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フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
第
一
次
世
界
大
戦
研
究
再
訪平

　
野
　
千
果
子

は
じ
め
に

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
第
一
次
世
界
大
戦
研
究
は
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
新
た
な
展
開
を
み
せ
、
百
周
年
を
前
に
活
況
を
呈
し
た
。
筆

者
は
か
つ
て
そ
の
状
況
を
め
ぐ
っ
て
、
一
文
を
も
の
し
た
こ
と
が
あ
る1

。
本
稿
は
、
大
戦
研
究
の
そ
の
後
の
進
展
を
跡
づ
け
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

拙
稿
で
も
紹
介
し
た
こ
と
だ
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
大
戦
研
究
は
、
ペ
ロ
ン
ヌ
派
と
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
と
呼

ば
れ
る
二
派
の
対
立
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
た
。
両
派
の
議
論
に
は
複
数
の
論
点
が
あ
る
の
だ
が
、
一
般
に
は
、
ま
た
研
究
者
の
間
で

す
ら
、
一
つ
に
焦
点
化
さ
れ
て
流
布
さ
れ
た
感
が
あ
る
。
再
び
研
究
史
を
た
ど
る
の
は
、
百
周
年
を
経
た
今
、
改
め
て
整
理
す
る
必
要

を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

は
じ
め
に
拙
稿
で
論
じ
た
点
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。
第
一
次
世
界
大
戦
は
、
ま
さ
に
世
界
に
広
が
っ
た
戦
争
だ
っ
た
が
、
ド
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イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
の
対
立
が
一
つ
の
大
き
な
軸
だ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
進

展
も
あ
り
、
一
九
九
〇
年
代
に
両
国
は
き
わ
め
て
良
好
な
関
係
に
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
こ
の
戦
争
に
関
す
る
独
仏
の
共
同

研
究
を
進
め
る
べ
く
、
一
九
九
二
年
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
ソ
ン
ム
県
ペ
ロ
ン
ヌ
市
に
歴
史
博
物
館
（H

istorial de la Grande Guerre

）

が
設
立
さ
れ
た
。
政
府
肝
い
り
の
組
織
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
ベ
ケ
ー
ル
や
ド
イ
ツ
の
ゲ
ル
ト
・
ク
ル
マ
イ
ヒ

な
ど
の
重
鎮
は
ペ
ロ
ン
ヌ
の
顔
と
言
っ
て
よ
い
存
在
で
、
大
戦
研
究
を
牽
引
し
た2

。

こ
こ
に
集
っ
た
研
究
者
た
ち
は
、
今
日
の
独
仏
は
き
わ
め
て
友
好
な
関
係
に
あ
る
の
に
、
な
ぜ
祖
先
た
ち
は
あ
れ
ほ
ど
ま
で
の
戦
争

を
戦
い
抜
い
た
の
か
、
と
い
う
問
い
を
立
て
た
。
そ
の
答
え
と
し
て
提
示
し
た
の
は
、
兵
士
た
ち
が
「
敵
へ
の
憎
し
み
」
を
も
っ
て
戦

う
こ
と
に
「
同
意
」
し
て
い
た
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
、
よ
り
周
縁
的
な
地
位
に
あ
る
一
部
の
研
究
者
た
ち
が
、「
同
意
」
と
い
う
見
解
に
疑
義

を
唱
え
た
。
実
際
に
は
兵
士
た
ち
に
は
戦
う
以
外
の
選
択
肢
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
戦
い
に
同
意
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
強
制
さ

れ
て
い
た
と
い
う
の
が
そ
の
趣
旨
で
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
一
一
月
、
彼
ら
は
エ
ー
ヌ
県
ク
ラ
オ
ン
ヌ
市
に
拠
点
を
置
く
「
大
戦
の
国
際

的
研
究
と
討
論
の
会
」（Collectif de Recherche International et de D

ébat sur la Guerre de 1914-1918

、
以
下
Ｃ
Ｒ
Ｉ
Ｄ

と
略
記
）
を
設
立
し
た
。
ク
ラ
オ
ン
ヌ
は
一
九
一
七
年
に
シ
ュ
マ
ン
デ
ダ
ム
の
激
戦
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
兵
士
に
と
っ
て
過
酷
な
戦

闘
を
象
徴
す
る
場
と
な
っ
て
い
る3

。
代
表
す
る
研
究
者
に
は
、フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
や
ニ
コ
ラ
・
オ
フ
ェ
ン
ス
タ
ッ
ト
、ま
た
レ
ミ
ー
・

キ
ャ
ザ
ル
な
ど
の
名
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
主
張
を
違
え
る
両
派
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ペ
ロ
ン
ヌ
派
」「
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
」
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

の
み
な
ら
ず
、「
同
意
派
」「
強
制
派
」
と
い
う
名
称
と
と
も
に
、
二
項
対
立
と
し
て
も
広
く
流
布
さ
れ
て
い
っ
た
。

と
こ
ろ
が
近
年
、
こ
の
よ
う
な
対
立
は
「
一
時
的
」
な
も
の
で
、
大
戦
開
始
百
周
年
の
頃
に
は
解
消
し
て
い
た
と
す
る
主
張
が
な
さ
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れ
て
い
る
。
拙
稿
で
は
同
意
／
強
制
の
論
点
の
み
を
紹
介
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
強
固
な
二
項
対
立
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
点
に

も
、
す
で
に
言
及
し
て
い
る
の
だ
が
、
百
周
年
か
ら
も
お
よ
そ
一
〇
年
が
た
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
改
め
て
研
究
史
の
整
理
を
試
み

る
し
だ
い
で
あ
る
。
そ
れ
に
あ
た
っ
て
ま
ず
、
近
年
の
論
調
を
紹
介
し
た
後
に
、
大
戦
研
究
の
主
要
な
論
点
と
し
て
、「
戦
争
文
化
」

と
い
う
概
念
を
め
ぐ
る
議
論
、
次
い
で
「
文
化
史
」
と
「
社
会
史
」
と
い
う
区
分
、
最
後
に
「
野
蛮
化
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
軸
に

論
じ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一　

対
立
は
終
わ
っ
た
の
か

〔
１
〕
大
戦
を
め
ぐ
る
議
論 

は
じ
め
に
両
派
の
対
立
が
、
大
戦
百
周
年
の
行
事
の
前
後
に
解
消
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
代
史
家
の
剣
持
久
木
氏
の
論
を
紹
介
し
よ

う
。
主
要
な
論
考
は
三
点
あ
る
（
便
宜
的
に
刊
行
順
に
①
、
②
、
③
と
す
る
）。

①
「
第
一
次
世
界
大
戦
を
ど
う
伝
え
る
か
―
―
独
仏
の
例
を
中
心
と
し
て
」
広
島
市
立
大
学
広
島
平
和
研
究
所
編
『
ふ
た
つ
の
世
界

大
戦
と
現
代
世
界
』
広
島
市
立
大
学
広
島
平
和
研
究
所
、
二
〇
一
五
年
。

②
「
映
画
の
中
の
世
界
大
戦
―
―
戦
争
文
化
と
「
適
応
」
を
め
ぐ
っ
て
」
鍋
谷
郁
太
郎
編
『
第
一
次
世
界
大
戦
と
民
間
人
―
―
「
武

器
を
持
た
な
い
」
兵
士
の
出
現
と
戦
後
社
会
へ
の
影
響
』
錦
正
社
、
二
〇
二
二
年
。

③
「
公
共
史
の
中
の
歴
史
認
識
問
題
―
―
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
東
ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」『
歴
史
学
研
究
』
第
一
〇
二
一
号
、

二
〇
二
二
年
四
月
。

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
百
周
年
を
迎
え
る
こ
ろ
か
ら
対
立
は
終
息
し
、
両
派
の
間
に
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
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い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
一
部
を
引
用
し
て
お
く
（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）。

か
く
し
て
、
ペ
ロ
ン
ヌ
派
と
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
は
、
世
紀
の
変
わ
り
目
を
ま
た
い
で
活
発
な
論
争
を
展
開
し
た
が
、
そ
の
論
争
の

過
程
で
、
そ
れ
ぞ
れ
研
究
成
果
を
蓄
積
し
て
い
る
。
そ
し
て
百
周
年
記
念
行
事
を
前
に
し
て
両
者
は
ほ
ぼ
「
和
解
」
し
て
い
る
こ

と
を
、
筆
者
は
、「
同
意
」
派
の
一
人
で
ペ
ロ
ン
ヌ
博
物
館
の
現
在
の
研
究
所
長
の
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
オ
ー
ド
ワ
ン
＝
ル
ゾ
ー
か
ら

直
接
確
認
し
て
い
る
。〔
中
略
〕
要
は
、「
同
意
」
か
「
強
制
」
か
と
い
う
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
た
単
純
な
二
項
対
立

は
存
在
し
得
な
い
、
と
い
う
点
で
両
者
は
一
致
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
① 

一
〇
七
頁
）。

 

両
者
は
、
パ
リ
の
研
究
機
関
を
主
に
基
盤
と
す
る
前
者
と
地
方
の
大
学
に
所
属
す
る
後
者
と
い
う
よ
う
な
対
立
構
造
も
一
時
は
見

せ
て
い
た
が
、
二
〇
一
四
年
に
始
ま
る
大
戦
百
周
年
記
念
行
事
の
頃
に
は
、
両
者
と
も
行
事
に
協
力
す
る
と
い
う
形
で
対
立
は
収

斂
す
る
傾
向
、
つ
ま
り
、
事
実
と
し
て
、
強
制
か
自
発
性
か
の
二
項
対
立
で
は
説
明
で
き
な
い
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
で
き
た

の
で
あ
る
。（
② 

三
〇
九
頁
）。

 〔
ペ
ロ
ン
ヌ
派
の
〕
こ
の
議
論
に
は
、
兵
士
の
「
同
意
」
を
強
調
し
す
ぎ
で
あ
る
、
軍
規
に
よ
る
「
強
制
」
の
側
面
が
重
要
で
あ

る
と
し
て
、
不
服
従
兵
士
の
銃
殺
事
例
に
注
目
す
る
研
究
者
た
ち
が
対
峙
す
る
と
い
う
状
況
が
一
時
的
に
生
ま
れ
て
い
る
。〔
…
〕

た
だ
こ
の
対
立
は
二
〇
一
四
年
に
始
ま
る
大
戦
一
〇
〇
周
年
記
念
行
事
に
際
し
て
は
両
派
の
研
究
者
が
と
も
に
協
力
す
る
形
で
実

質
的
に
解
消
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
大
戦
に
参
加
し
た
兵
士
の
心
情
は
、「
同
意
」、「
強
制
」
い
ず
れ
に
も
単
純
化
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
実
態
へ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
戦
争
表
象
に
つ
い
て
は
「
戦
争
文
化
」
論
が
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お
お
む
ね
受
容
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
る
（
③ 

三
三
頁
）。

誤
解
の
な
い
よ
う
に
述
べ
て
お
く
な
ら
、
こ
れ
ら
を
引
用
す
る
の
は
批
判
の
た
め
で
は
な
い
。
以
上
の
叙
述
が
両
派
の
対
立
を
見
直

す
際
に
適
切
な
導
き
の
糸
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
や
は
り
誤
解
の
な
い
よ
う
に
記
す
の
だ
が
、
本
稿
は
両
派
の
対
立
が
現
在
も
続
い
て
い
る
と
主
張
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。

す
で
に
拙
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
「
学
派
」
を
形
成
し
、
そ
れ
が
対
立
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
見
立

て
は
論
争
の
当
初
よ
り
、
当
事
者
（
と
り
わ
け
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
）
か
ら
も
否
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
ご
諒
解
い
た
だ

き
た
い
。

そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
以
上
の
引
用
か
ら
は
二
点
ほ
ど
が
指
摘
で
き
る
。
一
点
目
と
し
て
、
両
派
が
和
解
し
た
と
い
う
具
体
的
根
拠

が
乏
し
い
こ
と
で
あ
る
。
唯
一
①
で
、
ペ
ロ
ン
ヌ
派
の
オ
ド
ワ
ン=

ル
ゾ
ー4

か
ら
の
伝
聞
で
あ
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

た
だ
、
氏
は
オ
ド
ワ
ン=

ル
ゾ
ー
が
二
〇
一
四
年
に
来
日
し
た
際
、
本
人
か
ら
両
派
の
対
立
は
終
わ
っ
て
い
る
と
聞
い
た
こ
と
を
、

オ
ド
ワ
ン=

ル
ゾ
ー
の
論
文
を
翻
訳
し
た
際
に
、
訳
者
解
説
の
な
か
で
記
し
て
い
る5

。
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
、
出
典
注
が
な
い
の
は
と

も
か
く
、
他
方
の
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
に
属
す
る
研
究
者
の
声
が
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
の
側
を
代
表
す
る
一
人
の
研
究
者
か
ら
の
伝

聞
に
基
づ
く
判
断
だ
け
を
根
拠
と
す
る
の
は
、
歴
史
研
究
と
し
て
は
ま
ず
気
に
か
か
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
①
で
は
「
両
者
は
一
致
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
」
と
推
測
と
な
っ
て
い
る
が
、
②
と
③
で
は
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
で
き
た
」「
形
成
さ
れ
た
」
と
断
定
さ
れ
て
い

る
の
も
、
気
に
な
ら
な
い
で
は
な
い
。
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〔
２
〕
同
意
派
と
強
制
派
？ 

第
二
に
、
同
意
か
強
制
か
と
い
う
論
点
に
の
み
収
斂
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
重
要
な
の
で
、
や
や
丁
寧
に
み
て
い
き

た
い
。
こ
う
し
た
対
立
の
出
発
点
は
、
ペ
ロ
ン
ヌ
派
の
「
同
意
」
と
い
う
見
解
に
対
し
て
、
強
制
の
側
面
を
指
摘
す
る
研
究
者
た
ち
が

異
を
唱
え
た
こ
と
だ
っ
た
。
最
初
に
異
論
を
呈
し
た
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
の
『
戦
争
と
懲
罰
』（
一
九
九
九
）
に
続
い
て
、
ニ
コ
ラ
・

オ
フ
ェ
ン
ス
タ
ッ
ト
と
元
軍
人
の
ア
ン
ド
レ
・
バ
ッ
ク
将
軍
が
、
そ
れ
ぞ
れ
『
大
戦
の
銃
殺
者
と
集
合
的
記
憶
（
一
九
四
一
―

一
九
九
九
年
）』（
一
九
九
九
）、『
見
せ
し
め
の
銃
殺
者
た
ち

―
一
九
一
四
―
一
九
一
五
年
』（
二
〇
〇
三
）
と
い
っ
た
研
究
を
上
梓

し
て
い
る6

。

剣
持
論
文
③
で
は
、「
不
服
従
兵
士
の
銃
殺
事
例
」
に
注
目
す
る
著
者
た
ち
が
「
強
制
」
を
強
く
主
張
し
た
と
の
見
解
が
述
べ
ら
れ

る
が
、
確
か
に
銃
殺
刑
は
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
の
主
張
を
象
徴
す
る
と
受
け
取
ら
れ
る
事
例
で
あ
る
。
し
か
し
オ
フ
ェ
ン
ス
タ
ッ
ト
や
バ
ッ

ク
の
研
究
は
、
単
に
犠
牲
者
と
し
て
の
兵
士
像
を
提
示
し
た
も
の
で
は
な
い
。

大
戦
中
に
は
フ
ラ
ン
ス
で
、
六
〇
〇
名
を
超
え
る
兵
士
が
銃
殺
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
従
来
の
定
説
で
は
、
銃
殺
さ
れ
た
の
は

一
九
一
七
年
の
シ
ュ
マ
ン
デ
ダ
ム
の
戦
い
に
際
し
て
反
乱
を
起
こ
し
た
者
が
中
心
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
二
人
の
研
究
は
そ
う
し
た
見
解

を
大
き
く
修
正
し
、
銃
殺
が
最
も
多
か
っ
た
の
は
、
開
戦
直
後
の
二
〇
一
四
年
秋
だ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
上
で
、
銃
殺

の
理
由
は
反
乱
で
は
な
く
、
考
え
て
い
た
以
上
に
過
酷
だ
っ
た
戦
場
の
状
況
に
恐
れ
を
な
し
た
兵
士
た
ち
が
自
傷
行
為
を
働
い
た
た
め

に
、
当
時
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
の
行
為
に
銃
殺
と
い
う
重
い
刑
が
科
さ
れ
た
こ
と
を
、
実
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
二

人
の
研
究
は
、
銃
殺
刑
を
め
ぐ
る
研
究
史
を
大
き
く
書
き
換
え
る
意
味
を
も
っ
て
い
た7

。
同
時
に
、
銃
殺
刑
が
「
見
せ
し
め
」
だ
っ
た

と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
戦
い
を
強
制
さ
れ
た
兵
士
像
を
象
徴
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
オ
フ
ェ
ン
ス
タ
ッ
ト
の

著
作
は
、
さ
ら
に
そ
の
記
憶
が
現
在
ま
で
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
の
か
に
も
目
配
り
し
た
、
長
期
の
視
野
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
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加
え
て
、両
派
の
見
解
の
相
違
が
「
単
純
な
二
項
対
立
」
だ
と
し
て
、そ
れ
は
①
に
あ
る
よ
う
に
メ
デ
ィ
ア
が
増
幅
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

