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コール政権の「歴史政策」
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史
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史
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権
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歴
史
政
策
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は
じ
め
に　

歴
史
認
識
と
外
交

　

二
〇
一
七
年
六
月
二
二
日
に
連
邦
議
会
で
行
わ
れ
た
元
連
邦
首
相
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
コ
ー
ル
（H

elm
ut K

ohl

）
の
追
悼
式
典
に
お
い
て
、

ラ
マ
ー
ト
（N

orbert Lam
m

ert

）
連
邦
議
会
議
員
は
「
歴
史
抜
き
の
政
治
は
根
拠
も
目
的
も
展
望
も
な
い
」
と
い
う
コ
ー
ル
の
言
葉
（
１
）を

引

き
、
コ
ー
ル
政
権
時
の
取
り
組
み
は
「
我
々
の
歴
史
認
識
と
想
起
の
文
化
を
形
づ
く
っ
た
（
２
）」

と
述
べ
た
。
彼
の
言
葉
が
示
す
通
り
、
一
九

八
二
年
か
ら
一
六
年
に
わ
た
っ
て
西
ド
イ
ツ
（
３
）の

首
相
を
務
め
た
コ
ー
ル
は
、「
歴
史
政
策
（
４
）」

を
政
府
に
よ
る
取
り
組
み
と
し
て
明
確
に
位

置
づ
け
た
戦
後
初
の
首
相
で
あ
っ
た
（
５
）。

在
任
中
に
冷
戦
の
象
徴
と
さ
れ
た
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
崩
壊
し
、
四
十
年
に
及
ん
だ
東
西
ド
イ
ツ
の

分
断
が
終
焉
を
迎
え
た
こ
と
か
ら
「
統
一
ド
イ
ツ
の
首
相
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
コ
ー
ル
だ
が
、
彼
は
同
時
に
、
今
日
ま
で
そ
の
評

価
や
影
響
を
め
ぐ
っ
て
議
論
の
続
く
歴
史
政
策
の
担
い
手
で
も
あ
っ
た
。

　

コ
ー
ル
の
「
歴
史
政
策
」
の
中
で
本
稿
が
注
目
す
る
の
は
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
事
件
と
呼
ば
れ
る
出
来
事
で
あ
る
。
一
九
八
五
年
五
月
二

日
か
ら
二
日
間
に
わ
た
っ
て
ボ
ン
で
行
わ
れ
た
西
側
先
進
国
首
脳
会
議
（
サ
ミ
ッ
ト
）
の
あ
と
、
コ
ー
ル
は
ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー
ガ
ン

（Ronald Reagan

）
米
大
統
領
と
と
も
に
両
大
戦
の
戦
没
者
が
眠
る
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
を
訪
問
し
た
。
こ
の
年
は
第
二
次
世
界
大

戦
の
終
結
か
ら
ち
ょ
う
ど
四
十
年
の
節
目
で
あ
り
、
コ
ー
ル
の
狙
い
は
か
つ
て
の
敵
国
と
の
和
解
を
演
出
し
、
ナ
チ
の
過
去
を
相
対
化
す

る
こ
と
で
未
来
志
向
の
歴
史
認
識
を
形
づ
く
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
墓
地
に
葬
ら
れ
て
い
る
お
よ
そ
二
千
人
の
戦
没
者
の
う
ち

四
九
名
が
ナ
チ
親
衛
隊
（W

affen-SS: SS

）
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
コ
ー
ル
の
意
に
反
し
て
ナ
チ
の
過
去
を
め
ぐ
る
激
し
い
議
論
が
巻

き
起
こ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
特
に
米
国
内
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
中
心
に
訪
問
中
止
を
求
め
る
運
動
が
盛
ん
に
な
り
、
レ
ー

ガ
ン
政
権
は
そ
の
対
応
と
説
得
に
追
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
結
果
と
し
て
、
当
初
の
予
定
通
り
墓
地
で
の
献
花
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、
両

首
脳
が
思
い
描
い
て
い
た
和
解
の
演
出
や
未
来
志
向
の
関
係
性
の
構
築
と
は
程
遠
い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
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軍
人
墓
地
訪
問
は
そ
の
印
象
の
悪
さ
か
ら
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
重
大
な
政
治
的
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
（
６
）。

　

コ
ー
ル
の
「
歴
史
政
策
」
は
、
ド
イ
ツ
現
代
史
の
枠
内
で
し
ば
し
ば
研
究
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
主
に
コ
ー
ル
個
人
の
保

守
的
な
歴
史
認
識
に
基
づ
く
国
内
文
化
政
策
（K

ulturpolitik

）
の
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
て
き
た
（
７
）。

し
か
し
、
そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
事
件
は
、
コ
ー
ル
の
提
案
だ
っ
た
と
は
い
え
、
国
内
世
論
の
強
い
反
対
を
押
し
切
っ
て
承
諾
し
た
ア
メ
リ
カ
な
し
に
は

実
現
し
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
他
の
事
例
と
異
な
る
（
８
）。

そ
の
背
景
に
は
コ
ー
ル
個
人
の
歴
史
認
識
の
み
な
ら
ず
、
冷
戦
の
さ
な
か
に
あ

っ
た
両
国
の
外
交
的
配
慮
が
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
可
能
性
が
高
く
、
国
内
政
策
や
社
会
事
情
の
視
点
を
重
視
す
る
「
過
去
の
克
服

（V
ergangenheitsbew

ältigun （
９
）

g

）」
に
関
す
る
研
究
文
脈
の
み
で
は
、「
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
が
、
独
米
の
重
大
な
外
交
問
題）
（1
（

」
と
な
っ
て
い
た

状
況
を
十
分
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
方
、
コ
ー
ル
政
権
の
外
交
政
策
に
関
し
て
は
、
冷
戦
の
終
結
や
東
西
ド
イ
ツ
統
一

な
ど
に
主
な
関
心
が
向
け
ら
れ）
（（
（

、
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
外
交
政
策
は
蔑
ろ
に
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る）
（1
（

。

　

し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
行
わ
れ
た
ナ
チ
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
は
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
今
日
に
至
る
ま
で
長
い
影
を

落
と
し
て
お
り
、
ナ
チ
の
過
去
と
の
対
峙
は
、
安
定
し
た
民
主
主
義
体
制
の
確
立
や
歴
史
教
育
の
徹
底
と
い
っ
た
国
内
政
策
の
枠
を
超
え
、

外
交
に
お
い
て
も
重
要
な
課
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
歴
史
上
ほ
か
に
類
を
見
な
い
ほ
ど
大
規
模
な
民
族
虐
殺
を
引
き
起
こ
し
た
暗
黒
の

時
代
と
向
き
合
う
こ
と
は
、
国
内
に
お
い
て
「
過
去
の
克
服
」
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
、
歴
史
政
策
や
想
起
の
文
化

（Erinnerungskultu

）
（1
（

r

）
の
発
展
を
促
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
西
ド
イ
ツ
が
国
際
社
会
に
復
帰
し
、
他
国
か
ら
の
信
頼
を
得
る
た
め
に
、
外

交
上
必
要
不
可
欠
な
要
素
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
東
西
ド
イ
ツ
の
分
断
が
戦
後
の
米
ソ
に
よ
る
分
割
占
領
に
端
を
発
し
て
お
り
、
そ
の
後
ド

イ
ツ
が
四
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
東
西
冷
戦
の
最
前
線
に
置
か
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
西
側
陣
営
の
動
向
が
西
ド
イ
ツ
外
交
に
多
大
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
冷
戦
や
対
西
側
政
策
、
欧
州
統
合
と
い
っ
た
外
交
上
の
課
題
が
歴
史
認
識
問
題
に

与
え
た
影
響
も
無
視
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
認
識
問
題
は
、
そ
れ
自
体
が
独
立
し
て
検
討
さ
れ
る
問
題
で
は
な
く
、
そ
の
時
代

の
国
際
環
境
や
そ
れ
ぞ
れ
の
政
権
の
外
交
政
策
と
連
動
し
て
い
た
。
歴
史
認
識
が
具
現
化
さ
れ
た
歴
史
政
策
抜
き
に
西
ド
イ
ツ
外
交
を
理
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解
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
、
外
交
に
目
を
向
け
る
こ
と
な
く
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
歴
史
認
識
問
題
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で

あ
る
。

　

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
西
ド
イ
ツ
外
交
史
研
究
に
お
い
て
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
歴
史
認
識
問
題

と
外
交
と
い
う
二
つ
の
テ
ー
マ
の
連
関
に
注
目
す
る）
（1
（

。
コ
ー
ル
政
権
の
「
歴
史
政
策
」
の
中
で
、
単
な
る
国
内
文
化
政
策
と
は
異
な
る
外

交
的
な
性
質
も
持
っ
て
い
た
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
事
件
に
焦
点
を
当
て
、
レ
ー
ガ
ン
米
大
統
領
と
の
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
が
コ
ー
ル

政
権
の
外
交
政
策
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
コ
ー
ル
政
権
の
「
歴
史
政

策
」
と
外
交
政
策
の
関
係
性
を
紐
解
き
、
さ
ら
に
そ
の
外
交
政
策
を
西
ド
イ
ツ
外
交
の
潮
流
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
指
す
。

　

コ
ー
ル
政
権
期
の
外
交
に
お
い
て
そ
の
課
題
の
中
心
を
占
め
た
の
は
、
や
は
り
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
コ
ー
ル
が
首
相
の
座

に
就
い
た
の
は
、
一
九
七
九
年
の
ソ
連
に
よ
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
攻
に
よ
っ
て
デ
タ
ン
ト
が
終
焉
を
迎
え）
（1
（

、
新
冷
戦
が
厳
し
さ
を
増
し

て
い
た
一
九
八
二
年
の
こ
と
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
政
治
情
勢
も
ま
た
、
対
立
を
深
め
る
米
ソ
の
関
係
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。

コ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
初
代
西
ド
イ
ツ
首
相
で
あ
っ
た
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
（K

onrad A
denauer

）
が
推
進
し

た
「
西
側
結
合）
（1
（

」
政
策
に
立
ち
返
り
、
積
極
的
な
対
米
友
好
路
線
を
打
ち
出
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ミ
サ

イ
ル
配
備
を
め
ぐ
っ
て
北
大
西
洋
条
約
機
構
（N

orth A
tlantic T

reaty O
rganization: N

A
T

O

）
加
盟
国
の
足
並
み
が
乱
れ
、
国
内
に
お

い
て
も
大
規
模
な
抗
議
運
動
が
巻
き
起
こ
っ
て
い
た
が）
（1
（

、
コ
ー
ル
は
あ
く
ま
で
「
忠
実
な
同
盟
国
」
と
し
て
対
米
安
全
保
障
協
力
を
優
先

し
、
レ
ー
ガ
ン
と
の
個
人
的
な
友
好
関
係
の
枠
に
と
ど
ま
ら
な
い
良
好
な
独
米
関
係
を
築
い
た
。
そ
の
裏
に
あ
っ
た
の
は
、
緊
張
緩
和
や

東
西
ド
イ
ツ
の
統
一
を
希
求
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
は
ア
メ
リ
カ
と
の
友
好
関
係
の
上
に
初
め
て
成
り
立
つ
と
す
る
現
実
的
な
思
考
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
ナ
チ
の
過
去
を
抱
え
る
「
殺
人
者
の
国
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
、
か
つ
て
の
敵
国
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ

と
の
和
解
を
演
出
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
点
で
コ
ー
ル
の
「
歴
史
政
策
」
と
「
西
側
結
合
」
政
策
は
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
コ
ー
ル

が
初
め
て
公
式
に
打
ち
出
し
た
「
歴
史
政
策
」
は
、
国
内
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
記
念
行
事
の
開
催
や
歴
史
博
物
館
建
設
の
み
に
と
ど
ま
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る
も
の
で
は
な
く
、
外
交
政
策
と
も
連
動
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
コ
ー
ル
政
権
に
至
る
ま
で
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
過
去
の
克
服
」
に
つ
い
て
概

観
し
、
続
い
て
コ
ー
ル
政
権
の
外
交
政
策
と
「
歴
史
政
策
」
の
連
関
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
最
後
に
取
り
上
げ
る
の
は
事
例
と
し
て
の
ビ

ッ
ト
ブ
ル
ク
事
件
で
あ
り
、
結
び
に
コ
ー
ル
の
「
歴
史
政
策
」
の
現
代
的
意
義
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
る
。

一　

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
過
去
の
克
服
」

　

本
章
で
は
、
コ
ー
ル
政
権
に
至
る
ま
で
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
過
去
の
克
服
」
と
「
過
去）
（1
（

」
に
関
す
る
外
交
政
策
を
概
観
し
、
次
章

で
扱
う
コ
ー
ル
政
権
に
よ
る
「
歴
史
政
策
」
の
前
提
と
な
っ
た
社
会
的
・
政
治
的
潮
流
を
明
ら
か
に
す
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
過
去
の

克
服
」
は
、
と
も
に
敗
戦
国
と
な
っ
た
日
本
の
そ
れ
に
対
置
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
が）
（1
（

、
以
下
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
批
判
的
な
「
過
去
と

の
取
り
組
み
（A

ufarbeitung der V
ergangenhe
）
11
（it

）」
が
一
貫
し
て
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
転
換
点
と
な
っ
た
の
は
主
に

学
生
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
六
八
年
運
動
で
あ
っ
た
。
国
際
社
会
に
お
い
て
そ
の
取
り
組
み
が
模
範
と
み
な
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
国
内
に
お

け
る
数
々
の
困
難
を
乗
り
越
え
る
必
要
が
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
外
交
面
に
お
い
て
も
慎
重
な
配
慮
が
求
め
ら
れ
た
。「
過
去
の
克
服
」

の
過
程
は
、
決
し
て
平
坦
な
道
の
り
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

㈠　
「
歴
史
な
き
時
代
」
か
ら
「
過
去
」
と
の
対
峙
へ

　

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
過
去
の
克
服
」
の
文
脈
に
お
い
て
、
一
九
五
〇
年
代
ま
で
は
「
歴
史
な
き
時
代）
1（
（

」
と
称
さ
れ
る
。
一
九
三
九
年

の
ポ
ー
ラ
ン
ド
侵
攻
か
ら
六
年
に
及
ん
だ
大
戦
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
荒
廃
さ
せ
た
だ
け
で
は
な
く
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
主
要
都

市
を
破
壊
し
、
国
家
財
政
上
の
多
大
な
損
害
に
加
え
、
市
民
の
心
に
深
い
傷
を
残
し
た
。
戦
後
の
社
会
に
お
い
て
課
題
と
な
っ
た
の
は
、
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何
よ
り
も
ま
ず
経
済
的
な
困
窮
状
態
か
ら
抜
け
出
し
て
復
興
の
足
掛
か
り
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
り
、
悲
惨
な
戦
争
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め

の
平
和
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
西
ド
イ
ツ
市
民
は
自
ら
の
戦
争
体
験
に
つ
い
て
沈
黙
を
守
り
、
社
会
の
復
興
に
希
望
を
託
す
こ
と

で
、
平
穏
な
日
々
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
三
三
年
の
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
（A

dolf H
itler

）
に
よ
る
権
力
掌
握
（M

achtergreifung

）
か
ら
一
二
年
間
に
及
ん
だ
ナ
チ
党
に

よ
る
支
配
は
、
多
く
の
市
民
を
巻
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
お
り
、
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
社
会
に
お
い
て
ナ
チ
体
制
に
加
担
し
た

す
べ
て
の
官
僚
や
政
治
家
を
弾
劾
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
四
年
間
の
占
領
期
間
を
終
え
て
発
足
し
た
ア
デ
ナ
ウ

ア
ー
政
権
下
で
は
、
ナ
チ
の
過
去
に
関
す
る
批
判
的
な
取
り
組
み
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
国
家
再
建
を
最
優
先
課
題
と
し
、
恩
赦
法
の

制
定
や
官
僚
の
再
任
用
な
ど
を
通
し
て
旧
ナ
チ
党
員
の
社
会
的
・
政
治
的
統
合
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）
11
（

。
社
会
の
ほ
と
ん
ど
が
戦

争
体
験
者
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
言
葉
を
発
せ
ず
と
も
悲
惨
な
日
々
の
記
憶
が
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
こ
の
時
期
に
批
判
的
な
過
去

と
の
取
り
組
み
が
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
米
ソ
に
よ
る
占
領
の
延
長
線
上
で
建
国
に
至
っ
た
西
ド
イ
ツ
は
、
引
き
続
き
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
東
西
対
立
の
最
前
線
に
置

か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
は
、
冷
戦
と
い
う
国
際
情
勢
の
中
で
西
側
陣
営
と
の
紐
帯
を
結
ぶ
こ
と
を
外
交
上
の
最
優
先
課

題
と
し
、
徹
底
し
た
「
西
側
結
合
（W

estbindung
）」
政
策
を
推
進
し
た）
11
（

。「
ド
イ
ツ
外
交
上
の
『
革
命）
11
（

』」
と
も
い
わ
れ
る
こ
の
外
交
路

線
は
、
西
側
陣
営
、
ま
た
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
員
と
し
て
の
重
要
な
立
場
を
確
立
す
る
こ
と
で
、
占
領
政
策
か
ら
解
放
さ
れ
て
間
も
な

い
西
ド
イ
ツ
の
主
権
を
回
復
し
、
国
際
社
会
へ
復
帰
さ
せ
る
た
め
に
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
よ
う）
11
（

。
敗
戦
国
と
し
て
分
断
を

余
儀
な
く
さ
れ
、
脆
弱
な
財
政
基
盤
に
加
え
て
国
際
社
会
か
ら
の
信
頼
を
も
失
っ
て
い
た
西
ド
イ
ツ
は
、
冷
戦
構
造
が
確
立
さ
れ
て
い
く

中
で
西
側
諸
国
と
の
結
束
に
こ
そ
活
路
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
困
窮
と
混
乱
に
見
舞
わ
れ
た
戦
後
復
興
の
時
代
に
お
い
て
、
ア
デ
ナ
ウ

ア
ー
政
権
の
外
交
政
策
は
、
必
要
に
迫
ら
れ
た
選
択
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、「
歴
史
な
き
時
代
」
に
お
い
て
、
ナ
チ
の
過
去
が
全
く
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
西
ド
イ
ツ
政
府
に
よ
る
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「
補
償
（W

iedergutm
achu

）
11
（ng

）」
の
必
要
性
を
早
く
か
ら
認
識
し
て
い
た
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
は
、
首
相
就
任
直
後
か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
交

渉
に
乗
り
出
し
、
一
九
五
二
年
に
は
ナ
チ
体
制
下
の
犠
牲
に
対
す
る
補
償
の
取
り
決
め
と
し
て
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
補
償
協
定
が
調
印
さ

れ
た）
11
（

。
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
は
そ
の
国
内
政
策
の
内
容
か
ら
、
過
去
に
対
す
る
反
省
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
て
き
た
が
、

「
過
去
の
清
算
」
と
い
う
戦
後
ド
イ
ツ
外
交
の
課
題
に
最
初
に
応
え
た
の
が
彼
で
あ
っ
た
と
い
う
点
は
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
ジ
ョ
ン
・
マ
ッ
ク
ロ
イ
（John J. M

cCloy

）
米
高
等
弁
務
官
が
こ
の
よ
う
な
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
の
動
き

を
促
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
自
身
も
、
西
ド
イ
ツ
が
道
徳
的
義
務
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
米
関
係
に
「
政
治
的
効

果
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
た
点
で
あ
る）
11
（

。
西
ド
イ
ツ
政
府
の
代
表
者
と
し
て
、
そ
し
て
ナ
チ
政
権
の
後
継
者
と
し
て
、
ユ
ダ

ヤ
人
虐
殺
に
対
す
る
罪
を
償
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
の
思
い
は
、
確
か
に
自
発
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
あ
く
ま

で
外
交
上
の
優
先
課
題
は
「
西
側
結
合
」
で
あ
り
、
そ
の
軸
が
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
が
最
も
関
係
性
を
重
視
し
て

い
た
ア
メ
リ
カ
の
後
押
し
に
加
え
、
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
補
償
が
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
改
善
に
つ
な
が
る
と
い
う
読
み
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

西
ド
イ
ツ
政
府
は
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
と
の
交
渉
に
踏
み
切
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
過
去
の
克
服
」
を
「
西
側
結
合
」
政

策
の
手
段
と
捉
え
、「
過
去
の
克
服
」
そ
れ
自
体
に
は
受
動
的
で
あ
っ
た
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
政
権
の
姿
勢
が
こ
こ
に
見
て
取
れ
る
。

　

一
九
五
〇
年
代
の
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
守
ら
れ
て
い
た
「
過
去
」
に
関
す
る
沈
黙
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
入
っ
て
破
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
一
九
五
八
年
に
ウ
ル
ム
で
行
わ
れ
た
親
衛
隊
行
動
部
隊
（Einsatzkom

m
ando

）
裁
判
に
始
ま
り
、
六
一
年
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
、

六
三
年
に
開
始
さ
れ
た
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
裁
判
へ
と
続
い
た
ナ
チ
犯
罪
に
対
す
る
司
法
措
置
は
、
ナ
チ
体
制
下
の
真
実
を
明
ら
か
に
し
、

国
内
外
で
大
き
な
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た）
11
（

。
同
じ
頃
、
連
邦
議
会
で
は
ナ
チ
犯
罪
の
時
効
に
つ
い
て
の
議
論
が
持
た
れ
、
州
レ
ベ
ル
で
も

極
右
勢
力
で
あ
る
ド
イ
ツ
国
民
民
主
党
（N

ationaldem
okratische Partei: N

PD

）
が
議
会
へ
の
進
出
を
果
た
し
て
お
り）
11
（

、
こ
れ
ら
の
出
来

事
を
通
じ
て
「
過
去
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
社
会
に
広
ま
っ
た
。
西
ド
イ
ツ
社
会
に
お
け
る
批
判
的
な
過
去
と
の
取
り
組
み
の
始
ま
り
で
あ

る
。
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㈡　

転
換
点
と
し
て
の
六
八
年
運
動

　

西
ド
イ
ツ
社
会
に
お
け
る
批
判
的
な
過
去
と
の
取
り
組
み
は
、
世
界
各
地
で
反
体
制
運
動
が
巻
き
起
こ
っ
た
一
九
六
八
年
に
最
高
潮
に

達
し
た）
1（
（

。
他
の
西
側
諸
国
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
発
端
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
に
あ
っ
た
が
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い

て
特
徴
的
だ
っ
た
の
は
、
資
本
主
義
陣
営
へ
の
批
判
の
中
で
も
ナ
チ
の
過
去
が
大
き
な
重
み
を
持
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

ク
ル
ト
・
キ
ー
ジ
ン
ガ
ー
（K

urt Georg K
iesinger

）
政
権
が
そ
の
成
立
を
目
指
し
て
い
た
非
常
事
態
法
（N

otstandgesetz

）
は
、
非
常

事
態
に
お
け
る
国
民
の
権
利
を
部
分
的
に
制
限
し
、
連
邦
軍
（Bundesw

ehr

）
の
投
入
を
認
め
る
と
し
た
も
の
で）
11
（

、
ナ
チ
党
員
と
し
て
の

キ
ー
ジ
ン
ガ
ー
の
過
去
も
手
伝
っ
て）
11
（

、
多
く
の
市
民
に
三
五
年
前
の
悪
夢
、
す
な
わ
ち
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
る
権
力
掌
握
を
想
起
さ
せ
た
。
政

府
批
判
に
端
を
発
し
た
学
生
運
動
は
、
徐
々
に
生
活
面
や
文
化
面
に
も
広
が
っ
て
既
存
の
価
値
観
へ
の
抵
抗
を
強
め
て
い
き）
11
（

、
家
庭
に
お

い
て
も
戦
争
体
験
に
対
し
て
口
を
つ
ぐ
む
親
世
代
（K

riegsgeneration

）
と
、
戦
後
に
生
ま
れ
、
自
ら
の
両
親
の
「
過
去
」
を
厳
し
く
批

判
す
る
戦
後
世
代
（N

achkriegsgeneration
）
の
間
の
対
立
を
生
む
こ
と
と
な
っ
た）
11
（

。
終
戦
後
間
も
な
い
頃
に
生
ま
れ
、
学
生
運
動
に
参

加
す
る
こ
と
で
「
過
去
の
克
服
」
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
の
世
代
は
、「
六
八
年
世
代
（Generation der A

chtundsechziger

）」

と
呼
ば
れ
る）
11
（

。

　

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
六
八
年
運
動
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
ま
さ
に
価
値
を
め
ぐ
る
闘
争
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
戦
争
経
験
者
の
間
で
保
た

れ
て
い
た
ナ
チ
の
過
去
に
関
す
る
沈
黙
は
、
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
の
批
判
的
な
追
及
に
よ
っ
て
破
ら
れ
た
。
一
九
六
八
年
は
「
過
去
の

克
服
」
の
文
脈
に
お
い
て
大
き
な
転
換
点
と
な
り
、
こ
れ
以
降
、
国
内
社
会
の
み
な
ら
ず
外
交
の
舞
台
に
お
い
て
も
ナ
チ
の
過
去
が
重
要

な
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
る
時
代
が
幕
を
開
け
る
こ
と
と
な
る
。

　

転
換
点
と
し
て
の
一
九
六
八
年
を
経
験
し
た
西
ド
イ
ツ
社
会
に
お
い
て
、
翌
年
首
相
に
選
出
さ
れ
た
の
は
、
か
つ
て
反
ナ
チ
抵
抗
運
動

