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東
ド
イ
ツ
に
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け
る
「
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」
と
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党
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性
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化
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盟
の
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を
中
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１　

は
じ
め
に

　

二
〇
二
〇
年
九
月
、
当
時
の
菅
義
偉
首
相
が
日
本
学
術
会
議
の
会
員
候
補
六

人
の
任
命
を
拒
否
し
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
以
降
、（
原
稿
執
筆
時
点
の

二
〇
二
三
年
一
月
ま
で
）
日
本
学
術
会
議
と
政
治
の
関
係
は
着
地
点
が
見
え
て
い
な

い
。
学
術
会
議
の
新
規
会
員
は
、
会
員
お
よ
び
連
携
会
員
、
そ
し
て
関
連
す
る
学
術

団
体
の
推
薦
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
て
き
た
。
学
術
会
議
に
よ
る
と
、こ
の
方
法
は「
科

学
者
が
自
律
し
た
集
団
と
し
て
公
共
的
役
割
を
果
た
す
」
た
め
と
さ
れ
る（

1
（

。
ま
た
、

学
術
会
議
が
政
策
立
案
者
と
意
見
交
換
を
す
る
際
に
は
、「
科
学
的
助
言
活
動
の
党

派
的
中
立
性
」
に
留
意
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
同
組
織
は
党
派
的
に
中

立
で
、
公
共
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
自
律
性
が
担
保
さ
れ
て
き

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
公
共
」
と
い
う
概
念
は
歴
史
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
地

域
や
時
代
に
応
じ
て
、
そ
の
意
味
す
る
も
の
は
変
わ
っ
て
き
た（
3
（。

そ
こ
で
本
稿
で
は

現
在
の
日
本
の
公
共
性
を
考
え
る
一
つ
の
材
料
と
し
て
、
東
ド
イ
ツ
の
事
例
を
紹
介

し
た
い
。
こ
の
地
域
に
お
い
て
公
共
性
と
党
派
性
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
、
現
代
の
日
本
と
旧
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
問
と
政
治
の

関
係
を
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
東
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
学
術
は
政
治
的
に

日
本
よ
り
も
は
る
か
に
厳
し
い
統
制
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
い
か
な
る
論
理
で
そ
の
統
制
が
正
当
化
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
こ
の
際

に
学
問
が
公
共
性
や
党
派
性
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
を
分
析
す
る
こ

と
は
、
現
代
の
日
本
に
お
け
る
政
治
と
学
問
の
関
係
を
考
え
る
た
め
の
参
考
材
料
に

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
下
、
本
論
で
は
ま
ず
東
ド
イ
ツ
の
政
治
と
学
問
が
置
か
れ
た
状
況
を
確
認
す
る

（
２
）。
次
い
で
戦
後
間
も
な
い
時
期
か
ら
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
か
け
て
公
共
性
が

ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
の
か
を
、
文
化
同
盟
と
い
う
組
織
の
事
例
か
ら
論
じ

る
（
３
、４
）。
そ
の
後
、
一
九
五
八
年
に
東
ド
イ
ツ
の
大
学
で
開
催
さ
れ
た
或
る
討

論
会
の
事
例
か
ら
、
東
ド
イ
ツ
の
公
共
圏
の
変
化
に
つ
い
て
素
描
す
る
（
５
）。

 　
　
　

２　

一
九
四
五
〜
五
〇
年
代
ま
で
の
東
ド
イ
ツ
政
治
と
学
問

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
東
ド
イ
ツ
地
域
で
は
、
一
時
的
に
多
元
主
義
的
な
政
治
制

度
が
再
生
し
た
が
、
次
第
に
そ
れ
が
ド
イ
ツ
社
会
主
義
統
一
（
以
下
Ｓ
Ｅ
Ｄ
）
に
よ

る
一
党
独
裁
体
制
に
変
質
し
て
い
っ
た
。
一
九
四
五
年
六
月
に
ド
イ
ツ
共
産
党
（
以

下
Ｋ
Ｐ
Ｄ
）
が
、
次
い
で
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
（
以
下
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
が
再
建
さ
れ
た
。

さ
ら
に
同
年
六
月
末
に
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
（
以
下
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
が
、
七
月
に
自
由

民
主
党
（
以
下
Ｌ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
）
が
結
党
さ
れ
た
。
こ
の
四
政
党
は
―
か
つ
て
の
ナ
チ

党
や
極
右
政
党
を
排
除
し
な
が
ら
も
―
ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
の
諸
政
党
と
そ
の
ス
ペ

ク
ト
ラ
ム
を
お
お
よ
そ
再
現
し
て
い
た
。
一
九
四
六
年
四
月
に
は
占
領
軍
の
支
援

を
受
け
つ
つ
、
Ｋ
Ｐ
Ｄ
が
Ｓ
Ｐ
Ｄ
を
強
制
的
に
取
り
込
ん
で
Ｓ
Ｅ
Ｄ
が
誕
生
し
た
。

一
九
四
八
年
六
月
に
は
Ｃ
Ｄ
Ｕ
と
Ｌ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
の
支
持
基
盤
を
奪
う
こ
と
を
目
的
に
、

Ｓ
Ｅ
Ｄ
と
占
領
軍
が
、
ド
イ
ツ
民
主
農
民
党
（
以
下
Ｄ
Ｂ
Ｄ
）
と
ド
イ
ツ
国
民
民
主

党
（
以
下
Ｎ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
）
と
い
う
政
党
を
作
ら
せ
た
。
そ
し
て
一
九
四
九
年
に
建
国
さ

れ
た
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
は
、
国
制
上
は
議
会
を
最
高
機
関
と
し
、
そ
こ
に
は
上
述

の
五
政
党
と
多
数
の
社
会
団
体
（
労
働
組
合
や
女
性
団
体
、
文
化
団
体
な
ど
）
が
議
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席
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ
は
学
問
の
世
界
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
と
り
わ
け

自
然
科
学
や
医
学
の
分
野
で
は
Ｓ
Ｅ
Ｄ
党
員
が
少
な
く（

5
（

、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
党
員
や
Ｌ
Ｄ
Ｐ
Ｄ

党
員
、
さ
ら
に
ど
の
政
党
に
も
所
属
し
て
い
な
い
研
究
者
も
多
か
っ
た
。

　

東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
問
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
機
関
と
し
て
は
以

下
の
三
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
大
学
で
あ
る
。
大
学
は
新
た
な
る
エ

リ
ー
ト
生
産
の
拠
点
で
あ
る
た
め
、
哲
学
や
社
会
科
学
を
中
心
に
党
と
国
家
か
ら
統

制
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
物
理
や
化
学
や
医
学
な
ど
の
自
然
科
学
分

野
は
簡
単
に
自
律
性
を
失
わ
な
か
っ
た（

6
（

。
第
二
の
重
要
な
機
関
は
ア
カ
デ
ミ
ー
で

あ
る
。
そ
の
一
つ
の
ベ
ル
リ
ン
・
ド
イ
ツ
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
（
一
九
七
二
年
以
降
の

「
Ｄ
Ｄ
Ｒ
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
」）
は
、
自
然
科
学
や
機
械
工
学
を
中
心
に
多
数
の
研
究

所
を
有
す
る
総
合
研
究
機
関
で
あ
っ
た
。
ほ
か
に
も
、
現
存
す
る
ド
イ
ツ
語
圏
最
古

の
自
然
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
「
レ
オ
ポ
ル
デ
ィ
ー
ナ
」
が
東
ド
イ
ツ
に
は
存
在
し
て
い

た
。
レ
オ
ポ
ル
デ
ィ
ー
ナ
は
医
療
・
薬
学
研
究
で
重
要
な
地
位
を
占
め
て
お
り
、
東

ド
イ
ツ
の
国
家
機
関
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
全
体
の
組
織
と
し
て
東
西
交
流
の
機
能
も

有
し
て
い
た（

7
（

。
三
つ
目
に
民
間
の
結
社
の
存
在
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
戦
後
間

も
な
い
東
ド
イ
ツ
で
は
様
々
な
民
間
の
結
社
が
再
建
・
新
設
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て

こ
れ
ら
の
中
に
は
、
研
究
者
同
士
の
交
流
を
促
し
、
学
術
的
な
知
見
を
公
衆
に
訴
え

る
啓
蒙
活
動
を
お
こ
な
う
団
体
も
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
「
ド
イ
ツ
の
民
主
的
刷
新

の
た
め
の
文
化
同
盟
（
以
下
、
文
化
同
盟
）」
と
い
う
結
社
で
あ
る
。
こ
の
組
織
は

一
九
四
五
年
七
月
に
共
産
主
義
者
で
詩
人
の
ヨ
ハ
ネ
ス
・
Ｒ
・
ベ
ッ
ヒ
ャ
ー
の
呼
び

か
け
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
ド
イ
ツ
の
芸
術
家
や
科
学
者
を
糾
合
し
た
団
体
と
な
っ
た（

8
（

。

　
　

　
　
　