ど
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
な
の
か
言
及
が
な
い
の
で
判
断
で
き
な
い
が
、
実
際
に
メ
デ
ィ
ア
は
こ
の
件
に
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
力
を
も
っ
た

の
か
、何
よ
り
も
歴
史
家
た
ち
自
身
が
、こ
れ
ら
の
用
語
に
則
っ
た
論
を
展
開
し
た
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
、と
い
う
疑
問
も
浮
か
ぶ
。

「
同
意
学
派
」「
強
制
学
派
」
と
命
名
し
た
の
は
、
現
代
史
家
の
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
プ
ロ
で
あ
る8

。
こ
う
し
た
名
づ
け
は
、
研
究
す
る

立
場
か
ら
そ
こ
に
相
反
す
る
重
要
な
論
点
を
汲
み
取
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
事
実
、
歴
史
家
の
間
か
ら
は
、
い
ず
れ
の
派
に
属
す
る

と
否
と
を
問
わ
ず
、
こ
の
二
つ
を
意
識
し
た
研
究
も
刊
行
さ
れ
て
い
っ
た
。
二
〇
世
紀
の
両
大
戦
を
手
掛
け
て
き
た
歴
史
家
ジ
ャ
ン=

イ
ヴ
・
ル
ナ
ウ
ー
ル
は
二
項
対
立
に
則
っ
た
紹
介
を
し
て
い
る
し9

、
何
よ
り
も
日
本
語
訳
も
あ
る
ペ
ロ
ン
ヌ
派
の
ベ
ケ
ー
ル
と
ク
ル
マ

イ
ヒ
共
著
の
『
仏
独
共
同
通
史

―
第
一
次
世
界
大
戦
』
で
は
、「
兵
士
た
ち
は
強
制
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、同
意
し
た
の
で
あ
る
。「
大

い
な
る
同
意
」が
兵
士
た
ち
の
行
動
の
基
本
的
側
面
で
あ
る
」10

と
明
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
叙
述
も
印
象
に
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
ベ
ケ
ー
ル
と
ク
ル
マ
イ
ヒ
の
原
著
は
二
〇
〇
八
年
の
刊
行
で
あ
る
。
時
系
列
を
見
直
せ
ば
、
プ
ロ
が
同
意
学
派
、
強
制
学
派
と

名
づ
け
た
の
は
二
〇
〇
二
年
。
お
そ
ら
く
そ
れ
を
受
け
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ル
ソ
ー
は
翌
二
〇
〇
三
年
に
出
版
さ
れ
た
『
戦

争
と
懲
罰
』
の
第
二
版
に
新
た
に
序
文
を
書
き
下
ろ
し
、「
強
制
学
派
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
」
と
記
し
た11

。
ル
ソ
ー
の
意
図
は
、

戦
争
に
行
っ
て
戦
う
以
外
の
選
択
肢
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
同
意
」
の
み
を
過
度
に
重
視
す
る
姿
勢
を
戒
め
る
こ
と
に
あ
っ

た
の
で
あ
っ
て
、
ク
ラ
オ
ン
ヌ
に
集
ま
る
研
究
者
が
そ
の
点
を
軸
に
合
意
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
な
「
学
派
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
、

と
い
う
主
張
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ペ
ロ
ン
ヌ
派
を
代
表
す
る
研
究
者
が
二
〇
〇
八
年
の
書
物
で
改
め
て
「
同
意
」
だ
っ
た
と
断
言
し
た
と
い
う
展

開
が
、
時
系
列
か
ら
は
読
み
取
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
批
判
さ
れ
た
側
が
改
め
て
同
意
だ
と
い
う
自
説
を
強
調
し
た
わ
け
で
あ
る
。

ペ
ロ
ン
ヌ
派
の
歴
史
家
自
身
が
、
い
か
に
こ
の
点
を
重
視
し
て
い
る
か
が
読
み
取
れ
よ
う
。
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対
し
て
ル
ソ
ー
は
百
周
年
よ
り
一
〇
年
以
上
も
前
に
、「
単
純
な
二
項
対
立
」
を
否
定
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
百
周
年
の
前
後
か

ら
二
項
対
立
で
は
説
明
で
き
な
い
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
表
現
が
果
た
し
て
適
切
な
の
か
、
時
系
列
を

見
直
す
な
か
か
ら
も
こ
う
し
た
疑
問
が
浮
か
ん
で
こ
よ
う
。
見
解
の
相
違
を
単
に
同
意
か
強
制
か
と
い
う
二
項
対
立
に
還
元
す
る
か
の

よ
う
な
姿
勢
に
は
、
研
究
者
の
間
か
ら
も
「
歴
史
の
矮
小
化
」
だ
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
筆
者
も
す
で
に
記
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る12

。

や
や
横
道
に
そ
れ
る
が
、
ル
ソ
ー
は
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
の
「
急
先
鋒
」
と
目
さ
れ
る
歴
史
家
で
あ
る13

。
そ
し
て
ペ
ロ
ン
ヌ
派
に
も
「
急

先
鋒
」
と
さ
れ
る
研
究
者
が
い
る
。
ク
リ
ス
ト
フ
・
プ
ロ
シ
ャ
ソ
ン
で
あ
る
。
学
問
的
追
究
を
は
み
出
す
か
の
よ
う
な
言
辞
も
表
明
さ

れ
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
そ
の
主
張
を
み
て
お
こ
う
。
い
わ
く
、
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
は
大
戦
と
は
ほ
と
ん
ど
関
係
な
い
こ
と
に
精
力
を
費

や
し
て
い
る
。
ペ
ロ
ン
ヌ
に
は
パ
リ
大
学
や
社
会
科
学
高
等
研
究
院
の
研
究
者
た
ち
が
集
う
の
だ
が
（
プ
ロ
シ
ャ
ソ
ン
自
身
、
社
会
科

学
高
等
研
究
院
に
ポ
ス
ト
を
も
つ
）、「
シ
ュ
マ
ン
デ
ダ
ム
の
人
た
ち
（les gens du "Chem

in des D
am

es"

）」（
彼
ら
を
こ
う
呼
ぼ
う
、

と
プ
ロ
シ
ャ
ソ
ン
は
書
い
て
い
る
）
は
公
式
の
歴
史
の
周
辺
に
い
て
、
現
場
か
ら
と
か
、
下
か
ら
の
記
憶
と
か
言
っ
て
い
る
。
使
っ
て

い
る
言
葉
を
み
て
も
、
喧
嘩
を
売
っ
て
い
る
だ
け
で
、
戦
う
た
め
に
集
ま
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
厳
し
い
言
い
方
を
す
れ
ば
、
科
学
的
極

左
（une espèce de gauchism

e scientifique

）
と
で
も
な
ろ
う
、
云

1々4

。

プ
ロ
シ
ャ
ソ
ン
が
指
摘
す
る
「
使
っ
て
い
る
言
葉
」
と
は
、
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
が
自
称
す
るCollectif

で
あ
る
。
こ
れ
は
草
の
根
運
動

の
団
体
の
よ
う
な
響
き
が
あ
る
言
葉
で
、
お
よ
そ
学
問
に
携
わ
る
者
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。
以
上
に
引
い
た

の
は
『
ル
・
モ
ン
ド
』
紙
に
引
用
さ
れ
た
文
章
で
、
プ
ロ
シ
ャ
ソ
ン
が
元
は
ど
の
よ
う
な
媒
体
に
書
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
か

な
り
感
情
的
な
面
も
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る15

。
一
方
的
に
ペ
ロ
ン
ヌ
の
研
究
者
が
そ
う
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
相
互
的
な

も
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
以
上
は
深
入
り
し
な
い
が
、
一
部
で
あ
れ
、
関
わ
る
研
究
者
自
身
の
感
情
が
昂
じ
て
い
る
こ
と
が
、
二
項
対
立
の



フランスにおける第一次世界大戦研究再訪　平野　千果子

（33）394

認
識
を
外
部
の
者
に
も
強
く
印
象
づ
け
る
結
果
を
招
い
た
の
で
は
な
い
か16

。

そ
れ
で
は
二
項
対
立
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
「
歴
史
の
矮
小
化
」
だ
と
し
て
、
さ
ら
に
何
が
論
点
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ペ
ロ
ン
ヌ

に
集
う
研
究
者
た
ち
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
が
「
文
化
」
だ
っ
た
の
は
知
ら
れ
て
い
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
ペ
ロ
ン
ヌ
派
の
主
張

を
大
ま
か
に
図
式
化
す
る
な
ら
ば
、
一
九
九
〇
年
代
前
後
の
独
仏
融
和
が
進
む
環
境
下
で
、
な
ぜ
兵
士
た
ち
は
長
期
に
わ
た
っ
て
戦
い

続
け
た
の
か
を
改
め
て
問
う
な
か
か
ら
、
兵
士
た
ち
が
戦
い
に
出
る
こ
と
に
「
同
意
」
し
て
い
た
、
と
い
う
答
え
が
導
き
出
さ
れ
た
。

そ
こ
に
戦
場
体
験
か
ら
「
戦
争
文
化
」
な
る
も
の
が
形
成
さ
れ
、
そ
う
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
心
情
（
敵
へ
の
憎
し
み
）
に
則
っ
て
戦

争
が
「
野
蛮
化
」
し
、
そ
れ
が
後
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
ひ
い
て
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
蛮
行
へ
と
引
き
継
が
れ
る
、
と
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

「
野
蛮
化
」
が
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
家
ジ
ョ
ー
ジ
・
モ
ッ
セ
に
よ
る
表
現
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い17

。
そ
こ
で
続
く
章
で
は
、
こ
れ

ら
の
論
点
を
順
に
た
ど
る
こ
と
と
す
る
。

二　

戦
争
文
化
を
め
ぐ
っ
て

〔
１
〕
戦
争
文
化
と
い
う
概
念 

戦
争
文
化
に
つ
い
て
は
か
つ
て
拙
稿
で
も
記
し
た
し
、
す
で
に
周
知
の
こ
と
と
は
い
え
、
ま
ず
は
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
。
こ
の

言
葉
を
最
初
に
使
っ
た
の
は
、
ペ
ロ
ン
ヌ
派
で
先
に
も
言
及
し
た
ス
テ
フ
ァ
ン
・
オ
ド
ワ
ン=

ル
ゾ
ー
と
、
ア
ネ
ッ
ト
・
ベ
ケ
ー
ル
で

あ
る18

。
彼
ら
は
、
兵
士
た
ち
が
愛
国
心
か
ら
戦
い
に
「
同
意
」
し
「
敵
へ
の
憎
し
み
」
を
も
っ
て
凄
惨
な
暴
力
を
伴
う
戦
争
を
遂
行
し

た
と
の
立
場
に
立
つ
が
、
こ
こ
で
い
う
兵
士
に
は
ご
く
普
通
の
一
般
市
民
も
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
前
線
の
兵
士
と
銃
後
の
市
民
の

い
ず
れ
も
が
こ
の
種
の
感
情
を
共
有
し
、
暴
力
を
容
認
し
て
積
極
的
に
戦
争
に
加
担
し
た
と
す
る
。
著
者
た
ち
は
、
そ
う
し
た
機
運
を
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社
会
全
体
に
共
有
さ
せ
、
い
わ
ば
前
線
と
銃
後
を
つ
な
い
で
戦
争
の
継
続
を
可
能
に
し
た
も
の
と
し
て
「
戦
争
文
化
」
と
い
う
概
念
を

提
示
し
た
。
そ
れ
は
言
う
な
れ
ば
、
当
時
の
人
び
と
が
作
り
上
げ
た
、
戦
争
に
関
す
る
諸
々
の
表
象
の
場
あ
る
い
は
領
域
の
こ
と
で
、

戦
中
だ
け
で
は
な
く
戦
後
に
も
力
を
も
ち
続
け
た
の
だ
と
い
う
。

ベ
ケ
ー
ル
と
ク
ル
マ
イ
ヒ
の
共
著
で
は
、「
信
念
や
行
動
は
多
様
か
つ
複
雑
だ
が
、
何
年
に
も
わ
た
る
戦
争
の
継
続
を
支
え
つ
つ
生

き
て
い
く
た
め
に
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
を
示
す
も
の
」
と
さ
れ
る
。
そ
れ
も
最
終
的
に
は
「
敵
へ
の
憎
し
み
」
と

い
う
言
葉
に
収
斂
さ
せ
て
い
る
。
共
著
で
は
、
こ
の
概
念
は
近
年
の
研
究
に
お
い
て
「
定
着
し
た
」
と
記
し
て
い
る19

。

確
か
に
戦
争
文
化
は
、「
文
化
」
と
い
う
言
葉
の
親
し
み
や
す
さ
も
あ
っ
て
か
、
日
本
で
も
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ

言
葉
が
身
近
な
分
、
や
や
安
易
に
用
い
ら
れ
て
い
る
感
が
し
な
い
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
概
念
へ
の
批
判
が
日
本
で
は
読
み

落
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
と
背
中
合
わ
せ
の
も
の
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
批
判
を
少
し
追
っ
て
み
た
い
。

〔
２
〕
戦
争
文
化
概
念
誕
生
の
系
譜

手
掛
か
り
と
し
て
、
こ
の
概
念
を
批
判
し
た
歴
史
家
た
ち
に
よ
る
二
〇
〇
四
年
刊
行
の
論
文
を
取
り
上
げ
よ
う
。
既
出
の
オ
フ
ェ
ン

ス
タ
ッ
ト
、
ル
ソ
ー
な
ど
、
四
名
の
研
究
者
に
よ
る
「
近
年
の
あ
る
概
念
に
つ
い
て

―
戦
争
文
化
」
と
い
う
小
論
で
あ
る20

。

著
者
た
ち
は
、
ま
ず
研
究
史
か
ら
説
き
起
こ
す
。
戦
争
文
化
を
提
唱
し
た
オ
ド
ワ
ン=

ル
ゾ
ー
は
ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
ベ
ケ
ー
ル

の
弟
子
、
一
方
の
ア
ネ
ッ
ト
は
ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
の
娘
で
あ
る
。
二
人
は
ペ
ロ
ン
ヌ
派
の
第
二
世
代
と
な
る
。
Ｊ-

Ｊ
・
ベ
ケ
ー
ル

は
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
関
係
史
の
先
駆
け
で
あ
る
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ヌ
ヴ
ァ
ン
の
弟
子
だ
っ
た
。
ル
ヌ
ヴ
ァ
ン
は
大
戦
経
験
者
で
、
シ
ュ

マ
ン
デ
ダ
ム
で
片
腕
を
失
っ
て
い
る
。
戦
後
は
政
府
か
ら
の
依
頼
で
開
戦
原
因
の
研
究
に
携
わ
り
、
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
主
要

な
原
因
が
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
側
に
も
責
任
を
求
め
る
立
場
（responsabilité 
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partagée

）
と
は
対
立
す
る
も
の
だ
っ
た
。

さ
ら
に
こ
の
戦
争
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
に
よ
る
多
く
の
手
紙
や
手
記
が
残
さ
れ
て
い
て
、
戦
後
は
そ
う
し
た
書
き
物
や
体
験
に
基

づ
く
小
説
な
ど
も
書
か
れ
、
兵
士
の
悲
惨
な
状
況
は
知
ら
れ
て
い
た
。
出
征
を
押
し
つ
け
ら
れ
た
「
犠
牲
者
と
し
て
の
兵
士
像
」
と
い

う
の
は
、
当
時
の
主
流
の
見
方
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ル
ヌ
ヴ
ァ
ン
は
と
い
え
ば
、
あ
る
時
期
ま
で
は
証
言
な
ど
に
も
関
心
を

も
た
ず
、
そ
う
し
た
解
釈
は
取
っ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
ア
ナ
ー
ル
派
の
影
響
も
あ
っ
て
、
ル
ヌ
ヴ
ァ
ン
は
「
深
層
諸
力
（forces profondes

）」
と
い
う
考
え
に
た
ど
り
着
く21

。
こ

の
概
念
自
体
は
受
容
さ
れ
て
は
い
か
な
い
が
、
心
性
史
の
視
角
か
ら
世
論
な
ど
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
伝
統
的
な
外
交

史
と
は
異
な
る
分
野
と
し
て
の
「
国
際
関
係
史
」
の
確
立
に
つ
な
が
っ
た
。
ル
ヌ
ヴ
ァ
ン
の
『
ド
イ
ツ
軍
敗
れ
た
り
』
を
訳
し
た
西
海

太
郎
は
、
ル
ヌ
ヴ
ァ
ン
は
外
交
・
軍
事
の
み
な
ら
ず
、
各
国
の
世
論
、
国
民
的
心
性
、
経
済
、
文
化
な
ど
の
諸
契
機
を
採
り
入
れ
た
と
し
、

国
際
関
係
史
は
文
明
史
と
切
り
離
せ
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
と
明
快
に
書
い
て
い
る22

。

そ
の
ル
ヌ
ヴ
ァ
ン
の
弟
子
で
あ
る
Ｊ-
Ｊ
・
ベ
ケ
ー
ル
は
労
働
運
動
の
研
究
か
ら
着
手
し
、
労
働
者
の
戦
争
へ
の
対
応
な
ど
を
分
析