を
組
織
し
、
キ
ー
ジ
ン
ガ
ー
と
は
対
照
的
な
人
生
を
歩
ん
で
き
た
ヴ
ィ
リ
ー
・
ブ
ラ
ン
ト
（W

illy Brandt

）
で
あ
っ
た）
11
（

。
五
月
八
日
の
終
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戦
記
念
日
に
の
ち
の
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
演
説
で
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
内
容
を
先
取
り
し
て
語
り）
11
（

、「
過
去
」
を
直
視
す
る
重
要
性
を

説
い
た
ブ
ラ
ン
ト
は
、
外
交
面
に
お
い
て
は
「
接
近
に
よ
る
変
化
（W

andel durch A
nnährung

）」
を
掲
げ
、
ハ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ド
ク

ト
リ
ン）
11
（

を
事
実
上
放
棄
す
る
形
で
「
東
方
外
交
（O

stpolitik

）」
を
推
進
し
た）
11
（

。
ブ
ラ
ン
ト
は
こ
れ
に
よ
っ
て
「
二
つ
の
ド
イ
ツ
国
家
」

を
認
め
る
と
と
も
に
、
東
側
諸
国
と
の
関
係
を
改
善
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
の
「
西
側
結
合
」
政
策
か
ら
の
転
換
が
こ

こ
に
図
ら
れ
た）
1（
（

。
ま
た
、
東
西
ド
イ
ツ
基
本
条
約
な
ど
の
東
方
条
約
の
締
結
の
た
め
に
奔
走
し
た
ブ
ラ
ン
ト
が
、
一
九
七
〇
年
一
二
月
の

ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
調
印
の
際
に
ゲ
ッ
ト
ー
跡
地
に
立
ち
寄
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
犠
牲
者
追
悼
碑
の
前
で
跪
き
、
謝
罪
の
意
を
表
明
し
た
姿
は
あ

ま
り
に
も
有
名
で
あ
る）
11
（

。
跪
い
た
ブ
ラ
ン
ト
を
捉
え
た
写
真
は
、
西
ド
イ
ツ
社
会
の
み
な
ら
ず
世
界
中
に
拡
散
さ
れ
、
西
ド
イ
ツ
の
「
過

去
」
を
省
み
る
真
摯
な
姿
勢
の
表
れ
で
あ
る
と
し
て
、
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
た）
11
（

。「
跪
き
」
自
体
に
大
き
な
外
交
的
成
果
は
な
か
っ
た
に

せ
よ
、
ブ
ラ
ン
ト
が
東
側
諸
国
と
の
関
係
改
善
に
あ
た
っ
て
、
ナ
チ
の
過
去
の
清
算
を
大
き
な
要
素
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
は
確
か
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
西
ド
イ
ツ
社
会
に
お
い
て
一
九
七
〇
年
代
前
半
ま
で
に
主
流
と
な
っ
た
批
判
的
な
過
去
と
の
取
り
組
み
は
、
そ
れ
に

対
抗
す
る
保
守
的
な
歴
史
観
の
台
頭
を
招
く
こ
と
と
な
る
。

㈢　
「
歴
史
ブ
ー
ム
」
の
到
来

　

ブ
ラ
ン
ト
が
首
相
の
任
を
終
え
た
あ
と）
11
（

の
西
ド
イ
ツ
社
会
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
歴
史
理
解
の
「
変
化
（V

erändern

）」
よ

り
も
「
保
持
（Bew

ahren

）」
を
望
む
傾
向
が
強
ま
っ
た）
11
（

。
一
九
七
九
年
に
ア
メ
リ
カ
で
制
作
さ
れ
た
テ
レ
ビ
映
画
『
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
』

が
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
放
映
さ
れ
、
多
く
の
人
々
に
衝
撃
を
与
え
た
（「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
・
シ
ョ
ッ
ク）11
（

」）
一
方
で
、
ア
レ
ン
ス
バ
ッ
ハ
研

究
所
の
世
論
調
査
で
は
、
一
九
三
三
年
か
ら
三
九
年
が
ド
イ
ツ
史
の
中
で
も
っ
と
も
成
果
の
あ
っ
た
時
代
だ
っ
た
と
答
え
る
人
が
過
半
数

を
占
め
た）
11
（

。
こ
れ
は
、
ナ
チ
党
が
政
権
を
握
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
へ
と
突
入
し
て
い
っ
た
時
期
を
肯
定
的
に
捉
え
、
批
判
的
な
「
過
去

の
克
服
」
と
相
反
す
る
見
解
を
持
つ
人
が
決
し
て
少
な
く
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
コ
ー
ル
が
政
権
の
座
に
就
く
こ
と
と
な
っ
た
一
九
八
〇
年
代
は
、
批
判
的
な
過
去
と
の
取
り
組
み
が
主
流
と
な
る
一
方

で
、
繰
り
返
し
叫
ば
れ
る
「
過
去
」
の
反
省
に
難
色
を
示
す
風
潮
が
出
始
め
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
頃
、
す
で
に
西
ド
イ
ツ
社
会
の

三
分
の
二
が
戦
争
を
体
験
し
て
い
な
い
世
代
で
占
め
ら
れ
て
お
り）
11
（

、
自
ら
が
直
接
責
任
を
負
う
こ
と
の
な
い
「
過
去
」
に
対
し
て
終
止
符

を
打
ち
た
い
と
願
う
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
一
方
で
、「
六
八
年
世
代
」
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
批
判
的
な
取
り
組
み
も
簡
単
に
勢
い
を

失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
両
者
の
せ
め
ぎ
あ
い
に
よ
っ
て
「
過
去
」
を
め
ぐ
る
多
く
の
論
争
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま

す
ま
す
歴
史
の
重
要
性
が
増
し
、
政
治
の
舞
台
に
お
い
て
も
重
大
な
テ
ー
マ
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
時
代
は
、「
歴
史
の

魅
了
（Faszination der Geschich

）
11
（te

）」、
も
し
く
は
「
歴
史
ブ
ー
ム
（Geschichtsboo

）
11
（m

）」
と
形
容
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
一
九
八
五
年
が
終
戦
四
十
年
の
節
目
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
議
論
の
盛
り
上
が
り
に
拍
車
を
か
け
た
。
こ
の
年
は
、
六
八
世
代
に

続
く
第
二
の
戦
後
世
代
が
政
治
的
発
言
力
を
持
ち
、
台
頭
し
て
き
た
時
期
と
重
な
り
、
四
十
年
と
い
う
時
間
的
な
隔
た
り
も
手
伝
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
場
に
お
い
て
第
二
次
世
界
大
戦
や
ナ
チ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
た
。「
過
去
」
を
直
視
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説

き
、
一
三
も
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
て
多
く
の
人
々
の
共
感
を
呼
ん
だ
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
（Richard von 

W
eizsäcker

）
大
統
領
の
演
説）
1（
（

だ
け
で
な
く
、
ナ
チ
ズ
ム
の
比
較
可
能
性
と
唯
一
無
二
性
を
め
ぐ
っ
て
知
識
人
の
間
で
展
開
さ
れ
た
歴
史

家
論
争
（H

istorikerstre

）
11
（it

）
や
、「
水
晶
の
夜
（K

ristallnach

）
11
（

t

）」
に
際
し
た
連
邦
議
会
式
典
で
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
イ
ェ
ニ
ン
ガ
ー
（Filipp 

Jenninger

）
連
邦
議
会
議
長
演
説）
11
（

な
ど
、
公
の
場
で
語
ら
れ
た
保
守
的
と
も
い
え
る
歴
史
認
識
が
注
目
を
集
め
た
。
コ
ー
ル
の
歴
史
認
識

は
、
ナ
チ
の
過
去
を
相
対
化
す
る
試
み
で
あ
る
と
し
て
し
ば
し
ば
批
判
の
対
象
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
時
代
背
景
を
考
え
る
と
、
西
ド

イ
ツ
社
会
に
お
い
て
決
し
て
例
外
的
な
考
え
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
実
際
、
以
下
で
み
て
い
く
コ
ー
ル
の
「
歴
史
政
策
」
の
理

念
や
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
計
画
は
、
一
定
の
世
論
の
支
持
を
得
て
い
た
か
ら
こ
そ
実
現
に
至
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、

コ
ー
ル
は
第
二
の
戦
後
世
代
の
歴
史
認
識
を
体
現
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

以
上
、
本
章
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
過
去
の
克
服
」
は
戦
後
一
貫
し
て
行
わ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
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一
九
五
〇
年
代
の
戦
後
復
興
の
時
代
に
お
い
て
は
、
ナ
チ
の
過
去
が
話
題
に
上
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
政
権
に

よ
る
補
償
協
定
も
、
ア
メ
リ
カ
の
後
押
し
が
あ
っ
て
こ
そ
実
現
し
た
、
い
わ
ば
受
動
的
な
取
り
組
み
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
転
換
点
と
な

っ
た
の
は
、
批
判
的
か
つ
能
動
的
に
「
過
去
」
と
向
き
合
う
こ
と
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
た
一
九
六
八
年
の
学
生
運
動
で
あ
っ
た
。
そ
の

後
に
発
足
し
た
政
権
は
、
よ
り
積
極
的
に
ナ
チ
の
過
去
と
向
き
合
う
必
要
に
迫
ら
れ
、
一
九
八
〇
年
代
の
「
歴
史
ブ
ー
ム
」
の
到
来
を
招

く
こ
と
と
な
っ
た
。
次
章
で
は
、
過
去
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
た
時
代
に
成
立
し
た
コ
ー
ル
政
権
に
お
け
る
歴
史
認
識
と
「
過
去
」
を
め
ぐ

る
外
交
政
策
を
み
て
い
く
。

二　

コ
ー
ル
政
権
の
「
歴
史
政
策
」
と
「
西
側
結
合
」

　

本
章
で
は
、
前
章
で
確
認
し
た
西
ド
イ
ツ
社
会
に
お
け
る
「
過
去
の
克
服
」
の
潮
流
の
中
で
、
一
九
八
二
年
に
発
足
し
た
コ
ー
ル
政
権

の
「
歴
史
政
策
」
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
政
権
や
ブ
ラ
ン
ト
政
権
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
コ
ー
ル
に
と
っ

て
も
、
ナ
チ
の
過
去
を
ど
う
扱
う
か
と
い
う
問
題
は
他
国
と
外
交
関
係
を
築
く
う
え
で
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
課
題
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
西
ド
イ
ツ
外
交
に
お
い
て
、「
過
去
の
克
服
」
と
外
交
政
策
の
連
関
が
一
貫
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
六
八
年

運
動
後
の
政
権
で
は
「
過
去
」
と
向
き
合
う
姿
勢
に
変
化
が
生
じ
、
よ
り
積
極
的
な
働
き
か
け
が
み
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
一
九
八
〇
年
代
は
、
依
然
と
し
て
冷
戦
構
造
が
西
ド
イ
ツ
外
交
の
多
く
を
規
定
し
て
い
た
。
以
下
で
は
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
事
件

に
つ
な
が
る
コ
ー
ル
政
権
の
「
歴
史
政
策
」
と
外
交
路
線
の
連
関
を
、
そ
の
時
代
背
景
も
併
せ
て
整
理
し
て
い
く
。

㈠　

コ
ー
ル
の
歴
史
認
識
と
「
歴
史
政
策
」

　
「
過
去
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
勢
い
を
増
す
一
九
八
〇
年
代
の
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
第
六
代
連
邦
首
相
に
選
出
さ
れ
た
の
は
、
歴
史
学

051-104_02_田口_大学院論文集60号.indd   61 2020/06/17   10:51



� 慶應義塾大学大学院法学研究科論文集60号（令和２年度）

 62

を
修
め
た
の
ち
に
政
治
の
道
を
志
す
こ
と
を
決
意
し
た
コ
ー
ル
で
あ
っ
た）
11
（

。
彼
は
一
九
三
〇
年
の
生
ま
れ
で
あ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
が

幕
を
開
け
た
と
き
に
は
た
っ
た
九
歳
で
、
終
戦
が
告
げ
ら
れ
た
と
き
も
学
童
疎
開
先
の
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
身
を
置
く
一
五
歳
の
少
年
に
過
ぎ

な
か
っ
た）
11
（

。
コ
ー
ル
が
一
九
八
四
年
の
イ
ス
ラ
エ
ル
訪
問
の
際
に
語
っ
た
「
遅
く
生
ま
れ
た
恩
恵
（Gnade der späten Gebur

）
11
（

t

）」
と
い

う
言
葉
は
、
そ
の
部
分
だ
け
が
切
り
取
ら
れ
、
保
守
的
な
歴
史
認
識
の
表
れ
で
あ
る
と
し
て
批
判
さ
れ
た
が
、
遅
く
生
ま
れ
た
が
た
め
に

「
ナ
チ
時
代
に
罪
に
陥
る
」
こ
と
が
な
く
、「
過
去
」
の
罪
悪
感
を
克
服
す
る
苦
難
に
さ
ら
さ
れ
な
か
っ
た）
11
（

と
い
う
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。

「
自
ら
責
任
を
負
う
に
は
若
す
ぎ
た
し
、
戦
争
体
験
を
と
も
に
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
ほ
ど
幼
く
は
な
か
っ
た）
11
（

」
と
い
う
コ
ー
ル
の
言
葉

に
、
こ
の
世
代
の
「
過
去
」
に
対
す
る
複
雑
な
心
境
が
見
て
取
れ
る
。

　

コ
ー
ル
は
「
過
去
」
に
対
す
る
ド
イ
ツ
人
の
責
任
を
認
め
な
が
ら
も
、
幼
少
期
に
戦
争
を
体
験
し
た
自
身
の
世
代
が
道
義
的
に
非
難
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
見
解
に
立
っ
て
い
た）
11
（

。
彼
が
「
ヒ
ト
ラ
ー
以
降
の
世
代
の
最
初
の
首
相）
1（
（

」
を
自
認
し
、
世
代
交
代
の
重
要
性

と
未
来
志
向
の
歴
史
認
識
の
必
要
性
を
繰
り
返
し
説
い
た
裏
に
は
、
自
ら
が
戦
後
民
主
主
義
を
築
い
た
「
若
い
世
代
の
代
弁
者）
11
（

」
で
あ
る

と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
。

　

一
九
八
二
年
一
〇
月
に
「
精
神
的
・
道
義
的
転
換
（geistig-m

oralische W
end

）
11
（e

）」
を
掲
げ
て
首
相
の
座
に
就
い
た
コ
ー
ル
は
、
連
邦

議
会
で
の
就
任
演
説
に
お
い
て
、「
ド
イ
ツ
の
歴
史
に
対
す
る
我
々
の
意
識
を
変
革
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、［
敗
戦
と
と

も
に
］
ド
イ
ツ
の
国
民
国
家
は
破
壊
さ
れ
ま
し
た
が
、
ド
イ
ツ
国
民
は
残
り
、
今
後
も
存
続
す
る
か
ら
で
す
」（［　
］
内
引
用
者
、
以
下
同

様
）
11
（

）
と
述
べ
、
歴
史
認
識
に
お
け
る
「
転
換
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
。
コ
ー
ル
の
歴
史
理
解
は
決
し
て
ナ
チ
の
過
去
を
否

定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が）
11
（

、「
共
通
の
歴
史
」
の
価
値
を
引
き
上
げ
、
そ
れ
が
歪
曲
さ
れ
た
り
、
誤
っ
た
解
釈
が
な
さ
れ
た
り
す
る

こ
と
に
対
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
す
も
の
で
あ
っ
た）
11
（

。
六
八
年
年
世
代
に
よ
る
「
文
化
的
損
害
」
を
乗
り
越
え）
11
（

、
歴
史
認
識
を
「
正
常
化）
11
（

」
す

る
こ
と
で
均
衡
の
と
れ
た
歴
史
認
識
を
根
付
か
せ
よ
う
と
す
る
こ
の
試
み
は
、「
歴
史
政
策）
11
（

」
と
し
て
具
現
化
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
に
よ

り
、
歴
史
認
識
に
対
す
る
取
り
組
み
が
、
政
府
に
よ
っ
て
初
め
て
明
確
に
方
針
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）
11
（

。
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コ
ー
ル
は
「
歴
史
政
策
」
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
記
念
行
事
の
開
催
や
、
二
つ
の
国
立
歴
史
博
物
館
及
び
連
邦
中
央
追
悼
施
設
の
建
設

な
ど
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
だ）
1（
（

。
ナ
チ
の
過
去
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
努
力
は
、
国
内
文
化
政
策
の
み
な
ら
ず
外
交
政
策
に
お
い
て
も
重

要
視
さ
れ
、
特
に
コ
ー
ル
は
か
つ
て
の
敵
国
と
象
徴
的
な
和
解
を
演
出
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た）
11
（

。
後
述
す
る
終
戦
四
十
年
目
の
ヴ
ェ
ル

ダ
ン
お
よ
び
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
で
の
式
典
は
、
ま
さ
に
こ
の
成
果
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
ら
の
取
り
組
み
は
、
ナ
チ
の
過
去
を
抽
象
化
（Entkonkretisierung

）
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
し
て
非
難
さ
れ
る
一
方）
11
（

、

ナ
チ
の
過
去
と
の
繋
が
り
か
ら
総
じ
て
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ド
イ
ツ
の
歴
史
認
識
を
「
健
全
な
」
そ
れ
へ
と
変
革
す
る

第
一
歩
で
あ
る
と
し
て
、
与
党
第
一
党
の
Ｃ
Ｄ
Ｕ
内
や
世
論
に
お
い
て
一
定
の
支
持
を
得
て
い
た）
11
（

。
コ
ー
ル
の
「
歴
史
政
策
」
を
支
え
て

い
た
の
は
、
例
え
ば
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
（
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
、Christlich-Soziale U

nion

）
の
院
内
幹
事
（V

orsitzender der 

Bundesfraktion

）
を
務
め
、
コ
ー
ル
へ
の
「
忠
誠
心
の
手
本）
11
（

」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ド
レ
ッ
ガ
ー
（A

lfred 

D
regger

）
や
、
の
ち
の
歴
史
家
論
争
で
保
守
派
の
論
客
と
し
て
知
ら
れ
る
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
シ
ュ
テ
ュ
ル
マ
ー
（M

ichael Sturm
er

）
教
授

ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
コ
ー
ル
が
提
唱
し
た
保
守
的
と
も
い
え
る
歴
史
認
識
と
そ
れ
を
実
現
す
る
「
歴
史
政
策
」
は
、
決
し
て
コ
ー

ル
個
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
み
に
頼
る
も
の
で
は
な
く
、
与
党
議
員
や
世
論
の
支
持
に
よ
っ
て
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

㈡　
「
歴
史
政
策
」
と
外
交
政
策
の
連
関

　

西
ド
イ
ツ
に
付
き
ま
と
う
「
殺
人
者
の
国
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
に
は
、
歴
史
博
物
館
の
建
設
な
ど
の
「
内
」
か
ら
の
意
識

改
革
の
み
で
は
足
り
ず
、「
外
」
か
ら
も
「
普
通
の
国
」
と
し
て
認
め
て
も
ら
う
必
要
が
あ
っ
た
。
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
や
ブ
ラ
ン
ト
な
ど
、

保
革
の
政
党
の
垣
根
を
越
え
、
歴
代
の
首
相
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
の
認
識
は
コ
ー
ル
に
も
引
き
継
が
れ
、
彼
は
西
側
諸
国
と
の
和

解
の
演
出
の
た
め
に
奔
走
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

コ
ー
ル
政
権
が
発
足
し
た
の
は
新
冷
戦
の
さ
な
か
の
一
九
八
二
年
で
あ
り
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
時
代
か
ら
強
硬
な
反
共
主
義
者
と
し
て
知
ら
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れ
る
レ
ー
ガ
ン
米
大
統
領
が
ソ
連
を
「
悪
の
帝
国
」
と
呼
び
、
明
確
な
対
ソ
強
硬
姿
勢
を
打
ち
出
し
て
い
た
頃
で
あ
っ
た）
11
（

。
一
九
八
三
年

の
後
半
に
は
米
ソ
関
係
は
ど
ん
底
の
状
態
に
陥
り）
11
（

、
そ
の
最
前
線
に
置
か
れ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
と
り
わ
け
東
西
ド
イ
ツ
の
情
勢
は
、

冷
戦
構
造
に
よ
っ
て
多
く
を
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
野
党
党
首
時
代
に
す
で
に
レ
ー
ガ
ン
を
は
じ
め

と
す
る
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
高
官
と
の
顔
合
わ
せ
を
済
ま
せ
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
一
員
と
し
て
の
西
ド
イ
ツ
の
軍
事
的
役
割
を
強
調
し
て
い
た

コ
ー
ル
は）
11
（

、
首
相
就
任
演
説
の
中
で
改
め
て
そ
の
親
米
路
線
を
明
確
に
打
ち
出
し
た）
11
（

。
す
な
わ
ち
、「［
西
］
ド
イ
ツ
外
交
・
安
全
保
障
政

策
の
基
盤
は
北
大
西
洋
に
お
け
る
同
盟
と
米
国
と
の
友
好
・
協
力
関
係
で
あ
る
」
と
述
べ
、
こ
れ
を
強
化
・
安
定
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と

し
て
掲
げ
た
の
で
あ
る）
11
（

。
自
ら
を
「
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
の
孫
」
と
称
し
、
初
代
首
相
を
務
め
た
政
治
家
に
対
し
て
尊
敬
の
念
を
抱
い
て
い
た

コ
ー
ル
は）
1（
（

、
対
米
友
好
路
線
と
西
側
防
衛
の
強
化）
11
（

、
自
由
民
主
主
義
を
謳
う
価
値
の
共
同
体
へ
の
帰
属
を
表
明
す
る
こ
と
で）
11
（

、
ア
デ
ナ
ウ

ア
ー
が
推
進
し
た
「
西
側
結
合
」
政
策
に
立
ち
返
る
姿
勢
を
み
せ
る
こ
と
と
な
っ
た）
11
（

。

　

実
際
に
コ
ー
ル
は
、
ア
メ
リ
カ
が
呼
び
か
け
た
共
産
主
義
勢
力
へ
の
対
抗
と
西
側
の
価
値
の
保
持
に
お
い
て
全
面
的
な
協
力
を
行
い
、

レ
ー
ガ
ン
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
二
重
決
定
や
パ
ー
シ
ン
グ
Ⅱ
配
備
、
戦
略
防
衛
構
想
（Strategic D

efense Initiative: SD
I

）
な
ど
で
課
題
を
抱
え

る
中）
11
（

、「
信
頼
で
き
る
パ
ー
ト
ナ
ー）
11
（

」
と
し
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
安
全
保
障
政
策
の
実
現
の
た
め
に
奔
走
し
た
。
コ
ー
ル
は
東
西

間
の
接
近
や
自
国
の
再
統
一
を
望
ん
で
は
い
た
が
、
緊
張
緩
和
政
策
は
ア
メ
リ
カ
と
の
友
好
関
係
の
上
に
初
め
て
成
り
立
つ
と
考
え
て
お

り
）
11
（

、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
で
安
全
保
障
政
策
に
関
す
る
足
並
み
が
揃
わ
な
い
中
で
も
こ
の
基
本
方
針
を
疑
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
コ
ー
ル
と
レ

ー
ガ
ン
の
個
人
的
な
関
係
に
加
え）11
（

、
コ
ー
ル
が
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
軍
備
拡
張
政
策
と
欧
州
安
全
保
障
へ
の
関
与
を
確
固
と
し
て
支
持
し
た

こ
と
が
、
こ
の
時
期
の
独
米
の
緊
密
な
関
係
に
一
定
の
貢
献
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る）
11
（

。

　

ま
た
、「
西
側
結
合
」
政
策
を
推
進
す
る
う
え
で
コ
ー
ル
が
重
視
し
た
の
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
枠
内
に
お
け
る
軍
事
的
貢
献
だ
け
で
は
な

く
、
か
つ
て
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
抵
抗
を
掲
げ
て
い
た
敵
国
と
の
和
解
で
あ
っ
た
。
国
内
に
お
い
て
歴
史
認
識
の
正
常
化
を
目
指
す
「
歴
史
政

策
」
を
提
唱
し
て
い
た
コ
ー
ル
は
、
外
交
に
お
い
て
も
ナ
チ
の
過
去
を
乗
り
越
え
た
先
に
同
盟
国
と
の
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
を
望
み）
11
（

、
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国
際
社
会
に
お
け
る
「
普
通
の
国
」
と
し
て
の
地
位
の
確
立
を
目
指
し
た
。
ナ
チ
ズ
ム
の
台
頭
が
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
連
合
国
の

結
束
を
強
め
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
冷
戦
下
で
重
要
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
っ
た
西
側
諸
国
と
緊
密
な
関
係
を
築
く
う
え
で
大
き
な
要
素
と

な
っ
た
の
は
、
西
ド
イ
ツ
は
も
は
や
「
ナ
チ
国
家
」
で
は
な
い
と
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
西
側
結
合
」
政
策
を
円
滑
に
進
め

る
た
め
に
は
、
か
つ
て
の
外
交
関
係
に
お
い
て
大
き
な
障
害
と
な
っ
た
ナ
チ
の
過
去
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
目
的
の
た
め
に
、
外
交
の
舞
台
に
お
い
て
も
積
極
的
に
「
過
去
」
を
取
り
上
げ
る
コ
ー
ル
の
姿
勢
は
、
そ
の
必
要
性
を
強
く
認
識
し
て

い
た
も
の
の
、「
過
去
の
清
算
」
に
対
し
て
は
受
動
的
で
あ
っ
た
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
コ
ー
ル
は
、
終

戦
四
十
周
年
と
い
う
節
目
で
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
絶
好
の
機
会
を
得
る
こ
と
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
に
次
い
で
そ
の
関
係
性
を
重