３　

一
九
四
五
／
七
年
の
文
化
同
盟
―
―
「
超
党
派
性
な
公
共
性
」

　

文
化
同
盟
が
設
立
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
結
社
は
超
党
派
の
組
織
と
さ
れ
、
そ
の
超

党
派
性
は
団
体
の
「
公
共
的
」
性
質
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
四
五
年

七
月
の
設
立
集
会
で
、
発
起
人
の
一
人
で
作
家
の
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ケ
ラ
ー
マ
ン
は
、

文
化
同
盟
が
「
わ
た
し
た
ち
の
国
の
精
神
的
・
文
化
的
な
議
会
」
に
な
る
べ
き
と
述

べ
た（

9
（

。
こ
こ
で
い
う
「
議
会
」
と
は
、
ナ
チ
ズ
ム
を
排
除
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
外
の

あ
ら
ゆ
る
政
治
的
立
場
が
歓
迎
さ
れ
る
場
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た（

（1
（

。
文
化
同
盟
は
同

年
八
月
に
会
長
と
理
事
会
員
（
通
常
時
の
意
思
決
定
機
関
の
役
員
）
を
選
出
し
た
。

Ｋ
Ｐ
Ｄ
党
員
の
ベ
ッ
ヒ
ャ
ー
が
会
長
に
な
り
、
副
会
長
に
は
政
党
に
属
し
て
い
な
い

ケ
ラ
ー
マ
ン
と
画
家
の
カ
ー
ル
・
ホ
ー
フ
ァ
ー
と
古
典
文
献
学
者
ヨ
ハ
ネ
ス
・
シ
ュ

ト
ル
ク
ス
が
選
ば
れ
た
。
そ
し
て
事
務
を
担
当
す
る
書
記
長
に
は
Ｋ
Ｐ
Ｄ
の
政
治
家

ハ
イ
ン
ツ
・
ヴ
ィ
ル
マ
ン
が
就
任
し
た（

（（
（

。
こ
の
時
期
の
文
化
同
盟
は
多
種
多
様
な
世

界
観
に
開
か
れ
た
場
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
地
域
レ
ベ
ル
の
活
動
で
も
文
化
同
盟
は
Ｓ

Ｅ
Ｄ
や
Ｃ
Ｄ
Ｕ
、
Ｌ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
党
員
や
無
党
派
の
人
々
の
交
流
の
場
に
な
っ
て
い
た（

（1
（

。

　

ベ
ッ
ヒ
ャ
ー
と
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
複
数
の
政
党
の
存
在
を
歓
迎
し
て
い
た
。

一
九
四
七
年
に
書
か
れ
た
冊
子
『
文
化
同
盟
の
二
年
間
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
書
か

れ
て
い
る
。

文
化
同
盟
は
諸
政
党
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
私
た
ち
は

強
力
な
諸
政
党
が
作
ら
れ
る
こ
と
を
、
人
民
に
よ
る
自
由
な
意
思
決
定
の
は

じ
ま
り
と
し
て
歓
迎
す
る
。
創
造
的
人
民
の
諸
勢
力
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
歴

史
的
で
強
力
な
諸
政
党
が
作
ら
れ
る
こ
と
で
、
我
々
の
公
共
の
生
活
〔unser 

öffentliches Leben

〕
が
は
じ
ま
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
政
治
化
の
過
程
の

中
で
私
た
ち
ド
イ
ツ
人
に
は
、
国
民
の
生
存
を
脅
か
す
矛
盾
を
、
す
な
わ
ち
、

意
志
と
現
実
、
内
奥
と
国
民
と
し
て
の
実
存
と
そ
の
国
家
と
し
て
の
外
形
の

間
の
矛
盾
を
乗
り
越
え
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る（

（1
（

。
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「
公
共
の
生
活
」
と
は
広
義
の
政
治
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て

政
党
は
政
治
へ
の
参
加
を
促
す
も
の
と
し
て
歓
迎
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
、

ベ
ッ
ヒ
ャ
ー
と
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
常
に
複
数
形
で
「
諸
政
党
」
と
書
い
て
い
た
。
特
定

の
一
つ
の
党
が
「
公
共
の
生
活
」
を
支
配
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
公
共
的

な
も
の
は
超
党
派
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
さ
ら
に
「
超
党
派
性
」
と
い
う

も
の
は
、
諸
政
党
の
成
員
だ
け
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ど
の
政
党
に
も
所
属

し
な
い
人
々
を
も
包
摂
す
る
こ
と
と
理
解
さ
れ
て
い
た（

（1
（

。
こ
の
点
は
以
下
の
よ
う
に

敷
衍
さ
れ
て
い
る
。

超
党
派
性
と
は
、
し
ば
し
ば
政
治
的
出
来
事
に
対
す
る
無
関
心
と
取
り
違
え

ら
れ
る
。
し
か
し
私
た
ち
の
国
の
重
大
問
題
に
無
関
心
で
あ
る
こ
と
は
、
私

た
ち
に
と
っ
て
有
害
な
ま
ま
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
重
大
な
決
断
が
問

題
で
あ
る
場
合
、
私
た
ち
は
消
極
的
な
ま
ま
で
い
る
こ
と
を
望
ま
な
い
し
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い（

（1
（

。

　

戦
後
間
も
な
い
時
期
の
文
化
同
盟
幹
部
に
と
っ
て
超
党
派
的
と
は
、
党
派
的
＝

部
分
的
な
利
害
を
超
え
て
、
現
在
の
ド
イ
ツ
国
民
が
お
か
れ
た
危
急
存
亡
の
事
態

に
関
心
を
持
つ
す
べ
て
の
人
々
に
開
か
れ
た
状
態
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
公
共
圏
に
は
い
く
つ
か
の
排
除
も
前
提
と

さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
ナ
チ
ズ
ム
と
軍
国
主
義
の
全
面
的
な
排
除
で
あ
る
。
文
化

同
盟
は
ナ
チ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を「
公
的
生
活
か
ら
粛
清
し
、純
粋
さ
を
守
る
こ
と
」

を
基
本
的
な
課
題
に
設
定
し
て
い
た（

（1
（

。
そ
の
た
め
旧
ナ
チ
党
員
や
Ｓ
Ｓ
や
Ｓ
Ａ
な

ど
の
関
係
団
体
に
在
籍
し
た
経
歴
が
あ
る
者
は
、
原
則
と
し
て
会
員
に
な
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
第
二
に
、
女
性
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
九
四
五
年
八
月

に
選
ば
れ
た
二
七
人
の
理
事
の
中
で
、
女
性
は
彫
刻
家
の
レ
ネ
・
ジ
ン
テ
ニ
ス
の

み
で
あ
っ
た（

（1
（

。
ま
た
七
月
の
設
立
集
会
で
も
女
性
の
登
壇
者
は
見
つ
け
ら
れ
な
か

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
化
同
盟
は
全
体
と
し
て
は
多
数
の
女
性
会
員
を
有
し
、

地
域
別
に
作
ら
れ
た
グ
ル
ー
プ
で
は
男
女
の
会
員
数
が
同
数
近
か
っ
た（

（1
（

。
そ
れ
ゆ

え
文
化
同
盟
に
お
い
て
女
性
は
過
少
代
表
の
状
態
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
第
三
に

指
摘
す
る
べ
き
は
社
会
階
層
に
よ
る
排
除
で
あ
る
。
文
化
同
盟
は
知
識
人
を
代
表

す
る
組
織
と
し
て
誕
生
し
た
。
そ
の
た
め
文
化
同
盟
の
理
事
に
労
働
者
や
農
民
は

含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
地
域
の
レ
ベ
ル
で
は
絵
画
展
や
コ
ン
サ
ー
ト
、

研
究
者
の
講
演
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
参
加
者
は
主
と
し
て
、
書

籍
を
読
み
音
楽
な
ど
の
文
化
を
消
費
す
る
都
市
の
市
民
で
あ
っ
た（

（1
（

と
い
っ
て
よ
い
。

す
な
わ
ち
、
文
化
同
盟
は
主
と
し
て
都
市
の
公
衆
か
ら
な
る
超
党
派
の
公
共
圏
を

形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

４　

一
九
五
七
／
八
年
の
文
化
同
盟
の
組
織
改
革

　

文
化
同
盟
の
超
党
派
的
な
理
念
は
一
九
五
六
年
を
機
に
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
。
こ
の
年
の
秋
、文
化
同
盟
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
哲
学
者
の
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・

ハ
ー
リ
ヒ
や
ア
ウ
フ
バ
ウ
出
版
社
社
長
の
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ヤ
ン
カ
、
さ
ら
に
文
化
同

盟
の
機
関
紙
『
ゾ
ン
タ
ー
ク
』
紙
の
編
集
部
員
た
ち
が
検
挙
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