し
た
博
士
論
文
「
フ
ラ
ン
ス
の
世
論
と
第
一
次
世
界
大
戦
の
初
期

―
一
九
一
四
年
春
か
ら
秋
」（
一
九
七
六
年
）
を
書
き
上
げ
た
。

こ
れ
は
翌
年
、『
一
九
一
四
年

―
フ
ラ
ン
ス
は
い
か
に
戦
争
に
入
っ
た
か
』と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
一
九
八
〇
年
に
は『
大

戦
の
な
か
の
フ
ラ
ン
ス
人
』
と
い
っ
た
書
物
も
世
に
問
う
た23

。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
大
戦
期
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
自
国
に
深
い
帰
属
意
識

（adhésion

）
を
も
ち
、
国
民
感
情
と
し
て
深
く
戦
争
に
「
同
意
」
し
て
い
た
と
み
る
。
そ
れ
は
ペ
ロ
ン
ヌ
派
の
い
わ
ゆ
る
「
同
意
」

に
つ
な
が
る
道
筋
で
も
あ
る
が
、
そ
の
要
因
は
人
び
と
の
「
文
化
」
に
あ
る
と
い
う
の
が
ベ
ケ
ー
ル
の
考
え
だ
っ
た
。

そ
れ
を
引
き
継
い
だ
の
が
、
オ
ド
ワ
ン=

ル
ゾ
ー
だ
と
上
記
の
共
著
論
文
は
い
う
。
し
か
し
オ
ド
ワ
ン=

ル
ゾ
ー
は
、
兵
士
の
証
言

は
採
用
し
な
い
。
そ
れ
は
「
記
憶
を
ゆ
が
め
る
」（déform

ation du souvenir
）
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
と
い
う
。
証
言
を
歴
史
研
究
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に
ど
う
採
り
入
れ
る
か
と
い
う
の
は
、今
日
で
も
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
オ
ド
ワ
ン=

ル
ゾ
ー
が
史
料
と
し
て
依
拠
し
た
の
は
、

塹
壕
の
新
聞
（
プ
レ
ス
）
で
あ
り
、
そ
れ
も
将
校
や
下
士
官
の
も
の
が
中
心
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
オ
ド
ワ
ン=

ル
ゾ
ー
は
そ
れ
ら
に
基

づ
き
な
が
ら
、
兵
士
全
体
に
つ
い
て
論
じ
た
の
だ
と
い
う
。「
戦
争
文
化
」
と
い
う
の
は
そ
う
し
た
研
究
の
な
か
か
ら
、
と
り
わ
け
「
国

民
感
情
」
を
表
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
後
に
ア
ネ
ッ
ト
・
ベ
ケ
ー
ル
と
と
も
に
こ
の
概
念
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
く
。

〔
３
〕
批
判

以
上
の
よ
う
な
系
譜
に
連
な
る
二
人
が
提
唱
し
た
戦
争
文
化
概
念
に
、
共
著
論
文
は
ど
の
よ
う
な
批
判
を
向
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

主
な
論
点
は
三
つ
あ
る
。
順
に
み
て
い
こ
う
。
第
一
に
、
単
数
で
文
化
を
語
る
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
る
。
文
化
は
担
い
手
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
差
が
あ
る
（discrim

ination claire

）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
単
数
で
表
現
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
人
が
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う24

。

そ
も
そ
も
戦
争
文
化
を
形
作
る
表
象
は
、
普
遍
的
だ
っ
た
と
は
断
言
し
が
た
い
。
著
者
た
ち
は
、
戦
争
文
化
の
元
と
な
る
は
ず
の
戦

争
体
験
と
い
っ
て
も
、
前
線
と
後
方
に
違
い
が
あ
る
こ
と
は
理
解
さ
れ
る
と
し
つ
つ
、
前
出
の
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
プ
ロ
が
、
オ
ド
ワ
ン

=

ル
ゾ
ー
と
Ａ
・
ベ
ケ
ー
ル
の
共
編
著
『
戦
争
を
再
発
見
す
る
』
で
引
用
さ
れ
る
証
言
は
、
前
線
よ
り
は
後
方
の
も
の
だ
と
指
摘
し
て

い
る
点
に
注
意
を
促
す25

。
つ
ま
り
引
用
さ
れ
る
証
言
は
、
市
民
に
は
該
当
し
て
も
兵
士
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
共
著

論
文
は
、
そ
れ
を
一
緒
く
た
に
単
数
で
語
る
こ
と
へ
の
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
証
言
の
多
く
は
実
は
知
識
人
の
も

の
で
あ
る
上
に
、
証
言
に
つ
い
て
の
史
料
批
判
も
乏
し
い
の
だ
と
い
う
。
オ
ド
ワ
ン=

ル
ゾ
ー
が
、
士
官
の
史
料
に
依
拠
し
て
兵
士
全

体
に
関
し
て
論
じ
た
と
い
う
指
摘
が
想
起
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

批
判
の
二
点
目
は
、
戦
争
文
化
が
戦
争
の
初
期
か
ら
あ
っ
た
と
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。
文
化
な
る
も
の
が
さ
ほ
ど
短
期
間
に
形
成
さ
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れ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
だ
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
著
者
た
ち
は
、「
文
化
」
と
い
う
言
葉
の
文
化
人
類
学
的
な
使
用
に
つ
い
て
、

時
間
を
考
慮
し
て
い
な
い
点
、
つ
ま
り
社
会
の
進
展
や
そ
れ
が
現
れ
る
事
件
な
ど
へ
の
配
慮
が
少
な
い
点
で
批
判
が
あ
る
と
し
、
そ
れ

か
ら
す
れ
ば
、
大
戦
と
い
う
大
き
な
出
来
事
を
「
文
化
」
と
い
う
言
葉
で
考
え
る
こ
と
自
体
が
困
難
で
あ
る
と
述
べ
る
。
オ
ド
ワ
ン=

ル
ゾ
ー
は
、
戦
争
文
化
の
根
は
前
の
世
紀
に
あ
る
と
す
る
も
の
の
、
そ
の
遡
る
時
期
の
分
析
が
な
い
こ
と
も
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
言

う
な
れ
ば
、
戦
争
文
化
は
過
程
を
経
ず
に
形
成
さ
れ
、
か
つ
固
定
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
こ
の

戦
争
文
化
が
拡
大
し
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
を
、
読
者
は
知
り
た
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
第
二
の
論
点
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
ベ
ケ
ー
ル
と
ク
ル
マ
イ
ヒ
の
共
著
を
み
て
も
、「
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
よ
っ
て
「
戦
争
文
化
」
が
創
り

出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、「
戦
争
文
化
」
が
す
で
に
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
」26

と
述
べ
て
お
り
、
や
は
り
形
成
過
程

が
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
。

戦
争
文
化
と
い
う
概
念
に
納
得
し
な
い
歴
史
家
か
ら
、「
平
和
文
化
（culture de paix

）」
が
考
え
ら
れ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
こ

と
に
も
言
及
さ
れ
る
。
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
敵
と
同
じ
運
命
を
共
に
し
て
い
る
と
い
う
感
情
が
生
ま
れ
て
い
た
り
、
負

傷
者
を
互
い
に
手
当
て
し
あ
う
と
い
っ
た
行
為
で
あ
る
。
著
者
た
ち
は
、塹
壕
の
な
か
に
も
「
平
時
の
社
会
的
結
合
関
係
（sociabilités 

du tem
ps de paix

）」
が
継
続
し
て
い
る
状
況
だ
と
表
現
し
て
い
る27

。

批
判
の
三
点
目
は
、
そ
も
そ
も
文
化
が
説
明
す
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
概
念
を
提
唱
し
た
二
人
の
歴
史
家
は
、
文
化
が

戦
い
を
形
作
り
説
明
す
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
文
化
そ
の
も
の
を
説
明
し
分
析
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

問
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
文
化
と
は
決
定
す
る
も
の
（déterm

ination
）
と
い
う
よ
り
は
条
件
（condition

）
で
あ
っ
て
、
文
化
自
身

が
説
明
要
素
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
、
文
化
と
は
社
会
全
体
を
動
か
し
う
る
よ
う
な
堅
固
で
厳
格
な
（rigide

）
も
の
な
の
か
、
と
い

う
問
い
を
共
著
論
文
は
投
げ
か
け
て
い
る28

。
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「
文
化
」
は
あ
ま
り
に
身
近
な
言
葉
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
戦
争
文
化
」
も
さ
し
て
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
面
が
あ
る
だ
ろ
う
。

前
述
の
よ
う
に
、
今
日
で
は
広
汎
に
使
わ
れ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
オ
ド
ワ
ン=

ル
ゾ
ー
は
、
こ
の
言
葉
は
い
ま
や
、
ピ
エ
ー
ル
・
ノ

ラ
の
「
記
憶
の
場
」、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ュ
レ
の
「（
歴
史
の
）
逸
脱
」、
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
エ
リ
ア
ス
の
「
文
明
化
の
過
程
」
同
様
、
一

般
名
詞
に
な
っ
た
と
ま
で
述
べ
て
い
る29

。
実
際
、「
戦
争
文
化
」
は
一
般
向
け
の
概
説
書
に
お
い
て
も
積
極
的
に
使
わ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る30

。

共
著
論
文
の
著
者
た
ち
が
投
げ
か
け
る
問
い
は
、
身
近
な
言
葉
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
逆
に
多
く
の
問
い
を
宙
吊
り
に
す
る
の
で
は
な

い
か
、
換
言
す
れ
ば
、
な
じ
み
の
良
さ
か
ら
内
容
を
吟
味
し
な
く
て
も
使
え
て
し
ま
う
言
葉
で
あ
る
だ
け
に
、
現
実
は
も
っ
と
複
雑
な

の
で
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
未
見
だ
が
、
後
に
な
っ
て
オ
ド
ワ
ン=

ル
ゾ
ー
自
身
が
そ
う
し
た
点
を
一
部
認
め
て

い
る
と
も
い
う31

。

そ
れ
で
は
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
の
批
判
に
対
し
、
ペ
ロ
ン
ヌ
派
は
ど
う
応
答
し
た
の
か
、
双
方
の
間
に
議
論
や
交
流
は
あ
っ
た
の
か
。
こ

う
し
た
点
に
つ
い
て
、
次
に
当
事
者
同
士
の
声
を
聴
く
こ
と
と
し
よ
う
。

三　

文
化
史
と
社
会
史

―
ラ
ジ
オ
討
論
か
ら

〔
１
〕
対
話

第
一
次
世
界
大
戦
の
開
戦
百
周
年
を
前
に
し
た
二
〇
一
三
年
一
月
一
七
日
、
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ジ
オ
局
、
フ
ラ
ン
ス
・
ラ
ジ
オ
で
、
オ

ド
ワ
ン=

ル
ゾ
ー
と
オ
フ
ェ
ン
ス
タ
ッ
ト
の
討
論
番
組
が
放
送
さ
れ
た32

。
両
者
と
も
に
ペ
ロ
ン
ヌ
派
と
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
を
代
表
す
る
歴

史
家
で
、
生
年
は
そ
れ
ぞ
れ
一
九
五
五
年
と
一
九
六
七
年
。
一
回
り
違
う
も
の
の
、
ほ
ぼ
同
世
代
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
（
以
下
、
本



フランスにおける第一次世界大戦研究再訪　平野　千果子

（39）388

章
の
討
論
部
分
に
関
し
て
は
、
オ
ド
ワ
ン=

ル
ゾ
ー
は
Ａ
、
オ
フ
ェ
ン
ス
タ
ッ
ト
は
Ｏ
と
略
記
す
る
）。
こ
の
対
談
は
活
字
に
な
っ
て

い
な
い
の
で
目
に
触
れ
に
く
い
が
、
き
わ
め
て
重
要
な
論
点
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
述
べ
る
べ
き
は
、
討
論
の
冒
頭
か
ら
二
人
が
両
派
の
対
立
、
二
つ
の
学
派
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
と
言
明
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
Ａ
は
、
学
派
が
あ
る
な
ら
そ
の
な
か
に
均
質
性
（hom

ogénéité

）
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
自
分
た
ち
に
つ
い
て
は
そ
う
で
は
な

い
と
述
べ
た
。
片
や
Ｏ
は
、
ペ
ロ
ン
ヌ
派
と
一
括
さ
れ
る
歴
史
家
の
間
に
「
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
」
は
あ
っ
た
と
言
え
る
と
し
た
。

こ
の
点
か
ら
興
味
深
い
の
は
、
銃
殺
の
問
題
を
扱
っ
た
Ｏ
の
一
九
九
九
年
の
著
書
に
対
し
て
、
Ｊ-

Ｊ
・
ベ
ケ
ー
ル
が
『
ア
ナ
ー
ル
』

誌
の
書
評
欄
で
酷
評
し
た
こ
と
で
あ
る33

。
い
わ
く
、
六
〇
〇
人
の
処
刑
は
多
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
四
〇
万
の
死
者
の
な
か
で
は
ご

く
わ
ず
か
で
、
彼
ら
の
記
憶
に
関
す
る
記
述
に
も
根
拠
が
な
い
、
処
刑
が
見
せ
し
め
だ
っ
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
よ

う
な
も
の
は
な
か
っ
た
、
な
ど
と
断
定
し
て
い
る
。
ま
た
元
々
Ｏ
は
中
世
史
家
な
の
だ
が
、
ベ
ケ
ー
ル
は
そ
れ
ゆ
え
彼
が
現
代
史
研
究

に
お
い
て
世
論
な
ど
を
ど
う
扱
う
べ
き
か
、
方
法
論
を
身
に
着
け
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
と
も
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
は
、
こ
の
本

が
面
白
く
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
タ
イ
ト
ル
と
ず
れ
た
内
容
で
あ
る
の
が
残
念
だ
と
結
ん
だ
。
ち
な
み
に
ベ
ケ
ー
ル
は
一
九
二
八
年
生

ま
れ
で
、
も
ち
ろ
ん
す
で
に
地
位
あ
る
歴
史
家
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
Ｏ
は
刊
行
当
時
ま
だ
三
〇
代
の
若
手
だ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
を
思
い
起
こ
す
の
も
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。

他
方
、
Ａ
は
と
い
え
ば
、
戦
争
文
化
を
扱
っ
た
論
文
で
も
Ｏ
の
著
作
を
注
に
掲
げ
て
注
目
し
て
い
た
し34

、
ラ
ジ
オ
討
論
で
も
、
Ｏ
の

仕
事
は
当
初
、
好
意
的
に
受
け
と
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
自
分
は
共
感
し
て
い
た
と
し
て
そ
の
重
要
性
に
言
及
し
た
。
ベ
ケ
ー
ル
と
は

異
な
る
評
価
か
ら
は
、
Ｏ
が
言
う
ペ
ロ
ン
ヌ
派
の
間
に
あ
っ
た
「
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
」
の
一
端
が
う
か
が
え
よ
う
。
関
連
し
て
Ａ
は
、

歴
史
研
究
に
は
つ
ね
に
異
な
る
「
立
ち
位
置
（position

）」
が
あ
る
と
述
べ
、
そ
れ
が
過
大
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
と
表
現
し
て
も
い
る
。

拙
稿
に
も
記
し
た
こ
と
だ
が
、
か
つ
て
筆
者
は
両
派
の
対
立
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
た
二
〇
〇
八
年
一
月
に
、
両
派
を
招
い
た
ラ
ウ
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ン
ド
テ
ー
ブ
ル
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
る
。
何
が
争
点
な
の
か
を
当
事
者
た
ち
に
直
接
語
っ
て
も
ら
う
と
い
う
趣
旨
で
、
ペ
ロ
ン
ヌ
派

か
ら
は
ベ
ケ
ー
ル
と
ク
ル
マ
イ
ヒ
、
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
か
ら
は
Ｏ
と
バ
ッ
ク
と
い
う
豪
華
な
顔
ぶ
れ
だ
っ
た
。
し
か
し
互
い
に
挨
拶
も
交

わ
さ
ず
に
始
ま
っ
た
な
か
で
、
双
方
が
終
始
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
を
述
べ
立
て
る
と
い
っ
た
調
子
で
進
み
、
議
論
と
は
言
え
な
い
ま
ま
終

了
時
刻
と
な
っ
た35

。

と
げ
と
げ
し
い
雰
囲
気
の
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
こ
の
ラ
ジ
オ
討
論
か
ら
は
、
対
立
す
る
二
派
の
討
論
と
い
う
も

の
と
は
、
か
な
り
異
な
る
感
を
も
た
さ
れ
る
。
歴
史
家
の
「
立
ち
位
置
」
と
い
う
表
現
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
は
視
角
を
異
に

す
る
研
究
者
二
名
の
、
あ
り
う
べ
き
対
話
と
捉
え
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
Ａ
が
来
日
の
際
に
、
両
派
の
対
立
は
存
在
し
え
な
い
、

二
項
対
立
で
は
説
明
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
た
と
言
っ
た
の
に
は
（
剣
持
①
）、
お
そ
ら
く
こ
の
ラ
ジ

オ
討
論
の
経
験
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

同
時
に
興
味
深
い
の
は
、
互
い
の
主
張
を
そ
れ
ぞ
れ
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
読
ん
で
は
き
た
も
の
の
、
両
派
の
間
で
直
接
の
議
論
や
意

見
交
換
は
な
か
っ
た
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
口
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
活
発
な
論
争
を
展
開
」（
剣
持
①
）
す
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
に
、

