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１

　

か
つ
て
単
一
の
ド
イ
ツ
民
族
を
前
提
に
し
、「
移
民
国
で
は
な
い
」
と
公
言
し
て

い
た
ド
イ
ツ
が
、
今
世
紀
に
入
っ
て
大
き
く
変
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
二
〇
〇
四

年
に
移
民
法
が
制
定
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
一
般
に
使
わ
れ
て
い
た
「
外
国
人
」
と
い
う

言
葉
に
代
わ
り
、「
移
民
」
と
い
う
言
葉
が
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現

在
の
ド
イ
ツ
は
住
民
全
体
の
約
二
割
に
あ
た
る
「
移
民
の
背
景
を
も
つ
人
々
」
を

「
国
民
」
へ
と
統
合
し
よ
う
と
し
て
い
る（

1
（

。「
イ
ス
ラ
ム
は
ド
イ
ツ
に
属
す
る
」
と
い

う
発
言
さ
え
、
メ
ル
ケ
ル
首
相
を
含
む
多
く
の
政
治
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
口
か
ら
（
異

論
や
反
発
も
多
く
出
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
）
発
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
こ
れ
ま
で
の
「
ド
イ
ツ
史
」
の
捉
え
方
も
修
正
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、「
ド
イ
ツ
」
の
歴
史
は
、
過
去
か
ら
現
在
に

至
る
ま
で
、
常
に
人
の
移
動
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
で
進
行
し
て
き
た
。「
ド
イ
ツ
」

か
ら
多
く
の
人
が
外
へ
と
移
動
し
、
ま
た
多
く
の
人
が
外
側
か
ら
「
ド
イ
ツ
」
へ
と

移
動
し
て
き
た
。
そ
れ
と
と
も
に
「
ド
イ
ツ
人
」
は
多
様
と
な
り
、
ま
た
そ
の
あ
り

方
も
変
化
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
「
ド
イ
ツ
人
」
の
歴
史
を
理
解
す
る
た
め
に

は
、「
移
民
／
移
住
（M

igration

）」
を
単
に
ド
イ
ツ
史
の
一
部
門
と
し
て
位
置
づ
け

る
だ
け
で
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
ド
イ
ツ
史
が
「
ド
イ
ツ
人
」
の
歴
史
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、「
移
民
／
移
住
」
の
歴
史
は
「
ド
イ
ツ
人
」
と
い
う
そ
の
前
提
と
な

る
集
団
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
構
成
す
る
問
題

0

0

0

0

0

0

と
し
て
捉
え
返
す
視
点
が
求
め
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。

　

こ
こ
で
評
す
る
近
藤
潤
三
の
近
著
『
ド
イ
ツ
移
民
問
題
の
現
代
史
』
は
、
こ
の
よ

う
な
視
点
の
転
換
を
促
す
機
会
を
わ
れ
わ
れ
に
提
供
し
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
書

が
、「
大
が
か
り
な
人
の
移
住
が
ド
イ
ツ
の
近
現
代
史
を
貫
く
太
い
糸
」（
五
八
頁
）

で
あ
る
と
い
う
視
点
で
貫
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

著
者
の
近
藤
は
、
二
〇
〇
二
年
に
出
版
し
た
大
著
『
統
一
ド
イ
ツ
の
外
国
人
問

題
』（
木
鐸
社
）
以
来
、
ド
イ
ツ
の
移
民
問
題
を
堅
実
か
つ
丹
念
に
フ
ォ
ロ
ー
し

て
き
た
。
そ
の
一
貫
し
た
研
究
姿
勢
に
、
評
者
は
頭
の
下
が
る
思
い
が
す
る
。 

二
〇
〇
七
年
刊
の
『
移
民
国
と
し
て
の
ド
イ
ツ

―
社
会
統
合
と
平
行
社
会
の
行

方
』（
木
鐸
社
）
を
含
む
彼
の
一
連
の
業
績
（
そ
れ
は
本
書
の
参
考
文
献
一
覧
の
中

に
記
さ
れ
て
い
る
が
）
は
現
在
、
ド
イ
ツ
の
移
民
問
題
に
つ
い
て
も
っ
と
も
信
頼
に

足
る
邦
語
文
献
と
し
て
常
に
参
照
す
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
昨
年
出
版
さ
れ
た
新
著
『
ド
イ
ツ
移
民
問
題
の
現
代
史
』
は
、
こ
れ
ま
で
の
豊

富
な
研
究
蓄
積
を
基
礎
に
し
な
が
ら
、
専
門
家
以
外
の
読
者
に
も
「
さ
ほ
ど
困
難

な
く
通
読
で
き
る
」（
二
三
五
頁
）
よ
う
な
「
概
説
書
」
を
意
図
し
て
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
本
書
は
、「
ド
イ
ツ
研
究
の
文
脈
だ
け
で
移
民
を
論
じ
る
の
で
は

な
く
、
広
い
意
味
で
移
民
問
題
を
考
察
す
る
手
が
か
り
に
な
る
よ
う
な
一
書
」（
同
）

で
あ
る
こ
と
も
意
図
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
史
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
移
民
」
と