Ｓ
Ｅ
Ｄ
指
導
部
や
シ
ュ
タ
ー
ジ
か
ら
「
修
正
主
義
」
知
識
人
の
温
床
と
み
な
さ
れ
た

文
化
同
盟
は
、
組
織
の
名
称
と
基
本
理
念
を
一
部
変
え
る
こ
と
で
、
こ
の
危
機
を
逃

れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

一
九
五
七
年
九
月
一
三
日
の
理
事
会
で
、
書
記
長
の
カ
ー
ル
＝
ハ
イ
ン
ツ
・
シ
ュ

ー
ル
マ
イ
ス
タ
ー
（
Ｓ
Ｅ
Ｄ
）
は
、
文
化
同
盟
会
員
た
ち
が
国
家
に
敵
対
す
る
行
為

を
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、「
中
立
と
い
う
雰
囲
気
」
や
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
共
存
」

を
許
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
と
分
析
し
た（

11
（

。
こ
う
し
た
反
省
か
ら
、
今
後
の
文
化
同
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盟
は
社
会
主
義
に
対
し
て
明
確
な
態
度
を
取
る
べ
き
だ
と
し
て
、
こ
う
述
べ
た
。

こ
の
新
し
い
〔
文
化
同
盟
の
―
引
用
者
〕
方
針
は
、
文
化
同
盟
の
超
党
派
性

を
あ
き
ら
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た
問
い
に
私
た
ち
は

つ
ね
に
こ
う
答
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
文
化
同
盟
は
超
党
派
的
な
組
織
で
あ

り
、
今
後
も
そ
う
あ
り
続
け
る
。
し
か
し
、
つ
ね
に
社
会
主
義
と
い
う
大
義

の
味
方
で
あ
る
と
〔für die Sache des Sozialism

us Partei ergreifen

（
1（
（

〕。

　

こ
う
し
た
傾
向
は
、
文
化
同
盟
の
名
称
変
更
に
関
す
る
議
論
か
ら
も
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
。
一
九
五
八
年
二
月
に「
ド
イ
ツ
の
民
主
的
刷
新
の
た
め
の
文
化
同
盟
」

は
「
ド
イ
ツ
文
化
同
盟
」
に
改
称
し
た
。
そ
の
理
由
は
、「
民
主
的
刷
新
」
と
い
う

標
語
が
現
在
の
東
ド
イ
ツ
で
は
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
理
事

の
一
人
で
あ
る
エ
ー
リ
ヒ
・
ヴ
ェ
ン
ト
（
Ｓ
Ｅ
Ｄ
）
は
、
五
七
年
一
〇
月
三
日
の
理

事
会
で
こ
の
点
に
触
れ
た
。

　

も
し
民
主
的
刷
新
と
い
う
言
葉
に
固
執
し
た
ら
、
こ
の
名
前
は
本
当
に
誤
解

を
招
き
か
ね
ま
せ
ん
。
い
っ
た
い
我
が
国
で
な
に
を
民
主
的
に
刷
新
す
る
べ

き
な
の
で
し
ょ
う
か
。
か
つ
て
少
々
広
ま
っ
て
い
た
民
主
主
義
の
理
解
に
基

づ
い
て
、
つ
ま
り
、
複
数
政
党
制
等
々
を
備
え
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
民
主
主

義
の
理
解
に
基
づ
い
て
民
主
的
な
刷
新
を
目
指
そ
う
、
と
主
張
す
る
人
々
が

い
る
だ
ろ
う
と
十
分
に
想
像
で
き
ま
す（

11
（

。

　

こ
こ
で
複
数
政
党
制
は
誤
解
と
し
て
退
け
ら
れ
て
い
る
。
文
化
同
盟
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｄ

や
Ｌ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
や
Ｃ
Ｄ
Ｕ
党
員
、
さ
ら
に
党
に
所
属
し
て
い
な
い
人
が
活
動
す
る
場
で

は
あ
る
が
、
複
数
の
世
界
観
が
競
合
す
る
こ
と
は
明
示
的
に
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　

第
二
に
、
こ
れ
ま
で
の
組
織
の
閉
鎖
性
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た

と
え
ば
五
七
年
九
月
三
日
に
行
わ
れ
た
文
化
同
盟
内
の
Ｓ
Ｅ
Ｄ
党
員
た
ち
の
会
合
に

お
い
て
、
物
理
化
学
者
の
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ハ
ー
ヴ
ェ
マ
ン
は
、
文
化
同
盟
が
急
進
的

な
社
会
主
義
路
線
に
つ
い
て
行
け
な
い
人
の
た
め
の
「
保
冷
庫
」
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
と
指
摘
し
た（

11
（

。
さ
ら
に
シ
ュ
ー
ル
マ
イ
ス
タ
ー
は
先
述
の
九
月
一
三
日
の
理
事

会
で
、
文
化
同
盟
は
知
識
人
だ
け
の
閉
鎖
的
な
組
織
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
文
化
に

関
心
を
も
つ
勤
労
者
た
ち
と
知
識
人
の
団
体
と
し
て
自
ら
を
定
義
す
る
べ
き
だ
と
し

た（
11
（

。
そ
し
て
翌
五
八
年
に
開
催
さ
れ
る
第
五
回
文
化
同
盟
大
会
（
最
高
意
思
決
定
機

関
）
へ
の
期
待
を
こ
う
表
明
し
た
。

第
五
回
同
盟
大
会
が
、
会
員
か
ら
、
そ
し
て
世
論
〔Ö

ffentlichkeit

〕
か
ら
も

大
き
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
非
常
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。〔
…
〕

す
べ
て
の
勤
労
者
、
と
り
わ
け
我
々
の
共
和
国
の
指
導
的
な
勢
力
で
あ
る
労

働
者
階
級
と
緊
密
に
結
び
つ
き
、
ド
イ
ツ
最
初
の
社
会
主
義
国
家
を
さ
ら
に

強
靭
で
堅
固
に
す
る
仕
事
に
と
り
か
か
り
ま
し
ょ
う（

11
（

！

　

こ
う
し
て
文
化
同
盟
の
幹
部
た
ち
は
、
都
市
の
市
民
か
ら
な
る
公
共
圏
だ
け
で
は

な
く
、
そ
の
外
延
の
労
働
者
や
農
民
を
含
め
た
勤
労
者
の
世
界
ま
で
広
が
る
公
共
圏

を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

上
述
の
変
化
は
五
八
年
二
月
に
定
め
ら
れ
た
新
し
い
基
本
方
針
と
理
事
の
構
成
か

ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
文
化
同
盟
は
党
の
所
属
や
宗
派
か
ら
独
立
し
て
、

東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
知
識
人
と
文
化
に
関
心
を
持
つ
す
べ
て
の
人
を
ま
と
め
、
そ
の

際
に
「
我
が
国
の
指
導
的
な
勢
力
で
あ
る
労
働
者
階
級
と
勤
労
農
民
と
密
接
に
同
盟

し
、
社
会
主
義
の
建
設
の
た
め
に
働
く
」
こ
と
が
謳
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

11
（

。
新
し
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く
選
ば
れ
た
理
事
八
七
人
の
中
に
は
東
ド
イ
ツ
の
五
政
党
す
べ
て
の
党
員
が
含
ま
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
Ｓ
Ｅ
Ｄ
党
員
が
人
数
で
他
党
を
圧
倒
す
る
よ
う
に
な
っ
た（

11
（

。
ま

た
教
会
関
係
者
は
一
人
も
含
ま
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
今
ま
で
会
員
の
少
な
か
っ

た
農
村
部
で
の
新
規
会
員
獲
得
が
目
標
に
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る（

11
（

。
ま
た
、
基
本

課
題
の
な
か
で
「
ナ
チ
」、「
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
排
除
と
い
う
文
言

は
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
新
し
い
理
事
に
は
旧
ナ
チ
党
員
が
（
少
な
く
と
も
）

八
人
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

11
（

。
加
え
て
、
新
し
い
理
事
に
は
九
人
の
女
性
が
選
ば

れ
た（

11
（

。
こ
の
時
期
の
文
化
同
盟
に
お
い
て
は
、
参
加
の
機
会
の
拡
大
が
、
社
会
主
義

的
な
党
派
性
の
貫
徹
と
同
時
に
進
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　  　
　
　

５　

一
九
五
八
年
の
討
論
会
―
―
「
党
派
的
な
公
共
性
」
へ

　

一
九
五
八
年
四
月
十
二
日
と
二
十
一
日
、
ハ
レ
大
学
に
お
い
て
「
社
会
主
義
的

意
識
形
成
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
討
論
会
が
開
催
さ
れ
た（

1（
（

。
こ
こ
に
は
Ｓ
Ｅ
Ｄ
の
指
導

者
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
と
ハ
レ
大
学
・
レ
オ
ポ
ル
デ
ィ
ー
ナ
関
係
者
の
計

八
〇
〇
人
が
参
加
し
た
。
主
催
は
文
化
同
盟
ハ
レ
県
指
導
部
と
文
化
同
盟
の
ハ
レ
大

学
・
知
識
人
ク
ラ
ブ
で
あ
り
、
集
会
は
二
日
間
、
計
一
〇
時
間
に
わ
た
っ
て
お
こ
な

わ
れ
た（

11
（

。
司
会
で
文
化
同
盟
の
幹
部
の
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
・
ザ
ッ
セ
（
Ｌ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
）
と

ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
を
除
い
て
二
〇
人
が
登
壇
し
て
い
る
。
こ
の
二
〇
人
の
う
ち
、
Ｓ
Ｅ

Ｄ
党
員
が
七
人
、
Ｌ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
党
員
が
一
人
、
ど
の
党
に
も
所
属
し
て
い
な
い
者
四
人

が
確
認
で
き
た
（
そ
の
他
の
八
人
の
所
属
政
党
は
不
明
）。
一
八
人
が
男
性
で
、
女

性
登
壇
者
は
司
会
を
含
め
て
四
人
だ
っ
た
。
登
壇
者
の
多
く
は
博
士
号
な
い
し
教
授

資
格
を
有
し
て
お
り
、
労
働
者
は
ハ
レ
近
郊
の
化
学
工
場
「
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ウ
ル
ブ

リ
ヒ
ト
・
ロ
イ
ナ
工
場
」
か
ら
参
加
し
た
マ
リ
ア
ン
ネ
・
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
の
一
人
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
教
授
陣
に
は
旧
ナ
チ
党
員
四
人
（
Ｓ
Ａ
へ
の
加
入
履
歴
を
見
る
と
五

人
）
が
含
ま
れ
て
い
た（

11
（

。

　

こ
の
会
議
で
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
残
る
旧
来
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
エ
リ
ー
ト
が
糾

弾
さ
れ
、
ハ
レ
大
学
の
社
会
主
義
的
な
改
造
が
正
当
化
さ
れ
た
。
テ
ー
マ
は
西
側
と

の
関
係
、
西
に
逃
亡
し
た
学
生
・
研
究
者
の
学
位
取
り
消
し
問
題
、
学
内
の
保
守
的

な
結
社
の
存
在
な
ど
多
岐
に
及
ん
だ
。
集
会
全
体
の
経
過
と
し
て
は
、
第
一
に
ウ
ル

ブ
リ
ヒ
ト
が
現
状
の
問
題
点
と
改
善
の
方
向
を
提
示
し
、
こ
れ
に
対
し
ハ
レ
大
学
教

授
で
レ
オ
ポ
ル
デ
ィ
ー
ナ
会
長
で
も
あ
っ
た
薬
学
者
の
モ
ー
テ
ス
が
、
次
い
で
二
日

目
に
は
、
レ
オ
ポ
ル
デ
ィ
ー
ナ
の
会
員
で
医
学
部
教
授
の
エ
ア
ヴ
ィ
ン
・
ラ
イ
ヒ
ェ

ン
バ
ッ
ハ
が
改
革
に
反
対
す
る
立
場
か
ら
発
言
を
し
た
。
そ
の
後
、
そ
れ
以
外
の
登

壇
者
が
モ
ー
テ
ス
た
ち
を
批
判
し
、
最
後
に
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
が
閉
会
の
演
説
を
し
て

い
る
。

　

会
議
初
日
の
開
会
演
説
の
中
で
、
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
は
大
学
教
員
が
唯
物
論
的
弁
証

法
を
身
に
着
け
る
必
要
性
を
訴
え
た
。
た
だ
し
彼
は
特
定
の
考
え
を
教
授
た
ち
に
押

し
付
け
る
つ
も
り
は
な
く
、
自
由
で
「
開
か
れ
た
」
討
論
を
通
じ
て
マ
ル
ク
ス
主
義

が
広
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
繰
り
返
し
た（

11
（

。
そ
し
て
こ
の
「
開
か
れ
た
」
討
論
は
、
大

学
教
員
や
学
生
だ
け
で
は
な
く
、
男
女
の
労
働
者
た
ち
や
農
民
や
手
工
業
者
と
と
も

に
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
し
た（

11
（

。
こ
う
し
て
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
は
労
働
者
階
級
の
政
党
で

あ
る
Ｓ
Ｅ
Ｄ
が
外
部
か
ら
大
学
に
関
係
者
を
送
り
込
み
、
学
内
行
政
に
介
入
す
る
こ

と
を
正
当
化
し
た
。

　

対
し
て
モ
ー
テ
ス
は
大
学
が
置
か
れ
て
い
る
窮
状
を
訴
え
、
外
部
か
ら
の
干
渉
を

否
定
的
に
論
じ
た
。

　

し
か
し
、
私
た
ち
の
大
学
と
研
究
機
関
で
は
不
毛
で
不
穏
な
こ
と
が
起
き
て

い
て
、
常
に
忙
し
い
状
態
で
す
。
数
時
間
一
つ
の
こ
と
を
考
え
続
け
る
こ
と

も
で
き
な
い
の
は
、
絶
え
ず
電
話
が
鳴
り
続
け
、
新
し
い
催
し
が
あ
る
か
ら
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だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
科
学
者
の
中
で
、
内
心
激
昂
す
る
状
態
が

こ
こ
数
か
月
続
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
状
況
の
せ
い
で
何
か
創
造
的
な

こ
と
を
考
え
る
の
が
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。〔
…
〕

大
学
で
は
あ
る
特
定
の
不
穏
な
状
態
が
広
ま
っ
て
い
て
、
私
は
こ
れ
を
不
毛

な
不
穏
さ
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
本
質
的
に
は
、
学
術
に
ま
っ
た
く

関
係
の
な
い
男
た
ち
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
大
学

で
は
、
一
度
た
り
と
も
学
問
に
従
事
し
た
こ
と
が
な
い
、
こ
れ
か
ら
も
関
係

な
い
だ
ろ
う
男
た
ち
に
よ
っ
て
物
事
が
決
め
ら
れ
、
彼
ら
が
私
た
ち
に
絶
え

間
な
く
容
喙
し
て
く
る
の
で
す（

11
（

。

　

一
九
五
六
年
以
降
、
東
ド
イ
ツ
各
地
の
大
学
で
は
「
修
正
主
義
」
に
対
す
る
取
締

が
強
ま
り
、同
時
に
西
側
へ
の
亡
命
者
が
増
え
て
い
た
。
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
、

大
学
教
員
は
政
治
的
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
動
員
さ
れ
続
け
、
さ
ら
に
党
幹
部
の
介
入

に
よ
っ
て
精
神
の
平
穏
を
奪
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
加
え
て
モ
ー
テ
ス
は
思
想
的
な

圧
力
に
触
れ
、「
大
学
に
他
の
人
た
ち
と
違
う
人
が
少
し
く
ら
い
い
て
も
、
そ
れ
を

幸
せ
に
思
っ
て
く
だ
さ
い
（
笑
）〔
…
〕
私
た
ち
は
い
ま
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
均
そ

う
と
し
て
い
る
の
で
す
」
と
訴
え
た（

11
（

。

　

モ
ー
テ
ス
に
対
し
て
他
の
登
壇
者
た
ち
か
ら
批
判
が
相
次
い
だ
。
た
と
え
ば
犯
罪

学
者
の
ヨ
ー
ン
・
レ
ク
シ
ャ
ス
（
Ｓ
Ｅ
Ｄ
）
は
、
そ
も
そ
も
学
部
が
国
家
に
対
し
て

自
律
し
て
い
る
と
い
う
前
提
が
間
違
っ
て
い
る
と
し
た（

11
（

。
彼
は
、
大
学
の
「
学
部
は

そ
れ
自
体
が
国
家
の
一
部
で
あ
り
、
国
家
の
立
て
た
原
則
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
断
じ
た（

11
（

。
そ
し
て
初
日
の
最
後
の
演
説
で
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
は
、
複
数
の
異
な
っ
た

観
点
を
持
つ
こ
と
は
、
学
術
の
仕
事
を
妨
げ
る
だ
ろ
う
と
述
べ
た（

11
（

。
つ
ま
り
、
唯
物

論
的
世
界
観
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
世
界
観
の
併
存
は
弊
害
を
招
く
と
い
う
。
た
だ
し
、

同
時
に
こ
の
観
点
の
違
い
と
い
う
問
題
は
「
率
直
に
〔
＝
開
か
れ
た
形
で
〕
話
す
」

こ
と
で
解
決
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
も
繰
り
返
し
た（

1（
（

。

　

四
月
二
一
日
に
は
二
回
目
の
集
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
日
の
二
人
目
の
登
壇
者

で
あ
る
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
は
、
モ
ー
テ
ス
を
援
護
し
た
。
曰
く
、
モ
ー
テ
ス
の
言

っ
た
こ
と
は
医
師
た
ち
に
も
当
て
は
ま
る
。
東
ド
イ
ツ
の
医
学
部
教
員
た
ち
は
そ
も

そ
も
過
労
状
態
に
あ
る
。
一
二
時
間
か
ら
一
六
時
間
が
患
者
に
当
て
ら
れ
る
。
研
究

が
で
き
る
の
は
よ
う
や
く
夜
に
な
っ
て
か
ら
と
な
る
。
し
か
も
、
こ
こ
に
政
治
的

な
動
員
が
か
か
る
。「
私
た
ち
は
次
か
ら
次
へ
と
集
会
に
出
る
よ
う
に
急
き
立
て
ら

れ
て
い
ま
す
。〔
…
〕
こ
う
し
た
話
し
合
い
の
九
〇
％
で
良
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