し
か
し
双
方
が
違
い
を
認
識
し
た
う
え
で
研
究
を
発
表
し
、
双
方
が
そ
れ
ぞ
れ
を
咀
嚼
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
以
上
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
ペ
ロ
ン
ヌ
派
、
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
と
お
よ
そ
呼
べ
る
グ
ル
ー
プ
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
な
か
は

当
初
か
ら
一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
る
意
味
、
ル
ソ
ー
が
二
〇
〇
三
年
の
増
補
版
で
述
べ
て
い
た
こ
と
が
、
こ

の
と
き
の
二
人
の
討
論
で
よ
う
や
く
確
認
さ
れ
た
よ
う
な
感
も
も
つ
。
ち
な
み
に
Ａ
は
、
い
ま
や
自
身
が
属
す
第
二
世
代
だ
け
で
な
く
、

間
も
な
く
第
三
世
代
の
若
手
研
究
者
が
活
躍
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
こ
ん
な
対
立
が
あ
る
な
ど
と
い
う
の
は
、
馬
鹿
に
し
た
話
だ

と
語
気
を
強
め
た
。
い
つ
ま
で
も
「
同
意
と
強
制
」
と
い
う
言
葉
に
押
し
込
め
ら
れ
る
こ
と
に
、
さ
ぞ
う
ん
ざ
り
し
て
い
た
様
子
が
伝

わ
る
場
面
だ
っ
た
。
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〔
２
〕
論
点

こ
の
ラ
ジ
オ
討
論
は
、
二
章
で
紹
介
し
た
批
判
の
共
著
論
文
に
直
接
呼
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
く
つ
か
示
唆
的
な
論
点

が
あ
っ
た
。
以
下
で
は
三
点
に
絞
っ
て
そ
れ
ら
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

第
一
に
、
過
大
に
語
ら
れ
て
き
た
同
意
と
強
制
に
つ
い
て
で
あ
る
。
Ａ
は
「
同
意
」
と
い
う
な
か
に
は
、
そ
の
他
の
選
択
肢
が
な
く
、

戦
い
に
行
か
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
状
況
も
含
め
て
い
る
と
発
言
し
た
。
既
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
ル
ソ
ー
が
ペ
ロ
ン
ヌ
派
へ
の
批
判

の
な
か
で
す
で
に
述
べ
て
い
た
点
で
あ
る
。
Ａ
は
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
か
ら
の
批
判
を
検
証
す
る
な
か
で
、
こ
う
し
た
表
現
を
取
り
入
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
ど
う
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
Ａ
の
こ
う
し
た
発
言
も
、
ペ
ロ
ン
ヌ
派
と
一
括
さ
れ
る
な
か
に
均
質
性
が
あ

る
わ
け
で
は
な
く
、
Ｏ
の
言
う
よ
う
に
、
論
者
の
間
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
が
あ
る
こ
と
を
表
す
も
の
に
思
わ
れ
る
。
二
〇
一
六
年
（
に

ラ
ジ
オ
討
論
よ
り
後
の
時
期
に
あ
た
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
）
来
日
し
た
ク
ル
マ
イ
ヒ
は
、
や
は
り
最
後
に
は
「
同
意
」
を
強
調
し
て

い
た
と
い
う
報
告
が
あ
る36

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

第
二
に
左
右
の
問
題
で
あ
る
。
Ｊ-
Ｊ
・
ベ
ケ
ー
ル
は
オ
フ
ェ
ン
ス
タ
ッ
ト
の
書
評
の
な
か
で
、
彼
の
著
作
は
人
権
同
盟
の
書
き
物

や
左
翼
の
、
あ
る
い
は
平
和
主
義
者
の
書
き
物
に
依
拠
し
て
い
る
だ
け
で
、
左
翼
の
歴
史
で
す
ら
な
い
、
と
切
っ
て
捨
て
て
い
る
。
そ

れ
に
直
接
呼
応
す
る
も
の
で
な
い
と
は
い
え
、
ラ
ジ
オ
討
論
で
も
左
右
は
話
題
に
な
っ
た
。

Ａ
は
、
同
意
派
は
右
、
Ｏ
の
側
は
左
と
認
識
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
上
で
、
こ
う
い
う
左
右
の
読
み
は
絶
対
的
に
拒
絶
す
る
と
、

強
い
言
葉
を
使
っ
た
。
銃
殺
さ
れ
た
兵
士
の
件
は
、
右
と
か
左
と
か
で
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
Ｏ
の
銃
殺
刑

の
仕
事
に
同
意
す
る
と
発
言
し
た
の
は
、
こ
の
話
題
の
と
き
で
あ
る
。
ま
た
銃
殺
さ
れ
た
兵
士
た
ち
は
、
戦
い
を
放
棄
し
て
祖
国
に
貢

献
し
な
か
っ
た
と
み
な
さ
れ
て
、
大
戦
の
死
者
の
記
念
碑
に
名
前
を
刻
ま
れ
る
こ
と
も
な
い
存
在
だ
が
、
Ｏ
や
バ
ッ
ク
の
仕
事
の
延
長

に
は
、
彼
ら
も
そ
こ
に
含
め
る
べ
き
だ
と
の
考
え
が
あ
る
。
Ａ
は
、
彼
ら
を
国
民
の
記
憶
（com

m
ém

oration

コ
メ
モ
ラ
シ
オ
ン
）
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に
含
め
る
こ
と
に
も
、
全
面
的
な
同
意
を
表
明
し
た
。

対
し
て
Ｏ
は
、
自
著
は
正
義
を
論
じ
た
と
受
け
取
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
自
分
の
意
図
と
は
違
う
、
自
分
の
書
物
は
歴
史
書
だ
と
述
べ

た37

。
加
え
て
銃
殺
刑
を
め
ぐ
っ
て
は
、
各
地
で
保
守
・
右
派
の
政
治
家
も
活
動
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
や
は
り
左
右
の
問
題
と
し
て
論

じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。

Ａ
は
、
Ｏ
が
進
歩
派
（progressiste

）
と
み
な
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
自
身
が
保
守
（conservateur

）
に
分
類
さ
れ
る
の
が
不

満
な
よ
う
で
、
苦
笑
し
つ
つ
自
嘲
す
る
よ
う
な
物
言
い
を
す
る
な
ど
、
和
や
か
な
雰
囲
気
も
あ
っ
た
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
こ
う
。

〔
３
〕
文
化
史
と
社
会
史

第
三
に
、「
文
化
史
」「
社
会
史
」
と
い
う
区
分
け
で
あ
る
。
従
来
も
こ
の
両
派
に
言
及
さ
れ
る
際
、
こ
の
区
分
け
が
語
ら
れ
て
き
た
。

ル
ナ
ウ
ー
ル
な
ど
は
、
早
く
に
そ
う
し
た
表
現
を
し
た
一
人
で
あ
る38

。
た
だ
し
ラ
ジ
オ
討
論
か
ら
は
、
こ
の
点
は
他
の
項
目
と
並
列
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、双
方
が
き
わ
め
て
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ
た
。
同
時
に
、相
違
が
最
も
際
立
っ
た
点
で
も
あ
っ
た
。
Ｏ
は
、

そ
れ
こ
そ
が
「
決
定
的
な
問
題
（une question cruciale

）」
だ
と
発
言
し
て
い
る
。
最
後
に
や
や
長
く
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

述
べ
て
い
き
た
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
ペ
ロ
ン
ヌ
派
は
文
化
に
注
視
し
て
お
り
、
Ａ
は
以
下
の
よ
う
な
主
張
を
し
た
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
な

側
面
を
重
視
す
る
の
は
正
し
い
こ
と
だ
が
、
同
時
に
文
化
史
は
社
会
と
切
り
離
さ
れ
て
（déconnectée

）
は
い
な
い
。
人
び
と
の
間

に
社
会
階
層
の
相
違
や
地
域
ご
と
の
差
異
が
あ
る
と
し
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
表
象
の
歴
史
と
い
う
視
角
で
見
る
と
き
、
戦
争
と
い

う
生
死
の
か
か
る
根
源
的
な
体
験
は
、
人
び
と
を
均
質
化
す
る
（hom

ogénéiser
）
性
質
が
あ
る
し
、
そ
の
後
の
人
生
に
も
大
き
な
影

響
を
残
す
の
だ
と
い
う
。
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そ
れ
に
対
し
て
Ｏ
は
、
自
身
は
銃
殺
刑
を
扱
っ
た
が
、
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
の
ル
ソ
ー
、
あ
る
い
は
ア
ン
ド
レ
・
ル
ー
ズ
の
研
究
が
、
戦

時
の
兵
士
の
あ
り
よ
う
に
社
会
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
彼
ら
が
兵
士
の
証
言
の
収
集
・
紹
介
に
精
力

を
費
や
し
て
き
た
面
を
強
調
し
た
。
ペ
ロ
ン
ヌ
派
が
扱
っ
た
史
料
は
、
将
校
レ
ベ
ル
な
ど
上
層
の
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
は
、
改
め
て

想
起
さ
れ
る39

。

ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
で
最
も
活
発
に
公
刊
し
て
い
る
一
人
と
し
て
は
、
レ
ミ
ー
・
キ
ャ
ザ
ル
の
名
を
あ
げ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ル
ソ
ー
と
共

編
の
『
一
四
～
一
八
年

―
あ
る
世
代
の
叫
び
』（
二
〇
〇
一
）、
キ
ャ
ザ
ル
自
身
の
編
ん
だ
『
大
戦
を
め
ぐ
る
五
〇
〇
人
の
証
言
』

（
二
〇
一
三
）、
ア
ン
ド
レ
・
ル
ー
ズ
と
共
編
の
『
一
四
～
一
八
年

―
塹
壕
で
生
き
る
こ
と
と
死
ぬ
こ
と
』（
二
〇
二
一
）
な
ど
、
多

く
の
書
物
に
か
か
わ
っ
て
い
る40

。

ま
た
Ｏ
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
百
周
年
を
前
に
し
た
二
〇
一
三
年
に
は
、
自
身
と
ル
ー
ズ
の
共
編
で
『
大
戦

―
百
周
年
の
手
帳
』

が
刊
行
さ
れ
て
い
る41

。
図
版
や
写
真
、
語
彙
説
明
が
豊
富
で
、「
記
憶
」
と
題
し
た
章
で
は
長
期
の
ス
パ
ン
で
の
記
述
が
あ
る
。
ク
ラ

オ
ン
ヌ
派
の
特
徴
が
表
れ
た
一
冊
と
み
え
る
。
百
周
年
の
行
事
に
両
派
か
ら
協
力
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
研
究
の
視
角
が
同
じ
に
な
っ
た

こ
と
を
意
味
し
な
い
の
は
、
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

と
こ
ろ
で
Ａ
の
言
う
よ
う
に
、
戦
争
に
相
違
を
乗
り
越
え
る
面
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
然
に
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
考
え

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
拙
稿
で
す
で
に
論
じ
た
こ
と
だ
が
、重
複
を
い
と
わ
ず
少
し
補
足
し
て
み
た
い
。
ペ
ロ
ン
ヌ
派
の
Ｊ-

Ｊ
・
ベ
ケ
ー

ル
は
、
国
民
統
合
と
い
う
観
点
か
ら
大
戦
期
に
お
け
る
愛
国
心
を
強
調
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
の
立
ち
位
置
は
、

二
〇
一
〇
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
書
に
読
み
取
れ
る
。
キ
ャ
ザ
ル
や
ル
ー
ズ
が
編
集
し
た
『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
動
揺
、

一
九
一
四
～
一
九
一
八
年

―
戦
争
の
試
練
に
さ
ら
さ
れ
る
社
会
的
・
国
民
的
帰
属
』（
二
〇
一
一
）
で
あ
る42

。
本
論
集
は
、
戦
争
に

か
か
わ
っ
た
人
び
と
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
っ
て
、
前
線
と
銃
後
を
問
わ
ず
、
社
会
階
層
、
出
身
（
フ
ラ
ン
ス
の
諸
地
方
や
ヨ
ー
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ロ
ッ
パ
各
地
、
ア
メ
リ
カ
先
住
民
）、
あ
る
い
は
職
業
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
な
ど
か
ら
分
析
し
た
も
の
で
、
国
家
を
単
位
と
す
る
戦
争
に
お

い
て
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
言
う
「
想
像
の
共
同
体
」
を
モ
デ
ル
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
強
烈

に
感
じ
ら
れ
る
点
を
確
認
す
る
一
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
る
位
相
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
つ

ね
に
緊
張
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
が
長
引
く
戦
争
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
に
回
収
さ
れ
な
い
部
分
に
着
目
し
て
い
る
。
拙
稿
の
引
用
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

本
書
の
よ
う
な
作
業
は
、
国
民
国
家
の
完
成
と
い
っ
た
あ
る
種
の
予
定
調
和
的
な
語
り
で
は
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
さ
ま
ざ

ま
な
偏
差
を
、
戦
争
の
時
代
を
通
し
て
読
み
解
く
具
体
的
な
挑
戦
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
向
か
う
方
向
性
は
ペ
ロ
ン
ヌ
派
と
正
反
対

に
み
え
る
が
、
こ
う
し
た
読
解
が
単
に
国
民
統
合
の
物
語
を
相
対
化
す
る
も
の
だ
と
は
、
必
ず
し
も
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
一
枚

岩
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
捉
え
方
に
異
議
を
は
さ
み
つ
つ
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
重
層
的
に
織
り
な
さ
れ

る
も
の
だ
と
い
う
認
識
の
下
に
、
異
な
る
位
相
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
で
、「
国
民
」
と
い
う
も
の
の
奥

行
き
を
深
め
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
す
れ
ば
、
仮
に
兵
士
が
戦
い
続
け
た
の
は
な
ぜ

か
を
問
う
に
し
て
も
、
国
民
感
情
が
広
汎
に
根
づ
い
た
こ
と
を
前
提
に
問
題
化
す
る
と
い
う
方
法
そ
の
も
の
が
、
再
考
に
付
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う43

。

こ
う
し
た
点
に
関
連
づ
け
て
理
解
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ラ
ジ
オ
討
論
で
Ｏ
が
高
く
評
価
し
た
の
が
、
ニ
コ
ラ
・
マ
リ
オ
の
研
究

で
あ
る
。
言
及
さ
れ
た
の
は
二
〇
〇
三
年
の
論
文44

だ
が
、
そ
れ
を
含
め
て
マ
リ
オ
は
そ
の
後
、『
塹
壕
で
一
体
と
な
る

―
一
九
一
四

～
一
九
一
八
年
』（
二
〇
一
三
）
を
上
梓
し
て
い
る45

。
こ
こ
で
は
そ
ち
ら
を
参
照
し
た
い
。
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そ
れ
に
よ
れ
ば
、
戦
争
に
お
い
て
は
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
相
違
を
超
え
て
、
戦
っ
た
者
の
間
に
連
帯
感
が
生
ま
れ
、
相
違
が
均
質

化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
知
識
人
た
ち
の
書
き
物
で
も
、
こ
の
戦
争
で
普
段
は
接
点
の
な
い
労
働
者
階
級
の
人
び
と
、
す
な
わ

ち
社
会
階
層
や
経
済
状
況
、
あ
る
い
は
生
活
環
境
や
文
化
が
違
う
民
衆
層
（classe populaire

）
と
出
会
い
、
同
胞
と
し
て
一
体
感
を

共
有
し
た
と
い
う
側
面
に
注
目
さ
れ
て
き
た
。
マ
リ
オ
が
言
及
す
る
う
ち
、
日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
名
前
を
あ
げ
る
な
ら
、
ア

ン
リ
・
バ
ル
ビ
ュ
ス
、
ロ
ラ
ン
・
ド
ル
ジ
ュ
レ
ス
、
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
、
ア
ラ
ン
・
デ
ュ
ア
メ
ル
あ
た
り
だ
ろ
う
か
。
Ａ
の
見
解
は

そ
れ
に
沿
う
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
マ
リ
オ
は
異
な
る
側
面
に
注
目
す
る
。
同
じ
著
者
た
ち
の
書
き
物
か
ら
、
当
時
の
社
会
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
前
線
に
お
い
て

温
存
さ
れ
維
持
さ
れ
る
（perpétuation

）
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
が
ま
た
読
み
取
れ
る
、
と
い
う
の
が
マ
リ
オ
の
主
張
で
あ
る
。
つ
ま

り
異
な
る
社
会
層
に
属
す
る
人
び
と
の
間
に
相
互
浸
透
が
起
き
た
り
、
る
つ
ぼ
に
溶
け
込
む
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
り
し
た
の
で
は
な

い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
社
会
的
相
違
が
凝
縮
さ
れ
、
感
情
の
面
で
も
そ
う
し
た
様
相
が
明
確
に
浮
か
び
上
が
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る46

。

言
葉
を
換
え
れ
ば
、
Ａ
を
含
め
、
ペ
ロ
ン
ヌ
派
が
上
層
部
の
者
の
史
料
に
依
拠
し
て
い
た
の
に
対
し
、
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
は
兵
士
た
ち

の
証
言
を
重
視
し
て
き
た
と
本
稿
で
も
述
べ
て
き
た
が
、
マ
リ
オ
は
上
層
の
者
と
一
般
の
兵
士
、
双
方
の
史
料
に
異
な
る
視
角
か
ら
目

配
り
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
違
が
む
し
ろ
強
化
さ
れ
て
い
る
側
面
を
読
み
取
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
観