視
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス）
1（
（

の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ミ
ッ
テ
ラ
ン
（François M

itterrand

）
大
統
領
と
レ
ー
ガ
ン
米
大
統
領
と
の
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ

和
解
の
演
出
が
実
現
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
関
係
を
み
て
お
く
と
、
コ
ー
ル
は
歴
史
理
解
に
関
し
て
ナ
チ
の
過
去
の
み
に
固
執
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
も
の

の
、
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
と
の
関
係
に
お
い
て
「
過
去
」
を
直
視
し
、
反
省
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
十
分
に
認
識
し
て
い
た
。
コ
ー
ル
が
政
権

の
座
に
就
い
た
と
き
、
西
ド
イ
ツ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
関
係
は
冷
え
切
っ
て
い
た
が）
11
（

、
コ
ー
ル
は
一
九
八
四
年
一
月
に
イ
ツ
ハ
ク
・
シ
ャ
ミ
ル

（Y
itzak Scham

ir

）
首
相
の
招
き
に
応
じ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
を
訪
問
し）
11
（

、
ナ
チ
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
犠
牲
者
の
追
悼
碑
に
献
花

し
て
い
る）
11
（

。
し
か
し
コ
ー
ル
は
、
西
ド
イ
ツ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
関
係
を
歴
史
の
連
続
性
に
よ
る
「
特
別
な
関
係
」
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、

「
特
別
な
点
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
る
も
の
は
、
心
理
的
な
障
壁
を
つ
く
り
上
げ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
長
い
目
で
見
て
両
国
の
助
け
に

な
ら
な
い
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
、「
通
常
の
関
係
」
へ
転
じ
る
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る）
11
（

。
こ
れ
は
、
西
ド
イ

ツ
の
中
東
政
策
は
ア
ラ
ブ
諸
国
か
イ
ス
ラ
エ
ル
か
と
い
う
「
二
者
択
一
（Entw

eder-O
der

）」
で
は
な
く
、「
両
者
選
択
（Sow

ohl-A
ls-

A
uch

）」
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
、
野
党
党
首
で
あ
っ
た
頃
か
ら
の
コ
ー
ル
の
主
張
に
基
づ
い
て
い
た）11
（

。
実
際
、
そ
の
後
首
相
と
な
っ
た

コ
ー
ル
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
先
立
つ
訪
問
先
と
し
て
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
を
選
ん
で
い
る）11
（

。
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こ
の
よ
う
に
、
ナ
チ
体
制
下
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
の
歴
史
は
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
国
内
文
化
政
策
の
み
な
ら
ず
外
交
上
の
課
題

で
あ
り
続
け
、
コ
ー
ル
政
権
の
「
歴
史
政
策
」
は
「
西
側
結
合
」
政
策
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

コ
ー
ル
自
身
も
ま
た
、「
過
去
」
が
注
目
を
集
め
始
め
た
一
九
八
〇
年
代
に
お
い
て
、
国
内
政
策
・
外
交
政
策
の
双
方
で
積
極
的
に
ナ
チ

の
過
去
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
み
せ
た
。
次
章
で
扱
う
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
を
め
ぐ
る
論
争
も
、
本
節
で
確
認
し
た

コ
ー
ル
政
権
に
よ
る
外
交
政
策
の
枠
内
で
み
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

㈢　

終
戦
四
十
周
年
と
し
て
の
「
一
九
八
五
年
」

　

コ
ー
ル
の
歴
史
認
識
の
発
露
と
な
っ
た
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
事
件
を
理
解
す
る
う
え
で
、
外
交
政
策
の
整
理
と
と
も
に
重
要
な
の
は
、
一
九

八
〇
年
代
と
い
う
時
代
性
で
あ
る
。
特
に
、
軍
人
墓
地
の
訪
問
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
起
き
た
一
九
八
五
年
は
終
戦
四
十
周
年
に
あ
た
る
年

で
、
そ
の
前
後
に
は
西
ド
イ
ツ
国
内
の
み
な
ら
ず
、
世
界
各
地
で
多
く
の
記
念
行
事
が
開
催
さ
れ
た
。
四
十
年
と
い
う
月
日
の
流
れ
の
中

で
戦
後
世
代
が
台
頭
し
、
歴
史
認
識
が
変
容
を
遂
げ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
ほ
ど
「
過
去
」
が
注
目
を
浴
び
た
年
で
も
あ
っ

た
）
11
（

。
一
九
八
五
年
は
、
戦
後
史
を
考
え
る
う
え
で
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
コ
ー
ル
と
レ
ー
ガ
ン
に
よ
る

ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
も
、
そ
の
一
環
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
に
関
す
る
記
念
行
事
の
中
で
最
初
に
行
わ
れ
た
の
は
、
一
九
八
四
年
六
月
六
日
、
フ
ラ
ン
ス
北
西
部
の
地
に
お
い
て

で
あ
っ
た）
11
（

。
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
上
陸
作
戦
（
い
わ
ゆ
るD

-D
ay

）
の
記
念
式
典
で
あ
る
。
こ
の
式
典
に
は
レ
ー
ガ
ン
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
英
女
王

（Elizabeth II

）、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
の
ほ
か
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
カ
ナ
ダ
の
首
脳
が
出
席
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
が
、
か
つ
て
ヒ
ト
ラ
ー
勢
力
に
抵
抗
す
る
た
め
に
結
集
し
た
国
々
に
と
っ
て
の
催
し
で
あ
っ
た
た
め
、
西
ド
イ
ツ
の
参

列
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た）
（11
（

。

　

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
忠
実
な
加
盟
国
と
し
て
軍
事
貢
献
を
果
た
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
式
の
場
で
旧
敵
国
の
首
相
と
し
て
処
遇
さ
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れ
た
コ
ー
ル
を
救
っ
た
の
が
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
で
あ
っ
た）
（1（
（

。D
-D

ay

式
典
か
ら
三
か
月
ほ
ど
経
っ
た
九
月
二
日
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
は
フ
ラ
ン
ス

北
部
の
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
に
コ
ー
ル
を
招
き
、
二
度
の
世
界
大
戦
で
独
仏
双
方
に
大
勢
の
戦
死
者
を
出
し
た
戦
場
跡
地
を
と
も
に
訪
れ
る
こ
と

で
、
両
国
が
長
い
対
立
の
歴
史
を
乗
り
越
え
て
信
頼
関
係
を
築
い
た
様
子
を
世
界
に
ア
ピ
ー
ル
し
た）
（10
（

。
二
人
の
指
導
者
が
独
仏
の
国
旗
に

覆
わ
れ
た
無
名
戦
士
の
棺
を
前
に
手
を
と
っ
て
並
び
立
つ
姿
は
、
和
解
の
し
る
し
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
、
コ
ー
ル
自
身
も
こ
の
式
典
に

つ
い
て
「
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
の
な
い
瞬
間
」
で
あ
っ
た
と
書
き
記
し
て
い
る）
（10
（

。
ま
た
、
翌
年
の
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
訪
問
に

際
し
て
コ
ー
ル
が
思
い
描
い
て
い
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
訪
問
に
お
け
る
成
功
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た）
（10
（

。

　

ま
た
、
ド
イ
ツ
国
内
に
お
い
て
も
、
一
九
八
五
年
四
月
二
一
日
、
ベ
ル
ゲ
ン
・
ベ
ル
ゼ
ン
強
制
収
容
所
の
解
放
四
十
周
年
を
記
念
す
る

式
典
が
執
り
行
わ
れ
た）（10
（

。
コ
ー
ル
は
こ
の
日
、「
追
悼
、
勧
告
的
な
想
起
、
そ
し
て
和
解
」
と
題
し
た
演
説
を
行
い
、「
あ
と
に
残
さ
れ
た

者
や
後
の
世
代
と
の
和
解
は
、
我
々
が
歴
史
を
真
実
の
ま
ま
受
け
と
め
、
我
々
の
恥
と
責
任
を
自
覚
す
る
こ
と
で
初
め
て
可
能
と
な
り
ま

す
」
と
訴
え
た）
（10
（

。
し
か
し
、
こ
の
頃
に
は
す
で
に
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
へ
の
訪
問
予
定
が
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
沙
汰
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
演
説
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
な
か
っ
た）
（10
（

。

　

終
戦
四
十
周
年
に
関
わ
る
記
念
行
事
の
中
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
最
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
五
月
八
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

戦
勝
記
念
日
で
あ
っ
た）
（10
（

。
こ
の
記
念
式
典
を
ど
の
よ
う
に
執
り
行
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
戦
勝
国
の
た
め
の
式
典
を
望
む
ミ
ッ
テ

ラ
ン
仏
大
統
領
と
、
旧
連
合
国
・
旧
枢
軸
国
の
枠
に
こ
だ
わ
ら
な
い
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
（M

argaret T
hatcher

）
英
首
相
の

間
で
す
で
に
数
年
前
か
ら
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
が
、
結
局
ヒ
ト
ラ
ー
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
抗
し
た
「
勝
者
の
祝
典
」
の
形
を
と
る
こ

と
と
な
っ
た）（10
（

。
ま
た
、
西
ド
イ
ツ
国
内
で
は
、
連
邦
議
会
の
式
典
に
お
い
て
五
月
八
日
を
「
解
放
の
日
」
と
表
現
し
た
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ

ー
の
演
説
が
話
題
を
呼
ん
だ
。
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
は
「
我
々
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
、
今
日
は
決
し
て
め
で
た
い
日
で
は
な
い）（（1
（

」
と
述
べ
、

ユ
ダ
ヤ
人
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
犠
牲
者
を
挙
げ
て
追
悼
の
意
を
表
明
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
権
力
掌
握
（
一
九
三
三
年
一
月
三
〇
日）（（（
（

）
や
「
水
晶
の
夜
」（
一
九
三
八
年
十
一
月
九
日
）
五
十
周
年
な
ど
、
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一
九
八
五
年
の
前
後
に
は
ナ
チ
時
代
の
出
来
事
に
関
す
る
多
く
の
式
典
が
催
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
記
念
行
事
は
、「
過
去
」
の
出
来
事
に

新
た
な
息
を
吹
き
込
み
、
現
代
的
な
解
釈
を
加
え
る
と
い
う
点
で
西
ド
イ
ツ
市
民
の
注
目
を
集
め
、
今
日
ま
で
続
く
保
革
間
の
歴
史
認
識

論
争
へ
と
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
次
章
で
扱
う
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
勃
発
し
た
事
件

で
あ
っ
た
。

三　

ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
事
件

　
「
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
［
事
件
］
は
誠
意
と
善
意
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
が
、［
独
米
］
双
方
に
苦
い
思
い
を
残
し
て
終
わ
っ
た）
（（0
（

」
と
い
う
言
葉

が
的
確
に
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
コ
ー
ル
・
レ
ー
ガ
ン
両
首
脳
に
よ
る
独
米
和
解
演
出
の
試
み
は
頓
挫
こ
そ
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
両

国
内
で
大
き
な
議
論
を
巻
き
起
こ
し
、
成
功
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
程
遠
い
形
で
終
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓

地
訪
問
の
計
画
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
独
米
双
方
に
和
解
の
意
図
が
存
在
し
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
コ
ー
ル
政
権
の

「
西
側
統
合
」
政
策
と
「
歴
史
政
策
」
の
交
錯
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
計
画
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
ア
ク
タ
ー
が
ど
の
よ
う
な
思
惑
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
議
論
が
展
開
し
た
の
か
を
追
う
。

㈠　

和
解
の
提
案
か
ら
訪
問
地
の
決
定
へ

　

西
側
諸
国
の
結
束
と
、
そ
れ
に
寄
与
す
る
未
来
志
向
の
歴
史
認
識
の
確
立
を
目
指
す
コ
ー
ル
に
と
っ
て
、
一
九
八
五
年
の
経
済
サ
ミ
ッ

ト
の
自
国
開
催
は
ま
た
と
な
い
機
会
で
あ
っ
た
。
コ
ー
ル
は
六
月
開
催
が
定
例
で
あ
っ
た
サ
ミ
ッ
ト
を
五
月
初
旬
に
行
う
こ
と
を
決
定
し
、

レ
ー
ガ
ン
の
公
式
訪
問
と
終
戦
記
念
行
事
を
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る）
（（0
（

。
そ
の
月
の
一
二
日
に
は
連
邦
最
大
の
州
で
あ
る
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
＝

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
に
お
け
る
州
議
会
選
挙
が
控
え
て
お
り）
（（0
（

、
コ
ー
ル
は
そ
こ
で
の
Ｃ
Ｄ
Ｕ
の
勝
利
も
視
野
に
入
れ
て
い
た
。
彼
は
、
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前
年
一
一
月
末
の
ワ
シ
ン
ト
ン
訪
問）
（（0
（

の
際
に
、
一
連
の
計
画
の
た
め
の
布
石
を
す
で
に
打
っ
て
お
り
、
ボ
ン
で
行
わ
れ
る
サ
ミ
ッ
ト
に
際

し
て
和
解
の
た
め
の
式
典
を
共
に
執
り
行
う
こ
と
を
レ
ー
ガ
ン
に
打
診
し
て
い
た）
（（0
（

。
コ
ー
ル
は
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
で
の
独
仏
和
解
の
成
功
に
つ

い
て
レ
ー
ガ
ン
に
語
り
、
レ
ー
ガ
ン
も
そ
れ
と
似
た
よ
う
な
演
出
を
目
指
す
こ
と
で
同
意
し
た）
（（0
（

。
こ
の
と
き
、
コ
ー
ル
は
訪
問
候
補
地
と

し
て
、
ダ
ッ
ハ
ウ
強
制
収
容
所
・
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
・
ハ
ン
バ
ッ
ハ
城
の
三
箇
所
を
提
案
し
て
い
る）
（（0
（

。

　

レ
ー
ガ
ン
は
、
コ
ー
ル
がD

-D
ay

四
十
周
年
式
典
に
招
待
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
ド
イ
ツ
人
の
自
尊
心
が
傷
つ
け
ら
れ
た
と
読
ん
で

お
り）
（（0
（

、
終
戦
時
に
は
西
ド
イ
ツ
市
民
の
三
分
の
二
が
ま
だ
物
心
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
こ
の
世
に
生
を
受
け
て
い
な
か
っ

た
と
す
る
コ
ー
ル
の
意
向）
（01
（

を
尊
重
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
ナ
チ
の
過
去
に
関
す
る
古
傷
を
暴
い
た
り
、
そ
の
時
代
を
経
験
し
て

い
な
い
若
い
世
代
を
苦
し
め
た
り
す
る
よ
う
な
行
為
を
で
き
る
限
り
避
け
よ
う
と
努
め
た
の
で
あ
る）
（0（
（

。
レ
ー
ガ
ン
は
、
そ
の
後
の
訪
問
候

補
地
の
絞
り
込
み
に
あ
た
っ
て
、
和
解
に
「
相
応
し
く
な
い
」
と
し
て
ダ
ッ
ハ
ウ
強
制
収
容
所
を
訪
問
し
な
い
旨
を
発
表
し）
（00
（

、
ユ
ダ
ヤ
人

組
織
や
退
役
軍
人
組
織
、
さ
ら
に
は
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た）
（00
（

。
こ
の
時
点
で
の
独
米
和
解
に
関
す
る
論
点
は
、

強
制
収
容
所
を
訪
問
す
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
り
、
Ｓ
Ｓ
が
軍
人
墓
地
に
眠
る
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
前
か
ら
、
す
で
に
論
争
は
始
ま

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

和
解
の
式
典
の
た
め
に
実
際
に
交
渉
に
あ
た
っ
た
の
は
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
一
期
目
か
ら
大
統
領
次
席
補
佐
官
を
務
め
て
い
た
マ
イ
ケ

ル
・
デ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
（M

ichael D
eaver

）
と
、
コ
ー
ル
政
権
の
外
交
政
策
顧
問
で
あ
っ
た
ホ
ル
ス
ト
・
テ
ル
チ
ク
（H

orst T
eltschik

）
で

あ
っ
た）
（00
（

。
一
九
八
五
年
二
月
下
旬
に
デ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
を
中
心
と
す
る
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
ス
タ
ッ
フ
が
渡
独
し
、
テ
ル
チ
ク
ら
と
と
も
に

ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
を
は
じ
め
と
す
る
訪
問
地
の
事
前
調
査
を
行
っ
た
が
、
こ
の
時
期
の
西
ド
イ
ツ
は
銀
世
界
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ー

ヴ
ァ
ー
ら
は
三
月
中
旬
に
も
下
見
を
重
ね
た
が）
（00
（

、
そ
の
ど
ち
ら
の
滞
在
に
お
い
て
も
、
雪
に
埋
も
れ
た
追
悼
碑
に
刻
ま
れ
て
い
る
Ｓ
Ｓ
の

文
字
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
、
帰
国
の
途
に
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る）
（00
（

。

　

ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
が
レ
ー
ガ
ン
の
訪
独
旅
程
を
正
式
に
発
表
し
た
の
は
四
月
一
一
日
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
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人
墓
地
で
の
献
花
も
含
ま
れ
て
い
た）
（00
（

。
軍
人
墓
地
の
選
出
に
際
し
て
は
、
コ
ー
ル
の
お
膝
元
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
＝
プ
フ
ァ
ル
ツ
州
に
位
置

す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く）
（00
（

、
米
軍
基
地
の
存
在
を
通
し
て
独
米
間
の
文
化
交
流
が
進
ん
で
お
り
、
西
ド
イ
ツ
の
中
で
も
っ
と
も
親
米
色
の

強
い
都
市
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
の
ほ
か
、
大
統
領
を
追
う
大
勢
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
た
め
の
取
材
場
所
が
あ
る
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
ら

れ
て
い
た）
（00
（

。

　

強
制
収
容
所
を
訪
問
し
な
い
と
す
る
レ
ー
ガ
ン
に
対
し
、
米
ユ
ダ
ヤ
人
委
員
会
（A

m
erican Jew

ish Com
m

ittee: A
JC

）
や
米
ユ
ダ
ヤ

人
組
織
代
表
会
議
（Conference of Presidents of M

ajor A
m

erican Jew
ish O

rganizations: CoP

）、
米
ヘ
ブ
ラ
イ
人
集
会
連
合
（T

he 

U
nion of A

m
erican H

ebrew
 Congregations: U

A
H

C

、
現 U

nion for Reform
 Judaism

: U
RJ

）
及
び
米
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
評
議
会
（U

.S. 

H
olocaust M

em
orial Council

）
の
代
表
が
抗
議
の
声
を
上
げ
、
退
役
軍
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
米
在
郷
軍
人
会
（T

he A
m

erican 

Legion

）
も
こ
れ
に
続
い
た）
（01
（

。
し
か
し
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
を
め
ぐ
る
論
争
が
本
当
に
激
し
さ
を
増
す
の
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス

に
よ
る
旅
程
の
公
式
発
表
か
ら
数
時
間
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
地
に
葬
ら
れ
て
い
る
二
千
名
を
超
え
る
戦
没
者
の
う
ち
、
四
九
名
が
Ｓ

Ｓ
で
あ
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る）
（0（
（

。

㈡　

ナ
チ
の
過
去
を
め
ぐ
る
論
争
の
展
開

　

大
統
領
が
Ｓ
Ｓ
の
眠
る
軍
人
墓
地
を
訪
問
す
る
予
定
で
あ
る
と
い
う
情
報
が
広
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
論
争
の
様
相
は
一
変
し
、
米
国

内
に
お
い
て
よ
り
大
き
な
抗
議
運
動
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
い
ち
早
く
寄
せ
ら
れ
た
批
判
に
対
し
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
は
ひ
と

ま
ず
「
再
検
討
中
」
で
あ
る
と
の
声
明
を
出
し
た
が）
（00
（

、
レ
ー
ガ
ン
が
強
制
収
容
所
を
訪
問
し
な
い
旨
を
発
表
し
た
と
き
か
ら
一
連
の
動
き

を
非
難
の
目
で
見
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
組
織
の
怒
り
は
、
簡
単
に
は
収
ま
ら
な
か
っ
た）
（00
（

。
特
に
話
題
を
呼
ん
だ
の
は
、
ボ
ス
ト
ン
大
学
教
授

を
務
め
る
傍
ら
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
評
議
会
会
長
の
任
に
あ
っ
た
エ
リ
ー
・
ヴ
ィ
ー
ゼ
ル
（Elie W

iesel

）
の
発
言
で
あ
っ
た
。
ア
ウ

シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
収
容
さ
れ
た
経
験
を
持
つ
こ
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
は
、
ド
イ
ツ
人
の
集
団
的
罪
や
集
団
責
任
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
四
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月
一
八
日
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
日
に
お
け
る
演
説
の
中
で
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
訪
問
に
向
け
て
準
備
を
進
め
る
レ
ー
ガ
ン
を
批
判
し
た）
（00
（

。

さ
ら
に
、
そ
の
翌
日
に
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
で
行
わ
れ
た
議
会
名
誉
黄
金
勲
章
授
賞
式
に
お
い
て
も
、「
大
統
領
、
そ
こ
は
貴
方
に
ふ
さ
わ

し
い
場
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
貴
方
が
訪
問
す
べ
き
な
の
は
、
む
し
ろ
親
衛
隊
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
犠
牲
者
の
と
こ
ろ
で
す
」
と
述
べ
、

そ
の
姿
は
テ
レ
ビ
中
継
を
通
し
て
全
米
に
伝
え
ら
れ
た）
（00
（

。
ま
た
、
レ
ー
ガ
ン
支
持
層
の
重
要
な
一
部
を
成
し
て
い
た
在
郷
軍
人
会
か
ら
も
、

ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
訪
問
に
対
し
て
非
難
の
声
が
上
が
っ
た）
（00
（

。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
は
代
替
案
の
検
討
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
当
時
国
務
長
官
の
任
に
あ
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・

シ
ュ
ル
ツ
（George Shultz
）
が
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
の
代
わ
り
に
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
関
す
る
場
所
の
訪
問
を
提
案
し
た
と
き
、

レ
ー
ガ
ン
に
も
訪
問
予
定
を
変
更
す
る
用
意
が
あ
っ
た）
（00
（

。
し
か
し
、
何
と
し
て
も
ア
メ
リ
カ
と
の
和
解
を
実
現
さ
せ
た
い
コ
ー
ル
は
、
一

五
日
付
で
レ
ー
ガ
ン
に
書
簡
を
送
り
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
に
眠
る
Ｓ
Ｓ
の
多
く
は
二
十
歳
に
も
満
た
な
い
若
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
す
で
に
国

民
の
六
割
以
上
が
戦
後
世
代
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
さ
ら
に
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
訪
問
の
辞
退
が
西
ド
イ
ツ
市
民
の
親
米

感
情
へ
与
え
う
る
悪
影
響
や
、
訪
問
へ
の
反
対
意
見
が
独
米
の
結
束
を
望
ま
な
い
ソ
連
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
あ
る
可
能
性
に
言
及
す
る
こ

と
も
忘
れ
な
か
っ
た）
（00
（

。「
米
大
統
領
と
西
ド
イ
ツ
首
相
に
よ
る
戦
没
者
へ
の
献
花
す
ら
許
さ
な
い
友
好
関
係
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
国
民
は

ど
う
思
う
の
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
コ
ー
ル
の
言
葉
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
お
い
て
重
み
を
持
っ
て
受
け
止
め
ら
れ）
（00
（

、
レ
ー
ガ
ン
は
一
六

日
の
ス
ピ
ー
チ
で
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
で
の
献
花
予
定
に
変
更
は
な
い
と
述
べ
た）
（01
（

。
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
は
、
強
制
収
容
所
の
訪
問

を
併
せ
て
検
討
中
と
す
る
こ
と
で
、
事
態
の
鎮
静
化
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る）
（0（
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
へ
の
批
判
に
油
を
注
い
だ
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
本
人
で
あ
っ
た
。
四
月

十
八
日
の
テ
レ
ビ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
へ
の
訪
問
を
擁
護
す
る
た
め
に
行
っ
た
「
彼
ら
［
Ｓ
Ｓ
］
も
ま

た
、
強
制
収
容
所
に
お
け
る
犠
牲
者
と
同
様
、
ナ
チ
の
犠
牲
者
で
あ
る）
（00
（

」
と
い
う
レ
ー
ガ
ン
の
発
言
が
さ
ら
な
る
反
発
を
呼
ぶ
こ
と
と
な

り
、
メ
デ
ィ
ア
は
大
統
領
の
無
神
経
さ
を
攻
撃
す
る
と
と
も
に
、
軍
人
墓
地
を
「
ナ
チ
の
墓
」
と
呼
ん
で
世
論
を
煽
っ
た）
（00
（

。
当
時
の
社
会
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に
お
い
て
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
に
関
す
る
肯
定
的
な
報
道
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
世
論
調
査
に
よ
っ
て
五
二
％
の
国
民
が

そ
の
訪
問
計
画
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た）
（00
（

。
さ
ら
に
、
そ
の
頃
の
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
で
は
電
話
が
ひ
っ
き
り
な

し
に
鳴
り
響
き
、
一
日
に
一
〇
〇
件
も
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず）
（00
（

、
デ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
あ
る
い
は
レ
ー
ガ
ン
宛
に
抗
議
の
手
紙
が

届
け
ら
れ
た）
（00
（

。
こ
れ
ら
の
事
実
を
鑑
み
る
と
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
に
反
対
す
る
声
が
決
し
て
少
数
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

　

ま
た
、
米
国
議
会
も
大
統
領
の
軍
人
墓
地
訪
問
を
阻
止
す
る
た
め
に
積
極
的
に
動
い
た
。
ま
ず
四
月
一
七
日
に
五
三
名
の
上
院
議
員
が

レ
ー
ガ
ン
に
対
し
て
請
願
書
を
提
出
し
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
の
中
止
と
代
替
案
と
し
て
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
行
事
を
要
求