完
全
に
非
建
設
的
で
す
」
と
不
満
を
述
べ
た（

11
（

。

　

こ
う
し
た
批
判
に
対
し
て
、
二
日
目
に
は
複
数
の
登
壇
者
が
旧
来
の
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
の
弊
害
を
語
っ
た
。
た
と
え
ば
、
神
学
部
付
属
の
美
術
史
・
考
古
学
の
研
究
機
関

で
研
究
者
を
志
し
て
い
た
イ
ン
グ
リ
ッ
ト
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ
は
、
昨
年
に
研
究
所
を
辞

め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
シ
ュ
ル
ツ
ェ
に
よ
る
と
、
労
働
者
の
家
庭
に
生
ま

れ
た
女
性
と
し
て
、
彼
女
が
神
学
部
で
学
び
続
け
る
こ
と
は
困
難
が
多
か
っ
た（

11
（

。
神

学
部
は
い
ま
だ
に
「
国
家
内
の
一
種
の
国
家
」
で
あ
り
、
教
授
た
ち
に
は
身
分
的
な

特
権
意
識
が
残
り
、
東
ド
イ
ツ
国
家
の
正
統
性
を
認
め
な
い
こ
と
も
し
ば
し
ば
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る（

11
（

。
そ
し
て
彼
女
は
と
り
わ
け
神
学
部
教
授
の
ク
ル
ト
・
ア
ー
ラ
ン
ト

か
ら
政
治
的
な
理
由
で
迫
害
を
受
け
た
と
告
発
し
た
。
な
お
、
こ
の
と
き
シ
ュ
ル
ツ

ェ
は
シ
ュ
タ
ー
ジ
の
Ｉ
Ｍ
（
非
公
式
協
力
者
）
と
し
て
働
い
て
お
り
、
こ
の
告
発
は

東
ド
イ
ツ
国
家
に
従
順
で
は
な
い
ア
ー
ラ
ン
ト
の
追
い
落
と
し
工
作
の
一
環
で
も
あ

っ
た（

11
（

。
彼
女
曰
く
、
保
守
的
な
教
授
で
あ
る
ア
ー
ラ
ン
ト
は
シ
ュ
ル
ツ
ェ
の
左
派

的
な
考
え
を
矯
正
す
べ
く
指
導
し
た
が
、
彼
女
は
そ
れ
を
拒
否
し
た
。
す
る
と
ア
ー

ラ
ン
ト
は
「
赤
か
黒
か
を
選
び
な
さ
い
」
と
立
場
を
表
明
す
る
よ
う
に
迫
っ
た
と
い

う（
11
（

。
彼
女
は
Ｓ
Ｅ
Ｄ
党
員
で
は
な
か
っ
た
が
、「
赤
」
と
答
え
た
。
そ
こ
か
ら
彼
女

に
対
す
る
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
始
め
ら
れ
、
彼
女
は
孤
立
し
、
職
場
を
辞
め
ざ
る
を
得
な
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く
な
っ
た
と
主
張
し
た（

11
（

。
彼
女
の
告
発
は
モ
ー
テ
ス
や
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
へ
の
直

接
的
な
反
論
で
は
な
か
っ
た
が
、
旧
来
の
エ
リ
ー
ト
の
求
め
る
大
学
の
自
律
性
に
疑

問
を
投
げ
か
け
る
も
の
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
以
外
に
も
、
学
内
に
前
時
代
か
ら
残
る
組
織
が
批
判
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
医

学
部
生
の
ド
ロ
テ
ア
・
ヴ
ン
ダ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
教
系
学
生
団
体
が
「
悪
意
を
持
っ

て
」
学
生
の
軍
事
教
練
に
反
対
し
、
大
学
の
社
会
主
義
的
な
教
育
を
妨
害
し
て
い
る

と
訴
え
た（

11
（

。
さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
研
究
者
の
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ヤ
ー
ン
は
、
ハ
レ
大

学
内
に
あ
る
学
者
た
ち
の
結
社
「
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
会
」
が
進
歩
的
な
大
学
教
授
の
招

聘
を
妨
害
し
て
き
た
と
し
た（

11
（

。
彼
に
よ
る
と
、「
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
会
」
は
見
る
こ
と

も
感
じ
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
に
、
大
学
政
策
に
隠
然
た
る
影
響
力
を
ふ
る
っ
て
い

る
と
い
う（

11
（

。
こ
の
よ
う
な
組
織
は
存
在
自
体
が
非
合
法
で
あ
り
、
大
学
の
方
針
は
す

べ
て
教
員
・
党
（
＝
Ｓ
Ｅ
Ｄ
）
組
織
・
大
衆
組
織
の
「
率
直
な
〔
＝
開
か
れ
た
〕
議

論
」
の
な
か
で
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
と
し
た（

1（
（

。
さ
ら
に
歴
史
家
の
テ
ィ

ル
マ
ン
は
、
大
学
の
歴
史
学
研
究
に
残
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
歴
史
観
と
唯
物
論
的
歴

史
観
の
対
立
を
恐
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
こ
う
述
べ
た
。

〔
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
歴
史
観
と
の
―
引
用
者
〕
対
決
を
し
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、

第
一
に
私
た
ち
の
怠
慢
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
を
実
行
す
る
こ
と
、
あ

ら
ゆ
る
形
で
は
じ
め
る
こ
と
、
対
話
な
い
し
対
決
を
、
開
か
れ
た
形
で
、
そ

し
て
党
派
的
に
行
う
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
す（

11
（

。

　

誰
に
対
し
て
も
開
か
れ
て
い
る
こ
と
と
党
派
的
で
あ
る
こ
と
は
両
立
す
る
も
の
と

さ
れ
た
。
か
つ
て
の
超
党
派
的
な
公
共
性
は
、
党
派
的
な
公
共
性
に
変
わ
り
つ
つ
あ

っ
た
。

　

こ
の
集
会
は
、文
化
同
盟
の
公
共
性
の
変
化
を
反
映
し
た
も
の
だ
っ
た
。
第
一
に
、

一
つ
の
党
派
性
が
あ
ら
ゆ
る
人
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
党
派

性
と
は
、
必
ず
し
も
Ｓ
Ｅ
Ｄ
へ
の
所
属
の
こ
と
で
は
な
い
。
党
派
的
な
人
物
と
は
、

唯
物
論
的
な
歴
史
観
を
備
え
た
人
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
前
提
と
し
て
、「
率

直
な
〔
＝
開
か
れ
た
〕
議
論
」
を
通
じ
て
、
一
つ
の
正
し
い
認
識
に
た
ど
り
着
け
る

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
時
、
公
共
圏
と
は
複
数
の
「
正
し
さ
」
が
存
在
す

る
、
妥
協
や
交
渉
の
場
で
は
な
く
、
正
し
い
党
派
性
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
誰

に
で
も
開
か
れ
た
場
に
な
っ
た
。

　

第
二
に
、
参
加
者
が
社
会
的
な
意
味
で
多
様
に
な
っ
た
。
集
会
は
大
学
と
ア
カ
デ

ミ
ー
関
係
者
を
中
心
に
行
わ
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
少
数
派
な
が
ら
労
働
者
が
、
あ
る

い
は
女
子
学
生
や
女
性
研
究
者
が
含
ま
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
場
に
お
い
て
は

（
主
と
し
て
守
旧
派
と
し
て
批
判
さ
れ
る
側
で
は
あ
っ
た
が
）
旧
ナ
チ
党
員
・
Ｓ
Ａ

隊
員
に
も
発
言
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
戦
後
間
も
な
い
時
期
の
文
化
同
盟
が

排
除
し
て
い
た
人
々
が
、
公
共
の
討
論
の
場
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

と
言
え
る
。

　

第
三
に
、
国
家
機
構
に
よ
る
言
論
へ
の
介
入
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
見
逃
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
シ
ュ
タ
ー
ジ
は
集
会
を
利
用
し
、
政
治
的
な
反
対
派
で
あ
る
ア
ー

ラ
ン
ト
や
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
会
、キ
リ
ス
ト
教
学
生
団
体
を
弾
圧
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

た
だ
し
、
守
旧
派
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
モ
ー
テ
ス
や
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
は
遮
ら
れ

る
こ
と
な
く
自
分
の
意
見
を
最
後
ま
で
直
截
に
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
に
伝
え
る
こ
と
が
で

き
た
。
シ
ュ
タ
ー
ジ
や
Ｓ
Ｅ
Ｄ
は
完
全
に
議
論
を
管
理
で
き
て
い
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
他
方
で
、
集
会
の
翌
日
、
四
月
二
二
日
に
は
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
会
の
解