察
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
二
人
の
相
違
が
明
確
に
な
っ
た
文
化
史
／
社
会
史
と
い
う
区
分
か
ら
再
考
す
る
な
ら
ば
、
同
意
か
強
制
か

と
い
う
の
が
い
か
に
表
層
的
な
捉
え
方
で
あ
る
か
、
十
二
分
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
が
お
よ
そ
紹
介
す
べ
き
主
要
な
論
点
だ
が
、
討
論
で
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
が
「
野
蛮
化
」
で

あ
る
。
次
章
で
は
こ
の
点
を
取
り
上
げ
る
が
、
ラ
ジ
オ
討
論
の
検
討
を
閉
じ
る
に
あ
た
り
、
Ａ
の
言
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。
彼
は
両

派
の
対
立
の
構
図
が
、
当
事
者
た
ち
の
実
際
の
考
え
と
は
離
れ
て
同
意
と
強
制
の
み
に
注
目
さ
れ
た
よ
う
な
状
況
を
嘆
き
つ
つ
、
書
物
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が
い
か
に
「
不
完
全
に
、
ま
た
部
分
的
に
し
か
（im

parfaitem
ent, partiellem

ent

）」
読
ま
れ
な
い
か
と
の
感
慨
を
口
に
し
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
時
と
場
所
を
問
わ
ず
、
多
少
と
も
研
究
者
が
普
遍
的
に
感
じ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
僭
越
な
が
ら
筆
者
も
ま
た

自
戒
し
つ
つ
、
感
慨
深
く
聞
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四　

野
蛮
化

〔
１
〕
野
蛮
化
に
関
す
る
研
究

そ
こ
で
野
蛮
化
だ
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
概
念
は
、
フ
ラ
ン
ス
史
に
お
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て

は
二
点
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
一
つ
は
ア
ネ
ッ
ト
・
ベ
ケ
ー
ル
の
『
第
一
次
世
界
大
戦
の
忘
れ
ら
れ
た
者
た
ち

―
人
道
主
義
と
戦
争

文
化
』（
一
九
九
八
）
で
あ
る47

。

序
文
で
ベ
ケ
ー
ル
は
、
モ
ッ
セ
の
「
野
蛮
化
」
に
つ
い
て
「
誰
も
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
し
て
、
こ
の
概
念
は
「
第
一

次
世
界
大
戦
を
理
解
す
る
の
に
あ
ま
り
に
決
定
的
（si décisif

）
だ
っ
た
」
と
述
べ
る48

。
そ
れ
を
語
る
た
め
に
、
本
書
は
忘
れ
ら
れ
た

者
た
ち
と
し
て
戦
争
捕
虜
と
ド
イ
ツ
に
占
領
さ
れ
た
地
域
の
住
民
に
焦
点
を
当
て
、
ま
ず
は
彼
ら
が
い
か
に
戦
禍
の
な
か
で
過
酷
な
状

況
に
お
か
れ
た
の
か
、
一
般
市
民
に
対
す
る
戦
争
の
暴
力
を
通
し
て
叙
述
す
る
。
次
い
で
そ
れ
ら
の
人
び
と
に
対
し
て
人
道
支
援
を
模

索
し
た
国
際
赤
十
字
委
員
会
（CICR

＝Com
ité international de la Croix-Rouge

）
の
活
動
を
た
ど
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
そ

う
し
た
人
道
支
援
に
は
限
界
が
あ
り
、
結
局
は
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
が
野
蛮
化
す
る
な
か
か
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦
／
ナ
チ
の
蛮
行

に
至
る
経
緯
を
描
き
、
野
蛮
化
を
免
れ
な
か
っ
た
状
況
を
描
い
て
い
る
。

本
書
の
副
題
に
あ
る
「
戦
争
文
化
」
を
明
確
に
説
明
す
る
箇
所
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
時
期
的
に
他
の
著
作
で
論
じ
た
ば
か
り
で
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あ
り
、
そ
れ
で
よ
し
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
戦
争
文
化
と
い
う
言
葉
を
打
ち
出
し
た
本
人
が
、
そ
の
概
念
を
基
に
野

蛮
化
に
い
た
る
側
面
を
た
ど
っ
た
書
と
な
っ
て
い
る
。
版
元
の
サ
イ
ト
に
は
、
モ
ッ
セ
が
提
起
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
野
蛮
化
と
い

う
概
念
に
、
具
体
的
な
形
を
与
え
る
書
物
だ
と
の
宣
伝
文
が
記
さ
れ
て
い
る49

。
第
一
次
世
界
大
戦
の
捕
虜
や
、
Ｃ
Ｉ
Ｃ
Ｒ
の
活
動
に
焦

点
を
当
て
た
の
は
新
し
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
先
駆
的
な
著
作
と
い
え
よ
う
。

た
だ
翌
年
に
出
さ
れ
た
書
評
は
、
や
や
辛
口
だ
っ
た
。
評
者
は
現
代
史
家
の
ジ
ャ
ン=

ク
ロ
ー
ド
・
フ
ァ
ル
シ
ー
で
あ
る50

。
法
制
史

が
専
門
の
よ
う
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
強
制
収
容
所
に
関
す
る
著
作
も
あ
る
。
フ
ァ
ル
シ
ー
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｃ
Ｒ
な
ど
の
分
析
を
評
価
し

つ
つ
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
捕
虜
の
境
遇
か
ら
ナ
チ
ズ
ム
の
死
の
収
容
所
へ
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
疑
義
を
唱
え
た
。
第
二
次
世
界
大

戦
の
ド
イ
ツ
占
領
期
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
若
者
を
強
制
的
に
ド
イ
ツ
で
の
労
働
に
送
り
出
し
た
「
強
制
労
働
徴
用
（Service du 

travail obligatoire

）」
が
知
ら
れ
て
い
る
。
フ
ァ
ル
シ
ー
は
、
そ
れ
と
比
較
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
す
る
。
要
す
る
に
、
第
一
次
世

界
大
戦
の
捕
虜
や
収
容
さ
れ
た
市
民
を
取
り
巻
く
暴
力
か
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
暴
力
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
の
説
明
が
不
十
分

だ
と
の
結
論
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
捕
虜
の
問
題
に
注
目
し
た
点
な
ど
、
別
の
評
価
は
あ
る
う
る
だ
ろ
う
が
、
本
来
の
趣
旨

で
あ
る
野
蛮
化
に
つ
い
て
は
、
Ａ
・
ベ
ケ
ー
ル
は
評
者
を
説
得
し
き
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

実
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
当
初
か
ら
、「
野
蛮
化
」
の
議
論
に
対
し
て
は
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
表
す
も
の
と
し
て
、

次
に
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
プ
ロ
の
論
文
、「
野
蛮
化
の
限
界

―
西
部
戦
線
で
殺
す
と
い
う
こ
と
、一
九
一
四
～
一
九
一
八
年
」（
二
〇
〇
四
）

に
移
る
こ
と
と
し
よ
う
。
ま
ず
プ
ロ
は
、
モ
ッ
セ
は
「
社
会
の
野
蛮
化
」
を
記
述
し
た
の
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
訳
書
か
ら
は
「
個
人
の

野
蛮
化
」
を
語
っ
た
か
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
て
い
る
と
し
て51

、
自
身
も
こ
の
側
面
に
注
目
す
る
と
断
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
あ
た
っ
て
プ
ロ
が
用
い
る
の
は
、
出
征
兵
士
の
手
記
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
プ
ロ
は
、
個
々
の
兵
士
の
戦
争
体
験
が
野
蛮
化
に

つ
な
が
っ
て
い
た
と
は
、な
か
な
か
に
断
じ
難
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
大
戦
は
、砲
弾
な
ど
相
手
が
見
え
な
い
状
況
で
殺
す
と
は
い
え
、
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兵
士
同
士
が
戦
場
で
対
面
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
殺
し
た
者
も
い
れ
ば
殺
さ
な
い
者
も
い
た
。
そ
し
て
一
般
に
考
え
ら
れ

る
の
と
は
反
対
に
、
皆
が
敵
兵
を
殺
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
殺
さ
な
い
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
と
い
う52

。

加
え
て
、
兵
士
は
「
野
蛮
（brute

）」
に
な
っ
た
か
ら
殺
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
殺
し
た
兵
士
に
は
「
罪
の
意
識
」
が
あ
る
し
、「
後

悔
の
念
」
を
記
さ
な
い
も
の
も
稀
で
あ
っ
て
、
当
然
、
戦
後
に
複
雑
な
感
情
を
残
し
た
こ
と
が
諒
解
さ
れ
る
。

プ
ロ
は
、
野
蛮
化
に
は
限
界
が
あ
っ
た
と
結
論
す
る
が
、
理
由
を
三
つ
あ
げ
て
い
る
。
第
一
に
、
後
の
日
米
戦
争
や
ベ
ト
ナ
ム
戦
争

の
際
の
人
種
観
に
相
応
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
こ
と53

、
第
二
に
は
、
上
層
部
が
即
決
処
刑
を
命
じ
た
場
合
が
あ
る
と
し
て
、
軍
規
か
ら

外
れ
る
ほ
ど
の
殺
人
は
結
局
は
罰
せ
ら
れ
た
、
つ
ま
り
軍
法
会
議
が
機
能
し
た
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
二
点
を
プ
ロ
は
、
西
部
戦
線
に

お
い
て
野
蛮
化
が
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
根
拠
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
第
三
に
、
野
蛮
化
し
た
人
が
い
た
と
し
て
、
戦
後
に
市
民
生
活
に
も
ど
っ
て
以
後
も
そ
の
性
向
が
継
続
し
た
の
か
と
問
い
、

史
料
的
裏
付
け
は
不
十
分
と
は
い
え
、
プ
ロ
自
身
は
、
人
格
の
根
底
ま
で
変
わ
っ
た
と
は
考
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

プ
ロ
の
考
察
へ
の
評
価
は
お
く
が
、
野
蛮
化
そ
れ
自
体
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
さ
ほ
ど
進
展
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
で

は
関
連
し
て
い
く
つ
か
の
論
点
を
記
す
に
と
ど
め
た
い
。

〔
２
〕
い
く
つ
か
の
見
解

そ
も
そ
も
野
蛮
化
を
促
す
と
さ
れ
る
「
敵
へ
の
憎
し
み
」
の
感
情
は
、
そ
れ
を
戦
争
文
化
と
呼
ぶ
か
は
と
も
か
く
、
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
敗
者
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
何
ら
か
の
法
則
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
第
一
次

世
界
大
戦
期
の
独
仏
に
関
し
て
は
、
敗
者
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
憎
し
み
が
増
幅
さ
れ
る
状
況
が
続
い
た
と
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
戦
後
、
ド
イ
ツ
の
賠
償
金
支
払
い
を
め
ぐ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
と
ベ
ル
ギ
ー
が
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
に
進
駐
す
る
事
態
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と
な
っ
た
。
こ
の
時
、
進
駐
し
た
フ
ラ
ン
ス
軍
の
な
か
に
植
民
地
出
身
の
兵
士
が
い
た
こ
と
は
、
今
で
は
知
ら
れ
て
い
よ
う
。「
白
人

の
国
ド
イ
ツ
」
に
対
し
て
「
黒
人
兵
」
を
送
り
こ
む
こ
と
が
大
き
な
「
侮
辱
」
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
ド
イ
ツ
で
は
こ
れ
に
反
対
し
て

批
判
す
る
国
際
的
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
大
々
的
に
展
開
さ
れ
た54

。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
こ
の
「
黒
い
恥
辱
」
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
る
も
の
が
社
会
で
沸
騰
し
て
い
た
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
は
一
九
二
〇
年

代
の
い
わ
ゆ
る「
狂
乱
の
時
代（les années folles

）」を
迎
え
て
い
た
。
従
来
と
は
異
な
る
多
様
な
文
化
が
新
た
に
見
出
さ
れ
る
な
ど
、

戦
後
の
解
放
感
を
謳
歌
し
て
い
た
時
期
で
あ
る55

。
ド
イ
ツ
人
を
「
ボ
ッ
シ
ュ
（Boche

）
＝
ド
イ
ツ
野
郎
」56

な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
普

仏
戦
争
で
の
敗
北
以
来
、
流
布
し
て
い
た
が
、
こ
の
時
期
そ
れ
は
憎
し
み
と
い
う
よ
り
は
、
端
的
に
蔑
視
の
表
現
だ
っ
た
。
ド
イ
ツ
が

フ
ラ
ン
ス
よ
り
野
蛮
だ
っ
た
と
主
張
し
た
い
の
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
野
蛮
化
と
表
現
さ
れ
る
状
況
と
は
、
や
や
異
な
る
光
景
が

広
が
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
勝
者
と
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
何
が
指
摘
で
き
る
か
だ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ラ
ブ
世
界
研
究
の
第
一
人

者
で
あ
る
ア
ン
リ
・
ロ
ラ
ン
ス
は
、
二
〇
二
二
年
、
や
は
り
フ
ラ
ン
ス
・
ラ
ジ
オ
の
連
続
講
義
で
「
戦
争
文
化
と
平
和
文
化

―
戦
闘

員
か
ら
犠
牲
者
へ
」
と
題
し
た
回
を
設
け
て
い
る57

。
そ
の
な
か
で
ロ
ラ
ン
ス
は
、
英
仏
で
は
戦
間
期
に
平
和
主
義
（pacifism

e

）
が
広

ま
っ
た
と
し
、
そ
れ
は
植
民
地
帝
国
ゆ
え
だ
と
述
べ
る
。
植
民
地
が
一
九
三
〇
年
代
の
危
機
の
時
代
に
、
本
国
に
有
益
だ
っ
た
の
は
よ

く
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
本
国
の
若
者
に
大
き
な
可
能
性
を
開
い
た
面
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
植
民
地
は
単
独
で
は
発
展
で
き
な
い

と
考
え
ら
れ
、
本
国
か
ら
種
々
の
分
野
の
専
門
家
が
赴
く
が
、
そ
の
際
、
本
国
で
は
高
い
地
位
に
つ
け
な
い
よ
う
な
若
輩
者
が
、
植
民

地
で
は
要
職
を
占
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
ロ
ラ
ン
ス
は
、
三
〇
歳
の
建
築
家
が
レ
バ
ノ
ン
の
建
築
部
門
の
責
任
者
に
就
任
し
た
事
例
を

あ
げ
て
い
る
。

つ
ま
り
ロ
ラ
ン
ス
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
は
植
民
地
の
存
在
が
本
国
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
伸
長
を
防
い
だ
の
に
対
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し
、
植
民
地
と
い
う
生
存
圏
を
も
た
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
で
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
伸
長
し
、
野
蛮
化
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
と
い

う
。
こ
の
種
の
議
論
自
体
は
新
し
く
な
い
と
も
み
え
る
が
、
植
民
地
帝
国
を
も
っ
た
英
仏
で
起
き
た
よ
う
な
状
況
を
ロ
ラ
ン
ス
は
、
大

戦
研
究
で
人
口
に
膾
炙
す
る
よ
う
に
な
っ
た
戦
争
文
化
に
対
し
て
「
平
和
文
化
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る58

。
こ
れ
は
既
述
の
よ

う
に
、
戦
争
文
化
批
判
の
共
著
論
文
で
も
、
言
及
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
大
戦
の
勝
者
と
敗
者
が
、
植
民
地
の
保
有
の
有
無
、

さ
ら
に
い
え
ば
野
蛮
化
を
め
ぐ
る
状
況
に
重
な
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
植
民
地
史
研
究
に
携
わ
る
者
と
し
て
、
こ
う
し
た
方
向
性
を
め

ざ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
つ
の
見
解
と
し
て
興
味
深
い
と
思
わ
れ
る
。

〔
３
〕
教
育
の
面
か
ら

野
蛮
化
に
関
し
て
は
も
う
一
点
、
教
育
の
観
点
か
ら
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
に
は
レ
ミ
ー
・
キ
ャ
ザ
ル
と
キ
ャ
ロ
リ
ー
ヌ
・
バ
レ

ラ
が
編
ん
だ
『
大
戦
を
教
え
る
』（
二
〇
一
八
）
を
参
照
し
よ
う
。
本
書
は
キ
ャ
ザ
ル
の
名
か
ら
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
の
仕
事
と
わ
か
る
が
、

二
〇
一
七
年
一
〇
月
に
二
日
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
集
で
、
一
八
点
の
小
論
を
収
め
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
は

ヨ
ア
ン
・
シ
ャ
ノ
ワ
ー
ル
の
論
考
「
大
戦
を
三
時
間
で
？

―
中
学
高
校
に
お
け
る
教
育
要
領
に
関
す
る
考
察
」
に
、
本
稿
の
関
心
に

沿
う
論
点
へ
の
言
及
が
あ
る59

。
著
者
の
基
本
的
立
場
は
、
戦
争
文
化
と
い
う
概
念
も
、
そ
れ
を
基
に
野
蛮
化
し
た
と
い
う
側
面
も
否
定

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
戦
争
文
化
や
野
蛮
化
の
概
念
を
通
し
て
戦
争
を
捉
え
る
視
角
を
「
ペ
ロ
ン
ヌ
化
（péronnisation

）」

と
表
現
し
て
、
そ
れ
は
も
う
通
用
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
、
国
民
教
育
省
が
二
〇
一
六
年
に
立
ち
上
げ
た
教
員
向
け
の
情
報
サ