し
た）
（00
（

。
さ
ら
に
二
五
日
に
は
、
今
度
は
下
院
議
員
二
五
七
名
が
、
コ
ー
ル
宛
の
書
簡
に
お
い
て
レ
ー
ガ
ン
を
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪

問
か
ら
外
す
よ
う
に
要
求
し）
（00
（

、
レ
ー
ガ
ン
の
渡
独
を
直
前
に
控
え
た
三
〇
日
に
は
、
賛
成
三
九
〇
票
、
反
対
二
六
票
で
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
訪

問
の
再
考
を
求
め
る
決
議
を
通
過
さ
せ
た）
（00
（

。
議
会
決
議
に
法
的
拘
束
力
が
な
い
と
は
い
え
、
両
院
に
お
け
る
圧
倒
的
多
数
の
意
見
が
コ
ー

ル
と
の
友
好
関
係
を
維
持
し
た
い
レ
ー
ガ
ン
の
決
意
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う）
（01
（

。

　

実
際
レ
ー
ガ
ン
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
側
近
た
ち
か
ら
幾
度
と
な
く
再
考
を
迫
ら
れ
て
い
た）
（0（
（

。
政
策
内
容
に
は
ほ
と
ん
ど
口
を
出
さ

な
か
っ
た
も
の
の
、「
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
で
の
最
大
の
実
力
者）
（00
（

」
と
も
称
さ
れ
て
い
た
ナ
ン
シ
ー
（N

ancy Reagan

）
大
統
領
夫
人
は
、
夫

の
軍
人
墓
地
訪
問
計
画
に
怒
り
を
覚
え
、
渡
独
す
ら
中
止
さ
せ
よ
う
と
す
る
勢
い
で
あ
っ
た）
（00
（

。
こ
の
件
に
関
し
、
事
前
調
査
や
西
ド
イ
ツ

側
と
の
連
絡
な
ど
を
通
し
て
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
デ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
は
、
夫
の
擁
護
の
た
め
に
訪
問
中
止
を
望
む
ナ
ン
シ
ー
夫
人
と

コ
ー
ル
の
要
請
に
応
え
よ
う
と
す
る
大
統
領
の
間
に
挟
ま
れ
、
苦
悩
を
強
い
ら
れ
て
い
た）
（00
（

。
悩
ん
だ
末
、
デ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
は
レ
ー
ガ
ン
へ

の
相
談
な
し
に
渡
独
し
、
コ
ー
ル
と
直
接
交
渉
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
深
夜
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
側
近
の
動
き
を
察
し
た
レ
ー
ガ

ン
に
呼
び
戻
さ
れ
、
釘
を
刺
さ
れ
て
い
る）
（00
（

。

　

ま
た
、
シ
ュ
ル
ツ
国
務
長
官
が
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
は
「
大
惨
事
」
に
な
る
と
レ
ー
ガ
ン
に
警
告
し
た
ほ
か
、
数
か
月
前
に
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首
席
補
佐
官
の
ポ
ス
ト
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
ロ
ナ
ル
ド
・
リ
ー
ガ
ン
（Ronald Regan

）
も
、
大
統
領
の
訪
問
予
定
の
変
更
を
企

ん
で
い
た
。
レ
ー
ガ
ン
が
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
論
争
に
よ
っ
て
政
治
的
破
滅
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
リ
ー
ガ
ン
は）
（00
（

、
国
家
安

全
保
障
問
題
担
当
大
統
領
補
佐
官
で
あ
っ
た
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
（Robert M

cFarlane

）
が
、
テ
ル
チ
ク
宛
に
訪
問
再
考
を
促

す
書
簡
を
執
筆
し
て
は
ど
う
か
と
提
案
し
た
際
に
、
そ
れ
に
同
意
し
、
論
争
に
よ
る
混
乱
を
緩
和
し
よ
う
と
努
め
た）
（00
（

。

　

こ
の
よ
う
な
レ
ー
ガ
ン
の
側
近
た
ち
の
動
き
に
よ
っ
て
、
独
米
和
解
が
泡
と
消
え
て
し
ま
う
こ
と
を
懸
念
し
た
コ
ー
ル
は）
（00
（

、
ビ
ッ
ト
ブ

ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
を
実
現
す
る
べ
く
レ
ー
ガ
ン
に
電
話
を
か
け
、
今
度
は
直
接
訪
問
の
承
諾
を
迫
っ
た
。
コ
ー
ル
は
墓
地
訪
問
を
躊
躇

す
る
大
統
領
に
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
訪
問
の
辞
退
は
自
身
の
政
権
の
瓦
解
を
招
き
、
そ
れ
は
独
米
関
係
に
重
大
な
帰
結
を
も
た
ら
す
と
告
げ

た
の
で
あ
る
。
コ
ー
ル
は
さ
ら
に
、「
た
だ
し
選
択
権
は
君
に
あ
る
。
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
に
行
く
か
、
訪
問
を
辞
退
し
て
私
の
政
権
が
崩
壊

す
る
の
を
傍
観
す
る
か
だ
」
と
畳
み
か
け
た
。
電
話
口
に
一
瞬
の
静
け
さ
が
訪
れ
た
。
レ
ー
ガ
ン
は
一
呼
吸
の
沈
黙
の
あ
と
、
当
初
の
予

定
通
り
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
へ
赴
く
こ
と
を
約
束
し
た）
（00
（

。

　

コ
ー
ル
に
よ
る
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
で
の
独
米
和
解
計
画
を
擁
護
し
た
の
は
、
主
に
Ｃ
Ｄ
Ｕ
に
属
す
る
保
守
派
の
議
員
た
ち
で
あ
り
、
中
で

も
積
極
的
に
動
い
た
の
は
ド
レ
ッ
ガ
ー
で
あ
っ
た
。
彼
は
米
上
院
議
員
の
多
く
が
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
訪
問
の
中
止
を
要
求
し
て
い
る
と
聞
く

や
い
な
や
、
ハ
ワ
ー
ド
・
メ
ッ
ツ
ェ
ン
ボ
ー
ム
（H

ow
ard M

etzenbaum

）
米
上
院
議
員
に
宛
て
て
書
簡
を
送
り
、
兄
を
戦
争
で
失
っ
た

経
験
を
語
る
と
と
も
に
、
レ
ー
ガ
ン
が
訪
問
を
中
止
す
る
こ
と
は
、
赤
軍
の
攻
撃
か
ら
町
を
守
る
た
め
に
犠
牲
と
な
っ
た
善
良
な
若
者
へ

の
冒
涜
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
綴
っ
た
。
極
め
つ
け
は
、「
あ
な
た
方
は
［
中
略
］
四
十
年
に
も
わ
た
り
西
側
陣
営
に
立
つ
ド
イ
ツ
国

民
を
果
た
し
て
同
盟
国
と
見
な
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
言
葉
で
あ
っ
た）
（01
（

。
ま
た
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
の
事
務
局
長
（parlam

entarischer 

Geschäftsführer

）
で
あ
り
、
の
ち
に
首
相
府
長
官
と
な
る
ル
ド
ル
フ
・
ザ
イ
タ
ー
ス
（Rudolf Seiters

）
も
、
死
者
に
ま
で
「
非
ナ
チ
化

（Entnazifisierung

）」
を
施
そ
う
と
し
て
い
る
と
し
て
不
快
感
を
あ
ら
わ
に
し）
（0（
（

、
Ｃ
Ｓ
Ｕ
党
首
を
務
め
て
い
た
テ
オ
・
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル

（T
heo W

eigel

）
も
、
墓
地
を
め
ぐ
る
論
争
は
「
見
苦
し
く
、
不
名
誉
」
で
あ
る
と
コ
メ
ン
ト
し
た）
（00
（

。
ま
た
、
そ
の
後
訪
問
支
持
者
の
間
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で
度
々
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
「
死
者
の
選
別
」
と
い
う
言
葉
を
最
初
に
用
い
て
反
対
意
見
を
批
判
し
た
の
は
、
外
務
政
務
次
官
を
務

め
て
い
た
ア
ロ
ワ
・
メ
ル
テ
（A

lois M
ertes

）
で
あ
っ
た）
（00
（

。

　

さ
ら
に
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
論
争
に
関
す
る
コ
ー
ル
の
支
持
者
は
、
ボ
ン
の
連
邦
議
会
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
も
存
在
し
た
。
米
大
統
領
を

迎
え
る
こ
と
に
協
力
的
で
あ
っ
た
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
州
首
相
の
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
フ
ォ
ー
ゲ
ル
（Bernhard V

ogel

）
は
、

戦
没
者
を
選
別
す
る
発
想
は
ナ
チ
時
代
の
思
想
を
想
起
さ
せ
る
と
述
べ
て
米
世
論
に
釘
を
刺
し）
（00
（

、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
市
長
で
あ
っ
た
テ
オ
・

ハ
レ
ッ
ト
（T

heo H
allet

）
も
こ
れ
に
同
調
し
た）
（00
（

。
彼
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
も
放
送
さ
れ
た
ド
イ
ツ
第
二
公
共
放
送
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
で
、
地
ビ
ー
ル
を
題
材
に
し
た
ジ
ョ
ー
ク
を
交
え
つ
つ
死
者
に
対
す
る
非
ナ
チ
化
を
批
判
し）
（00
（

、
こ
の
主
張
は
多
く
の
米
国
人
を
抱
え
る

ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
の
住
民
か
ら
も
支
持
さ
れ
た）
（00
（

。

　

し
か
し
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
に
関
す
る
反
対
意
見
が
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い）
（00
（

。
メ

デ
ィ
ア
に
お
い
て
は
レ
ー
ガ
ン
を
厳
し
い
状
況
に
追
い
や
っ
た
コ
ー
ル
へ
の
批
判
や
、
論
争
へ
発
展
し
た
こ
と
に
よ
る
対
米
関
係
悪
化
へ

の
危
惧
が
み
ら
れ
た）
（00
（

。
ま
た
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
と
緑
の
党
が
訪
問
の
取
消
を
求
め
る
決
議
を
そ
れ
ぞ
れ
提
出
し
、
四
月
二
五
日
の
連
邦
議
会
に
お

い
て
議
論
が
行
わ
れ
た
が
、
両
決
議
と
も
否
決
さ
れ）（01
（

、
決
議
そ
の
も
の
よ
り
も
「
私
は
彼
［
レ
ー
ガ
ン
］
が
軍
人
墓
地
に
行
く
こ
と
に
対

し
て
感
謝
し
て
い
る
」
と
い
う
コ
ー
ル
の
言
葉
が
注
目
を
浴
び
る
結
果
と
な
っ
た）
（0（
（

。
国
際
的
な
非
難
に
耳
を
傾
け
る
よ
う
に
と
い
う
ヴ
ァ

イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
か
ら
の
忠
告）
（00
（

も
、
コ
ー
ル
の
耳
に
届
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

独
米
両
社
会
に
お
い
て
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
レ
ー
ガ
ン
の
西
ド
イ
ツ
訪
問
計
画
は
、
両
首
脳
が
ベ
ル
ゲ
ン
・
ベ
ル
ゼ
ン
強
制
収
容
所

に
立
ち
寄
る
こ
と
が
追
加
で
決
定
さ
れ
た
も
の
の）
（00
（

、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
で
の
献
花
に
つ
い
て
は
、
つ
い
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
で
は
レ
ー
ガ
ン
の
渡
独
直
前
ま
で
訪
問
予
定
を
変
更
す
る
た
め
の
努
力
が
継
続
し
て
行
わ
れ
た
が）
（00
（

、
独
米
関

係
を
良
好
に
保
つ
た
め
に
和
解
を
演
出
す
る
と
い
う
コ
ー
ル
と
レ
ー
ガ
ン
の
意
志
は
固
か
っ
た）
（00
（

。
レ
ー
ガ
ン
の
訪
問
決
行
の
表
明
を
受
け）
（00
（

、

西
ド
イ
ツ
で
は
四
月
最
終
日
の
閣
議
に
お
い
て
、
レ
ー
ガ
ン
訪
問
に
際
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
予
定
通
り
行
わ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た）
（00
（

。
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時
を
同
じ
く
し
て
ワ
シ
ン
ト
ン
で
は
、
デ
モ
の
開
催
な
ど
の
懸
念
事
項
を
残
し
た
ま
ま
、
レ
ー
ガ
ン
夫
妻
が
ボ
ン
へ
向
け
て
旅
立
っ
て
い

た
。

㈢　

五
月
五
日
の
独
米
和
解
と
そ
の
評
価

　

ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
を
四
日
後
に
控
え
た
五
月
一
日
、
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
と
ナ
ン
シ
ー
夫
人
が
ケ
ル
ン
・
ボ
ン
空
港
に
降
り

立
っ
た
。
翌
日
レ
ー
ガ
ン
を
出
迎
え
た
コ
ー
ル
は
、「
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
人
が
あ
な
た
が
こ
の
数
週
間
で
ど
れ
ほ
ど
傷
つ
い
た
か
承
知
し

て
い
ま
す
」
と
述
べ
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
論
争
に
関
す
る
レ
ー
ガ
ン
の
確
固
と
し
た
態
度
に
感
謝
を
表
明
し
た）
（00
（

。
五
月
二
日
か
ら
三
日
間
に

わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
経
済
サ
ミ
ッ
ト
よ
り
も）
（00
（

、
五
月
五
日
の
両
首
脳
の
言
動
に
多
く
の
人
々
の
注
目
が
集
ま
っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

五
月
五
日
の
独
米
和
解
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
墓
所
で
の
献
花
に
よ
っ
て
幕
を
開
け
た）
（01
（

。
そ
の
後
、
両
首
脳
は
ベ
ル
ゲ
ン
・

ベ
ル
ゼ
ン
強
制
収
容
所
を
訪
問
し
、
そ
こ
で
も
献
花
を
済
ま
せ
た
あ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
ス
ピ
ー
チ
を
行
っ
た
。
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪

問
を
め
ぐ
る
論
争
の
あ
と
で
レ
ー
ガ
ン
と
コ
ー
ル
の
発
言
が
注
目
を
集
め
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、「
我
々
は
誓
う
こ
と
が
で
き
る
、

そ
し
て
誓
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
も
う
二
度
と
［
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
悲
劇
を
］
引
き
起
こ
さ
な
い
、
と）
（0（
（

」
と
語
る
レ
ー
ガ
ン
の
姿
は
、
生

中
継
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
伝
え
ら
れ
た
。
ス
ピ
ー
チ
を
終
え
た
コ
ー
ル
と
レ
ー
ガ
ン
は
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
足
取
り
で
収
容
所
内
を
見

学
し
て
回
り
、
ベ
ル
ゲ
ン
・
ベ
ル
ゼ
ン
で
の
滞
在
時
間
は
一
時
間
を
超
え
た
。
式
典
に
は
ユ
ダ
ヤ
人
組
織
の
代
表
や
緑
の
党
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の

政
治
家
も
招
待
さ
れ
て
い
た
が
、
彼
ら
は
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
へ
の
抗
議
を
理
由
に
、
出
席
を
断
っ
て
い
た）
（00
（

。

　

両
首
脳
が
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
に
姿
を
現
し
た
の
は
、
午
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
献
花
が
行
わ
れ
、
同
行
し
て

い
た
マ
シ
ュ
ー
・
リ
ッ
ジ
ウ
ェ
ー
（M

atthew
 Ridgw

ay

）
米
将
軍
と
ヨ
ハ
ネ
ス
・
シ
ュ
タ
イ
ン
ホ
フ
（Johannes Steinhof

）
独
将
軍
の
間

で
固
い
握
手
が
交
わ
さ
れ
た）
（00
（

。
軍
の
要
職
を
歴
任
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
二
人
の
老
人
が
互
い
に
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歩
み
寄
る
姿
は
、
ま
さ
に
旧
敵
国
の
間
の
和
解
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
デ
モ
隊
の
存
在
も
あ
り
、
両
首
脳
は
わ

ず
か
十
分
ほ
ど
で
軍
人
墓
地
を
あ
と
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た）
（00
（

。

　

コ
ー
ル
と
レ
ー
ガ
ン
を
乗
せ
た
車
は
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
空
軍
墓
地
へ
と
向
か
い
、
駐
屯
す
る
米
空
軍
や
市
長
・
市
議
会
議
員
を
中
心
と
す

る
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
市
民
に
迎
え
ら
れ
た
。
レ
ー
ガ
ン
は
演
説
の
中
で
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
生
存
者
へ
向
け
て
和
解
が
忘
却
を
意
味
し
な
い
こ

と
を
約
束
し
た
。
さ
ら
に
、
ジ
ョ
ン
・
Ｆ
・
ケ
ネ
デ
ィ
（John F. K

ennedy

）
元
大
統
領
の
「
私
は
ベ
ル
リ
ン
市
民
で
あ
る
（Ich bin ein 

[sic] Berliner

）」
と
い
う
言
葉
を
引
き
、
自
ら
を
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
苦
し
む
ユ
ダ
ヤ
人
や
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
ベ
ト
ナ
ム
、
ニ
カ
ラ
グ

ア
な
ど
の
独
裁
政
権
下
で
脅
か
さ
れ
て
い
る
人
々
に
た
と
え
、
共
産
主
義
へ
の
抵
抗
者
と
し
て
共
感
と
共
闘
の
意
志
を
表
明
し
た）
（00
（

。
コ
ー

ル
も
改
め
て
独
米
同
盟
と
和
解
の
意
義
を
語
り）
（00
（

、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ガ
ー
が
無
料
で
配
布
さ
れ
る
中
、
両
者
の
演
説
は
概
ね
好
意
的
に
受
け
止

め
ら
れ
た）
（00
（

。
こ
う
し
て
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
に
お
け
る
二
つ
の
式
典
は
、
大
き
な
混
乱
を
引
き
起
こ
す
こ
と
な
く
終
わ
り
を
迎
え
た
の
で
あ

る
）
（00
（

。

　

結
果
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
国
内
で
大
き
な
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
独
米
首
脳
に
よ
る
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
は
、
予
定
の
変
更

こ
そ
な
か
っ
た
も
の
の
、
ご
く
短
い
滞
在
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
戦
後
四
十
周
年
の
節
目
に
お
い
て
、
劇
的
な
和
解
を
演
出
す
る

と
い
う
本
来
の
計
画
は
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う）
（00
（

。
し
か
し
コ
ー
ル
は
、
国
内
世
論
に
屈
す
る
こ
と
な

く
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
へ
赴
い
た
レ
ー
ガ
ン
に
対
し
て
感
謝
の
意
を
抱
い
て
お
り
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
全
保
障
に
関
す
る
独
米
の
結
束

を
強
め
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
レ
ー
ガ
ン
が
提
唱
し
た
Ｓ
Ｄ
Ｉ
構
想
は
、
コ
ー
ル
政
権
の
連
立
与
党
で
あ
っ
た
自
由
民

主
党
（Freie D

em
okratische Partei: FD

P

）
を
は
じ
め
、
西
ド
イ
ツ
国
内
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
他
の
同
盟
国
で
も
批
判

を
浴
び
て
い
た
が）
（01
（

、
コ
ー
ル
政
権
は
一
九
八
六
年
三
月
に
計
画
へ
の
参
加
を
決
定
し
て
い
る）
（0（
（

。

　

ま
た
、
こ
こ
で
注
目
す
る
べ
き
な
の
は
、
多
く
の
批
判
と
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
ス
タ
ッ
フ
の
逡
巡
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
ド
イ
ツ
側
が

和
解
演
出
の
た
め
に
譲
ら
な
い
姿
勢
を
見
せ
、
こ
れ
が
レ
ー
ガ
ン
の
最
終
的
な
決
断
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
点
で
あ
る
。「
ホ
ロ
コ
ー
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ス
ト
の
加
害
者
」
と
し
て
で
は
な
く
、
西
側
同
盟
に
と
っ
て
重
要
な
「
普
通
の
国
」
と
し
て
の
存
在
感
を
示
し
た
か
っ
た
コ
ー
ル
政
権
に

と
っ
て
、
何
よ
り
も
優
先
し
た
か
っ
た
の
は
、
か
つ
て
の
敵
国
と
の
和
解
の
演
出
で
あ
っ
た
。
コ
ー
ル
は
そ
の
実
現
の
た
め
に
、
訪
問
中

止
は
自
ら
の
政
治
生
命
の
終
焉
を
意
味
し
、
そ
れ
は
独
米
関
係
に
も
深
刻
な
影
響
を
与
え
う
る
と
語
る
こ
と
で
、
米
政
府
関
係
者
を
説
得

し
よ
う
と
試
み
、
そ
れ
は
あ
る
程
度
の
効
力
を
発
揮
し
た
。
東
西
対
立
が
厳
し
さ
を
増
す
中
で
、
独
米
の
紐
帯
を
強
化
す
る
和
解
の
演
出

は
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
も
の
で
あ
り
、
レ
ー
ガ
ン
は
コ
ー
ル
の
要
求
を
安
易
に
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
西
側
結
合
」
政
策
に
基
づ
く
コ
ー
ル
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
安
全
保
障
を
支
え
て
い
る
と
い
う
事
実
も
手
伝

っ
て
、
レ
ー
ガ
ン
は
国
内
世
論
の
批
判
よ
り
も
コ
ー
ル
の
呼
び
か
け
に
応
じ
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
互
い
を
「
ロ
ン
」「
ヘ
ル
ム
ー
ト
」
と

呼
び
合
う
親
密
な
関
係
に
加
え）
（00
（

、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
二
重
決
定
や
パ
ー
シ
ン
グ
Ⅱ
の
配
備
な
ど
、
安
全
保
障
政
策
に
お
け
る
コ
ー
ル
の
確
固
と
し

た
西
側
へ
の
貢
献
が
、
レ
ー
ガ
ン
の
足
を
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
へ
運
ば
せ
、
和
解
演
出
の
舞
台
を
築
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に　

西
ド
イ
ツ
外
交
に
お
け
る
「
歴
史
政
策
」

　

本
稿
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
コ
ー
ル
は
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
世
論
の
厳
し
い
批
判
を
認
識
し
な

が
ら
も
、
独
米
関
係
の
悪
化
は
訪
問
の
中
止
に
よ
っ
て
こ
そ
も
た
ら
さ
れ
る
と
述
べ
て
レ
ー
ガ
ン
を
説
得
し
、
独
米
和
解
を
実
現
す
る
道

を
選
ん
だ
。
新
冷
戦
下
に
お
い
て
米
ソ
の
対
立
が
深
ま
る
中
、「
西
側
結
合
」
を
外
交
指
針
と
し
て
掲
げ
、
第
一
に
対
米
友
好
路
線
を
優

先
し
た
コ
ー
ル
政
権
は
、
ナ
チ
の
過
去
を
乗
り
越
え
た
「
普
通
の
国
」
と
し
て
、
ま
た
、
西
側
同
盟
の
重
要
な
一
員
と
し
て
ア
メ
リ
カ
と

の
外
交
関
係
を
築
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
コ
ー
ル
が
提
案
し
た
レ
ー
ガ
ン
と
の
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
は
、
か
つ
て
の

敵
国
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
と
の
和
解
を
演
出
し
、
西
側
陣
営
と
の
紐
帯
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
重
要
な
機
会
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

国
内
に
お
い
て
歴
史
認
識
の
「
正
常
化
」
を
目
指
し
た
コ
ー
ル
政
権
の
「
歴
史
政
策
」
は
、
記
念
行
事
の
開
催
や
国
立
歴
史
博
物
館
建
設
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な
ど
の
国
内
文
化
政
策
の
み
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
外
交
政
策
と
も
密
接
に
連
動
し
て
お
り
、「
西
側
結
合
」
政
策
を
円
滑
に
進

め
る
た
め
の
一
要
素
と
し
て
、
外
交
面
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
コ
ー
ル
政
権
に
お
け
る
「
過
去
の
克
服
」
と
外
交
政
策
の
関
連
性
は
、
歴
代
の
西
ド
イ
ツ
政
権
に
お
い

て
一
貫
し
て
み
ら
れ
た
特
徴
で
も
あ
っ
た
。
一
九
五
〇
年
代
の
「
歴
史
な
き
時
代
」
に
お
い
て
も
、
初
代
首
相
を
務
め
た
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー

は
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
と
の
補
償
協
定
に
踏
み
切
っ
て
お
り
、
外
交
面
で
は
道
義
的
責
任
を
果
た
す
道
を
選
択
し
た
。
し
か
し
、
西
ド
イ
ツ

に
お
け
る
批
判
的
な
過
去
と
の
取
り
組
み
が
最
高
潮
に
達
す
る
の
は
、
よ
う
や
く
一
九
六
八
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以

前
の
過
去
に
関
す
る
外
交
政
策
は
、
戦
後
復
興
が
最
優
先
課
題
と
し
て
挙
が
る
中
で
消
極
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
う

し
た
潮
流
に
対
抗
し
て
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
六
八
年
運
動
は
、
世
代
間
の
価
値
を
め
ぐ
る
闘
争
で
あ
り
、
そ
の
特
徴
は
、
一
九
四
五
年

以
降
に
生
ま
れ
た
戦
後
世
代
に
よ
っ
て
「
過
去
」
と
批
判
的
に
向
き
合
う
こ
と
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
点
に
あ
っ
た
。
一
九
六
八
年
を

転
換
点
と
し
て
、
そ
れ
以
降
の
西
ド
イ
ツ
社
会
で
は
ナ
チ
の
過
去
が
よ
り
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
政
権
運
営

に
お
い
て
も
、
積
極
的
な
過
去
と
の
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
を
も
と
に
一
九
八
二

年
に
発
足
し
た
コ
ー
ル
政
権
は
、
政
府
に
よ
る
公
式
な
過
去
と
の
取
り
組
み
と
し
て
初
め
て
「
歴
史
政
策
」
を
打
ち
出
し
、
政
治
の
舞
台