散
命
令
が
出
さ
れ（

11
（

、
七
月
に
は
ア
ー
ラ
ン
ト
が
大
学
を
解
雇
さ
れ
た（

11
（

。
こ
の
集
会
か

ら
は
、
参
加
の
裾
野
を
拡
大
さ
せ
る
と
い
う
「
民
主
的
」
な
側
面
と
、
党
派
的
な
敵

の
排
除
や
反
多
元
主
義
的
な
抑
圧
と
い
う
、
東
ド
イ
ツ
の
公
共
性
が
持
っ
て
い
た
両

義
的
な
性
格
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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６　

む
す
び
に
代
え
て

　　

東
ド
イ
ツ
に
お
い
て
公
共
圏
と
は
当
初
、
多
元
主
義
的
な
場
と
し
て
想
定
さ
れ
て

い
た
。
文
化
同
盟
は
諸
政
党
の
党
員
や
無
党
派
の
人
々
を
集
め
た
「
超
党
派
的
な
公

共
圏
」
を
作
り
出
し
て
い
た
。
し
か
し
一
九
五
七
年
以
降
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
「
開

か
れ
た
」
場
と
は
、「
率
直
な
」
討
論
を
通
じ
て
、
唯
物
論
的
な
世
界
観
を
あ
ら
ゆ

る
人
々
に
伝
達
す
る
党
派
的
な
場
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
東
ド
イ
ツ
国
家
は
、
か
つ

て
の
都
市
の
教
養
市
民
か
ら
な
る
公
共
圏
を
、
そ
の
外
部
に
排
除
さ
れ
て
い
た
人
々

の
参
加
と
い
う
「
民
主
的
」
な
要
求
を
掲
げ
て
、
新
た
な
公
共
圏
に
変
容
さ
せ
よ
う

と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｄ
の
指
導
的
役
割
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
、
全
住
民

を
含
み
こ
む
党
派
的
な
公
共
圏
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
５
の
討
論
会
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
一
九
五
〇
年
代
末
の
東
ド
イ
ツ
で

も
学
問
の
自
律
性
は
完
全
に
は
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
こ
の
と
き
、
大

学
の
自
律
性
と
は
閉
鎖
的
な
旧
来
の
特
権
だ
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し

て
モ
ー
テ
ス
や
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
の
主
張
も
、
ア
カ
デ
ミ
ア
の
外
側
か
ら
の
介
入

に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
研
究
時
間
が
捻
出
で
き
な
く
な
り
、
研
究
活
動
の

効
率
が
落
ち
る
と
い
う
批
判
に
と
ど
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
へ
の
反
対

者
は
、
学
問
の
公
的
な
役
割
を
盾
に
し
て
そ
の
自
律
性
を
守
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
と
い
え
る
。
こ
の
時
期
の
東
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
公
共
性
と
党
派
性
と
が
結
合
し

て
い
た
た
め
、
研
究
者
た
ち
が
「
公
共
的
な
役
割
を
果
た
す
た
め
に
党
派
と
距
離
を

取
る
」
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
五
八
年
四
月
の
集
会
は
、
学

問
の
自
律
性
が
失
わ
れ
る
の
に
先
ん
じ
て
、
党
派
か
ら
距
離
を
置
い
た
学
問
か
ら
公

共
性
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　

そ
れ
ま
で
超
党
派
性
を
保
ち
、
公
共
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
団
体
の
自
律
性

が
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
公
共
圏
が
特
定
の
党
派
に
よ
っ
て
簒
奪
さ
れ
、
党
派

的
に
再
編
成
さ
れ
る
転
換
点
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
注

（
１
） 

日
本
学
術
会
議
「
日
本
学
術
会
議
の
よ
り
良
い
役
割
発
揮
に
向
け
て
」

（
二
〇
二
一
年
、
四
月
二
二
日
）（http://w

w
w

.scj.go.jp/ja/m
em

ber/iinkai/sokai/

pdf25/sokai182-s-houkoku.pdf

）
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
三
年
一
月
一
五
日

（
（
） 

同
前
。

（
3
） 

公
共
性
を
考
え
る
た
め
の
基
礎
的
な
文
献
と
し
て
は
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
『
第
二
版 

公
共
性
の
構
造
転
換
―
―
市
民
社
会
の
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
の

探
求
』
細
谷
貞
雄
／
山
田
正
行
訳
、（
未
來
社
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
。
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
が
叙
述
を
避
け
た
二
〇
世
紀
前
半
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
に
お
け
る
公
共

性
の
研
究
と
し
て
、
佐
藤
卓
己
『
フ
ァ
シ
ス
ト
的
公
共
性
―
―
総
力
戦
体
制
の

メ
デ
ィ
ア
論
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
）
を
参
照
。
ま
た
日
本
や
東
ア
ジ
ア

の
「
公
」
の
概
念
を
辿
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
東
島
誠
『
公
共
圏
の
歴
史
的
創
造

―
―
江
湖
の
思
想
へ
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）; 

三
品
英
憲
「
八
、

国
家
統
合
と
地
域
社
会
」、 

歴
史
学
研
究
会
編
『
第
四
次 

現
代
歴
史
学
の
成
果

と
課
題
一
・
二
、
世
界
史
像
の
再
認
識
』（
績
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）、
一
九
四
―

二
一
二
頁
が
有
益
。
ま
た
社
会
主
義
圏
の
公
共
性
を
考
え
る
う
え
で
は
、
池
田
嘉

郎
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
国
制
史
家
―
―
石
井
規
衛
」、
池
田
嘉
朗
／
草
野
佳

矢
子
編
『
国
制
史
は
躍
動
す
る
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ロ
シ
ア
の
対
話
』（
刀
水
書

房
、
二
〇
一
五
年
）
二
五

−

五
八
頁
が
参
考
に
な
る
。
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
共

圏
の
研
究
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
同
国
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
文
化
と
公
共
圏
を
論

じ
た Jan K

leinm
anns, Seltsam

 unverbunden. Breitensport in der D
D

R als öf-

fentliche Sphäre zw
ischen System

 und Lebensw
elt, Frankfurt am

 M
ain / N

ew
 

York 2020

が
挙
げ
ら
れ
る
。
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（
4
） 

本
稿
で
は
公
共
圏
・
公
共
性
〔Öffentlichkeit

〕
を
、「
誰
に
対
し
て
も
開
か
れ

た
場
（
公
共
圏
）」、
あ
る
い
は
「
誰
に
対
し
て
も
開
か
れ
た
関
係
性
（
公
共
性
）」

と
し
て
論
じ
る
。

（
5
） V

gl. R
alph Jessen, „Vom

 O
rdinarius zum

 sozialistischen Professor. D
ie N

eu-

konstruktion des H
ochschullehrerberufs in der SB

Z/D
D

R
, 1945-1969“, in: 

R
ichard B

essel / R
alph Jessen (H

rsg.), D
ie G

renzen der D
iktatur. Staat und 

G
esellschaft in der D

D
R

, G
öttingen 1996, S.76-107.

（
6
） V

gl. Ebd.

（
7
） 

東
ド
イ
ツ
時
代
の
レ
オ
ポ
ル
デ
ィ
ー
ナ
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。

Sybille G
erstengarbe / Jens Tiel / R

üdiger vom
 B

ruch (H
rsg.), D

ie Leopol-

dina. D
ie D

eutsche A
kadem

ie der N
aturforscher zw

ischen K
aiserreich und 

früher D
D

R
, B

erlin 2016; K
ristie M

acratis, „The U
nity of Science vs. the 

D
ivision of G

erm
any: The Leopoldina“, in: K

ristie M
acrakis / D

ieter H
off-

m
ann(eds.), Science under Socialism

. East G
erm

any in Com
parative Perspec-

tive, C
am

bridge / M
assachusetts / London 1996, pp.158-179.

（
8
） 

会
員
に
は
芸
術
家
や
作
家
や
研
究
者
だ
け
で
な
く
、
政
治
家
や
事
務
職
員
、
主
婦

や
医
師
、
技
術
者
な
ど
が
含
ま
れ
、
文
化
同
盟
は
教
養
市
民
層
の
文
化
的
な
交
流

の
た
め
の
大
衆
組
織
で
も
あ
っ
た
。
設
立
時
の
会
員
数
は
一
一
六
人
で
あ
っ
た

が
、
一
九
五
〇
年
に
は
一
九
万
四
七
三
四
人
と
な
っ
て
い
る
。
会
員
数
と
会
員
の

社
会
的
構
成
に
つ
い
て
は
、V

gl. G
erd D

ietrich, „K
ulturbund“, in: G

erd-R
ü-

diger Stephan et al. (H
rsg.), D

ie Parteien und O
rganisationen der D

D
R

: ein 

H
andbuch , B

erlin 2002, S.530-559, hier S.559.

（
9
） B

ernhard K
ellerm

ann et al., M
anifest und A

nsprachen, B
erlin 1945, S.10.

（
10
） Ebd., S.11.