イ
ト
（Edusol

）
で
は
、
二
〇
一
二
年
に
記
載
の
あ
っ
た
「
野
蛮
化
」
と
い
う
言
葉
が
、
二
〇
一
五
年
に
は
削
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

そ
れ
で
も
実
際
の
教
科
書
を
見
て
み
れ
ば
、
見
出
し
の
言
葉
は
と
も
か
く
、
両
派
の
見
解
に
そ
れ
ぞ
れ
触
れ
る
教
科
書
も
あ
る
一
方

で
、「
戦
争
文
化
」
と
い
う
言
葉
を
掲
載
し
、
ペ
ロ
ン
ヌ
派
の
読
み
に
沿
っ
た
解
説
を
載
せ
る
も
の
も
、
や
は
り
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
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要
す
る
に
ペ
ロ
ン
ヌ
派
が
打
ち
立
て
た
見
解
が
、
お
よ
そ
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
論
点
を
扱
っ
た
末
尾
に
著
者
が

指
摘
す
る
の
は
、
教
師
の
養
成
に
際
し
て
、
若
い
世
代
の
批
判
精
神
を
養
う
た
め
に
も
、
史
学
史
の
研
究
を
し
っ
か
り
と
提
示
す
る
こ

と
の
重
要
性
で
あ
る
。
教
科
書
執
筆
の
多
く
は
高
校
教
師
だ
か
ら
と
い
う
の
も
そ
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
ペ
ロ
ン
ヌ
派
批
判
が
著
者
の
目
的
で
は
な
い
点
も
言
明
す
べ
き
だ
ろ
う
。
教
育
要
領
の
分
析
で
、
中
等
教
育
で
大
戦
に
割

か
れ
る
時
間
（
論
文
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
三
時
間
）
の
中
身
を
検
討
し
つ
つ
、
こ
れ
に
は
二
つ
の
柱
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
戦

闘
員
の
経
験
（expérience com

battante

）
と
総
力
戦
（guerre totale

）
で
あ
る
。
戦
闘
員
は
兵
士
の
み
で
は
な
く
、
銃
後
の
市

民
も
戦
闘
員
と
呼
べ
る
存
在
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
経
験
は
複
数
形
で
語
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
多
様
な

経
験
の
な
か
か
ら
戦
争
文
化
と
い
う
「
一
つ
の
」
概
念
が
生
じ
、
そ
れ
が
戦
争
の
野
蛮
化
を
生
み
、
さ
ら
に
は
戦
争
が
総
力
戦
化
し
て
、

結
果
と
し
て
大
戦
が
総
力
戦
だ
っ
た
、
と
い
う
の
が
教
育
要
領
の
中
身
だ
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
大
筋
の
流
れ
は
ペ
ロ
ン
ヌ
派
の
主
張
で
、
そ
れ
へ
の
批
判
も
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
著
者
は
そ
れ
と
は
別
に
、
こ
の
戦
争

が
総
力
戦
だ
っ
た
と
い
う
見
解
を
否
定
し
て
い
る
。
総
力
戦
と
い
う
の
は
、
歴
史
の
単
純
化
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
教
員

向
け
サ
イ
ト
のEdusol

も
、
戦
争
文
化
と
い
う
言
葉
は
用
い
な
が
ら
も
、
こ
の
戦
争
は
「
総
力
戦
化
し
つ
つ
あ
っ
た
」（une guerre 

en voie de totalisation

）
と
す
る
の
み
だ
と
い
う
。

し
か
も
ペ
ロ
ン
ヌ
派
の
Ｊ-

Ｊ
・
ベ
ケ
ー
ル
も
、
総
力
戦
説
を
何
度
も
否
定
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て

い
る
の
は
、
軍
と
民
間
の
区
別
が
な
く
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
本
書
は
詳
細
な
注
の
あ
る
書
物
で
は
な
い
し
、
参
考
文
献
に
も

ベ
ケ
ー
ル
の
著
作
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
実
際
、
近
年
の
研
究
で
は
、
こ
の
大
戦
が
当
初
か
ら

総
力
戦
と
し
て
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
戦
争
が
続
け
ら
れ
る
「
過
程
」
で
「
総
力
戦
化
」
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
の
が
、
よ
り
実

態
に
即
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る60

。
こ
の
点
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
は
踏
み
込
ま
な
い
が
、
少
な
く
と
も
シ
ャ
ノ
ワ
ー
ル
の
論
文
が
教
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条
主
義
的
な
批
判
を
ペ
ロ
ン
ヌ
派
に
向
け
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
、
記
し
て
お
く
。

た
だ
、
本
書
が
二
〇
一
八
年
の
刊
行
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
百
周
年
を
超
え
て
な
お
、
両
派
の
相
違
が
残
っ
て
い

る
様
相
が
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
く
ど
い
よ
う
だ
が
、
堅
固
な
「
学
派
」
と
し
て
分
断
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
た
い
の
で
は
な
い
。

オ
ド
ワ
ン=
ル
ゾ
ー
の
言
う
、
立
ち
位
置
の
違
い
が
継
続
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
現
状
に
お
い
て
、
立
場

を
違
え
る
研
究
者
た
ち
の
異
な
る
視
角
が
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

二
派
の
対
立
と
い
う
テ
ー
マ
に
戻
る
な
ら
ば
、
同
意
と
強
制
の
二
項
対
立
で
は
説
明
で
き
な
い
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
両
者
の
間

に
形
成
さ
れ
た
一
方
で
、
戦
争
文
化
に
関
し
て
は
同
意
派
の
考
え
が
認
め
ら
れ
、
戦
争
文
化
論
が
お
お
む
ね
受
容
さ
れ
た
（
剣
持
③
）

と
い
う
整
理
が
状
況
を
把
握
し
た
も
の
な
の
か
、
以
上
の
点
を
含
め
て
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る61

。

結
び
に
代
え
て

『
大
戦
を
教
え
る
』
の
刊
行
と
同
じ
二
〇
一
八
年
、
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
の
ル
ソ
ー
が
新
著
『
一
四
～
一
八
年

―
愛
国
主
義
を
考
え
る
』

を
上
梓
し
た62

。
そ
れ
を
受
け
て
行
わ
れ
た
『
ル
・
モ
ン
ド
』
紙
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
ル
ソ
ー
は
、
対
立
は
終
わ
っ
て
い
な
い
と
改
め
て

述
べ
て
い
る
。
百
周
年
の
記
念
行
事
で
議
論
は
終
結
し
た
と
み
る
者
も
あ
る
よ
う
だ
と
し
な
が
ら
、
自
分
は
そ
う
は
感
じ
て
い
な
い
と

い
う63

。
ル
ソ
ー
は
、
強
制
学
派
は
な
い
と
二
〇
〇
三
年
に
記
し
た
当
の
本
人
だ
が
、
本
書
は
同
意
や
野
蛮
化
と
い
う
概
念
へ
の
批
判
で
あ
り
、

要
す
る
に
ペ
ロ
ン
ヌ
派
へ
の
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
単
に
批
判
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
二
派
の
見
解
の
相
違
を
基
に
、

続
く
第
二
次
世
界
大
戦
に
分
析
の
視
野
を
広
げ
よ
う
と
も
し
て
い
る
。
基
本
的
な
立
ち
位
置
の
違
い
が
、
異
な
る
時
代
に
関
し
て
も
異
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な
る
読
み
を
促
す
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
。

ル
ソ
ー
が
批
判
す
る
研
究
者
た
ち
が
集
う
ペ
ロ
ン
ヌ
市
の
歴
史
博
物
館
は
、
独
仏
政
府
の
肝
い
り
で
創
設
さ
れ
た
場
で
あ
る
こ
と
は

す
で
に
述
べ
た
が
、そ
こ
は
単
に
独
仏
の
共
同
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、い
ま
で
は
国
際
的
な
連
携
が
広
が
っ
て
い
る
。
オ
フ
ェ
ン
ス
タ
ッ

ト
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
を
も
ち
な
が
ら
」
で
は
あ
ろ
う
が
、
国
内
外
の
著
名
な
研
究
機
関
に
ポ
ス
ト
を
も
つ
有
力

な
研
究
者
が
集
ま
っ
て
い
る
し
、留
学
生
も
多
い
。
実
際
、今
日
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
第
一
次
世
界
大
戦
研
究
を
牽
引
し
て
い
る
の
は
、

こ
の
場
に
関
わ
る
研
究
者
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
が
「
ペ
ロ
ン
ヌ
派
」
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
意
図
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
ペ
ロ
ン
ヌ

派
こ
そ
が
こ
の
研
究
分
野
の
権
威
で
あ
る
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い64

。

二
〇
一
七
年
五
月
、
長
年
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
の
組
織
Ｃ
Ｒ
Ｉ
Ｄ
の
副
会
長
の
任
に
あ
っ
た
バ
ッ
ク
将
軍
が
逝
去
し
た
。
バ
ッ
ク
は
仲
間

に
宛
て
た
遺
言
の
よ
う
な
一
文
を
残
し
て
い
る
。
い
わ
く
、
自
分
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
は
ペ
ロ
ン
ヌ
派
の
よ
う
な
ロ
ビ
ー
活
動
の
力
を
も

た
な
い
が
、
地
域
に
根
差
し
た
研
究
者
の
交
流
か
ら
多
く
を
学
ん
で
き
た
、
ペ
ロ
ン
ヌ
派
に
媚
び
を
売
る
必
要
は
な
い
、
史
料
に
従
っ

て
研
究
を
進
め
て
い
く
よ
う
に65

。
こ
こ
に
は
色
濃
い
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
よ
う
な
も
の
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
地
方
大
学
に
身
を
置
く
小
さ

な
集
団
ゆ
え
の
わ
だ
か
ま
り
も
あ
る
よ
う
に
思
う66

。
研
究
者
と
て
人
間
で
あ
る
。
感
情
的
な
し
こ
り
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
関
す
る
博
士
論
文
が
提
出
さ
れ
る
と
、
こ
の
テ
ー
マ
に
は
中
立
だ
と
考
え
ら
れ
る
一
九
世
紀
史
の
専
門
家

が
審
査
に
呼
ば
れ
る
現
状
が
ま
だ
あ
る
と
い
う
の
も
、
う
な
ず
け
る
。

そ
う
し
た
面
を
残
し
つ
つ
、
二
派
の
対
立
が
今
日
の
大
戦
研
究
を
性
格
づ
け
て
い
る
の
で
は
、
も
ち
ろ
ん
な
い
。
そ
の
よ
う
な
見
方

は
再
度
の
歴
史
の
矮
小
化
と
な
る
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
い
ず
れ
の
側
に
つ
く
か
、
若
手
研
究
者
に
踏
み
絵
を
迫
る
よ
う
な
状
況
は

も
は
や
終
わ
っ
て
い
る
し67

、
研
究
は
進
ん
で
い
る
。
本
稿
で
は
第
三
章
で
、
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
の
ニ
コ
ラ
・
マ
リ
オ
の
著
作
に
す
で
に
言

及
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
ペ
ロ
ン
ヌ
の
研
究
者
た
ち
が
編
ん
だ
論
文
集
『
一
九
一
四
～
一
九
一
八
年
の
戦
争
の
な
か
で

―
受
容
す
る
、
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耐
え
る
、
拒
絶
す
る
』（
二
〇
一
五
）
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い68

。
編
者
（
ニ
コ
ラ
・
ボ
プ
レ
、
ヘ
ザ
ー
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
、
ア
ン
ヌ
・

ラ
ス
ム
セ
ン
）
に
も
フ
ラ
ン
ス
人
以
外
の
研
究
者
が
加
わ
っ
て
お
り
、
欧
米
の
著
名
な
執
筆
者
が
寄
稿
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
知
性
を

集
め
た
本
論
集
は
研
究
の
刷
新
を
目
指
す
も
の
だ
が
、
序
文
を
記
し
た
レ
オ
ナ
ー
ド
・
Ｖ
・
ス
ミ
ス
は
、
い
わ
ゆ
る
同
意
と
強
制
と
い

う
二
項
対
立
を
乗
り
越
え
る
こ
と
も
目
標
の
一
つ
に
掲
げ
て
い
る69

。

本
論
集
で
は
と
く
に
、
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
サ
ン=

フ
ュ
シ
ア
ン
の
論
考
「
裁
く
こ
と
と
裁
か
れ
る
こ
と

―
第
一
次
世
界
大
戦
期
の

軍
に
お
け
る
被
告
、
罪
、
不
法
行
為
」
が
有
益
で
あ
る70

。
こ
の
論
文
は
戦
争
文
化
を
広
く
捉
え
た
探
究
と
い
え
る
。
オ
フ
ェ
ン
ス
タ
ッ

ト
や
、
と
り
わ
け
バ
ッ
ク
の
銃
殺
刑
に
関
す
る
研
究
は
、
軍
事
史
料
を
渉
猟
し
、
ど
の
よ
う
な
行
為
で
ど
の
よ
う
な
兵
士
が
裁
か
れ
た

か
と
い
う
個
人
レ
ベ
ル
の
情
報
を
緻
密
に
蓄
積
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
サ
ン=

フ
ュ
シ
ア
ン
は
そ
れ
ら
を
参
照
し
つ
つ
、
軍
事
裁
判

は
戦
争
文
化
を
映
す
鏡
か
、
と
い
う
問
い
を
立
て
て
い
る
。
個
々
人
に
着
目
す
る
よ
り
は
、
何
が
裁
か
れ
た
の
か
、
ど
う
裁
い
た
の
か
、

と
い
っ
た
観
点
か
ら
考
え
る
こ
と
で
、
戦
争
文
化
を
単
に
文
学
作
品
や
映
画
と
し
て
と
ら
え
ず
、
よ
り
幅
広
く
い
わ
ば
政
治
文
化
と
し

て
考
察
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
軍
の
規
範
は
そ
れ
自
身
の
も
つ
政
治
文
化
を
簡
単
に
は
乗
り
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
、

と
い
う
の
が
結
論
と
し
て
導
か
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
結
論
の
是
非
は
と
も
か
く
、
同
意
を
重
視
す
る
立
場
を
批
判
し
た
側
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
異
な
る
角
度
に
議
論
を

開
い
た
こ
の
よ
う
な
論
考
は
、
マ
リ
オ
の
著
作
と
は
別
の
意
味
で
、
ま
さ
に
研
究
が
進
展
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と
の
感
を
も
つ
。
サ
ン

=

フ
ュ
シ
ア
ン
の
論
考
が
目
を
引
く
の
は
、
最
初
に
「
同
意
」
と
い
う
考
え
を
提
示
し
た
歴
史
家
た
ち
の
側
か
ら
、
批
判
の
論
点
を
採

り
入
れ
、
新
し
い
世
代
も
交
え
て
新
た
な
大
戦
像
が
提
示
さ
れ
た
作
品
と
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。

ち
な
み
に
サ
ン=

フ
ュ
シ
ア
ン
に
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
兵
士
と
し
て
戦
っ
た
学
校
の
教
師
を
テ
ー
マ
に
し
た
論
文
が
あ
る71

。
教

師
た
ち
は
、
他
の
兵
士
と
同
じ
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
提
起
で
あ
る
。
兵
士
を
塊
と
し
て
と
ら
え
ず
、
そ
の
な
か
に
様
々
な
フ
ァ
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ク
タ
ー
に
よ
る
重
層
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
姿
勢
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
の
研
究
者
た
ち
に
重
な
る
も
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
う
し
た
研
究
に
じ
か
に
接
す
れ
ば
、
二
派
の
対
立
な
ど
が
頭
を
よ
ぎ
る
こ
と
す
ら
な
い
だ
ろ
う
。
対
立
が
あ
っ

た
と
し
て
、
そ
れ
は
双
方
が
歩
み
寄
っ
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
異
な
る
見
解
を
認
識
し
つ
つ
双
方
の
側
で

研
究
が
進
展
し
て
次
の
段
階
に
進
ん
だ
と
い
う
、
あ
る
べ
き
経
過
を
た
ど
っ
た
よ
う
に
筆
者
に
は
み
え
る
。

そ
れ
で
は
二
項
対
立
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
歴
史
は
、
今
日
ど
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
同
意
と
強
制
と

い
う
二
項
対
立
が
歴
史
の
矮
小
化
で
、
多
分
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
は
大
戦
研
究
に
何
を
残
し
た
の
だ
ろ
う

か
。最

後
に
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
オ
ド
ワ
ン=

ル
ゾ
ー
と
オ
フ
ェ
ン
ス
タ
ッ
ト
の
ラ
ジ
オ
討
論
で
の
見
解
を
参
照
し
て
お
こ
う
。
オ

フ
ェ
ン
ス
タ
ッ
ト
は
、
結
果
が
否
定
的
な
も
の
だ
け
と
は
思
わ
な
い
と
述
べ
た
。
直
接
の
交
流
が
な
く
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
議
論
を
精

緻
化
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
し
、
出
て
き
た
成
果
を
見
れ
ば
、
相
互
に
参
照
し
深
め
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
筆
者

が
す
ぐ
前
に
述
べ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
る72

。

他
方
、
オ
ド
ワ
ン=

ル
ゾ
ー
は
、
こ
の
概
念
は
さ
し
て
科
学
的
で
な
か
っ
た
と
し
、
相
互
の
議
論
や
交
流
が
な
い
ま
ま
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
側
で
研
究
を
深
め
た
が
、
こ
の
論
争
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
説
い
た
。
そ
こ
に
は
若
手
研