に
お
け
る
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
歴
史
認
識
を
位
置
づ
け
た
。
こ
こ
に
は
、
六
八
年
運
動
を
経
る
前
の
受
動
的
な
姿
勢
は
も
は
や
見
ら
れ

ず
、「
過
去
」
を
一
つ
の
政
治
的
ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
こ
う
と
す
る
積
極
的
な
姿
勢
が
表
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
過
去
の
克
服
」
は
、
そ
れ
自
体
が
独
立
し
て
検
討
さ
れ
た
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
権

の
外
交
政
策
と
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
、
そ
の
時
代
の
国
際
環
境
に
よ
っ
て
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
た
。
さ
ら
に
、

西
ド
イ
ツ
の
「
過
去
の
克
服
」
が
国
際
社
会
か
ら
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
過
程
は
、
決
し
て
平
坦
な
道
の
り
で
は
な
く
、
国
内

に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
の
克
服
に
加
え
、
外
交
面
に
お
い
て
も
慎
重
な
考
慮
に
基
づ
い
た
政
策
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
コ

ー
ル
政
権
期
の
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
事
件
に
お
い
て
も
、「
西
側
結
合
」
政
策
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ナ
チ
の
過
去
を
乗
り
越
え
た
「
普
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通
の
国
」
と
し
て
西
側
陣
営
と
の
和
解
を
追
求
し
た
と
い
う
点
で
、
歴
史
認
識
と
外
交
政
策
が
連
動
し
て
い
た
。
ま
た
そ
れ
は
、
終
戦
か

ら
四
十
年
が
経
過
し
、
第
二
の
戦
後
世
代
が
台
頭
す
る
中
で
、
六
八
年
世
代
が
提
示
し
た
批
判
的
な
過
去
と
の
取
り
組
み
に
対
抗
す
る
保

守
的
な
揺
り
戻
し
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
意
味
で
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
事
件
は
、
過
去
の
「
正
常
化
」
を
試
み
た
コ
ー
ル
政
権
に

よ
る
「
歴
史
政
策
」
の
一
例
と
し
て
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
事
例
の
現
代
的
意
義
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
て
お
く
と
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
事
件
は
、
そ
れ
ま
で
の
過

去
と
の
取
り
組
み
に
お
い
て
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
誰
を
追
悼
す
る
べ
き
か
」
と
い
う
議
論
の
走
り
と
な
っ
た
点
で
、
ド
イ
ツ

に
お
け
る
歴
史
政
策
の
転
換
点
と
な
っ
た）（00
（

。
単
な
る
「
戦
没
者
の
追
悼
」
か
ら
変
化
を
遂
げ
、
新
た
に
提
示
さ
れ
た
こ
の
「
適
切
な
想
起

（angem
essenes Gedenken

）」
と
い
う
命
題
は
、
東
西
ド
イ
ツ
の
統
一
が
達
成
さ
れ
た
の
ち
の
社
会
に
お
い
て
さ
ら
な
る
議
論
へ
と
発
展

し
て
い
く
。
ド
イ
ツ
国
民
の
悲
願
で
あ
っ
た
再
統
一
は
、「
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
抵
抗
し
た
共
産
主
義
者
」
と
い
う
歴
史
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
持
つ
東
ド
イ
ツ
を
包
摂
す
る
形
と
な
り
、
統
一
ド
イ
ツ
政
府
は
歴
史
認
識
問
題
を
め
ぐ
っ
て
さ
ら
な
る
課
題
に
直
面
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
の
傾
向
は
例
え
ば
、
コ
ー
ル
が
強
い
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
発
揮
し
た
連
邦
中
央
追
悼
施
設
を
め
ぐ
る
議
論
に
顕
著
に
表
れ
て
い

る
。

　

ま
た
、
コ
ー
ル
政
権
が
初
め
て
公
式
な
取
り
組
み
と
し
て
掲
げ
た
「
歴
史
政
策
」
は
、
政
治
の
舞
台
に
お
け
る
歴
史
認
識
論
争
の
発
端

と
な
り
、
そ
れ
以
降
の
時
代
に
お
け
る
「
歴
史
の
政
治
化
」
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
日
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
歴
史
認
識

は
ま
す
ま
す
重
要
な
争
点
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
一
例
と
し
て
「
ド
イ
ツ
の
た
め
の
選
択
肢
（A

lternative für D
eutschland: A

fD

）」
に

よ
る
取
り
組
み
が
挙
げ
ら
れ
る
。
二
〇
一
三
年
の
創
立
か
ら
影
響
力
を
拡
大
し
続
け
て
い
る
こ
の
極
右
政
党
は
、
極
端
な
排
外
主
義
や
反

ユ
ダ
ヤ
主
義
で
知
ら
れ
、
今
日
で
は
保
守
的
な
地
域
に
お
け
る
州
議
会
の
み
な
ら
ず
、
連
邦
議
会
へ
の
進
出
も
果
た
し
て
い
る）
（00
（

。
特
に
、

テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
の
代
表
を
務
め
、「
想
起
の
政
治
に
お
け
る
一
八
〇
度
の
転
換
（erinnerungspolitische W

ende um
 180 Gra

）
（00
（d

）」
を

唱
え
る
ビ
ョ
ル
ン
・
ヘ
ッ
ケ
（Björn H

öcke

）
議
員
の
言
動
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
事
実
を
否
定
し
う
る
試
み
で
あ
る
と
し
て
、
ド
イ
ツ
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社
会
に
お
い
て
大
き
な
波
紋
を
呼
ん
だ）
（00
（

。「
歴
史
ブ
ー
ム
」
と
称
さ
れ
た
一
九
八
〇
年
代
に
お
い
て
、
す
で
に
そ
の
片
鱗
を
見
せ
て
い
た

保
革
間
の
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
現
代
ド
イ
ツ
社
会
に
お
い
て
大
き
な
争
点
で
あ
り
続
け
て
い
る
と
い
え
る
。

　

最
後
に
、
西
ド
イ
ツ
以
外
の
地
域
へ
視
線
を
転
じ
る
と
、
も
う
一
つ
の
転
換
点
と
し
て
の
一
九
八
五
年
が
浮
か
び
上
が
る
。
戦
後
四
十

周
年
を
迎
え
、
一
つ
の
節
目
と
な
っ
た
こ
の
年
が
戦
後
史
を
考
え
る
う
え
で
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た

が
、
こ
れ
は
西
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
み
な
ら
ず
、
他
の
地
域
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
一
九
八
〇

年
代
の
東
ア
ジ
ア
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
「
過
去
」
に
関
す
る
議
論
が
盛
り
上
が
り
、
特
に
中
国
と
韓
国
に
お
い
て
、
日
本
の
戦
争

犯
罪
が
非
難
の
的
と
な
っ
た
。
日
本
国
内
に
お
い
て
も
第
一
次
教
科
書
問
題）
（00
（

を
発
端
に
、
中
曽
根
首
相
に
よ
る
靖
国
神
社
参
拝
や
慰
安
婦

問
題）
（00
（

な
ど
の
出
来
事
を
通
じ
て
「
過
去
」
を
め
ぐ
る
論
争
が
巻
き
起
こ
っ
た
。
一
三
も
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
た
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
演
説

が
当
時
の
日
本
社
会
に
お
い
て
特
に
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
の
も
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う）
（00
（

。
終
戦
四
十
周
年
の
前
後
に
発
生
し

た
こ
れ
ら
の
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
そ
の
後
外
交
問
題
と
し
て
発
展
す
る
道
を
辿
り
、
今
日
ま
で
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
重
要
な
課

題
と
し
て
存
在
し
続
け
て
い
る
。

　

東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
「
過
去
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
激
化
し
た
主
要
な
要
因
と
し
て
は
、
韓
国
の
民
主
化
や
中
韓
の
経
済
成
長
な
ど
も
考

え
ら
れ
る
が）
011
（

、
世
代
交
代
が
進
み
、
戦
争
の
記
憶
か
ら
距
離
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
過
去
」
が
新
た
な
論
点
と
し
て
浮
上
し
て
き
た

側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
戦
後
四
十
周
年
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
歴
史
認
識
問
題
を
扱
っ
た
本
稿
の
内
容
と

の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
以
降
、
西
ド
イ
ツ
の
み
な
ら
ず
、
他
の
地
域
に
お
い
て
も
歴
史
認
識
問
題
が
ま
す
ま
す
重
要

な
争
点
と
な
り
、
そ
の
存
在
感
を
増
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
戦
後
史
、
特
に
歴
史
認
識
問
題
を
考
え
る
う
え
で
一
九
八
五
年
が
一

つ
の
転
換
点
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
の
分
析
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
よ
う
に
、
コ
ー
ル
政
権
の
「
歴
史
政
策
」
は
、
ド
イ
ツ
外
交
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
の
流
れ
を
汲
ん

で
い
た
一
方
で
、
歴
史
認
識
問
題
に
お
い
て
は
一
つ
の
転
換
点
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
過
去
の
克
服
」
と
外
交
政
策
の
連
関
と
い
う
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点
で
は
他
の
政
権
と
の
共
通
点
を
有
し
て
い
た
一
方
で
、
政
府
に
よ
る
公
式
な
取
り
組
み
と
し
て
積
極
的
に
「
過
去
」
を
争
点
化
し
た
こ

と
に
よ
り
、
今
日
ま
で
続
く
歴
史
認
識
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
東
西
ド
イ
ツ
の
再
統
一
や
欧
州
連
合
の
東
方
拡
大）
01（
（

を
経
て
、

ド
イ
ツ
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
歴
史
認
識
問
題
の
争
点
は
一
部
変
容
を
遂
げ
た
が
、
今
日
に
お
い
て
も
外
交
お
よ
び
国
内
政
策

の
双
方
に
お
い
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
コ
ー
ル
政
権
に
よ
る
「
歴
史
政
策
」
の
遺
産
は
、
こ
れ
か
ら
も
引
き
継

が
れ
て
い
く
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
1
）  

一
九
七
六
年
に
連
邦
議
会
で
行
わ
れ
た
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
生
誕
一
〇
〇
周
年
の
祝
典
で
述
べ
た
言
葉
。
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
フ
ィ
ル
マ
ー
、
ヘ
リ
ベ
ル

ト
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ン
（
鈴
木
主
税
訳
）『
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
コ
ー
ル
―
―
伝
記
と
証
言
（
下
）』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
九
三
年
、
四
六
七
頁
。

（
２
）  Gedenkrede von Prof. D

r. N
orbert Lam

m
ert zum

 T
od von Bundeskanzler a.D

. D
r. H

elm
ut K

ohl im
 D

eutschen Bundestag, 
in: D

eutscher Bundestag, 22.06.2017. https://w
w

w
.bundestag.de/parlam

ent/praesidium
/reden/2017/005-511408 （24.10.2019

）.

（
３
）  

こ
こ
で
の
西
ド
イ
ツ
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
（Bundesrepublik D

eutschland: BRD

）
を
指
す
。
な
お
、
共
産
主
義
陣
営
に
与
し
た
東
ド

イ
ツ
（
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
、D

eutsche D
em

okratische Republik: D
D

R

）
は
、
自
ら
を
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
す
る
抵
抗
者
」
と
し
て
定
義

し
、
ナ
チ
の
過
去
を
継
承
し
な
い
立
場
を
と
っ
た
た
め
、
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
。
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
過
去
と
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、

Reichel, Peter: Politik m
it der Erinnerung. Gedächtnisorte im

 Streit um
 die nationalsozialistische V

ergangenheit, Frankfurt 
am

 M
ain 1999, S. 34-47; A

gethen, M
anfred: Gedenkstätten und antifaschistische Erinnerungskultur in der D

D
R, in: 

A
gethen, M

anfred; Jesse, Eckhard, N
eubert, Ehrhart 

（H
rsgs.

）: D
er m

issbrauchte A
ntifaschism

us. D
D

R-Staatsdoktrin und 
Lebenslüge der deutschen Linken, F

reiburg im
 B

reisgau; B
asel; W

ien 2002, S. 128-144; T
illack, A

nne-K
athleen: 

Erinnerungspolitik der D
D

R. D
argestellt an der Berichterstattung der T

ageszeitung 

“Neues D
eutschland

” über die 
N

ationalen M
ahn- und Gedenkstätten Buchenw

ald, Ravensbrück und Sachsenhausen, Frankfurt am
 M

ain, 2012; A
ssm

ann, 
A

leida: D
as neue U

nbehagen an der Erinnerungskultur. Eine Intervention, M
ünchen 2013, S. 109-121 

な
ど
を
参
照
。

（
４
）  

ド
イ
ツ
語
のGeschichtspolitik

に
あ
た
る
訳
語
。
広
義
に
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
が
特
定
の
利
益
に
則
っ
て
歴
史
を
政
治
的
に
利
用
す
る

こ
と
」（W

olfrum
, Edger: Geschichtspolitik in der Bundesrepublik D

eutschland. D
er W

eg zur bundesrepublikanischen 
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Erinnerung 1948-1990, D
arm

stadt, H
abil. 1999, S. 25f.

）、
ま
た
、「
歴
史
を
利
用
し
て
政
治
を
お
こ
な
う
こ
と
」（
石
田
勇
治
『
過
去
の
克

服
―
―
ヒ
ト
ラ
ー
後
の
ド
イ
ツ
』
白
水
社
、
二
〇
〇
二
年
、
二
六
四
頁
）
を
意
味
し
、
こ
れ
は
具
体
的
な
個
々
の
政
策
で
は
な
く
、「
歴
史
政
治
」

全
般
を
指
す
。
な
お
、
ド
イ
ツ
語
に
お
け
るPolitik

と
い
う
語
は
政
治
（politics

）
と
政
策
（policy

）
の
ど
ち
ら
の
意
味
で
も
使
わ
れ
る
た
め
、

本
稿
で
は
コ
ー
ル
政
権
下
の
具
体
的
な
政
策
を
特
に
鍵
括
弧
付
き
で
示
す
こ
と
と
す
る
。

（
５
）  
石
田
、
前
掲
書
、
二
六
四
頁
。

（
６
）  „Bitburg hat schw

eren Schaden angerichtet.＂ SPIEGEL-Interview
 m

it dem
 am

erikanischen Schriftsteller Elie W
iesel über 

die Bitburg-A
ffäre, in: SPIEGEL O

N
LIN

E, 29.04.2019. https://w
w

w
.spiegel.de/spiegel/print/d-13513931.htm

l 

（25.10.2019

）. 

ま

た
、
レ
ー
ガ
ン
は
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
に
関
す
る
騒
動
を
「
私
の
〝
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
〟」
と
表
現
し
て
い
る
（
ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー
ガ
ン

（
尾
崎
浩
訳
）『
わ
が
ア
メ
リ
カ
ン
ド
リ
ー
ム
―
―
レ
ー
ガ
ン
回
想
録
』
読
売
新
聞
社
、
一
九
九
三
年
、
四
九
一
頁
）。

（
７
）  

コ
ー
ル
研
究
の
主
な
も
の
に
、Pruys, K

arl H
ugo; Picaper, Jean-Paul 

（H
rsgs.

）: H
elm

ut K
ohl. D

ie Biographie m
it D

okum
enten, 

Berlin 1995; Schw
an, H

eribert; Steininger, Rolf; K
ohl, H

elm
ut; Schw

an-Steininger: H
elm

ut K
ohl. V

irtuose der M
acht, 

M
annheim

 2010; Schw
arz, H

ans-Peter: H
elm

ut K
ohl. Eine politische Biographie, M

ünchen 2012; Clay Clem
ens and W

illiam
 

E. Paterson 

（eds.

）: T
he K

ohl C
hancellorship 

（Routledge, 2013

） 

な
ど
が
あ
る
。
邦
語
で
は
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
マ
ー
ザ
ー
（
小
林
正
文
訳
）

『
統
一
ド
イ
ツ 

コ
ー
ル
首
相
』
読
売
新
聞
社
、
一
九
九
一
年；

シ
ュ
ヴ
ァ
ン
、
前
掲
書
な
ど
。
ま
た
、
歴
史
政
策
全
般
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、

Reichel, Peter 

（1999

）, a.a.O
.; W

olfrum
, H

abil., a.a.O
.; H

einrich, H
orst-A

lfred; K
ohlstruck, M

ichael: Geschichtspolitik und 
sozialw

issenschaftliche T
heorie, Stuttgart 2008; Becker, M

anuel: Geschichtspolitik in der „Berliner Republik.＂ K
onzeptionen 

und K
ontroversen, Bonn, D

iss. 2012; T
roebst, Stefan: Geschichtspolitik, V

ersion: 1.0, in: D
ocupedia-Zeitgeschichte, 04.08.2014. 

http://docupedia.de/zg/troebst_geschichtspolitik_v1_de_2014 

（18.11.2019

）; Ziem
er, K

laus; A
ndrychow

icz-Skrzeba 

（H
rsgs.

）: 
Jenseits der Jubiläen. Geschichtspolitik im

 deutsch-polnischen A
lltag, Friedrich-Ebert-Stiftung, V

ertretung in Polen 2017

、

コ
ー
ル
政
権
の
「
歴
史
政
策
」
に
注
目
し
た
も
の
と
し
て
、M

oller, Sabine: D
ie Entkonkretisierung der N

S-H
errschaft in der Ä

ra 
K

ohl. D
ie N

eue W
ache, das D

enkm
al für die erm

ordeten Juden Europas, das H
aus der Geschichte der Bundesrepublik 

D
eutschland, H

annover 1998; Seuthe, R
upert: „G

eistig-m
oralische W

ende?＂ D
er politische U

m
gang m

it der N
S-

V
ergangenheit in der Ä

ra K
ohl am

 Beispiel von Gedenktagen, M
useum

s- und D
enkm

alprojekten, H
am

burg, D
iss. 2001; 

R
euschenbach, Julia: G

eschichtspolitik und „G
eschichte ausstellen.＂ E

in B
lick in die deutsche M

useum
s- und 
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Gedenkstättenlandschaft, in: Ziem
er, a.a.O

., S. 205-224 

な
ど
が
あ
る
。

（
８
）  

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
事
件
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
が
発
表
さ
れ
た
が
、
同
時
代
的
な
研
究
と
し
て

訪
問
そ
の
も
の
の
経
緯
や
米
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
内
容
な
ど
に
関
す
る
記
述
に
紙
幅
が
割
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
上
の
考
察
に
は
至
っ
て
い
な

い
（Geoffrey H

. H
artm

an 

（ed.

）, B
itburg in m

oral and political Perspective 

（Indiana U
niversity Press, 1986

）; Ilya I. Levkov, 
B

itburg and beyond. E
ncounters in A

m
erican, G

erm
an and Jew

ish H
istory 

（Shapolsky, 1987

）; D
eborah E. Lipstadt, „T

he Bitburg 
Controversy,“ T

he A
m

erican Jew
ish Year B

ook, V
ol. 8 7 （1987

）, pp. 21-37

）。
同
じ
く
米
国
人
研
究
者
で
あ
る
モ
リ
ス
は
、
西
側
同
盟
の
紐

帯
と
東
側
陣
営
に
よ
る
報
復
主
義
へ
の
対
抗
と
い
う
冷
戦
環
境
の
中
で
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
が
、

そ
の
際
の
西
ド
イ
ツ
政
府
の
意
向
を
十
分
に
明
ら
か
に
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
（D

avid B. M
orris, 

“Bitburg Revisited. Germ
anyʼs 

Search for N
orm

alcy,
” Germ

an Politics &
 Society, V

ol. 13, N
o.  4 （3 7

） （1995

）, pp. 92-109

）。
ほ
か
に
ド
イ
ツ
で
の
報
道
に
着
目
し
た
も

の
と
し
て
、Bergm

ann, W
erner: D

ie Bitburg-A
ffäre in der deutschen Presse. Rechtskonservative und linksliberale 

Interpretationen, in: Erb, Bergm
ann, W

erner; Rainer; Lichtblau, A
lbert 

（H
rsgs.

）: Schw
ieriges Erbe. D

er U
m

gang m
it 

N
ationalsozialism

us und A
ntisem

itism
us in Ö

sterreich, der D
D

R und der Bundesrepublik D
eutschland, Frankfurt am

 M
ain; 

N
ew

 Y
ork, 1994, S. 408-428

、
訪
問
先
で
行
わ
れ
た
レ
ー
ガ
ン
の
演
説
内
容
に
注
目
し
た
分
析
にRichard J. Jensen, R

eagan at B
ergen-

B
elsen and B

itburg （T
exas A

&
M

 U
niversity Press, 2007

）、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
潮
流
の
中
に
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
事
件
を
位
置
づ
け
た
研
究
に

Funke, H
ajo: Bitburg und „die M

acht der Juden.“ Zu einem
 Lehrstück anti-jüdischen Ressentim

ents in D
eutschland/M

ai 
1985, in: Silberm

ann, A
lphons; Schoeps, Julius H

. 

（H
rsgs.

）: A
ntisem

itism
us nach dem

 H
olocaust. Bestandsaufnahm

e und 
Erscheinungsform

en in deutschsprachigen Ländern, K
öln 1986, S. 41-52; Bergm

ann, W
erner: A

ntisem
itism

us in öffentlichen 
K

onflikten. K
ollektives Lernen in der politischen K

ultur der Bundesrepublik 1949–1989, Frankfurt am
 M

ain, H
abil. 1997; 

K
ühner, T

hom
as: A

ntisem
itism

us in D
eutschland. Zum

 W
andel eines Ressentim

ents im
 öffentlichen D

iskurs, H
am

burg 2010 

が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
本
稿
と
は
射
程
を
異
に
す
る
。

（
９
）  

新
し
く
成
立
し
た
民
主
主
義
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
非
民
主
主
義
的
な
前
身
国
家
に
よ
る
振
る
舞
い
や
判
断
を
理
解
す
る
た
め
の
総
合
的
な
試

み
を
さ
す
（K

önig, H
elm

ut: V
on der D

iktatur zur D
em

okratie oder W
as ist V

ergangenheitsbew
ältigung, in: K

önig, H
elm

ut; 
K

ohlstruck, M
ichael 

（H
rsgs.

）: V
ergangenheits-bew

ältigung am
 Ende des zw

anzigsten Jahrhunderts, W
iesbaden 1998, S. 

375

）。「
過
去
の
克
服
」
に
関
し
て
は
膨
大
な
研
究
蓄
積
が
存
在
す
る
が
、
さ
し
あ
た
り
既
述
の
研
究
に
加
え
、
以
下
を
列
挙
す
る
に
と
ど
め
る
。
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佐
藤
健
生
、
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ラ
イ
編
『
過
ぎ
去
ら
ぬ
過
去
と
の
取
り
組
み
―
―
日
本
と
ド
イ
ツ
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年; K

nigge, 
V

olkhard; Frei, N
orbert 

（H
rsgs.

）: V
erbrechen erinnern. A

useinandersetzung m
it H

olocaust und V
ölkerm

ord, M
ünchen 

2002; Reichel, Peter: V
ergangenheitsbew

ältigung in D
eutschland. D

ie A
useinandersetzung m

it der N
S-D

iktatur in Politik 
und Justiz, M

ünchen 2007; F
rei, N

orbert: V
ergangenheitspolitik. D

ie A
nfänge der B

undesrepublik und die N
S-

V
ergangenheit, M

ünchen 2012; Rürup, Reinhard: D
er lange Schatten des N

ationalsozialism
us. Geschichte, Geschichtspolitik 

und Erinnerungskultur, Göttingen 2014; A
ssm

an, A
leida: D

er lange Schatten der V
ergangenheit. Erinnerungskultur und 

Geschichtspolitik, M
ünchen 2018.

（
10
）  

石
田
、
前
掲
書
、
二
七
七
頁
。

（
11
）  

高
橋
進
『
歴
史
と
し
て
の
ド
イ
ツ
統
一
―
―
指
導
者
た
ち
は
ど
う
動
い
た
か
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年；

M
eyer, H

enrik: D
eutsche 

Europapolitik unter H
elm

ut K
ohl. D

ie A
usw

irkungen des politischen U
m

feldes auf die Integrationsbereitschaft der 
Bundesregierung, M

ünster, D
iss. 2004; Elvert, Jürgen: H

elm
ut K

ohl und die europäische Integration 1982-1992, in: D
ie 

politische M
einung 5 5 

（2010
）, S. 37-42; V

ogel, Bernhard 

（H
rsg.

）: D
eutsche Einheit und europäische Integration. H

elm
ut 

K
ohl zum

 80. Geburtstag, O
snabrück 2010; K

üsters, H
annes Jürgen: K

anzler der Einheit. Bism
arck – A

denauer – K
ohl. 

H
erausforderungen und Perspektiven, Sankt A

ugustin 2012 

な
ど
。

（
12
）  

例
外
と
し
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
博
物
館
（U

nited States H
olocaust M

em
orial M

useum

）
構
想
に
関
す
る
西
ド
イ
ツ

の
干
渉
や
影
響
を
分
析
し
た
研
究
が
存
在
す
る
が
、
あ
く
ま
で
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
認
識
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
影
響
を
分
析
の
対

象
と
し
て
い
る
（Jacob S. Eder, H

olocaust A
ngst: T

he Federal R
epublic of G

erm
any and A

m
erican H

olocaust M
em

ory since the 1970s 

（O
xford U

niversity Press, 2016

））。

（
13
）　
「
過
去
の
克
服
」
に
お
い
て
、
特
に
教
育
あ
る
い
は
政
治
文
化
と
の
関
わ
り
を
分
析
の
対
象
と
す
る
（K

önig, H
elm

ut: D
ie Zukunft der 

V
ergangenheit. D

er N
ationalsozialism

us im
 politischen Bew

ußtsein der Bundesrepublik, Frankfurt am
 M

ain 2003, S.  8

）。
主

な
先
行
研
究
と
し
て
、
ア
ラ
イ
ダ
・
ア
ス
マ
ン
（
安
川
晴
基
訳
）『
想
起
の
文
化
―
―
忘
却
か
ら
対
話
へ
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年；

Cornelißen, Christoph; Brandt, Susanne 

（H
rsgs.

