
生
活
を
よ
り
逞
し
く
豊
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た

―
そ
の
よ
う

に
思
え
る
よ
う
な
日
々
が
い
ず
れ
来
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。
／
文
末
で
は
あ
り
ま
す
が
、
玉
稿
を
投
稿

い
た
だ
く
と
と
も
に
、
校
正
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
執
筆
者
の
方
々
に
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。（
Ｔ
・
Ｓ
）

ゲ 

シ 

ヒ 

テ