究
者
へ
の
悪
影
響
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
今
日
興
味
深
い
こ
と
と
し
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
研
究
が
実
際
に
進
展
し
、
そ
し
て

国
際
化
さ
れ
た
点
を
指
摘
し
た
。
東
部
戦
線
な
ど
、
ま
だ
こ
れ
か
ら
の
分
野
も
あ
る
と
い
う73

。

本
稿
第
四
章
で
は
、
西
部
戦
線
に
お
い
て
は
野
蛮
化
が
限
ら
れ
て
い
た
と
す
る
プ
ロ
の
議
論
を
紹
介
し
た
が
、
東
部
戦
線
で
は
ど
う

だ
っ
た
の
か
。
大
戦
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
キ
ー
ワ
ー
ド
も
、
東
か
ら
の
ま
な
ざ
し
を
加
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
海
外
植
民
地

の
状
況
を
加
味
す
る
な
ら
ば74

、
あ
る
い
は
異
な
る
場
に
お
け
る
総
力
戦
化
の
過
程
を
子
細
に
み
る
な
ら
ば
、
考
察
の
奥
行
き
は
さ
ら
に



武蔵大学人文学会雑誌　第 55 巻第 2 号

（56）371

深
ま
る
だ
ろ
う
。
百
周
年
は
、
二
派
の
対
立
の
終
焉
に
重
な
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
新
た
な
研
究
が
進
展
す
る
一
つ
の
通
過
点
だ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

※ 

本
稿
は
科
研
費
の
基
盤
研
究
（
Ｂ
）「
第
一
次
世
界
大
戦
と
「
戦
争
文
化
」

―
「
敵
を
憎
む
心
」
の
形
成
と
戦
後
社
会
へ
の
影
響
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一

部
で
あ
る
。

１　

 

拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
第
一
次
世
界
大
戦
研
究
の
現
在
」『
思
想
』
第
一
〇
六
一
号
、
二
〇
一
二
年
九
月
。

２　

 

二
人
に
は
独
仏
の
共
同
研
究
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
共
著
が
あ
り
、
日
本
語
に
も
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
ベ
ッ
ケ
ー
ル
、
ゲ
ル
ト
・

ク
ル
マ
イ
ヒ
、
剣
持
久
木
・
西
山
暁
義
訳
『
仏
独
共
同
通
史
・
第
一
次
世
界
大
戦
』
上
下
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
。
ち
な
み
に
本
書
で
は
、
第
一
次

世
界
大
戦
は
基
本
的
に
独
仏
の
戦
争
だ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
書
物
と
し
て
は
や
や
偏
っ
た
見
解
と
も
思
わ
れ
、
こ
の
点
に

関
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
批
判
が
寄
せ
ら
れ
た
。
彼
ら
と
協
同
す
る
海
外
の
研
究
者
た
ち
や
彼
ら
の
下
で
学
ぶ
若
手
研
究
者
が
執
筆
し
た
も
の
に
は
、

基
本
的
に
独
仏
の
戦
争
だ
っ
た
と
の
断
り
を
入
れ
た
上
で
、
多
様
な
テ
ー
マ
を
扱
う
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
を
参
照
。Li M

a (dir.), 
Les travailleurs chinois en France dans la Prem

ière G
uerre m

ondial, Paris, CN
RS éditions, 2012.

３　

 CRID

創
設
の
前
年
に
、
そ
れ
ま
で
二
〇
一
六
年
の
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
や
ソ
ン
ム
の
戦
い
に
比
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
シ
ュ
マ
ン
デ
ダ
ム
に
関

す
る
論
集
が
オ
フ
ェ
ン
ス
タ
ッ
ト
に
よ
っ
て
編
ま
れ
て
い
る
。N

icolas O
ffenstadt (dir.), Le chem

in des D
am

es : de l'événem
ent à la m

ém
oire, 

Paris, Stock, 2004.

４　

 

人
名
の
表
記
に
つ
い
て
だ
が
、
本
稿
で
は
「
オ
ー
ド
ワ
ン
」
で
は
な
く
「
オ
ド
ワ
ン
」、
ま
た
「
ベ
ッ
ケ
ー
ル
」
で
は
な
く
「
ベ
ケ
ー
ル
」
と
記
す
。
た
だ

し
刊
行
物
の
記
載
は
そ
れ
を
踏
襲
す
る
。

５　

 

ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
オ
ー
ド
ワ
ン
＝
ル
ゾ
ー
、
剣
持
久
木
訳
「
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
第
一
次
世
界
大
戦
」『
軍
事
史
学
』
第
五
〇
巻
、
第
三-

四
号
、

二
〇
一
五
年
三
月
。

６　

 Frédéric Rousseau, La guerre censurée : une histoire des com
battants européens de 14-18, Paris, Seuil, 1999, 2003, 2014) ; N

icolas 
O

ffenstadt, Les fusillés de la G
rande guerre et la m

ém
oire collective (1914-1999), Paris, O

dile Jacob, 1999, 2009 ; A
ndré Bach, 

Fusillés pour l'exem
ple : 1914-1915, Paris, T

allandier, 2003.

７　

前
掲
拙
稿
、
12-

14
頁
。
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８　

 

プ
ロ
は
「
言
う
な
れ
ば
（en quelque sorte

）」
と
し
て
、
同
意
学
派
と
強
制
学
派
と
記
し
て
い
る
。A

ntoine Prost, « La guerre de 1914 n'est 
pas perdue », M

ouvem
ent social, n

°199, avril-juin 2002, p. 98.

９　
 Jean-Y

ves Le N
aour, « Le cham

p de bataille des historiens », La V
ie des idées, 10 novem

bre 2008. 

ま
た
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
に
属
す
わ
け
で

は
な
い
も
の
の
、
以
下
の
よ
う
に
強
制
の
面
を
強
調
す
る
著
作
も
あ
る
。François Roux, La G

rande G
uerre inconnue : les poilus contre 

l'arm
ée française, Paris, Éditions de Paris, 2006. 

ま
た
第
一
次
世
界
大
戦
に
関
す
る
事
典
の
類
は
数
多
く
あ
る
が
、
ル
ナ
ウ
ー
ル
も
一
点
、
刊
行
し

て
い
る
。Jean-Y

ves Le N
aour, D

ictionnaire de la G
rande G

uerre, Paris, Larousse, 2008.

10　

 

ベ
ッ
ケ
ー
ル
、
ク
ル
マ
イ
ヒ
前
掲
書
、
下
巻
、
九
九
頁
。

11　

Rousseau, op.cit., p.22.

12　

 Le N
aour, « Le cham

p de bataille des historiens », op.cit. 

前
掲
拙
稿
、
一
二
頁
で
も
引
用
。

13　

剣
持
①
も
ル
ソ
ー
を
そ
の
よ
う
に
形
容
し
て
い
る
（
一
〇
六
頁
）。

14　

 Cité dans Jean Birnbaum
, « 1914-1918 : guerre de tranchées entre historiens », Le M

onde, 10 m
ars 2006.

15　

 

プ
ロ
シ
ャ
ソ
ン
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
関
し
て
も
複
数
の
著
作
が
あ
る
。
例
え
ば
以
下
を
参
照
。Christophe Prochasson, 14-18 : retours 

d'expériences, Paris, T
allandier, 2008. 

二
〇
〇
七
年
の
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
選
挙
で
は
、「
傲
慢
な
右
派
」
に
対
し
て
社
会
党
候
補
の
セ
ゴ
レ
ー
ヌ
・
ロ

ワ
イ
ヤ
ル
に
投
票
し
よ
う
と
い
う
呼
び
掛
け
に
、
数
十
人
の
知
識
人
が
署
名
し
た
も
の
が
『
ヌ
ヴ
ェ
ル
・
オ
プ
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ゥ
ー
ル
』
紙
電
子
版
に
掲
載

さ
れ
た
。
プ
ロ
シ
ャ
ソ
ン
も
署
名
し
た
一
人
だ
が
、
政
治
的
立
場
を
示
す
側
面
で
は
あ
る
。https://w

w
w

.nouvelobs.com
/politique/

elections-2007/20070227.O
BS4464/avant-qu-il-ne-soit-trop-tard.htm

l

16　

 

ベ
ッ
ケ
ー
ル
、
ク
ル
マ
イ
ヒ
前
掲
書
で
は
、「
批
判
の
急
先
鋒
」
の
ル
ソ
ー
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
戦
争
終
結
以
来
、
定
期
的
か
つ
周
期

的
に
、「
歴
史
家
た
ち
」

―
と
い
う
よ
り
は
た
い
て
い
の
場
合
、
売
名
を
狙
う
広
告
業
者
た
ち

―
が
、
兵
士
た
ち
の
勇
気
を
全
く
認
め
ず
、
彼
ら
を
た

ん
に
気
が
狂
っ
た
惨
め
な
砲
弾
の
餌
食
に
仕
立
て
よ
う
と
し
て
き
た
。
最
近
の
一
人
が
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
で
あ
る
」（
下
巻
、
九
七
頁
）。
ち
な
み

に
「
広
告
業
者
た
ち
」
の
原
語
は « propagandistes » 
で
あ
る
（Jean-Jacques Becker et Gerd K

rum
eich, La G

rande G
uerre : une 

histoire franco-allem
ande, Paris, T

allandier, 2008 et 2012, p. 227

）。
こ
の
訳
語
が
適
切
か
否
か
は
お
く
が
、
自
分
た
ち
と
は
異
な
る
説
を
（
場

合
に
よ
っ
て
は
自
分
た
ち
へ
の
批
判
も
）
辛
辣
に
書
き
立
て
る
研
究
者
（
こ
こ
で
は
ル
ソ
ー
）
に
つ
い
て
、
売
名
行
為
だ
と
揶
揄
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
確

か
に
、
あ
る
分
野
の
「
権
威
」
を
批
判
す
る
こ
と
は
売
名
行
為
と
も
な
り
う
る
だ
ろ
う
が
、
ペ
ロ
ン
ヌ
派
を
代
表
す
る
研
究
者
の
筆
に
な
る
も
の
と
し
て

ま
さ
に
適
切
か
否
か
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
文
章
で
は
あ
る
。

　
　

 　

ま
た
や
や
後
の
書
物
で
は
あ
る
が
、
ル
ソ
ー
自
身
は
開
戦
百
周
年
に
当
た
る
二
〇
一
四
年
に
論
集
『
社
会
科
学
の
大
戦
』
を
編
ん
で
い
る
（Frédéric 

Rousseau

（dir.

）, La G
rande G

uerre des sciences sociales, O
utrem

ont 

（Q
uébec

）, A
théna, 2014

）。
こ
の
書
に
つ
い
て
の
あ
る
書
評
で
は
、
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す
べ
て
の
人
が
好
意
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
と
き
に
「
無
意
味
に
攻
撃
的
な
語
調
」
が
あ
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
書

評
は
ル
ソ
ー
の
論
集
を
、
そ
の
手
法
を
含
め
て
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。Erw

an Le Gall, « Le m
anifest sociohistorien » (http://enenvor.fr/

eeo_actu/livres/frederic_rousseau_le_sociohistorien_insoum
is.htm

l)
17　

 
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｌ
・
モ
ッ
セ
『
英
霊
―
―
世
界
大
戦
の
記
憶
の
再
構
築
』
宮
武
実
知
子
訳
、
柏
書
房
、
二
〇
〇
二
年
。
本
書
の
改
訳
版
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

二
〇
二
二
年
）
で
は
、「
野
蛮
化
」
は
「
残
忍
化
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、フ
ラ
ン
ス
語
で
は
「
野
蛮
に
な
る
こ
と
（ensauvagem

ent

）」

と
い
う
語
も
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
場
合
も
あ
り
（cf. Le N

aour, « Le cham
p de bataille des historiens », op.cit.

）、
本
稿
で
は
従
来
の
「
野
蛮
化
」

を
使
う
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

18　

 Stéphane A
udoin-Rouzeau et A

nnette Becker, « V
ers une histoire culturelle de la Prem

ière Guerre m
ondiale », V

ingtièm
e siècle, 

n

°41, janvier-m
ars 1994, pp. 5-7; Id.,14-18, retrouver la guerre, Paris, Gallim

ard, 2000. 

拙
稿
、
一
〇
―
一
一
頁
も
参
照
。

19　

 

ベ
ッ
ケ
ー
ル
、
ク
ル
マ
イ
ヒ
前
掲
書
、
上
巻
、
一
二
五
頁
。

20　

 N
. O

ffenstadt, P. O
livera, E. Picard et F. Rousseau, « A

 propos d'une notion récente : la culture de guerre », F. Rousseau (dir), 
G

uerres, paix et sociétés : 1911-1946, 2004, pp. 667-674.

21　

 Cf. Pierre Renouvin et Jean-Baptiste D
uroselle, Introduction à l'histoire des relations internationales, Paris, A

rm
and Colin, 1991, 4

e 

éd.; Robert Frank (dir.), Pour l’histoire des relations internationales, Paris, PU
F, 2012, Chapitre 1.

22　

 

ピ
エ
ー
ル
・
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
、
西
海
太
郎
編
訳
『
ド
イ
ツ
軍
敗
れ
た
り
』
白
水
社
、
一
九
八
七
年
、
二
四
五
頁
。

23　

 Jean-Jacques Becker, 1914 : com
m

ent les Français sont entrés dans la guerre : contribution à l'étude de l'opinion publique 
printem

ps-été 1914, Paris, Presse de la FN
SP, 1977; Id., Les Français dans la guerre, Paris, Robert Laffont, 1980.

24　

 

相
違
と
し
て
共
著
論
文
で
は
、nation, ethnie, classe
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ペ
ロ
ン
ヌ
派
の
ゲ
ル
ト
・
ク
ル
マ
イ
ヒ
も
「
感
情
の
複
数
性
」

を
指
摘
し
て
い
る
と
い
う
。

25　

 

共
著
論
文
で
は
プ
ロ
の
次
の
論
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。Prost, « La guerre de 1914 n'est pas perdue », op.cit., p. 100. 

26　

 

ベ
ッ
ケ
ー
ル
、
ク
ル
マ
イ
ヒ
前
掲
書
、
上
巻
、
一
二
八
頁
。

27　

 

共
著
論
文
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
次
の
文
献
に
は
「
誇
張
さ
れ
た
憎
し
み
の
文
化
、
隠
さ
れ
た
平
和
文
化
」
と
い
う
小
見
出
し
を
付
し
た
短
い
節

が
あ
る
。Rém

y Cazals et Frédéric Rousseau. 14-18 : le cri d'une génération. T
oulouse. Privat. 2001, p. 148.

28　

 

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
研
究
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。N

icolas M
ariot, « Faut-il être m

otivé pour tuer ? sur quelques explications 
aux violences de guerre », G

enèses, n

°53, 2003 ; Joël Zask, « N
ature, donc culture : rem

arques sur les liens de parenté entre 
l'anthropologie culturelle et la philosophie pragm

atiste de John D
ew

ey », G
enèse, n

°50, 2003.
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29　

 Stéphane A
udoin-Rouzeau, « Les cultures de guerre », in Benoît Pellistrandi, et Jean-François Sirinelli (ed.), L'histoire culturelle 

en France et en E
spagne, M

adrid, Casa de V
elázquez, 2008, pp. 289-299.

（https://books.openedition.org/cvz/15303

）

30　
 

た
と
え
ば
以
下
が
そ
う
で
あ
る
。N

icolas Beaupré, 1914-1945 : Les grandes guerres, Paris, Belin, 2014 (2012), p. 182. 

ペ
ロ
ン
ヌ
派
の
歴
史

家
に
よ
る
本
書
は
、
二
つ
の
世
界
大
戦
を
カ
バ
ー
す
る
時
期
を
扱
っ
て
お
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
研
究
か
ら
生
ま
れ
た
こ
の
概
念
を
、
他
の
戦
争
に
適
合

し
て
当
て
は
め
う
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

31　

 Cf. Stéphane A
udoin-Rouzeau, « H

istoriographie et histoire culturelle du Prem
ier conflit m

ondial : une nouvelle approche par la 
culture de guerre ? », in Jules M

aurin, Jean-Charles Jauffret (éd.), La grande guerre 1914-1918 : 80 ans d'historiographie et de 
représentations, M

ontpellier, U
niversité Paul V

aléry – M
ontpellier III (E. S. I. D

.), 2003. 

ち
な
み
に
戦
争
文
化
が
一
般
名
詞
と
な
っ
た
と
記

し
て
い
る
オ
ド
ワ
ン=

ル
ゾ
ー
の
論
文
は
、「
複
数
の
戦
争
文
化
」
の
概
念
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
な
か
で
の
複
数
と
い
う
よ

り
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
戦
争
に
固
有
の
戦
争
文
化
が
あ
る
と
い
う
文
脈
で
は
あ
る
が
、
批
判
を
意
識
し
て
、
自
説
を
よ
り
洗
練
す
る
た
め
に
取
り
入
れ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。A

udoin-Rouzeau, « Les cultures de guerre », op.cit.