）: Erinnerungskulturen. D
eutschland, Italien und Japan seit 1945, Frankfurt 

am
 M

ain 2004; Rürup, a.a.O
.; A

leida, a.a.O
. 

な
ど
。

（
14
）  

例
外
と
し
て
、
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
政
権
期
の
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
補
償
協
定
（
板
橋
拓
己
「『
西
側
結
合
』
と
『
宰
相
民
主
主
義
』
―
―
ル
ク
セ
ン
ブ
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ル
ク
補
償
協
定
を
め
ぐ
る
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
外
交
」
板
橋
拓
己
・
妹
尾
哲
志
編
著
『
歴
史
の
な
か
の
ド
イ
ツ
外
交
』
吉
田
書
店
、
二
〇
一
九
年
、
一

二
三
―
一
六
六
頁; H

ansen, N
iels: A

us dem
 Schatten der K

atastrophe. D
ie deutsch-israelichen Beziehungen in der Ä

ra 
K

onrad A
denauer und D

avid Ben Gurion, 2. A
ufl. D

üsseldorf 2004; H
annfried von H

indenburg, D
em

onstrating R
econciliation: 

State and Society in W
est G

erm
an foreign Policy tow

ard Israel, 1952-1965 

（Berghahn, 2007

））
に
関
す
る
分
析
や
、
ブ
ラ
ン
ト
政
権
期

の
ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
の
跪
き
に
注
目
し
た
分
析
が
あ
る
。
ま
た
、
近
年
政
治
学
の
分
野
に
お
い
て
記
憶
や
和
解
の
重
要
性
が
増
し
て
い
る
が
、
日
独

を
中
心
に
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
旧
加
害
国
と
旧
被
害
国
の
関
係
が
分
析
の
対
象
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
主
な
研
究
と
し
て
、
松
尾

秀
哉
・
臼
井
陽
一
郎
編
『
紛
争
と
和
解
の
政
治
学
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
三
年；

橋
本
伸
也
『
記
憶
の
政
治
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
認

識
紛
争
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年；

飯
田
芳
弘
『
忘
却
す
る
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
―
―
内
戦
と
独
裁
の
過
去
を
前
に
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇

一
八
年；

Jan-W
erner M

üller 

（ed.

）, M
em

ory and Pow
er in post-w

ar E
urope. Studies in the Presence of the Past 

（Cam
bridge 

U
niversity Press, 2002

）; D
uncan S.A

. Bell, M
em

ory, T
raum

a and W
orld Politics. R

eflections on the R
elationship betw

een Past and 

Present （Palgrave M
acm

illan, 2010

）; Jennifer M
. Lind, Sorry States. A

pologies in international Politics （Cornell U
niversity Press, 

2010

）; T
hom

as U
. Berger, W

ar, G
uilt, and W

orld Politics after W
orld W

ar II （Cam
bridge U

niversity Press, 2012

）; Lily Gardner 
Feldm

an, G
erm

anyʼ s foreign Policy of R
econciliation: From

 E
nm

ity to A
m

ity 

（Row
m

an &
 Littlefield, 2014

） 

な
ど
。
ま
た
、
歴
史
認

識
研
究
に
お
い
て
は
日
独
が
比
較
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
た
と
え
ば
、Fuhrt, V

olker: V
on der Bundesrepublik lernen? D

er V
ergleich 

m
it D

eutschland in der japanischen D
iskussion über K

riegsschuld und V
ergangenheitsbew

ältigung, in: Japanstudien  8 

（1996

）, S. 337–353; Conrad, Sebastian: Suche nach der verlorenen N
ation. Geschichtsschreibung in W

estdeutschland und 
Japan, 1945–1960, Göttingen 1999; K

ilian, Susanne M
aria: Japan und D

eutschland. Zw
ischen Schuld und V

erantw
ortung. 

V
ergangenheitsbew

ältigung im
 V

ergleich, Berlin 2002; Sebastian Conrad: 

“Entangled M
em

ories. V
ersions of the Past in 

Germ
any and Japan, 1945-2001,

” Journal of C
ontem

porary H
istory, V

ol.38

（2003

）, pp. 85-99; Cornelißen, a.a.O
.; K

ittel, M
anfred: 

N
ach N

ürnberg und T
okio. „V

ergangenheitsbew
ältigung“ in Japan und W

estdeutschland 1945 bis 1968, M
ünchen 2004; 

Burum
a, Ian, T

he W
ages of G

uilt. M
em

ories of W
ar in G

erm
any and Japan 

（Farrar Straus &
 Giroux, 2009

） 

な
ど
の
研
究
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
独
米
関
係
一
般
に
関
す
る
分
析
と
し
て
、
眞
鍋
俊
二
『
現
代
独
米
関
係
論
』
関
西
大
学
出
版
部
、
一
九
九
八
年；

佐
瀬
昌
盛
「
米
欧
関

係
の
中
の
ド
イ
ツ
―
―
歴
史
的
文
脈
で
考
え
る
」『
新
し
い
米
欧
関
係
と
日
本
（
欧
州
の
自
立
と
矜
持
）』
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
二
〇
〇
四
年
、

一
―
二
二
頁；

D
etlef Junker （ed

）, T
he U

nited States and G
erm

any in the E
ra of the C

old W
ar, 1945 -1990, V

ol. I &
 II （Cam

bridge 
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U
niversity Press, 2004

）; Stephen F. Szabo, Parting W
ays: T

he Crisis in Germ
an-A

m
erican Relations （Brookings Inst. Press, 

2004

） 

な
ど
。

（
15
）  

ロ
バ
ー
ト
・
マ
ク
マ
ン
（
青
野
利
彦
監
訳
）『
冷
戦
史
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
九
年
、
一
八
九
頁
。

（
16
）  
板
橋
拓
己
『
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
―
―
現
代
ド
イ
ツ
を
創
っ
た
政
治
家
』
中
公
新
書
、
二
〇
一
四
年
。
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
の
外
交
政
策
は
、
防
衛
領
域

を
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
、
経
済
領
域
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
に
統
合
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
（
同
右
、
四
―
五
頁
）、
前
者
を
「
西
側
結
合

（W
estbindung

）」、
後
者
を
「
西
側
統
合
（W

estintegration

）」
と
呼
び
分
け
る
こ
と
が
多
い
（W

estintegration. K
onrad A

denauer 
1876-1967, in: K

onrad A
denauer Stiftung. https://w

w
w

.konrad-adenauer.de/politikfelder/aussenpolitik/w
estintegration 

（27.12.2019
））。
本
稿
で
は
、
主
に
西
ド
イ
ツ
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
へ
の
軍
事
的
貢
献
を
分
析
に
含
め
る
た
め
、「
西
側
結
合
」
と
い
う
語
を
用
い
る
。

（
17
）  

マ
ク
マ
ン
、
前
掲
書
、
二
〇
七
頁；

村
田
晃
嗣
『
銀
幕
の
大
統
領
ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー
ガ
ン
―
―
現
代
大
統
領
制
と
映
画
』
有
斐
閣
、
二
〇
一
八

年
、
二
三
二
頁；

W
irsching, A

ndreas: A
bschied vom

 Provisorium
 1982-1990, M

ünchen 2006, S. 81, 103-104.

（
18
）  

本
稿
で
は
、
一
般
的
な
過
去
と
第
二
次
世
界
大
戦
の
過
去
を
区
別
し
、
後
者
を
鍵
括
弧
付
き
で
示
す
こ
と
と
す
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
ナ
チ

の
過
去
と
同
義
と
な
る
こ
と
が
多
い
。

（
19
）  

こ
の
よ
う
な
「
ド
イ
ツ
見
習
え
論
」
は
、
一
九
九
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
メ
デ
ィ
ア
な
ど
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
過
去
」
を
め
ぐ
る
日

独
比
較
を
テ
ー
マ
と
し
た
書
籍
が
多
く
刊
行
さ
れ
た
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
粟
屋
憲
太
郎
ほ
か
『
戦
争
責
任
・
戦
後
責
任
―
―
日
本
と
ド
イ

ツ
は
ど
う
違
う
か
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
四
年；

佐
藤
・
フ
ラ
イ
編
、
前
掲
書
な
ど
。
東
ア
ジ
ア
で
歴
史
認
識
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
際
、

「
日
本
の
手
本
と
な
る
ド
イ
ツ
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
の
首
脳
に
よ
る
日
本
批
判
の
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

Germ
is, Carsten: V

or D
eutschland-Besuch. Südkorea bietet K

im
 Jong-un Spitztentreffen an, in: FA

Z, 24.03.2014. https://
w

w
w

.faz.net/aktuell/politik/ausland/vor-deutschland-besuch-suedkorea-bietet-kim
-jong- un-spitzentreffen-an-12861191.

htm
l#void （16.09.2019

）.

（
20
）  

一
九
五
九
年
、
テ
オ
ド
ー
ル
・
ア
ド
ル
ノ
（T

heodor W
. A

dorno
）
が
講
演
中
に
用
い
た
と
さ
れ
る
語
。
過
去
を
「
克
服
」
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
い
う
見
方
か
ら
、
こ
の
言
葉
が
好
ま
れ
る
場
合
も
多
く
、
一
般
に
「
過
去
の
克
服
」
の
中
で
も
世
論
に
お
け
る
議
論
や
メ
デ
ィ
ア
な
ど

と
結
び
つ
い
た
も
の
を
さ
す
（K

önig （1999

）, S. 385; K
önig （2003

）, S. 7-8
）。

（
21
）  W

olfrum
, Edger: Geschichtspolitik in der Bundesrepublik D

eutschland 1949-1989. Phasen und K
ontroversen, in: Bock, 

Petra; W
olfrum

, Edgar 

（H
rsgs.

）: U
m

käm
pfte V

ergangenheit. Geschichtsbilder, Erinnerung und V
ergangenheitspolitik im
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internationalen V
ergleich, Göttingen 1999, S. 55-81, hier S. 60.

（
22
）  

ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
政
権
期
に
お
け
る
こ
の
寛
大
な
政
策
は
、
後
年
の
批
判
的
な
「
過
去
の
克
服
」
に
対
置
す
る
形
で
「
過
去
政
策

（V
ergangenheitspolitik

）」
と
呼
ば
れ
る
。Frei （2012

）, a.a.O
..

（
23
）  
板
橋
（
二
〇
一
四
）、
前
掲
書
、
一
〇
五
―
一
六
四
頁
。

（
24
）  
同
右
、
五
頁
。

（
25
）  

同
右
、
一
〇
六
頁
。

（
26
）  

こ
こ
で
い
う
「
補
償
（W

iedergutm
achung

）」
は
「
賠
償
（Reparation

）」
と
は
異
な
り
、
道
義
的
責
任
に
対
す
る
償
い
を
意
味
す
る
（
板

橋
（
二
〇
一
九
）、
前
掲
論
文
、
一
五
〇
頁
）。

（
27
）  

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
補
償
協
定
の
調
印
過
程
に
関
す
る
詳
し
い
分
析
は
、
同
右
、
一
二
三
―
一
六
六
頁
を
参
照
。

（
28
）  

板
橋
（
二
〇
一
九
）、
前
掲
論
文
、
一
四
四
―
一
四
五
頁
。

（
29
）  

井
関
正
久
（
石
田
勇
治
監
修
）『
シ
リ
ー
ズ
・
ド
イ
ツ
現
代
史
Ⅱ 

ド
イ
ツ
を
変
え
た
六
八
年
運
動
』
白
水
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
四
―
一
五
頁
。

な
か
で
も
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
（H

annah A
rendt

）
の
分
析
も
あ
り
、
国
際
的
に
広
く
注
目
を
集
め
た
（
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン

ト
（
大
久
保
和
郎
訳
）『
エ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
―
―
悪
の
陳
腐
さ
に
つ
い
て
の
報
告
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
七
年
）。

（
30
）  

石
田
、
前
掲
書
、
二
〇
八
―
二
一
二
頁
。

（
31
）  

一
九
六
八
年
運
動
に
つ
い
て
は
、
井
関
、
前
掲
書；

ノ
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ラ
イ
（
下
村
由
一
訳
）『
一
九
六
八
年
―
―
反
乱
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
』

み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
二
年；

西
田
慎
・
梅
崎
透
編
著
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
し
て
の
「
一
九
六
八
年
」
―
―
世
界
が
揺
れ
た
転
換

点
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
五
年
な
ど
を
参
照
。

（
32
）  

井
関
、
前
掲
書
、
三
四
―
三
五
頁
。

（
33
）  

石
田
、
前
掲
書
、
二
〇
四
―
二
〇
七
頁
。
な
お
、
一
九
六
三
―
六
六
年
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
エ
ア
ハ
ル
ト
（Ludw

ig Erhard

）
政
権
は
、
大
西

洋
主
義
者
（A

tlantiker

）
が
そ
の
支
持
基
盤
で
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
政
権
の
延
長
に
あ
っ
た
た
め
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
（
佐
瀬
、
前
掲
論
文
、

四
頁；

妹
尾
哲
志
「
ブ
ラ
ン
ト
の
『
東
方
政
策
』
と
対
ポ
ー
ラ
ン
ド
関
係
―
―
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
調
印
へ
の
道
」
板
橋
・
妹
尾
編
著
、
前
掲
書
、

一
七
三
―
一
七
四
頁
）。
ま
た
、
一
九
六
六
―
六
九
年
の
キ
ー
ジ
ン
ガ
ー
政
権
は
、
外
交
面
に
お
い
て
は
前
政
権
と
後
継
政
権
の
混
合
物
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
（
同
右
）。

（
34
）  

詳
し
く
は
、
井
関
、
前
掲
書；

フ
ラ
イ
、
前
掲
書
、
七
三
―
一
五
二
頁
。
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（
35
）  Frei, N

orbert: 1945 und w
ir. D

as D
ritte Reich im

 Bew
ußtsein der D

eutschen, M
ünchen 2005, S. 37; K

önig 

（2003

）, a.a.O
., S. 

36.
（
36
）  

ド
イ
ツ
現
代
史
家
の
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ラ
イ
（N

orbert Frei

）
に
よ
る
と
、
過
去
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
け
る
世
代
交
代
は
極
め
て
重
要
な
フ
ァ

ク
タ
ー
で
あ
り
、
お
よ
そ
二
〇
年
単
位
で
世
代
交
代
が
繰
り
返
さ
れ
る
（Frei 

（2005

）, a.a.O
., S. 7-40

）。
ま
た
、
本
稿
の
研
究
対
象
で
あ
る
コ

ー
ル
も
、
自
ら
が
戦
後
世
代
に
属
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
主
張
し
た
。

（
37
）  

詳
し
く
は
、
グ
レ
ゴ
ー
ア
・
シ
ョ
レ
ゲ
ン
（
岡
田
浩
平
訳
）『
ヴ
ィ
リ
ー
・
ブ
ラ
ン
ト
の
生
涯
』（
三
元
社
、
二
〇
一
五
年
）。

（
38
）  

石
田
、
前
掲
書
、
二
一
三
―
二
二
〇
頁
。

（
39
）  

西
ド
イ
ツ
は
東
ド
イ
ツ
と
国
交
の
あ
る
国
と
は
外
交
関
係
を
持
た
な
い
と
す
る
原
則
。
当
時
の
外
務
次
官
の
名
前
を
と
っ
て
こ
う
呼
ば
れ
る

（
板
橋
（
二
〇
一
四
）、
前
掲
書
、
一
四
〇
―
一
四
一
頁
）。

（
40
）  

ブ
ラ
ン
ト
政
権
の
東
方
政
策
に
つ
い
て
の
詳
し
い
分
析
は
、
テ
ィ
モ
シ
ー
・
ガ
ー
ト
ン
・
ア
ッ
シ
ュ
（
杉
浦
茂
樹
訳
）『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
架
け
る

橋
―
―
東
西
冷
戦
と
ド
イ
ツ
外
交
（
上
）』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
四
五
―
五
八
頁；

妹
尾
哲
志
『
戦
後
西
ド
イ
ツ
外
交
の
分
水
嶺
―
―
東

方
政
策
と
分
断
克
服
の
戦
略
、
一
九
六
三
〜
一
九
七
五
年
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
一
年；

妹
尾
（
二
〇
一
九
）、
前
掲
論
文
な
ど
を
参
照
。
ま
た
、

ブ
ラ
ン
ト
は
東
西
緊
張
緩
和
へ
の
貢
献
を
称
え
ら
れ
て
一
九
七
一
年
に
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

（
41
）  

妹
尾
（
二
〇
一
一
）、
前
掲
書
、
二
頁
。

（
42
）　
「
ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
の
跪
き
（K

niefall
）」
に
関
す
る
分
析
は
、
以
下
を
参
照
。Bingen, D

ieter: V
ersöhnung, A

ussöhnung, 
N

orm
alisierung, Perspektiven der Entspannungspolitik in den 1960er und 1970er Jahren aus deutscher und polnischer 

Sicht, in: B
oll, F

riedhelm
; W

ysocki, W
iesław

; Z
im

m
er, K

laus: V
ersöhnung und P

olitik. P
olnisch-deutsche 

V
ersöhnungsinitiativen der 1960er und die Entspannungspolitik, Bonn 2009, S. 245-268; Behrens, A

lexander 

（H
rsg.

）: 
„D

urfte Brandt knien?“ D
er K

niefall in W
arschau und der deutsch-polnische V

ertrag. Eine D
okum

entation der M
einungen, 

Bonn 2010.

（
43
）  

し
か
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
こ
の
事
実
は
ほ
と
ん
ど
公
に
さ
れ
ず
、
ブ
ラ
ン
ト
の
「
思
い
つ
き
」
に
よ
る
行
為
に
つ
い
て
、
西
ド
イ
ツ
国
内
で

賛
否
両
論
が
み
ら
れ
た
の
も
事
実
で
あ
る
（„K

niefall. A
ngem

essen oder übertrieben?.“ in: SPIEGEL O
N

LIN
E, 14.12.1970. https://

w
w

w
.spiegel.de/spiegel/print/d-43822427.htm

l （26.10.2019

））。

（
44
）  

一
九
七
四
―
八
二
年
の
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（H

elm
ut Schm

idt

）
政
権
は
東
方
政
策
を
継
承
す
る
一
方
で
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
二
重
決
定
に
踏
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み
切
っ
た
が
、「
過
去
」
に
関
す
る
政
策
や
言
動
に
大
き
な
動
き
は
生
じ
な
か
っ
た
た
め
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

（
45
）  W

olfrum
, Phasen und K

ontroversen, a.a.O
., S. 73. 

ま
た
、
こ
の
点
に
注
目
し
て
、
そ
の
あ
と
に
続
く
一
九
八
〇
年
代
を
「
過
去
防
衛
の
時

期
（Phase der V

ergangenheitsbew
ahrung

）」
と
み
る
分
析
も
あ
る
（Frei （2005

）, a.a.O
., S.  37

）。

（
46
）　
「
過
去
と
の
取
り
組
み 

日
独
対
照
戦
後
史
年
表
」
佐
藤
・
フ
ラ
イ
、
前
掲
書
、
九
頁；

Frei （2005

）, ebd., S. 37.

（
47
）  Reichel （1999

）, a.a.O
., S. 43.

（
48
）  Frei （2005

）, a.a.O
., S. 27.

（
49
）  W

olfrum
, Phasen und K

ontroversen, a.a.O
., S. 73.

（
50
）  Seybold, D

ietrich: Geschichtskultur und K
onflikt. H

istorisch-politische K
ontroversen in Gesellschaften der Gegenw

art, 
Basel U

niversity, D
iss. 2004, S. 29.

（
51
）  

邦
訳
は
、
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
（
永
井
清
彦
訳
）『
荒
れ
野
の
四
〇
年

―
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
大
統
領
ド
イ
ツ
終
戦

四
〇
周
年
記
念
演
説
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
。

（
52
）  

詳
し
く
は
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ノ
ル
テ
他
（
徳
永
恂
・
三
島
憲
一
他
訳
）『
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
な
い
過
去

―
ナ
チ

ズ
ム
と
ド
イ
ツ
歴
史
家
論
争
』
人
文
書
院
、
一
九
九
五
年；

A
ugstein, Rudolf 

（H
rsgs.

）: H
istorikerstreit. D

ie D
okum

entation der 
K

ontroverse um
 die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung, M

ünchen 1987; Jürgen, Peter: D
er 

H
istorikerstreit und die Suche nach einer nationalen Identität der achtziger Jahre, Frankfurt am

 M
ain 1995; K

ailitz, Steffen 

（H
rsg.

）: D
ie Gegenw

art der V
ergangenheit. D

er „H
istorikerstreit“ und die deutsche Geschichtspolitik, W

iesbaden 2008 

な
ど

を
参
照
。

（
53
）  

一
九
三
八
年
一
一
月
九
日
、
ナ
チ
体
制
下
で
起
き
た
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
暴
動
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
居
住
地
域
や
商
店
、
シ
ナ
ゴ
ー
グ
な
ど
が
襲
撃
・
放

火
さ
れ
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
出
発
点
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
日
本
語
で
は
「
水
晶
の
夜
（K

ristallnacht

）」
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
美
麗
で
肯

定
的
な
響
き
を
伴
う
た
め
、
ド
イ
ツ
語
で
は
「
ポ
グ
ロ
ム
の
夜
（Pogrom

nacht

）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（
54
）  

ヒ
ト
ラ
ー
の
権
力
掌
握
や
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
へ
の
擁
護
と
も
取
ら
れ
る
発
言
が
問
題
視
さ
れ
、
イ
ェ
ニ
ン
ガ
ー
は
こ
れ
に
よ
り
職
を
追
わ
れ
た

（Benz, W
olfgang: U

nglücklicher Staatsakt – Philipp Jenningers Rede zum
 50. Jahrestag der N

ovem
berpogrom

e 1938, in: 
D

eutschland A
rchiv von bpb, 04.11.2013. http://w

w
w

.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/171555/
ungluecklicher-staatsakt-philipp-jenningers-rede-zum

-50-jahrestag-der-novem
berpogrom

e-1938 （27.10.2019

））。
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（
55
）  

コ
ー
ル
は
第
四
学
期
に
主
専
攻
を
法
学
か
ら
歴
史
学
に
変
え
、
副
専
攻
に
は
近
現
代
史
を
選
択
し
て
い
る
（Schw

arz. a.a.O
., S.  62

）。
ま
た
、

一
九
五
八
年
に
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
で
歴
史
学
の
博
士
号
を
取
得
し
て
お
り
（
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
、
前
掲
書
、
六
六
―
七
六
頁
）、
歴
史
へ
の
個
人

的
な
興
味
が
「
歴
史
政
策
」
の
提
唱
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（Schw

arz, a.a.O
., S. 374

）。

（
56
）  Schw

arz, a.a.O
., S. 38; 

ヴ
ェ
ル
ナ
ー
、
前
掲
書
、
三
一
―
三
八
頁
。
な
お
、
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
疎
開
し
た
の
は
一
九
四
四
年
一
〇
月
で
あ
っ
た

（Schw
arz, a.a.O

., S.  47

）。

（
57
）  Bulletin des Presse- und Inform

ationsam
tes der Bundesregierung, Bonn, N

r.  13 vom
 2. Februar 1984, S. 112-113.

（
58
）  

ヴ
ェ
ル
ナ
ー
、
前
掲
書
、
二
四
頁
。

（
59
）  K

ohl, a.a.O
., S. 228.

（
60
）  Schw

arz, a.a.O
., S. 43. 

こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
語
で
い
う
「
罪
（Schuld

）」
を
否
定
し
、「（
連
帯
）
責
任
（M

itverantw
ortung

）」
を
認
め
る

立
場
で
あ
る
（K

ohl, a.a.O
., S. 381

）。

（
61
）  

ヴ
ェ
ル
ナ
ー
、
前
掲
書
、
二
三
頁
。

（
62
）  Schw

arz, a.a.O
., S. 41, 76. 

ま
た
、
一
九
七
〇
年
代
に
Ｃ
Ｄ
Ｕ
州
代
表
と
な
っ
た
と
き
か
ら
、
コ
ー
ル
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
は
「
世
代
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
で
あ
っ
た
（Ebd., S.  76

）。

（
63
） 「
精
神
的
・
道
義
的
転
換
」
に
関
す
る
詳
し
い
分
析
は
、Biebricher, T

hom
as: Geistig-m

oralische W
ende. D

ie Erschöpfung des 
deutschen K

onservatism
us, Berlin 2019 

を
参
照
。

（
64
）  V

erhandlungen des D
eutschen Bundestages, Stenographischer Berichte, 9. W

ahlperiode, 121. Sitzung （
以
下 V

D
B, 9. W

P.

）, 
S. 7227.

（
65
）  W

irsching, a.a.O
., S. 474.

（
66
）  Ebd., S. 473.

（
67
）  A

nthony D
. A

. M
oses, G

erm
an Intellectuals and the N

azi Past （Cam
bridge U

niversity Press, 2007

）, pp. 220-222.

（
68
）  Christian W

icke, H
elm

ut K
ohlʼ s Q

uest for N
orm

ality. H
is R

epresentation of the G
erm

an N
ation and H

im
self （Berghahn, 2015

）, p. 
115.