（
11
） 

理
事
会
は
二
十
七
人
で
構
成
さ
れ
た
。
会
長
と
三
人
の
副
会
長
に
加
え
て
以
下
の

人
物
が
理
事
に
な
っ
た
。
Ｋ
Ｐ
Ｄ
か
ら
は
政
治
家
の
ア
ン
ト
ン
・
ア
ッ
カ
ー
マ
ン

と
オ
ッ
ト
ー
・
ヴ
ィ
ン
ツ
ァ
ー
と
ハ
ン
ス
・
マ
ー
レ
が
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
か
ら
は
政
治
家

の
グ
ス
タ
フ
・
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
か
ら
は
（
の
ち
に
西
ベ
ル
リ
ン
市
の

副
市
長
に
な
る
）
政
治
家
の
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
フ
リ
ー
デ
ン
ス
ブ
ル
ク
と
エ

ル
ン
ス
ト
・
レ
ン
マ
ー
が
理
事
に
選
出
さ
れ
て
い
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
か

ら
は
牧
師
の
オ
ッ
ト
ー
・
デ
ィ
ル
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
と
神
学
者
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ク
ル
ム
マ
ッ
ハ
ー
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
は
神
父
メ
ル
ヒ

ヨ
ア
・
グ
ロ
セ
ク
が
理
事
に
選
ば
れ
た
。V

gl. D
ietrich, „K

ulturbund“, S.533; 

M
agdalena H

eider, „K
ulturbund zur dem

okratischen Erneuerung D
eutsch-

lands“, in: M
artin B

roszat / H
erm

ann W
eber (H

rsg.), S B
Z-H

andbuch, M
ün-

chen 1990, S.714-S.733, hier S.727. 

（
1（
） 

た
と
え
ば
、
史
料
が
残
っ
て
い
る
一
九
四
七
年
の
（
当
時
の
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
州

の
）
シ
ュ
ト
ラ
ー
ル
ズ
ン
ト
の
支
部
を
見
て
み
る
と
、
会
員
は
全
体
で
一
四
五
九

人
お
り
、
そ
の
う
ち
Ｓ
Ｅ
Ｄ
党
員
は
二
五
八
人
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
党
員
は
二
五
人
、

Ｌ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
党
員
は
七
六
人
で
、
最
も
多
い
の
は
政
党
に
入
っ
て
い
な
い
人
た

ち
（
一
一
〇
〇
人
）
で
あ
っ
た
。
州
の
人
民
教
育
省
に
送
ら
れ
た
文
化
同
盟
の

月
次
報
告
書
を
参
照　

„B
etrifft: K

ulturbund zur dem
okratischen Erneuerung 

D
eutschlands gem

äß R
undschreiben N

r. 50/47 vom
 8. M

ärz 1947“, in: 6.11-21, 

N
r. 3176 (M

inisterium
 für Volksbildung), Landeshauptarchiv Schw

erin. O
hne 

B
l.

（
13
） H

einz W
illm

ann, Zw
ei Jahre K

ulturbund, B
erlin 1947, S.12.

（
14
） V

gl. Ebd., S.13, 19.

（
15
） Ebd., S.22.

（
16
） Ebd., S.26

（
17
） V

gl. D
ietrich, „K

ulturbund“, S.533.; H
eider, „K

ulturbund“, S.727.
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（
18
） 

た
と
え
ば
註
一
二
の
シ
ュ
ト
ラ
ー
ル
ズ
ン
ト
の
支
部
で
は
、
男
性
会
員
は
七
一
三

人
で
、
女
性
会
員
は
七
四
六
人
だ
っ
た
。V

gl. 6.11-21, N
r. 3176.

（
19
） 

文
化
同
盟
全
体
の
社
会
的
構
成
に
か
ん
す
る
統
計
が
最
初
に
確
認
で
き
る

一
九
五
〇
年
に
は
、
知
識
人
〔Intelligenz

〕
が
二
五
・
五
％
、
事
務
職
員

二
一
・
〇
％
、
生
徒
な
ら
び
学
生
一
二
・
四
％
、
労
働
者
一
一
・
七
％
、
農
民
一
・

五
％
と
な
っ
て
い
る
。V

gl. D
ietrich, „K

ulturbund“, S.559. 

ま
た
、
註
一
二
の

シ
ュ
ト
ラ
ー
ル
ズ
ン
ト
の
地
域
グ
ル
ー
プ
で
最
も
多
い
の
は
（
見
習
い
を
含
め

た
）
事
務
職
員
で
三
七
二
人
、
次
に
多
い
の
が
教
員
で
二
〇
二
人
、
三
番
目
に
多

い
の
が
学
生
・
生
徒
で
一
八
八
人
、
四
番
目
に
主
婦
で
一
五
八
人
を
数
え
た
。
さ

ら
に
以
下
、
商
人
が
一
〇
一
人
、
造
形
芸
術
家
が
七
七
人
、
手
工
業
者
五
九
人
、

医
師
四
六
人
、
労
働
者
三
八
人
と
な
る
。
ま
た
農
民
は
九
人
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ト

ラ
ー
ル
ズ
ン
ト
支
部
全
体
に
占
め
る
労
働
者
と
農
民
の
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
お
よ

そ
二
・
六
％
、
〇
・
六
％
と
な
る
。V

gl. 6.11-21, N
r. 3176.

（
（0
） B

undesarchiv B
erlin, Stiftung der Parteien und M

assenorganisationen der 

D
D

R
 (

＝B
A

rch., SA
PM

O
), D

Y
27 923, „Stenografisches Protokoll der Sit-

zung des Präsidialrates des K
ulturbundes. Freitag dem

 13.9.1957“, B
l.16.

（
（1
） Ebd., B

l.18. 

こ
の
発
言
は
機
関
紙
で
も
確
認
で
き
る
。„Ein W

endepunkt. A
us 

der R
ede der Ersten Sekretär des K

ulturbundes K
arl-H

einz Schulm
ei-

 
ster, vor dem

 Präsidialrat“in: Sonntag, H
eft 38, am

 22. 9 1956.

（
（（
） B

A
rch., SA

PM
O

, D
Y

 27 985, „Präsidialausschuss Sitzung des K
ulturbundes, 

am
 D

onnerstag, dem
 3. O

ktober 1957“, B
l.127.

（
（3
） M

agdalena H
eider / K

erstin Thöns (H
rsg.), SED

 und Intellektuelle in der 

D
D

R der fünfziger Jahre. K
ulturbund-Protokolle , K

öln 1991, S.61.

（
（4
） Ebd., S.120.

（
（5
） Ebd., 

こ
のÖ

ffentlichkeit

は
新
聞
雑
誌
等
の
「
メ
デ
ィ
ア
」
と
も
解
せ
る
が
、

シ
ュ
ー
ル
マ
イ
ス
タ
ー
の
発
言
で
は
、
そ
の
読
み
手
ま
で
が
想
定
さ
れ
て
い
る
た

め
、
世
論
と
訳
し
て
い
る
。

（
（6
） „G

rundaufgaben der D
eutschen K

ulturbund“ in: Sonntag, H
eft 7 am

 16. Feb-

ruar 1958 

（
（7
） 

理
事
の
中
に
は
党
籍
が
不
明
の
者
も
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
あ
く
ま
で
暫
定
的
な

数
字
で
あ
る
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｄ
党
員
が
三
三
人
、
Ｌ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
と
Ｃ
Ｄ
Ｕ
党
員
が
そ
れ
ぞ

れ
二
人
、
Ｄ
Ｂ
Ｄ
党
員
が
一
人
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
党
員
の
理
事
が
三
人
確
認
で
き
た
。

V
gl. Ebd.

（
（8
） Ebd., 

た
と
え
ば
集
団
農
場
の
農
民
フ
リ
ー
デ
ル
・
ヒ
ン
メ
ル
ラ
イ
ヒ
や
Ｄ
Ｂ
Ｄ

の
幹
部
ベ
ル
ト
ル
ト
・
ロ
ー
ゼ
が
加
わ
っ
た
。V

gl. „D
er neue Präsidialrat“, in: 

Ebd. 

た
だ
し
、
文
化
同
盟
の
構
成
員
の
変
化
は
限
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
組
織

全
体
に
お
け
る
労
働
者
と
農
民
の
比
率
は
、
一
九
五
五
年
の
時
点
で
そ
れ
ぞ
れ

一
二
・
六
％
と
〇
・
九
％
、
一
九
六
〇
年
で
一
五
・
四
％
と
一
・
七
％
、
一
九
六
五
年

で
一
六
・
四
％
と
一
・
四
％
だ
っ
た
。V

gl. D
ietrich, „K

ulturbund“, S.559. 

（
（9
） V

gl. „G
rundaufgaben der D

eutschen K
ulturbund“. 