32　

 Radio France, Guerre et societe 4/4, La fabrique de l'histoire avec Stéphane A
udoin-Rouzeau et N

icolas O
ffenstadt, « D

ébat : la 
querelle du consentem

ent, partir à la guerre : contrainte ou enthousiasm
e ? », ém

ission du 17 janvier 2013. (https://w
w

w
.radio 

france.fr/franceculture/podcasts/la-fabrique-de-l-histoire/guerre-et-societe-4-4-9062444)

33　

 Com
pte-rendu de Jean-Jacques Becker, A

nnales, histoire, sciences sociales, vol.51-1, 2001, pp.265-267. 

前
掲
拙
稿
で
も
す
で
に
言
及
し
て

い
る
（
一
六
頁
）。

34　

 A
udoin-Rouzau et A

. Becker, R
etrouver la guerre, op.cit., p. 7. note 1.

35　

 T
able ronde dans le cadre des « Lundis de la BD

IC (Bibliothèque de docum
entation internationale contem

poraine) »,  24 janvier 
2008. 

前
掲
拙
稿
、
一
五
―
一
六
頁
。

36　

 

鍋
谷
郁
太
郎
「
ド
イ
ツ
民
衆
は
第
一
次
世
界
大
戦
を
「
耐
え
抜
い
」
た
の
か

―
「
戦
争
文
化
」・「
耐
え
抜
く
」・「
耐
え
る
」
に
つ
い
て
の
試
論
」
鍋
谷

郁
太
郎
編
『
第
一
次
世
界
大
戦
と
民
間
人

―
「
武
器
を
持
た
な
い
」
兵
士
の
出
現
と
戦
後
社
会
へ
の
影
響
』
錦
正
社
、
二
〇
二
二
年
、
五
三
頁
。

37　

 

オ
フ
ェ
ン
ス
タ
ッ
ト
は
人
権
同
盟
の
副
会
長
ジ
ル
・
マ
ン
ス
ロ
ン
が
編
集
す
る
論
集
に
寄
稿
は
し
て
い
る
。N

icolas O
ffenstadt, « Les "crim

es des 
Conseils de guerre" de la Grande Guerre », Gilles M

anceron et M
adeleine Rebérioux (dir), D

roits de l'hom
m

e : com
bats du siècle, 

N
anterre, BD

IC / Paris, Seuil, 2004.

38　

 Le N
aour, « Le cham

p de bataille des historiens », op.cit.

39　

 

前
掲
拙
稿
で
は
、
ル
ソ
ー
の
『
大
戦

―
社
会
経
験
と
し
て
』
を
引
用
し
て
い
る
（
一
六
頁
）。
こ
こ
に
改
め
て
載
せ
て
お
き
た
い
。「
ル
ソ
ー
は
本
書
で
、
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文
化
史
を
重
視
す
る
側
か
ら
「
表
象
」
が
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
う
し
た
立
場
を
超
え
て
、
人
び
と
が
何
を
実
践
し
何
を
体
験
し
た
の
か
、
現
実
に
即

し
て
探
究
し
て
い
く
べ
き
だ
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
戦
争
そ
の
も
の
を
社
会
、
政
治
、
心
の
あ
り
よ
う
、
経
済
、
そ
し
て
文
化
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
側
面
か

ら
検
証
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
れ
を
ル
ソ
ー
は
「
大
戦
の
全
体
史
」
の
試
み
だ
と
も
記
し
て
い
る
」（Frédéric 

Rousseau, La G
rande G

uerre en tant qu'expériences sociales, Paris, Ellipses M
arketing, 2006, pp.3-4

）。

40　

 Cazals et Rousseau, 14-18 : le cri d'une génération, op.cit. ; Rém
y Cazals (dir.), 500 tém

oins de la G
rande G

uerre, Portet-sur-
Garonne, Editions M

idi-pyrénéennes, 2013 ; Rém
y Cazals et A

ndré Loez, 14-18 : vivre et m
ourir dans les tranchées, Paris, 

T
allandier, 2021.

41　

 A
ndré Loez et N

icolas O
ffenstadt, La grande guerre : carnet du centenaire, Paris, A

lbin M
ichel, 2013. 

42　

 François Bouloc, Rém
y Cazals et A

ndré Loez (dir), Identités troublées 1914-1918 : les appartenances sociales et nationales à 
l'épreuve de la guerre, T

oulouse, Privat, 2011.

43　

前
掲
拙
稿
、
19
頁
。

44　

M
ariot, op.cit.

45　

 N
icolas M

ariot, T
ous unis dans la tranchée: 1914-1918, les intellectuels rencontrent le peuple, Paris, Seuil, 2013.

46　

 Ibid. 

マ
リ
オ
は
前
出
の
論
文
集
『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
動
揺
』
で
、
Ａ
・
ル
ー
ズ
と
共
著
で
巻
頭
論
文
を
執
筆
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
す
で
に
同
様

の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。A
ndré Loez et N

icolas M
ariot, « Brassage des corps et distances sociales : la découverte du peuple par la 

bourgeoisie intellectuelle dans les tranchées de 1914-1918 », in Bouloc, Cazals et Loez (dir), op.cit. 

47　

 A
nnette Becker, O

ubliés de la G
rande G

uerre : hum
anitaire et culture de guerre, Paris, N

oêsis, 1998 (Fayard/Pluriel, 2012).

48　

Ibid., p. 20.

49　

 Editions Fayard, https://w
w

w
.fayard.fr/pluriel/oublies-de-la-grande-guerre-9782818503034

50　

 Jean-Claude Farcy, Com
pte rendu d'A

nnette Becker, O
ubliés de la G

rande G
uerre, in R

evue d'histoire m
oderne et contem

poraine, 
tom

e 46, n

°4, 1999.

51　

 A
ntoine Prost, « Les lim

ites de la brutalisation : tuer sur le front occidental 1914-1918 », V
ingtièm

e siècle, revue d'histoire, n

°81, 
janvier 2004, p. 6.

52　

 

殺
さ
な
か
っ
た
兵
士
の
方
が
手
記
を
残
し
て
い
る
の
で
は
、
と
の
見
方
も
あ
ろ
う
が
、
戦
争
で
は
敵
は
殺
す
べ
き
な
の
で
あ
り
、
殺
さ
な
か
っ
た
場
合
の

方
が
批
判
さ
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
殺
さ
な
か
っ
た
兵
士
の
手
記
が
特
段
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
も
単
純
に
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

53　

 

プ
ロ
は
、
国
民
の
戦
争
（guerre nationale

）
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
、
人
種
的
戦
争
（guerre idéologique et raciale

）
の
間
に
は
明
ら
か
な
断
絶
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が
あ
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
は
そ
の
観
点
か
ら
野
蛮
化
が
限
定
的
だ
っ
た
と
い
う
。

54　

 「
黒
い
恥
辱
」
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
弓
削
尚
子
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
戦
争
と
ネ
イ
シ
ョ
ン
・「
人
種
」

―
「
黒
い
恥
辱
」
を
起
点
に
考

え
る
」
加
藤
千
香
子
、
細
谷
実
編
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
叢
書
第
5
巻 

暴
力
と
戦
争
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
九
年
。
拙
著
『
人
種
主
義
の
歴
史
』
岩
波
新
書
、

二
〇
二
二
年
、
一
九
四
―
一
九
九
頁
。

55　

 
ア
メ
リ
カ
発
の
ジ
ャ
ズ
が
広
ま
っ
た
り
、
ア
フ
リ
カ
芸
術
に
関
心
が
高
ま
っ
た
り
し
た
し
、
黒
人
レ
ヴ
ュ
ー
な
ど
が
人
気
を
博
し
て
も
い
た
。

56　

 
フ
ラ
ン
ス
語
辞
典Petit Robert

に
よ
れ
ば
、
こ
の
語
の
初
出
は
一
八
七
九
年
で
あ
る
。

57　

 H
enry Laurens, « Culture de guerre et culture de paix : du com

battant à la victim
e », Radio France, Série « Le passé im

posé », 
ém

ission du 2 juin 2022.　
（https://w

w
w

.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-cours-du-college-de-france/culture-de-guerre-et-
culture-de-paix-du-com

battant-a-la-victim
e-9632221

）

58　

 

ロ
ラ
ン
ス
は
さ
ら
に
「
平
和
文
化
」
を
広
い
意
味
か
ら
論
じ
て
い
る
。Cf. H

enry Laurens, « Com
m

ent affronter le passé ? : la France et ses 
historiens face aux violences du prem

ier X
X

e siècle », Le D
ébat, n

°174, février 2013.

59　

 Y
ohann Chanoir, « La Grande Guerre en trois heures ? réflexion sur les program

m
es des lycées et collèges », in Rém

y Cazals et 
Caroline Barrera (dir.), E

nseigner la G
rande G

uerre (A
ctes du colloque, abbaye-école de Sorèze, 21-22 octobre 2017), Portet-sur-

Garonne, Editions M
idi-pyrénéennes; Illustrated édition, 2018.

60　

 

山
室
信
一
、
岡
田
暁
生
、
小
関
隆
、
藤
原
辰
史
編
『
現
代
の
起
点 

第
二
次
世
界
大
戦
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
の
第
二
巻
は
「
総
力
戦
」
と
題
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
総
説
「
戦
争
を
生
き
る
」
を
執
筆
し
た
藤
原
辰
史
は
、「
本
巻
の
各
論
文
が
扱
う
の
も
ま
た
、
総
力
戦
と
い
う
よ
り
は
、
総
力
戦
化
過0

程0

の
諸
相
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
二
一
―
二
二
頁
）。
強
調
は
原
文
。
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剣
持
②
は
、
二
派
の
対
立
が
「
戦
争
文
化
」
に
収
斂
し
た
と
す
る
立
場
か
ら
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
題
材
と
し
た
映
画
を
テ
ー
マ
と
す
る
論
考
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、「
戦
争
文
化
」
を
伝
え
る
と
剣
持
が
主
張
す
る
作
品
に
つ
い
て
、「
強
制
か
自
発
性
か
の
論
争
を
経
て
収
斂
し
た
「
戦
争
文
化
」
表
象
が
反
映

さ
れ
て
い
る
」（
三
〇
九
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
戦
争
文
化
表
象
」
と
い
う
言
葉
が
妥
当
か
の
判
断
は
お
く
が
、
戦
争
文
化
が
そ
の
よ
う
な
も
の
な
の

か
は
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　

 　

ち
な
み
に
二
〇
二
三
年
五
月
二
七
日
、ド
イ
ツ
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
教
授
ヨ
ル
グ
・
レ
オ
ハ
ル
ト
（Jörg Leonhard

）
氏
を
迎
え
て
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
が
東
京
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
氏
自
身
は
「
戦
争
文
化
」
と
い
う
言
葉
を
積
極
的
に
使
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
は
ド
イ
ツ
で
も
ま
だ
議
論
が

あ
る
と
の
発
言
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
く
。
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Frédéric Rousseau, 14-18 : penser le patriotism
e, Paris, Gallim

ard, 2018.

63　

 « Les com
battants de la Grande Guerre, fervents patriotes ou victim

es de la contrainte étatique ?”, Le M
onde, 9

novem
bre 2018.
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64　

 

Ｃ
Ｒ
Ｉ
Ｄ
の"I"

は
「
国
際
（international

）」
の
略
だ
し
、
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
も
国
外
の
研
究
者
た
ち
と
の
共
同
研
究
を
進
め
て
い
る
。
後
に
Ｃ
Ｒ
Ｉ
Ｄ

を
創
設
す
る
研
究
者
た
ち
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
開
催
し
た
国
際
的
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
こ
う
。
そ
の
報
告
書
に
は
、
お
も
に
ペ

ロ
ン
ヌ
派
と
協
同
し
て
い
る
レ
オ
ナ
ー
ド
・
Ｖ
・
ス
ミ
ス
や
ジ
ョ
ン
・
ホ
ー
ン
な
ど
の
英
語
圏
の
研
究
者
の
名
前
も
み
え
る
。
国
外
の
研
究
者
か
ら
す
れ
ば
、

フ
ラ
ン
ス
の
二
派
の
「
対
立
」
な
ど
は
大
戦
研
究
の
主
要
な
分
岐
線
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。Cf. Sylvie Caucanas et Rém

y Cazals, 
conclusions par M

arc Ferro, T
races de 14-18 : A

ctes du colloque de Carcassonne, Carcassonne, Les A
udois, 1997.

65　

 A
ndré Bach, « Com

m
ém

oration : texte im
portant du général Bach », Forum

 Pages 14-18, Les com
battants &

 l'histoire de la 
Grande Guerre, 

11 novem
bre 2017. (https://forum

.pages14-18.com
/view

topic.php?t=38838)

66　

 

本
稿
第
一
章
で
、
ペ
ロ
ン
ヌ
派
の
プ
ロ
シ
ャ
ソ
ン
が
そ
の
種
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
と
紹
介
し
た
が
、
ル
ソ
ー
は
モ
ン
ペ
リ
エ
第
三
大
学
の
教
授
、
キ
ャ

ザ
ル
は
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
学
名
誉
教
授
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
パ
リ
の
出
版
社
か
ら
も
本
を
上
梓
し
て
い
る
が
、
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
の
多
く
は
ト
ゥ
ル
ー
ズ
な
ど

地
方
の
出
版
社
か
ら
の
刊
行
が
多
い
。

67　

 M
axence Bonnefoy, « Consentem

ent ou contrainte ? Enseigner l'expérience com
battante pendant la Prem

ière Guerre m
ondiale 

en classe de Prem
ière L/ES », sous la direction d'O

livier Chatelan, Lyon : U
niversité Jean M

oulin (Lyon 3), M
ém

oire soutenu le 
12/06/2019, p. 28.

68　

 N
icolas Beaupré, H

eather Jones, A
nne Rasm

ussen et le Com
ité directeur du Centre international de recherche de l'H

istorial de la 
Grande Guerre (dir.), D

ans la guerre 1914-1918 : accepter, endurer, refuser, Paris, Les Belles lettres, 2015.

69　

 Leonard V
. Sm

ith, « A
ccepter, refuser, endurer », in N

icolas Beaupré et al. (dir.), op.cit., pp. 14-15.

70　

 Em
m

anuel Saint-Fuscien, « Juger et être jugé : prévenus, crim
es et délits au sein des arm

ées de la Grande Guerre », N
icolas 

Beaupré et al. (dir.), op.cit.

71　

 Em
m

anuel Saint-Fuscien, « Les instituteurs com
battants de la Grande Guerre : des soldats com

m
e les autres ? », Jean-François 

Condette, Les E
coles dans la guerre : acteurs et institutions éducatives dans les tourm

entes guerrières (X
V

II
e - X

X
e siècles), 

V
illeneuve d'A

scq, Presses universitaires du Septentrion, 2014.

72　

 

つ
け
加
え
る
な
ら
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
ペ
ロ
ン
ヌ
派
が
ク
ラ
オ
ン
ヌ
派
の
見
解
を
取
り
入
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
筆
者
に
は
み
え
る
が
。

73　

 

新
し
い
研
究
と
し
て
、
女
性
史
に
関
連
す
る
著
作
を
挙
げ
て
お
く
。Bertrand Goujon, Je m

aintiendrai : fem
m

es, nobles et Françaises 1914-
1919, Paris, V

endém
iaire, 2022. 

オ
ド
ワ
ン=

ル
ゾ
ー
も
複
数
の
研
究
書
を
刊
行
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
一
九
九
四
年
に
ア
フ
リ
カ
の
ル
ワ
ン
ダ
で
起

き
た
虐
殺
と
い
う
畑
違
い
の
分
野
に
関
心
を
寄
せ
、
一
書
を
上
梓
し
て
い
る
こ
と
も
記
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。Stéphane A

udoin-Rouzeau, U
ne 

initiation : R
w

anda (1994-2016), Paris, Seuil, 2017. 

本
書
に
は
ア
フ
リ
カ
史
家
か
ら
、
ル
ワ
ン
ダ
へ
の
無
知
を
さ
ら
け
出
し
て
い
る
し
、「
私
」
と
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書
く
と
こ
ろ
を
「
私
た
ち
」
と
、
無
知
の
主
体
を
広
げ
て
い
る
と
い
う
厳
し
い
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
大
戦
研
究
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

受
け
て
い
る
面
（
犠
牲
者
の
身
体
を
展
示
す
る
メ
モ
リ
ア
ル
訪
問
、
コ
メ
モ
ラ
シ
オ
ン
の
儀
式
、
生
存
者
た
ち
と
の
出
会
い
）
が
読
み
取
れ
て
興
味
深
い
。

Cf. Claudine V
idal, « Les voyages de Stéphane A

udoin-Rouzeau au Rw
anda : à propos de Stéphane A

udoin-Rouzeau, U
ne 

initiation. R
w

anda (1994-2016), Paris, Seuil, 2017», O
penE

dition Journals, 2018. https://journals.openedition.org/lectures/24102 
74　

 
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
に
関
し
て
は
す
で
に
一
つ
の
見
方
を
示
し
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
拙
著
『
ア
フ
リ
カ
を
活
用
す
る

―
フ
ラ
ン
ス

植
民
地
か
ら
み
た
第
一
次
世
界
大
戦
』
人
文
書
院
、
二
〇
一
四
年
。

　
　

※
本
稿
で
参
照
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
は
す
べ
て
二
〇
二
三
年
一
二
月
一
七
日
に
最
終
閲
覧
し
確
認
し
て
い
る
。