（
69
）  

コ
ー
ル
政
権
の
「
歴
史
政
策
」
に
関
す
る
詳
し
い
分
析
は
、
以
下
を
参
照
。M

oller, a.a.O
.; Seuthe, a.a.O

..

（
70
）  

石
田
、
前
掲
書
、
二
六
四
頁
。
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（
71
）		

ボ
ン
に
位
置
し
戦
後
の
現
代
ド
イ
ツ
史
を
扱
う
「
歴
史
の
家
（H

aus	der	Geschichte

）」
と
、
全
史
を
扱
う
ベ
ル
リ
ン
の
「
ド
イ
ツ
史
博
物
館

（D
eutsches	H

istorisches	M
useum

:	D
H
M

）」
の
二
つ
の
歴
史
博
物
館
の
建
設
や
、
そ
れ
ま
で
東
ベ
ル
リ
ン
で
共
産
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
確

立
に
利
用
さ
れ
て
い
た
「
ノ
イ
エ
・
ヴ
ァ
ッ
ヘ
（
新
衛
兵
所
）」
を
、
連
邦
中
央
追
悼
施
設
に
改
変
し
よ
う
と
す
る
東
西
ド
イ
ツ
統
一
後
の
試
み
が

こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
ノ
イ
エ
・
ヴ
ァ
ッ
ヘ
に
関
す
る
詳
し
い
分
析
は
、Stölzl,	Christoph	

（H
rsg.

）:	D
ie	N

eue	W
ache	U

nter	den	Linden.	
Ein	deutsches	D

enkm
al	im

	W
andel	der	Geschichte,	Berlin	1993;	Schm

idt,	T
hom

as	E.	

（H
rsg.

）:	N
ationaler	T

otenkult.	D
ie	

N
eue	W

ache.	Eine	Streitschrift	zur	zentralen	deutschen	Gedenkstätte,	Berlin	1995;	K
ruse,	W

olfgang:	Schinkels	„N
eue	

W
ache“	in	B

erlin.	Zur	G
eschichte	des	m

odernen	politischen	T
otenkults	in	D

eutschland,	in:	Zeitschrift	für	
Geschichtsw

issenschaft	V
ol.	50	（2002

）,	S.	419-435	

な
ど
を
参
照
。

（
72
）		Schw

arz,	a.a.O
.,	S.	376.

（
73
）		M

oller,	a.a.O
..

（
74
）		

こ
れ
に
対
し
、
最
大
与
党
で
あ
っ
た
社
会
民
主
党
（Sozialdem

okratische	Partei:	SPD

）
と
緑
の
党
（D

ie	Grünen

）
と
は
対
立
し
て
い
た
。

ヴ
ェ
ル
ナ
ー
、
前
掲
書
、
二
六
四
―
二
六
九
頁
。

（
75
）		Schw

arz,	a.a.O
.,	S.	315-316.

（
76
）		

佐
々
木
卓
也
『
冷
戦
―
―
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
的
生
活
様
式
を
守
る
戦
い
』
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
、
一
五
五
―
一
五
九
頁；

マ
ク
マ
ン
、

前
掲
書
、
一
九
五
―
一
九
八
頁；

村
田
晃
嗣
『
レ
ー
ガ
ン

―
い
か
に
し
て
「
ア
メ
リ
カ
の
偶
像
」
と
な
っ
た
か
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
一

年
、
二
二
二
頁
。

（
77
）		

マ
ク
マ
ン
、
前
掲
書
、
一
九
九
頁
。

（
78
）		Schw

arz,	a.a.O
.,	S.	261-262,	S.	345.

（
79
）		

前
政
権
に
お
い
て
、
ジ
ミ
ー
・
カ
ー
タ
ー
（Jim

m
y	Carter

）
米
大
統
領
か
ら
中
距
離
核
戦
力
（Interm

ediate-range	N
uclear	Forces:	

IN
F

）
の
配
備
を
提
案
さ
れ
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
国
内
の
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
手
は
ず
を
整
え
た
が
、
ア
メ
リ
カ
側
が
設
置
の
中
止
を

最
終
決
定
し
、
カ
ー
タ
ー
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
か
ら
の
信
頼
を
失
っ
て
い
た
。
コ
ー
ル
は
こ
の
冷
え
切
っ
た
独
米
関
係
を
修
復
す
る
必
要
が
あ
っ
た

（K
laus	Schw

abe,	„D
étente	and	M

ultipolarity,“	D
etlef	Junker	

（ed
）,	 T

he U
nited States and G

erm
any in the E

ra of the C
old W

ar, 

1945-1990,	V
ol.	II:	1968-1990	

（Cam
bridge	U

niversity	Press,	2004

）,	p.	6;	K
ori	N

.	Schake,	„N
A
T
O
	strategy	and	the	Germ

an-
A
m
erican	relationship,“	Junker,	 op. cit.,	p.	137;	Schw

an,	a.a.O
.,	S.	99

）。
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（
80
）  V

D
B, 9. W

P., 121. Sitzung, S. 7220.

（
81
）  

石
田
、
前
掲
書
、
二
六
四
頁；

ヴ
ェ
ル
ナ
ー
、
前
掲
書
、
三
二
三
頁；

Schw
arz, a.a.O

., S. 76, 142. 

ま
た
、
コ
ー
ル
が
政
治
的
に
社
会
化
し
た

時
期
は
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
政
権
期
と
重
な
っ
て
お
り
（Schw

arz, a.a.O
., S. 131

）、
コ
ー
ル
は
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
と
対
話
し
た
と
き
の
こ
と
を
「
私
は

こ
れ
ま
で
の
人
生
の
中
で
、
あ
れ
ほ
ど
の
精
神
的
強
さ
と
心
情
を
持
っ
て
一
つ
の
政
治
思
想
を
追
い
求
め
た
政
治
家
を
ご
く
わ
ず
か
し
か
知
ら
な

い
」
と
語
っ
て
い
る
（Ebd., S. 142

）。

（
82
）  

石
田
、
二
七
三
―
二
七
四
頁；

Schw
an, a.a.O

., S. 89.

（
83
）  K

ohl, a.a.O
., S. 343. 

ま
た
、
国
際
関
係
お
よ
び
外
交
に
お
け
る
「
価
値
」
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
高
坂
正
堯
『
国
際
政
治
―
―
恐
怖
と
希
望
』

中
公
新
書
、
二
〇
一
七
年
を
参
照
。

（
84
）  

た
だ
し
、
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
の
尽
力
に
よ
り
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
枠
内
で
再
軍
備
を
果
た
し
た
西
ド
イ
ツ
は
、
西
側
陣
営
に
と
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け

る
重
要
な
同
盟
国
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
コ
ー
ル
は
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
あ
る
程
度
自
国
の
利
益
を
主
張
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
。
次
章
で
述
べ

る
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
論
争
も
、
こ
の
よ
う
な
背
景
に
基
づ
い
て
展
開
し
て
い
く
。

（
85
）  

米
ソ
対
立
が
厳
し
さ
を
増
す
一
方
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
デ
タ
ン
ト
の
維
持
を
望
ん
で
い
た
た
め
、
一
九
八
四
年
に
米
に
よ
る
西
独
・
伊
・
英

へ
の
Ｉ
Ｎ
Ｆ
配
備
が
開
始
さ
れ
る
と
、
各
地
で
反
核
運
動
が
巻
き
起
こ
っ
た
。
特
に
西
ド
イ
ツ
で
は
平
和
運
動
を
支
持
す
る
署
名
が
二
五
〇
万
件

を
超
え
た
（
マ
ク
マ
ン
、
前
掲
書
、
二
〇
七
頁；

村
田
（
二
〇
一
一
）、
前
掲
書
、
二
三
二
頁；

W
irsching, a.a.O

., S. 1-86, 103-104

）。
ま
た
、

一
九
八
二
年
に
レ
ー
ガ
ン
が
ボ
ン
を
訪
れ
た
際
に
は
、
三
五
万
人
が
ミ
サ
イ
ル
配
置
に
反
対
す
る
デ
モ
に
参
加
し
て
い
る
（
マ
ク
マ
ン
、
前
掲
書
、

二
〇
八
―
二
〇
九
頁；

村
田
（
二
〇
一
一
）、
前
掲
書
、
二
三
二
頁；

Pruys, a.a.O
., S. 270

）。

（
86
）  Schw

an, a.a.O
., S. 101.

（
87
）  K

ohl, a.a.O
., S. 65.

（
88
）  

コ
ー
ル
は
レ
ー
ガ
ン
を
「
と
て
も
ア
メ
リ
カ
的
で
信
用
の
お
け
る
男
」
と
評
価
し
て
お
り
、
レ
ー
ガ
ン
と
の
関
係
を
「
政
治
家
の
間
で
好
ん
で

語
ら
れ
る
よ
う
な
、
そ
の
構
築
に
骨
を
折
る
友
好
関
係
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
親
密
」
で
あ
っ
た
と
語
っ
て
い
る
（K

ohl, a.a.O
., S. 

63-64

）。

（
89
）  W

irsching, A
ndreas: D

ie Beziehungen zu den U
SA

 im
 K

ontext der deutschen A
ußenpolitik 1982-1998, in: Buchstab, 

Günter （H
rsgs.

）: D
ie Ä

ra K
ohl im

 Gespräch. Eine Zw
ischenbilanz, K

öln 2010, S. 356-366, hier S. 361.

（
90
）  

ま
た
、
コ
ー
ル
は
、
国
内
の
「
歴
史
政
策
」
の
挫
折
に
よ
っ
て
、
後
述
す
る
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
や
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
に
お
け
る
和
解
の
成
功
が
否
定
さ
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れ
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
（K

ohl, a.a.O
., S. 381

）。

（
91
）  

そ
れ
ま
で
の
ド
イ
ツ
外
交
に
お
い
て
は
「
大
西
洋
（
親
米
）
主
義
者
（A

tlantiker

）」
と
「
欧
州
（
親
仏
）
主
義
者
（Gaullisten

）」
に
分
か

れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
コ
ー
ル
は
二
者
択
一
を
望
ま
ず
、
米
仏
双
方
と
良
好
な
関
係
を
築
こ
う
と
試
み
た
。
仏
国
境
に
ほ
ど
近
い
ラ
イ
ン
ラ
ン

ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
州
出
身
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
コ
ー
ル
は
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
特
別
な
感
情
を
持
っ
て
お
り
（Schw

arz, a.a.O
., S. 180

）、
ま

だ
組
閣
中
の
慌
た
だ
し
い
時
期
に
最
初
の
訪
問
先
と
し
て
パ
リ
を
選
択
し
て
い
る
（Genscher, a.a.O

., S. 469; K
ohl, a.a.O

., S. 35-37; 
Schw

arz, a.a.O
., S. 352

）。
そ
の
後
、
外
務
省
・
首
相
府
間
で
も
密
な
関
係
を
築
き
、
コ
ー
ル
は
ミ
ッ
テ
ラ
ン
を
「
真
の
友
人
」
と
み
な
し
て
い

た
（Schw

arz, ebd., S. 358

）。

（
92
）  

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
国
交
樹
立
で
失
わ
れ
た
ア
ラ
ブ
諸
国
と
の
関
係
回
復
を
安
全
保
障
上
の
課
題
と
見
て
い
た
た
め
、
イ
ス
ラ

エ
ル
に
対
し
て
は
歴
史
的
な
負
い
目
を
感
じ
さ
せ
な
い
態
度
を
と
っ
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
訪
問
の
招
待
を
断
っ
た
う
え
、
一
九
八
一
年
に
は
サ
ウ
ジ

ア
ラ
ビ
ア
へ
の
ド
イ
ツ
製
戦
車
レ
オ
パ
ル
ト
Ⅱ
型
の
売
却
を
決
め
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
メ
ナ
ヘ
ム
・
ベ
ギ
ン
（M

enachem
 Begin

）
首
相
を
激
怒

さ
せ
て
い
る
（
石
田
、
前
掲
書
、
二
六
二
―
二
六
三
頁；

K
ohl, a.a.O

., S. 219

）。

（
93
）  Bulletin, N

r. 13 vom
 2. Februar 1984, S. 109-120.

（
94
）  K

ohl, a.a.O
., S. 220.

（
95
）  D

ie W
elt, 13.08.1987; 

ヴ
ェ
ル
ナ
ー
、
前
掲
書
、
一
九
四
―
一
九
五
頁
。

（
96
）  K

ohl, a.a.O
., S. 64, 233. 

ま
た
、
一
九
八
一
年
五
月
の
連
邦
議
会
で
す
で
に
こ
の
考
え
を
表
明
し
て
い
る
（V

D
B, 9. W

P., 34. Sitzung, S. 
1722

）。

（
97
）  Bulletin, N

r. 105 vom
 12. O

ktober 1983, S. 961f.

（
98
）  

西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
ナ
チ
ズ
ム
に
対
す
る
関
わ
り
や
西
側
同
盟
内
で
の
立
場
を
省
察
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
東
ア
ジ
ア
に
お

い
て
も
、
終
戦
四
十
周
年
記
念
日
（
一
九
八
五
年
八
月
一
五
日
）
の
中
曽
根
首
相
に
よ
る
靖
国
神
社
参
拝
が
国
際
的
に
非
難
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
そ
れ
以
前
に
も
多
く
の
首
相
や
閣
僚
が
靖
国
神
社
へ
の
参
拝
を
行
っ
て
い
た
が
、
外
交
問
題
に
発
展
し
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。

首
相
に
よ
る
靖
国
神
社
参
拝
に
関
す
る
詳
し
い
分
析
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
毛
里
和
子
『
日
中
関
係
―
―
戦
後
か
ら
新
時
代
へ
』
岩
波
新

書
、
二
〇
〇
六
年
、
一
二
二
―
一
二
八
頁；

一
谷
和
郎
「
靖
国
神
社
参
拝
問
題
」
家
近
亮
子
ほ
か
編
著
『
岐
路
に
立
つ
日
中
関
係
―
―
過
去
と
の

対
話
・
未
来
へ
の
模
索
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
三
九
―
六
四
頁；

服
部
龍
二
『
外
交
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
―
―
歴
史
認
識
』
岩
波
新
書
、
二
〇

一
五
年
、
五
五
―
八
八
頁；

佐
藤
晋
「
中
曽
根
康
弘
の
時
代
―
―
外
交
問
題
化
す
る
歴
史
認
識
」
五
百
旗
頭
薫
ほ
か
編
著
『
戦
後
日
本
の
歴
史
認
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識
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
、
八
九
―
一
〇
六
頁
。

（
99
）  Reichel （1999

）, a.a.O
., S. 281; Schw

arz, a.a.O
., S. 377.

（
100
）  

石
田
、
前
掲
書
、
二
七
三
頁；

Reichel 

（1999

）, a.a.O
., S. 281. 

た
だ
し
、
西
側
の
旧
連
合
国
と
旧
枢
軸
国
の
首
脳
の
間
で
、
事
前
に
式
典
に

つ
い
て
の
協
議
が
持
た
れ
た
（Schw

an, S. 97; Schw
arz, a.a.O

., S. 377

）。
ま
た
、
コ
ー
ル
は
自
ら
招
待
を
辞
退
し
た
と
も
述
べ
て
い
る

（K
ohl, a.a.O

., S. 288

）。

（
101
）  Reichel 
（1999

）, a.a.O
., S. 281; Schw

arz, a.a.O
., S. 377. 

こ
の
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
訪
問
は
、D

-D
ay

式
典
に
関
す
る
議
論
が
進
む
中
で
持
ち
上
が

っ
た
計
画
で
あ
っ
た
（K

ohl, a.a.O
., S. 278-288

）。

（
102
）  

石
田
、
前
掲
書
、
二
七
六
頁
。

（
103
）  K

ohl, a.a.O
., S. 310.

（
104
）  Ebd., S. 348-349; Schw

arz, a.a.O
., S. 377; 

シ
ュ
ヴ
ァ
ン
、
前
掲
書
（
上
）、
三
三
一
頁
。
ま
た
、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
で
の
記
念
式
典
に
際
し
、
コ

ー
ル
の
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
と
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
ゴ
ー
ル
（Charles de Gaulle

）
仏
大
統
領
の
間
で
一
九
六
二
年
に
締
結
さ
れ
、

「
明
白
な
手
本
」
で
あ
っ
た
エ
リ
ー
ゼ
条
約
で
あ
っ
た
（Pruys, a.a.O

., S. 296-297

）。

（
105
）  A

kten zur A
usw

ärtigen Politik der Bundesrepublik D
eutschland （

以
下 

Ａ
Ａ
Ｐ
Ｄ
）, 1985, D

ok. 11, S. 46.

（
106
）  Bulletin, N

r.  41 vom
 23. A

pril 1985, S. 349-352.

（
107
）  K

ohl, a.a.O
., S. 338.

（
108
）  Reichel （1999

）, a.a.O
., S. 287.

（
109
）  Reichel （1999

）, a.a.O
., S. 287f.

（
110
）  Gedenkveranstaltung im

 Plenarsaal des D
eutschen Bundestages zum

 40. Jahrestag des Endes des Zw
eiten W

eltkrieges in 
E

uropa, 8.5.1985. http://w
w

w
.bundespraesident.de/SharedD

ocs/R
eden/D

E
/R

ichard-von-W
eizsaecker/

Reden/1985/05/19850508_Rede.htm
l 

（09.12.2019

）. 

こ
の
演
説
は
ド
イ
ツ
国
外
で
も
高
い
評
価
を
受
け
た
が
、
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
ッ
カ
ー
本
人

も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
内
容
的
に
は
新
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
（W

eizsäcker, Richard von: V
ier Zeiten. Erinnerungen, M

ünchen 
2010, S. 318

）。
演
説
に
関
す
る
詳
し
い
分
析
は
以
下
を
参
照
。Siebeck, Cornelia: »Einzug ins verheißene Land.« Richard von 

W
eizsäckers Rede zum

 40. Jahrestag des K
riegsendes am

 8. M
ai 1985, in: Zeithistorische Forschungen H

.  1 

（2012

）, S. 161-
169; H

am
m

erstein, K
artin; H

ofm
ann, Birgit: „W

ir [

…] m
üssen die V

ergangenheitannehm
en.“ Richard von W

eizsäckers Rede 
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zum
 K

riegsende 1985, in: D
eutschland A

rchiv von bpb, 18.12.2015. https://w
w

w
.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/

deutschlandarchiv/217619/richard-von- w
eizsaeckers-rede-zum

-kriegsende-1985 

（27.10.2019

）; W
irsching, A

ndreas: 
Prim

ärerfahrung und kulturelles Gedächtnis. Richard von W
eizsäcker und die Erinnerung an den N

ationalsozialism
us, in: 

Bajohr, Frank; D
oering-M

anteuffel, A
nselm

 

（H
rsgs.

）: M
ehr als eine Erzählung. Zeitgeschichtliche Perspektiven auf die 

Bundesrepublik. Festschrift für A
xel Schildt, Göttingen 2016, S. 113-128.

（
111
）  

連
邦
議
会
に
お
け
る
式
典
で
、
哲
学
者
の
リ
ュ
ッ
ベ
（H

erm
ann Lübbe

）
が
、
民
主
主
義
的
手
続
き
に
則
っ
て
成
立
し
た
ナ
チ
党
支
配
に
つ

い
て
、
市
民
の
責
任
を
軽
減
す
る
よ
う
な
表
現
を
用
い
た
こ
と
が
波
紋
を
呼
ん
だ
（Reichel 

（1999

）, a.a.O
., S. 17-18

）。
ま
た
、
こ
の
日
の
コ

ー
ル
の
演
説
は
以
下
を
参
照
。M

ahnung und V
erpflichtung des 30. Januar 1933. A

nsprache im
 Reichstagsgebäude in Berlin, in: 

K
onrad A

denauer Stiftung. https://w
w

w
.helm

ut-kohl.de/index.php?m
enu_sel=17&

m
enu_sel2=&

m
enu_sel3=&

m
enu_

sel4&
m

sg=2269 （04.12.2019

）.

（
112
）  M

orris, op. cit., p.  96.

（
113
）  

シ
ュ
ヴ
ァ
ン
、
前
掲
書
、
三
二
九
―
三
三
〇
頁
。

（
114
）  

同
右
、
三
三
〇
頁；

W
irsching, a.a.O

., S. 479.

（
115
）  Bulletin, N

r, 149 vom
 4. D

ezem
ber 1984, S. 1313f.

（
116
）  A

rchiv der Gegenw
art （
以
下A

dG

）, Bd. 8, S. 8062; Schw
arz, a.a.O

., S. 377.

（
117
）  Schw

an, a.a.O
., S. 102-103.

（
118
）  Schw

arz, a.a.O
., S. 377. 

ハ
ン
バ
ッ
ハ
城
は
、
一
九
世
紀
に
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
た
出
版
や
言
論
の
自
由
に
反
し
て
検

閲
を
強
化
す
る
地
方
政
府
に
対
抗
し
、
大
規
模
な
デ
モ
が
行
わ
れ
た
地
で
、
ド
イ
ツ
の
民
主
主
義
運
動
に
お
い
て
重
要
な
地
の
う
ち
の
一
つ
と
さ

れ
る
。

（
119
）  A
dG, 8. Bd, S. 8061.

（
120
）  Reichel （1999

）, a.a.O
., S. 281.

（
121
）  A

dG, Bd. 8, S. 8060; 

ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ベ
ル
ク
マ
ン
「
ド
イ
ツ
の
新
聞
報
道
に
み
る
『
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
事
件
』
―
―
右
派
／
保
守
的
な
解
釈
と
左

派
／
リ
ベ
ラ
ル
的
な
解
釈
」
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ベ
ル
ク
マ
ン
、
ラ
イ
ナ
ー
・
エ
ル
フ
・
ア
ル
ベ
ル
ト
・
リ
ヒ
ト
ブ
ラ
ウ
（
岡
田
浩
平
訳
）『「
負
の
遺

産
」
と
の
取
り
組
み
―
―
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
東
西
ド
イ
ツ
の
戦
後
比
較
』
三
元
社
、
一
九
九
九
年
、
四
三
一
頁
。
ま
た
、
レ
ー
ガ
ン
は
、
三
月
二

051-104_02_田口_大学院論文集60号.indd   95 2020/06/17   10:51



� 慶應義塾大学大学院法学研究科論文集60号（令和２年度）

 96

一
日
の
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
で
の
記
者
会
見
で
、
強
制
収
容
所
を
訪
問
し
な
い
理
由
と
し
て
、
終
戦
よ
り
も
独
米
の
友
好
関
係
と
平
和
の
始
ま
り
を

強
調
す
る
た
め
で
あ
る
と
説
明
し
た
（Lipstadt, op. cit., p.  23

）。『
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
』
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
も
同
様
の
回
答
を
行
っ
て
い

る
（George Pratt Shultz, T

urm
oil and T

rium
ph. M

y Years as Secretary of State （Scribner, 1993

）, pp. 542-543

）。

（
122
）  A

dG, Bd. 8, S. 8060.

（
123
）  Schw

an, a.a.O
., S. 102；

ベ
ル
ク
マ
ン
、
前
掲
書
、
四
三
二
頁
。
ま
た
、
政
策
の
中
身
に
干
渉
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
人
事
や
大
統

領
の
日
程
に
関
し
て
し
ば
し
ば
介
入
し
て
い
た
ナ
ン
シ
ー
大
統
領
夫
人
も
、
強
制
収
容
所
を
候
補
地
か
ら
外
す
よ
う
進
言
し
て
い
た
（Schw

arz, 
a.a.O

., S. 377
）。

（
124
）  

コ
ー
ル
が
ま
だ
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
州
首
相
を
務
め
て
い
た
頃
か
ら
の
側
近
で
あ
り
、
外
交
政
策
顧
問
の
み
な
ら
ず
、
ス
ピ
ー
チ
ラ

イ
タ
ー
や
ト
ラ
ブ
ル
シ
ュ
ー
タ
ー
な
ど
を
一
手
に
引
き
受
け
る
「
多
目
的
兵
器
」
と
し
て
活
躍
し
た
（
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
、
前
掲
書
、
二
六
〇
頁；

Schw
arz, a.a.O

., S. 177-178

）。
ま
た
、
コ
ー
ル
が
仕
事
前
の
私
的
な
情
報
交
換
の
場
と
し
て
使
っ
て
い
た
「
台
所
閣
議
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、

コ
ー
ル
は
テ
ル
チ
ク
を
首
相
府
長
官
の
後
任
と
し
て
考
え
て
い
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
（W

irsching, a.a.O
., S. 182; H

eum
ann, H

ans-D
ieter: 

H
ans-D

ietrich Genscher. D
ie Biographie, Paderborn 2012, S.  55

）。

（
125
）  Shultz, op. cit., p. 542.

（
126
）  

T
he W

all Street Journal, A
pril 19,1985; M

ichael K
. D

eaver, A
 different D

rum
m

er: M
y thirty Years w

ith R
onald R

eagan 

（H
arper 

Collins, 2001

）, p. 104; Pruys, a.a.O
., S. 300. 

ま
た
、
Ｓ
Ｓ
と
の
関
連
性
を
懸
念
し
た
国
家
安
全
保
障
会
議
（N

ational Security Council: 
N

SC

）
ス
タ
ッ
フ
が
事
前
に
確
認
し
た
際
に
は
、
Ｓ
Ｓ
は
埋
葬
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
の
重
要
性
は
二
の
次
で
、
最
も
重
要
な
の
は
和
解
で

あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
（Lipstadt, op. cit., p. 25; Shultz, op. cit., p. 544, 550

）。

（
127
）  

T
he N

ew
 York T

im
es, A

pril 12, 1985.

（
128
）  

石
田
、
前
掲
書
、
二
七
六
頁；

Shultz, op. cit., p. 543; Schw
arz, a.a.O

., S. 24.