い
う
問
題
が
各
国
の
近
現
代
史
全
般
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
な
の
か

を
考
え
る
手
が
か
り
を
本
書
は
与
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
に

伴
う
移
民
・
難
民
の
増
加
に
よ
っ
て
各
国
の
歴
史
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
変
容
し

つ
つ
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
先
住
国
民
の
側
か
ら
の
反
発
も
目
立
っ
て
き
て
い

　

▼
書
評

　
　
　
近
藤
潤
三
著
『
ド
イ
ツ
移
民
問
題
の
現
代
史

　
　
　
　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
移
民
国
へ
の
道
程
』

　
　   

　
　
　
　
　（
木
鐸
社
、
二
〇
一
三
年
八
月
、
二
五
六
頁
、
三
〇
〇
〇
円
＋
税
）

　
　
　
佐
藤
成
基  
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る
現
在
の
先
進
諸
国
（
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
）
の
「
国
」
と
し
て
の
在
り
方
を
再

検
討
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
学
術
的
作
業
だ
ろ
う
。
特
に
そ
れ
ま
で
の
「
非
移
民

国
」
か
ら
「
移
民
国
」
へ
と
大
き
く
変
貌
し
よ
う
と
し
て
い
る
ド
イ
ツ
の
事
例
は
有

益
な
素
材
を
提
供
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
　
　

２

　

最
初
に
、
本
書
の
全
体
の
構
成
に
つ
い
て
記
し
て
お
こ
う
。
第
二
次
大
戦
終
結

以
前
の
「
近
代
史
」
が
第
１
部
で
扱
わ
れ
、
大
戦
終
結
か
ら
一
九
九
〇
年
ド
イ
ツ
統

一
ま
で
の
「
戦
後
史
」
が
第
２
部
で
扱
わ
れ
る
。
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
現
代
史
」
と

は
、「
近
代
史
」
と
「
戦
後
史
」
と
を
含
め
た
も
の
で
あ
る
（
一
二
～
一
三
頁
）。
よ

っ
て
本
書
の
扱
っ
て
い
る
時
代
範
囲
は
一
九
九
〇
年
の
統
一
時
ま
で
で
あ
り
、
そ
の

後
の
「
現
代
」
は
本
書
の
主
た
る
テ
ー
マ
に
は
な
っ
て
い
な
い
。 

序
章　
　
　

移
民
国
ド
イ
ツ
へ
の
接
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
「
外
国
人
」
と
「
移
民
」
に
即
し
て

第
１
部　
　

歴
史
の
中
の
移
民
問
題

―
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
ま
で

第
１
章　
　

移
民
問
題
の
歴
史
的
輪
郭

第
２
章　
　

移
民
流
出
国
か
ら
労
働
輸
入
国
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
ま
で

第
３
章　
　

ロ
シ
ア
帝
国
・
ソ
連
の
独
系
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
ア
オ
ス
ジ
ー
ド
ラ
ー
の
系
譜

第
２
部　
　

戦
後
ド
イ
ツ
の
移
民
問
題

―
ド
イ
ツ
統
一
ま
で

第
４
章　
　

第
三
帝
国
の
崩
壊
と
避
難
民
・
被
追
放
民

第
５
章　
　

ド
イ
ツ
分
断
と
ユ
ー
バ
ー
ジ
ー
ド
ラ
ー

第
６
章　
　

外
国
人
労
働
者
の
戦
後
史

―
外
国
人
労
働
者
か
ら
外
国
人
へ

第
７
章　
　

東
ド
イ
ツ
（D

D
R

）
の
外
国
人
労
働
者

第
８
章　
　

ソ
連
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
独
系
人

―
ア
オ
ス
ジ
ー
ド
ラ
ー
の
流
入

終
章　
　
　

移
民
国
を
展
望
し
て

　

先
ず
序
章
で
は
、
最
近
の
「
移
民
国
」
へ
の
政
策
上
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
を

踏
ま
え
つ
つ
、「
移
民
」
か
ら
ド
イ
ツ
史
を
捉
え
返
す
と
い
う
全
体
の
テ
ー
マ
の
設

定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
近
現
代
史
に
お
け
る
「
移
民
」
に
は
「
来
歴
を
異
に

す
る
多
彩
で
不
均
質
な
集
団
」（
二
二
二
頁
）
が
含
ま
れ
て
お
り
、
従
来
彼
ら
は
、

必
ず
し
も
「
移
民
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
捉
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
書
は
、
そ

の
よ
う
な
多
種
多
様
な
集
団
を
「
移
民
」
と
い
う
包
括
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
捉
え
つ

つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
来
歴
」
に
従
っ
て
そ
の
特
徴
を
叙
述
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で

進
め
ら
れ
て
い
く
。

　

第
１
章
で
は
そ
の
来
歴
の
多
様
性
に
関
す
る
歴
史
的
概
観
が
示
さ
れ
る
。
そ
こ
で

特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
移
民
」
が
、
単
に
国
境
を
越
え

た
人
の
移
動
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
の
移
動
と
国
境
の
移
動
と
が
複
雑
に
交
錯
し
た
な