第
五
回
同
盟
大
会
で
理
事

に
選
出
さ
れ
た
八
七
人
の
う
ち
以
下
八
人
は
ナ
チ
党
に
加
入
し
て
い
た
こ
と
が
確

か
め
ら
れ
た
。
副
会
長
で
物
理
学
者
の
エ
ル
ン
ス
ト
＝
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ギ
ー
ス
マ
ン

(

一
九
三
七
年
か
ら
党
員)

、
動
物
学
者
の
ダ
ー
テ
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
（
一
九
三
二

年
か
ら
の
党
員
）、
古
代
史
家
の
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ハ
ル
ト
ケ
（
一
九
三
七
年
か
ら

の
党
員
）、
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
の
エ
ド
ガ
ー
・
キ
ル
シ
ュ
（
一
九
三
七
年
か
ら
の
党

員
）、
軍
事
学
者
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ク
ラ
ウ
ゼ
（
一
九
四
〇
年
か
ら
の
党
員
）、
農

学
者
の
ル
ド
ル
フ
・
シ
ッ
ク(

一
九
三
九
年
か
ら
の
党
員)

、
厚
生
大
臣
の
レ
オ

ポ
ル
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ド
レ
（
一
九
三
三
年
か
ら
の
党
員
）、
化
学
者
の
ペ
ー
タ
ー

＝
ア
ド
ル
フ
・
テ
ィ
ー
ゼ
ン
（
一
九
二
二
年
か
ら
の
党
員
）。
ク
ラ
ウ
ゼ
と
シ
ッ

ク
は
ロ
ス
ト
ッ
ク
大
学
Ｈ
Ｐ
で
経
歴
を
参
照
し
（https://cpr.uni-rostock.de/
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resolve/id/cpr_person_00002955 ; https://cpr.uni-rostock.de/resolve/id/cpr_

person_00002034

（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
三
年
一
月
二
九
日
））。
ま
た
キ
ル

シ
ュ
の
履
歴
は
ハ
レ
大
学
文
書
館
の
史
料
を
参
照
し
た
。V

gl. „Personalbogen“ 

am
 18. 8 1951, PA

.27539, „D
oz. D

r. Edgar K
irsch“ in U

niversitätsarchiv 

H
alle. O

hne B
l. 

こ
れ
以
外
は
人
名
事
典
（W

er w
ar w

er in der D
D

R
. Ein Le-

xikon ostdeutscher B
iographien, B

and 1 A
-L/ B

and 2 M
-Z, hrsg. von M

ül-

ler-Enbergs, H
elm

ut et al., B
erlin 2010

）
を
参
照
し
て
い
る
。

（
30
） V

gl. „D
er neue Präsidialrat“. 

女
性
理
事
の
占
め
る
比
率
は
約
一
〇
％
と
な
っ
た
。

（
31
） 

こ
の
会
合
の
プ
ロ
ト
コ
ル
は
、
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
の
ザ
ク
セ
ン
＝
ア
ン
ハ
ル
ト
州

文
書
館
に
タ
イ
プ
用
紙
一
七
八
枚
の
史
料
と
し
て
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。P.516, 

N
r.5412, „Protokoll des G

esprächs m
it W

alter U
lbricht im

 K
ulturbund zu Fra-

gen sozialistischen B
ew

usstseinsbildung“, in: Landesarchiv Sachsen-A
nhalt, 

A
bteilung M

agdeburg. 

登
壇
者
の
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ネ
ー
ム
は
し
ば
し
ば
プ
ロ
ト
コ

ル
上
で
は
省
略
さ
れ
て
い
た
が
、
発
言
内
容
や
肩
書
を
参
考
に
し
つ
つ
、
人
名
事

典
と
ハ
レ
大
学
文
書
館
の
Ｈ
Ｐ
（https://w

w
w

.catalogus-professorum
-halensis.

de/index1945.htm
l

（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
三
年
一
月
二
九
日
））
を
利
用
し
て

補
っ
た
。
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ネ
ー
ム
が
不
明
の
人
物
は
姓
の
み
を
示
し
た
。

（
3（
） U

lbricht,„D
ie Perspektive: der Sozialism

us“ in: Sonntag, H
eft 17, am

 27. 4 1958.

（
33
） 

薬
学
者
の
ク
ル
ト
・
モ
ー
テ
ス
（
一
九
三
三
年
か
ら
ナ
チ
党
員
、
同
年
に
Ｓ
Ａ
に

加
入
）、
医
学
者
の
エ
ア
ヴ
ィ
ン
・
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
（
一
九
三
三
年
か
ら
の
ナ

チ
党
員
、
同
年
に
Ｓ
Ａ
に
加
入
）、
ス
ポ
ー
ツ
科
学
者
の
ゲ
ア
ハ
ル
ト
・
ル
ー
カ

ス
（
一
九
三
七
年
か
ら
の
ナ
チ
党
員
）、
生
物
化
学
者
の
ホ
ル
ス
ト
・
ハ
ー
ン
ゾ
ン

（
一
九
三
三
年
か
ら
Ｓ
Ａ
、
一
九
三
七
年
か
ら
ナ
チ
党
員
）。
こ
の
ほ
か
に
地
理
学
・
古

生
物
学
者
の
ハ
ン
ス
・
ガ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
一
九
三
三
年
か
ら
三
四
年
に
Ｓ
Ａ
に
在
籍
し

て
い
た
。
以
上
の
経
歴
は
す
べ
て
註
二
九
の
ハ
レ
大
学
文
書
館
の
Ｈ
Ｐ
を
参
照
し
た
。

（
34
） V

gl. P.516, N
r.5412, „Protokoll des G

esprächs m
it W

alter U
lbricht“, B

l.26.

（
35
） V

gl. Ebd., B
l.28.

（
36
） Ebd., B
l.30-31.

（
37
） Ebd., B

l.36.

（
38
） Ebd., B

l.48.

レ
ク
シ
ャ
ス
は
労
農
学
部
か
ら
ハ
レ
大
学
に
入
学
し
た
研
究
者
で
、

一
九
四
七
年
か
ら
Ｓ
Ｅ
Ｄ
党
員
で
あ
っ
た
。

（
39
） Ebd., B

l.48.

（
40
） V

gl., Ebd., B
l.89.

（
41
） V

gl., Ebd., B
l.97. 

（
4（
） Ebd., B

l.108-109.

（
43
） Ebd., B

l.113.

（
44
） Ebd., B

l.114-115.

（
45
） 

シ
ュ
ル
ツ
ェ
が
Ｉ
Ｍ
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ハ
レ
大
学
文
書
館
Ｈ
Ｐ

の
ア
ー
ラ
ン
ト
に
か
ん
す
る
項
目
を
参
照
し
た
。https://w

w
w

.catalogus-

professorum
-halensis.de/alandkurt.htm

l

（
二
〇
二
三
年
一
月
二
六
日
最
終
ア
ク

セ
ス
）

（
46
） P.516, N

r.5412, „Protokoll des G
esprächs m

it W
alter U

lbricht“, B
l.118-9.

（
47
） Ebd., B

l.119.

（
48
） Ebd., B

l.123.

（
49
） Ebd., B

l.135-136. 

シ
ュ
ル
ツ
ェ
に
よ
っ
て
糾
弾
さ
れ
た
ア
ー
ラ
ン
ト
も
こ
の
会

員
で
あ
っ
た
。「
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
会
」
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。 V

gl. G
ünter 

M
ühlpfordt / G

ünter Schenk, D
er Sprituskreis (1890-1958). Eine G

esellschaft 

in neuhum
anistischer Tradition. Vom

 K
aiserreich bis zum

 Verbot durch 

U
lbricht im

 R
ahm

en der Verfolgungen an der  U
niversität H

alle 1957 und 

1958 , B
and 2: 1945-1958, H

alle 2004; G
ünter Schenk / R

egina M
eyer, A

uch 
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das w
ar die D

D
R

! Zum
 Verbot W

issenschaftlergem
einschaft „Sprituskreis“ 

vor 50 Jahren zur Resivionism
usbekäm

pfung 1958 , H
alle 2007.

（
50
） P.516, N

r.5412, „Protokoll des G
esprächs m

it W
alter U

lbricht“, B
l.135-136.

（
51
） Ebd., B

l.137.

（
5（
） Ebd., B

l.149.

（
53
） V

gl. M
ühlpfordt / Schenk, D

er Sprituskreis (1890-1958), S.512.

（
54
） 

註
四
五
の
ハ
レ
大
学
文
書
館
Ｈ
Ｐ
の
ア
ー
ラ
ン
ト
に
か
ん
す
る
項
目
を
参
照
。

　
【
付
記
】

　
　

本
稿
の
基
に
な
っ
た
の
は
、
第
四
四
回
ド
イ
ツ
現
代
史
学
会
（
二
〇
二
一
年
九
月
一

　
　

八
日
）
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
発
表
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
行
っ
た
シ
ュ
ヴ
ェ
リ
ー

　
　

ン
と
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
と
ハ
レ
で
の
資
料
調
査
の
結
果
を
利
用
し
、
加
筆
・
修
正
を
行

　
　

っ
て
い
る
。

　

※
本
研
究
は
二
〇
二
二
年
度
獨
協
大
学
学
外
研
修
員
（
派
遣
）
制
度
に
よ
る
成
果
の
一

　
　

部
で
あ
る
。

                      　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
い
ず
た　

し
ゅ
ん
す
け
・
獨
協
大
学
准
教
授
）