（
129
）  D

eaver, op. cit., pp. 103-104; K
ohl, a.a.O

., S. 350-351; K
ohl, H

elm
ut; Buchstab, Günter: Berichte zur Lage. D

er K
anzler und 

Parteivorsitzende im
 Bundesvorstand der CD

U
 D

eutschlands, D
üsseldorf 2014, S. 291; Shultz, op. cit., p. 542; Schw

an, a.a.O
., 

S. 105. 

ま
た
、
レ
ー
ガ
ン
が
強
制
収
容
所
に
関
す
る
記
憶
を
混
同
し
、
自
ら
解
放
に
立
ち
会
っ
た
と
語
っ
て
い
た
た
め
、
こ
れ
を
メ
デ
ィ
ア
に
蒸

し
返
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
強
制
収
容
所
で
は
な
い
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
に
決
定
し
た
と
い
う
見
解
も
あ
る
（
村
田
（
二
〇
一
一
）、
前
掲
書
、
六
一

頁
）。
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（
130
）  Lipstadt, op. cit., pp. 24-25.

（
131
）  Ibid., p. 25; Shultz, op. cit., p. 543.

（
132
）  

T
he N

ew
 York T

im
es, A

pril 13, 1985.
（
133
）  
た
と
え
ば
、
米
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
会
議
は
四
月
一
五
日
に
満
場
一
致
で
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
訪
問
取
消
を
要
求
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る

（H
artm

an, op. cit., p. xiv

）。

（
134
）  

T
he N

ew
 York T

im
es, A

pril 19, 1985; Lipstadt, op. cit., p. 26.

（
135
）  

T
he N

ew
 York T

im
es, A

pril 20, 1985；

杉
本
彰
『
記
念
碑
に
刻
ま
れ
た
ド
イ
ツ 

戦
争
・
革
命
・
統
一
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
、

一
八
五
―
一
八
六
頁；

D
eaver, op. cit., pp. 105-106; Lipstadt, op. cit., p. 29.

（
136
）  D

ie Zeit, 19.04.1985; Schw
an, a.a.O

., S. 103. 

彼
ら
は
ド
イ
ツ
人
戦
没
者
の
み
を
追
悼
す
る
こ
と
に
不
満
を
抱
い
て
い
た
。

（
137
）  Shultz, op. cit., p. 544.

（
138
）  

Ibid., pp. 544-545.

（
139
）  Shultz, op. cit., p. 551.

（
140
）  H

artm
an, op. cit., p. xiv; Shultz, op. cit., p. 546.

（
141
）  

T
he N

ew
 York T

im
es, A

pril 17, 1985. 
実
際
に
デ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
は
、
事
前
調
査
の
た
め
に
ダ
ッ
ハ
ウ
と
ベ
ル
ゲ
ン
・
ベ
ル
ゼ
ン
の
強
制
収
容
所

へ
赴
い
て
い
た
（FR, 18.04.1985; D

ie Zeit, 19.04.1985

）。

（
142
）  

T
he N

ew
 York T

im
es, A

pril 19, 1985.

（
143
）  

D
er Spiegel 18/1985; Pruys, a.a.O

., S. 304. 
レ
ー
ガ
ン
は
の
ち
に
回
顧
録
の
中
で
「
報
道
機
関
は
［
中
略
］
大
は
し
ゃ
ぎ
で
私
を
攻
撃
し

た
」
と
綴
っ
て
い
る
（
レ
ー
ガ
ン
、
前
掲
書
、
四
八
九
頁
）。
ま
た
、
メ
デ
ィ
ア
の
批
判
の
矛
先
は
コ
ー
ル
や
デ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
に
も
向
け
ら
れ
た
。

（
144
）  Lipstadt, op. cit., p. 31.

（
145
）  A
dG, Bd. 8, S. 8063; Schw

an, a.a.O
., S. 104.

（
146
）  

詳
し
く
は
、
以
下
を
参
照
。Ronald Reagan Presidential Library, D

igital Library Collections, Collection: D
eaver, M

ichael, A
pril 

1985, Box:  25 （https://w
w

w
.reaganlibrary.gov/digital- library/m

ichael-deaver

）.

（
147
）  A

dG, Bd. 8, S. 8062-8063; T
he N

ew
 Y

ork T
im

es, A
pril 18, 1985. 

議
員
数
の
内
訳
は
民
主
党
四
二
名
、
共
和
党
一
一
名
で
あ
っ
た
。

（
148
）  

T
he N

ew
 York T

im
es, A

pril 26, 1985; A
pril 27, 1985.
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（
149
）  

T
he N

ew
 York T

im
es, M

ay 1, 1985.

（
150
）  

実
際
、
シ
ュ
ル
ツ
は
、
レ
ー
ガ
ン
に
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
関
連
の
場
所
を
訪
問
す
る
よ
う
進
言
し
た
と
き
、
す
で
に
レ
ー
ガ
ン
は
そ
の
意
向
だ
っ
た

と
記
憶
し
て
い
る
（Shultz, op. cit., p. 544

）。

（
151
）  
ナ
ン
シ
ー
夫
人
お
抱
え
の
占
星
術
師
を
含
め
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
ス
タ
ッ
フ
が
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
に
関

す
る
レ
ー
ガ
ン
の
決
断
を
覆
そ
う
と
し
て
い
た
（D

eaver, op. cit., p. 104; Schw
arz, a.a.O

., S. 378; Shultz, op. cit., p. 548

）。
一
方
で
、
元
大

統
領
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ク
ソ
ン
（Richard N

ixon

）
と
、
か
つ
て
ナ
チ
の
迫
害
を
逃
れ
て
渡
米
し
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
で
国
家
安
全
保
障
問
題
担

当
補
佐
官
を
務
め
た
ヘ
ン
リ
ー
・
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
（H

enry K
issinger

）
は
、
訪
問
辞
退
が
政
権
の
弱
さ
の
表
れ
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
に

よ
っ
て
政
府
の
信
用
性
が
低
下
す
る
こ
と
を
危
惧
し
、
計
画
の
続
行
を
支
持
し
て
い
た
（T

he N
ew

 York T
im

es, M
ay 1, 1985; Lipstadt, op. 

cit., p. 27; Shultz, op. cit., p. 552

）。

（
152
）  

村
田
（
二
〇
一
一
）、
前
掲
書
、
一
八
七
―
一
八
八
頁
。

（
153
）  

ナ
ン
シ
ー
・
レ
ー
ガ
ン
（
広
瀬
順
弘
訳
）『
マ
イ
・
タ
ー
ン
―
―
ナ
ン
シ
ー
・
レ
ー
ガ
ン
回
想
録
』
読
売
新
聞
社
、
一
九
九
一
年
、
九
一
―
九
二

頁
。
ま
た
、
大
統
領
自
身
も
、「
私
が
こ
の
訪
問
を
予
定
通
り
実
施
す
る
意
向
で
い
る
こ
と
を
、
誰
よ
り
も
嘆
い
て
い
た
の
が
ナ
ン
シ
ー
」
で
あ
っ

た
と
述
懐
し
て
い
る
（
レ
ー
ガ
ン
、
前
掲
書
、
四
九
四
頁
）。

（
154
）  D

eaver, op. cit., p. 105. 

ナ
ン
シ
ー
は
デ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
を
通
し
て
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
訪
問
計
画
を
頓
挫
さ
せ
よ
う
と
試
み
る
が
、
失
敗
に
終
わ
っ

て
い
る
。

（
155
）  

Ibid., pp. 107-108.

（
156
）  

ま
た
、
彼
は
「
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
案
件
が
我
々
を
殺
し
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
（Shultz, op. cit., p. 547

）。

（
157
）  

Ibid., p. 549. 

な
お
、
二
人
は
レ
ー
ガ
ン
の
許
可
な
し
に
こ
の
書
簡
を
送
っ
て
お
り
、
の
ち
に
大
統
領
の
怒
り
を
買
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
書

簡
は
コ
ー
ル
へ
と
渡
り
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
訪
問
の
辞
退
は
首
相
の
任
を
も
辞
退
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
は
独
米
関
係
に
と
っ
て
好
ま
し
い
こ

と
で
は
な
い
、
と
い
う
コ
ー
ル
の
返
答
が
ボ
ン
の
バ
ー
ン
ズ
西
ド
イ
ツ
大
使
か
ら
シ
ュ
ル
ツ
に
伝
え
ら
れ
た
（Ibid., p. 549

）。

（
158
）  

コ
ー
ル
は
ま
た
、
訪
問
を
取
り
や
め
た
場
合
の
旧
ド
イ
ツ
兵
お
よ
び
遺
族
の
怒
り
を
恐
れ
て
も
い
た
（
シ
ュ
ヴ
ァ
ン
、
前
掲
書
、
三
三
二
頁
）。

（
159
）  K

ohl, a.a.O
., S. 355; Shultz, op. cit., p. 540; Schw

an, a.a.O
., S. 107.

（
160
）  FA

Z, 22.04.1985; 

石
田
、
前
掲
書
、
二
七
八
―
二
八
八
頁；

Lipstadt, op. cit., pp. 29-30; M
oller, a.a.O

., S. 24; Reichel 

（1999

）, a.a.O
., 

S. 283.
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（
161
）  

石
田
、
前
掲
書
、
二
七
九
頁
。

（
162
）  A

dG, Bd. 8, S. 8065.
（
163
）  A

dG, Bd. 8, S. 8063; Reichel （1999

）, a.a.O
., S. 284. 

こ
れ
に
対
し
て
、
外
相
の
ゲ
ン
シ
ャ
ー
は
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
論
争
に
関
し
て
は
公
的
な

コ
メ
ン
ト
を
避
け
た
（A

dG, Bd. 8, S. 8065-8066

）
が
、
訪
問
に
関
し
て
は
反
対
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
（H

eum
ann, a.a.O

., S.  56

）。

（
164
）  
石
田
、
前
掲
書
、
二
八
八
頁
。

（
165
）  Reichel （1999

）, a.a.O
., S. 284; M

oller, a.a.O
., S. 24. 

ま
た
、
ハ
レ
ッ
ト
は
の
ち
に
自
ら
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
論
争
に
関
す
る
書
籍
を
著
し
て
い
る

（H
allet, T

heo: U
m

strittene V
ersöhnung. Reagan und K

ohl in Bitburg 1985, Erfurt 2005

）。

（
166
）  

ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
は
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ガ
ー
と
い
う
ビ
ー
ル
で
有
名
な
地
で
、「
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ガ
ー
を
一
杯
く
だ
さ
い
（Bitte ein Bit

）」
と
い
う
表
現

に
な
ぞ
ら
え
た
「
ノ
ー
・
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
（Bitte kein Bit

）」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
コ
ー
ル
に
対
す
る
批
判
に
使
わ
れ
て
お
り
、
ハ
レ
ッ
ト
の
ジ

ョ
ー
ク
は
こ
れ
に
対
抗
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（D
er Spiegel, 18/1985

）。

（
167
）  

ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
の
住
民
は
「
市
長
、
我
々
は
貴
方
を
愛
し
て
い
ま
す
（H

err Bürgerm
eister, w

e love you so m
uch

）」
と
書
か
れ
た
プ
ラ

カ
ー
ド
を
掲
げ
て
ハ
レ
ッ
ト
へ
の
支
持
を
表
明
し
た
（D

er Spiegel, 18/1985

）。

（
168
）  

世
論
調
査
に
よ
る
と
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
訪
問
支
持
は
全
体
の
六
〇
％
を
占
め
て
お
り
、
反
対
の
二
三
％
を
大
き
く
上
回
っ
た
（
石
田
、
前
掲
書
、

三
三
八
頁
）。

（
169
）  

同
右
、
二
七
八
頁
。

（
170
）  

緑
の
党
の
決
議
は
三
九
四
対
二
四
で
否
決
さ
れ
て
お
り
（Bundestagsdrucksache 10/3340; V

D
B, 10. W

P., 135. Sitzung, S. 10008-
10009

）、
こ
れ
は
緑
の
党
議
員
し
か
支
持
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示 

し
て
い
る
（A

dG, Bd. 8, S. 8065

）。
一
方
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
決
議
は
二
六
二
対
一
五

五
で
否
決
さ
れ
た
（Bundestagsdrucksache 10/3257; V

D
B, 10. W

P, 135. Sitzung, S. 10009-10011

）。

（
171
）  V

D
B, 10. W

P., 135. Sitzung, S. 10004; FA
Z, 26.04.1985; FR, 26.04.1985.

（
172
）  

石
田
、
前
掲
書
、
二
七
九
頁
。
ま
た
、
い
ず
れ
も
公
式
な
政
府
声
明
と
い
う
形
を
取
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
英
仏
や
ソ
連
、
イ
ス
ラ
エ
ル
で
も

ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
軍
人
墓
地
訪
問
に
関
し
て
否
定
的
な
意
見
が
見
ら
れ
た
（A

A
PD

 1985, D
ok. 95, S. 502-504; A

dG, Bd. 8, S. 8063, 8065; T
he 

N
ew

 York T
im

es, A
pril 15, 1985; Pruys, a.a.O

., S. 304; Schw
an, a.a.O

., S. 106; Shultz, op. cit., p. 552

）。

（
173
）  FA

Z, 20.04.1985.

（
174
）  FR, 25.04.1985; FR, 30.04.1985.
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（
175
）  

レ
ー
ガ
ン
は
四
月
末
の
日
記
に
「
そ
れ
で
も
私
に
は
引
き
下
が
る
気
持
ち
は
な
い
。
自
分
は
道
徳
的
に
正
し
い
こ
と
を
し
て
い
る
の
だ
と
思

う
」
と
綴
っ
て
お
り
（
レ
ー
ガ
ン
、
前
掲
書
、
四
九
二
頁
）、
シ
ュ
ル
ツ
は
「
大
統
領
は
注
意
深
く
我
々
の
意
見
に
耳
を
傾
け
た
が
、
決
心
を
変
え

る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
回
想
し
て
い
る
（Shultz, op. cit., p. 548

）。
レ
ー
ガ
ン
の
頑
な
な
態
度
は
、
デ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
の
目
に
も
同
じ
よ
う
に
映

っ
て
い
た
（D

eaver, op. cit., p. 104

）。

（
176
）  SZ, 30.04.1985.

（
177
）  K

abinettsprotokolle der Bundesregierung （
以
下K

PBR

）, 82., 30.04.1985.

（
178
）  Schw

an, a.a.O
., S. 107. 

ま
た
、
コ
ー
ル
は
『
タ
イ
ム
』
誌
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
自
身
も
「
こ
の
数
日
間
［
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
論
争
に
関

し
て
］
こ
れ
ま
で
に
な
い
ほ
ど
苦
し
ん
だ
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
（D

ie Zeit, 29.04.1985

）。

（
179
）  Bulltetin, N

r.  48 vom
 7. M

ai, S. 409f. 

ま
た
、
レ
ー
ガ
ン
は
懸
念
さ
れ
て
い
た
デ
モ
や
暴
動
に
つ
い
て
、「
わ
れ
わ
れ
が
車
列
を
組
ん
で
移
動

す
る
際
、
い
つ
も
街
路
に
は
拍
手
し
、
手
を
振
り
、
歓
呼
す
る
市
民
が
並
ん
で
い
た
こ
と
だ
。
そ
の
す
べ
て
が
、
来
る
べ
き
ビ
ト
ブ
ル
ク
［
原
文

の
儘
］
訪
問
に
関
す
る
相
変
わ
ら
ず
の
非
難
攻
撃
に
、
彼
ら
が
決
し
て
同
意
し
て
い
な
い
こ
と
を
私
に
知
ら
せ
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
」
と
、
安
心
し
た
様
子
を
日
記
に
綴
っ
て
い
る
（
レ
ー
ガ
ン
、
前
掲
書
、
四
九
七
頁
）。

（
180
）  

同
右
、
四
九
八
頁
。

（
181
）  

レ
ー
ガ
ン
の
演
説
全
文
は
以
下
を
参
照
。Rem

arks at a Com
m

em
orative Cerem

ony at Bergen-Belsen Concentration Cam
p in the 

Federal Republic of Germ
any, M

ay 5, 1985, in: Reagan Library. https://w
w

w
.reaganlibrary.gov/research/speeches/50585a 

（04.12.2019

）. 

ま
た
、
コ
ー
ル
も
演
説
を
行
っ
て
い
る
（B

ulletin, N
r. 49 vom

 7. M
ai 1985, S. 417

）。

（
182
）  

ベ
ル
ク
マ
ン
、
前
掲
書
、
四
三
三
頁；

K
ohl, a.a.O

., S. 356; Schw
an, a.a.O

., S. 107. 

ヴ
ィ
ー
ゼ
ル
も
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
か
ら
こ
の
日
の
ス
ピ

ー
チ
を
依
頼
さ
れ
て
い
た
が
、
断
っ
て
い
る
（„Bitburg hat schw

eren Schadenangerichtet.“ SPIEGEL-Interview
 m

it dem
 

am
erikanischen Schriftsteller Elie W

iesel über die Bitburg-A
ffäre, in: D

er Spiegel 18/1985

）。

（
183
）  Schw

an, a.a.O
., S. 107-108. 

リ
ッ
ジ
ウ
ェ
ー
将
軍
は
独
米
和
解
の
構
想
に
賛
同
し
、
自
ら
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
電
話
を
か
け
て
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク

へ
の
随
行
を
申
し
出
て
い
た
（
レ
ー
ガ
ン
、
前
掲
書
、
五
〇
〇
頁；

D
eaver, op. cit., pp. 106-107

）。

（
184
）  A

dG, Bd. 8, S. 8068; K
ohl, a.a.O

., S. 356; Schw
an, a.a.O

., S. 108. 
ま
た
、
四
分
間
の
み
の
滞
在
で
あ
っ
た
と
い
う
評
も
あ
る
（Reichel 

（1999

）, a.a.O
., S. 285

）。

（
185
）  

演
説
全
文
は
以
下
を
参
照
。Rem

arks at a Joint Germ
an-A

m
erican M

ilitary Cerem
ony at Bitburg A

ir Base in the Federal 

051-104_02_田口_大学院論文集60号.indd   100 2020/06/17   10:51



コール政権の「歴史政策」

101

Republic of Germ
any, M

ay 5, 1985, in: Reagan Library. https://w
w

w
.reaganlibrary.gov/research/speeches/50585b 

（04.12.2019

）.
（
186
）  

B
ulletin, N

r.  49 vom
 7. M

ai 1985, S. 419-420.
（
187
）  Reichel （1999

）, a.a.O
., S. 285.

（
188
）  
ユ
ダ
ヤ
人
組
織
の
デ
モ
も
見
ら
れ
た
が
、
混
乱
に
は
至
ら
な
か
っ
た
（T

he N
ew

 York T
im

es, M
ay 6, 1985; SZ, 06.05.1985

）。
ま
た
、
ア
メ

リ
カ
に
お
い
て
も
シ
カ
ゴ
・
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
・
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
数
万
人
規
模
の
ユ
ダ
ヤ
系
市
民
が
路
上
へ
繰
り
出
し
、

デ
モ
を
行
っ
た
（Reichel, Politik m

it der Erinnerung, a.a.O
., S. 285

）。
な
お
、
レ
ー
ガ
ン
は
翌
日
の
五
月
六
日
に
ハ
ン
バ
ッ
ハ
城
に
て
一

万
人
の
若
者
と
対
面
し
た
あ
と
、
帰
国
の
途
に
つ
い
て
い
る
（A

dG, Bd. 8, S. 6070

）。

（
189
）  

こ
の
点
は
、
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
シ
ュ
ヴ
ァ
ン
、
前
掲
書
、
三
三
〇
頁；

ベ
ル
ク
マ
ン
、
前
掲
書
、
四
三
一
頁
）。

一
方
、
両
首
脳
に
は
肯
定
的
な
実
感
を
残
し
た
（
レ
ー
ガ
ン
、
前
掲
書
、
五
〇
〇
頁；

K
ohl, a.a.O

., S. 358

）。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ホ

ロ
コ
ー
ス
ト
や
ナ
チ
の
過
去
に
関
し
て
ド
イ
ツ
内
外
で
新
た
な
議
論
を
招
く
結
果
と
な
り
、
一
二
日
に
行
わ
れ
た
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ

ァ
ー
レ
ン
州
議
会
選
挙
で
は
Ｃ
Ｄ
Ｕ
は
大
敗
を
喫
し
て
い
る
（A

dG, 8. Bd., S. 8082-8083

）。
一
方
、
西
ド
イ
ツ
外
務
省
は
、
米
国
内
の
批
判
等

を
慎
重
に
分
析
し
た
う
え
で
、
ビ
ッ
ト
ブ
ル
ク
論
争
は
独
米
の
外
交
関
係
に
い
か
な
る
害
も
与
え
な
か
っ
た
と
結
論
付
け
て
い
る
（A

A
PD

 1985, 
D

ok. 123, S. 621-628

）。

（
190
）  FA

Z, 03, 06.04.1985.

（
191
）  W

irsching, a.a.O
., S. 501-502.

（
192
）  D

eaver, op. cit., p. 104.

（
193
）  M

oller, a.a.O
., S. 137-140. 

ま
た
、
一
九
八
〇
年
代
以
前
は
歴
史
上
の
出
来
事
に
関
す
る
記
念
日
が
議
論
の
対
象
と
な
る
こ
と
も
な
か
っ
た

（Steinbach, Peter: Politik m
it Geschichte. Geschichtspolitik?, in: D

eutschland A
rchiv von bpb, 28.03.2008. https://w

w
w

.bpb.
de/geschichte/zeitgeschichte/geschichte-und-erinnerung/39789/geschichte-und-politik?p=all 

（07.11.2019

）; „Bitburg hat 
schw

eren Schaden angerichtet,“ in: SPIE
G

E
L O

N
LIN

E, 29.04.2019. https://w
w

w
.spiegel.de/spiegel/print/d-13513931.htm

l 

（25.10.2019

））。

（
194
）  

現
在
、
連
邦
議
会
に
お
け
る
七
〇
九
議
席
の
う
ち
、
Ａ
ｆ
Ｄ
は
九
〇
議
席
を
有
し
て
い
る
（Sitzverteilung im

 19. D
eutschen Bundestag, 

in: D
eutscher Bundestag, 02.01.2019. https://w

w
w

.bundestag.de/parlam
ent/plenum

/sitzverteilung_19w
p （31.12.2019

））。
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（
195
）  „D

ie H
öcke-Rede von D

resden in W
ortlaut-A

uszügen,“ in: ZE
IT

 O
N

LIN
E, 18.01.2017. https://w

w
w

.zeit.de/new
s/2017-

01/18/parteien-die-hoecke-rede-von-dresden-in-w
ortlaut-auszuegen-18171207 （31.12.2019

）.
（
196
）  

ヘ
ッ
ケ
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
犠
牲
者
の
た
め
の
追
悼
碑
と
し
て
二
〇
〇
五
年
に
建
設
さ
れ
た
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
碑
を

「
屈
辱
の
記
念
碑
（M

ahnm
al der Schande

）」
と
呼
び
（FA

Z, 18.01.2017

）、
自
宅
の
庭
に
そ
れ
に
酷
似
し
た
新
た
な
記
念
碑
を
建
設
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
抗
議
の
意
を
示
し
た
（Frank, A

rno: „Ein H
olocaust-M

ahnm
al - bei Björn H

öcke vor der H
austür,“ in: SPIEGEL 

O
N

LIN
E, 22.11.2017. https://w

w
w

.spiegel.de/kultur/gesellschaft/zentrum
-fuer-politische-schoenheit-bjoern-hoecke- und-das-

denkm
al-der-schande-a-1179515.htm

l 

（31.12.2019

））。
な
お
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
碑
の
正
式
名
称
は
「
虐
殺
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ

ヤ
人
の
た
め
の
記
念
碑
（D

enkm
al für die erm

ordeten Juden Europas

）」
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、Stiftung D

enkm
al für die 

erm
ordeten Juden Europas, https://w

w
w

.stiftung-denkm
al.de/startseite.htm

l （31.12.2019

） 

を
参
照
。

（
197
）  

教
科
書
問
題
に
つ
い
て
は
、
毛
里
、
前
掲
書
、
一
二
二
―
一
二
三
頁；

段
瑞
聡
「
教
科
書
問
題
」
家
近
ほ
か
、
前
掲
書
、
六
五
―
八
七
頁；

国

分
良
成
・
添
谷
芳
秀
・
高
原
明
生
・
川
島
真
『
日
中
関
係
史
』
有
斐
閣
ア
ル
マ
、
二
〇
一
四
年
、
一
五
〇
―
一
五
二
、
一
五
六
頁；

服
部
、
前
掲

書
、
一
九
―
五
四
頁
な
ど
を
参
照
。

（
198
）  

慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
は
、
大
沼
保
昭
『「
慰
安
婦
」
問
題
と
は
何
だ
っ
た
の
か
―
―
メ
デ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
政
府
の
功
罪
』
中
央
公
論
新
社
、

二
〇
〇
七
年；

浅
羽
祐
樹
・
木
村
幹
・
佐
藤
大
介
『
徹
底
検
証 

韓
国
論
の
通
説
・
俗
説
―
―
日
韓
対
立
の
感
情 

vs. 

理
論
』
中
央
公
論
新
社
、
二

〇
一
二
年；

木
村
幹
『
日
韓
歴
史
認
識
問
題
と
は
何
か
―
―
歴
史
教
科
書
・「
慰
安
婦
」・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
五
年；

K
oji T

eraya, 

“A Consideration of the So-Called Com
fort W

om
en Problem

 in Japan-K
orea Relations, Em

bracing the 
D

ifficulties in the International Legal and Policy,
” Journal of E

ast A
sia and International Law  6 （2013
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