か
か
ら
発
生
す
る
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。
例
え
ば
、
戦
争
に
よ
る
国
境
変
更
に
よ

っ
て
発
生
し
た
強
制
移
住
者
（
避
難
民
・
被
追
放
民
）、
戦
後
の
「
ア
オ
ス
ジ
ー
ド

ラ
ー
」、
ま
た
国
家
的
分
裂
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
「
ユ
ー
バ
ー
ジ
ー
ド
ラ
ー
」
な
ど

は
、
国
境
線
の
移
動
と
い
う
歴
史
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
理
解
が
で
き
な
い
。
ド
イ
ツ

に
お
け
る
「
移
民
」
を
考
え
る
際
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
存
在
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
彼
ら
が
外
国
人
移
住
労
働
者
や
難
民
・
庇
護
請
求
者
、
ド
イ
ツ
人
出
移
民

な
ど
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
移
民
」
と
い
う
問
題
群
を
構
成
し
て
い
る
。 

　

第
２
章
以
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
移
民
集
団
に
関
す
る
複
雑
な
歴
史
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
先
ず
第
２
章
で
は
、
一
九
世
紀
末
ま
で
は
主
と
し
て
移
民
を
送
り
出
す
側
で
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あ
っ
た
（
ロ
シ
ア
・
東
欧
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
が
そ
の
行
き
先
）
ド
イ
ツ
が
、
工
業

化
が
進
む
に
つ
れ
て
外
国
か
ら
労
働
者
を
受
け
入
れ
る
側
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
経
緯

が
示
さ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ド
イ
ツ
は
、
公
式
に
外
国
人
労
働
者
の
定
住
を
認

め
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
「
人
の
移
動
に
よ
っ
て
近
現
代
史
が
彩
ら
れ
て
は

い
て
も
、
ド
イ
ツ
は
移
民
受
け
入
れ
国
で
は
な
か
っ
た
」（
五
八
頁
）
と
著
者
は
こ

の
章
を
結
ん
で
い
る
。
第
３
章
は
ア
ウ
ス
ジ
ー
ド
ラ
ー
の
「
祖
先
」
に
あ
た
る
ド
イ

ツ
語
話
者
が
一
八
～
一
九
世
紀
に
ロ
シ
ア
帝
国
に
移
住
し
て
い
っ
た
歴
史
、
そ
し
て

戦
間
期
に
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
政
権
の
下
で
彼
ら
が
「
ド
イ
ツ
民
族
」
と
し
て
自
治
を

認
め
ら
れ
る
ま
で
に
な
り
な
が
ら
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
時
代
に
強
制
移
住
政
策
の
対
象

と
な
る
経
緯
が
述
べ
ら
れ
る
。

　

戦
後
を
扱
う
第
２
部
で
は
、
先
ず
第
４
章
で
第
二
次
大
戦
後
に
避
難
民
・
被
追
放

民
が
い
か
に
し
て
発
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
描
き
、
最
後
に
彼
ら
が
ド
イ
ツ

連
邦
共
和
国
社
会
に
統
合
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
第
５
章

は
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
（D

D
R

）
か
ら
の
ユ
ー
バ
ー
ジ
ー
ド
ラ
ー
の
動
向
に
つ

い
て
、
ド
イ
ツ
の
二
国
家
へ
の
分
裂
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
建
設
、
一
九
八
〇
年
の
両

ド
イ
ツ
の
接
近
と
い
う
政
治
外
交
史
の
文
脈
を
踏
ま
え
な
が
ら
わ
か
り
や
す
く
説
明

し
て
い
る
。
第
６
章
は
、
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
二

期
（
導
入
の
時
代
と
、
募
集
停
止
以
後
の
定
住
化
の
時
代
）
に
分
け
て
概
観
し
た
あ

と
、
外
国
人
に
関
す
る
法
制
度
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
第
７
章
は
、
ド
イ
ツ
民

主
共
和
国
に
お
け
る
政
府
間
協
定
に
よ
る
（
ベ
ト
ナ
ム
や
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
等
か
ら

の
）
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
に
つ
い
て
述
べ
、
彼
ら
が
東
ド
イ
ツ
社
会
の
な
か
で

集
合
住
宅
な
ど
に
隔
離
さ
れ
て
い
た
様
子
が
描
き
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
人
数

が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
テ
ー
マ

で
あ
り
（
特
に
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
）、
本
章
で
の
叙
述
は
と
て

も
貴
重
な
も
の
と
言
え
る
。
第
８
章
は
、
第
二
次
大
戦
期
と
戦
後
の
ソ
連
、
お
よ
び

戦
後
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
「
独
系
人
」
の
歴
史
（
特
に
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
苦
難

を
経
て
き
た
の
か
）
が
か
な
り
細
か
く
描
か
れ
、
後
に
彼
ら
が
ア
ウ
ス
ジ
ー
ド
ラ
ー

と
し
て
連
邦
共
和
国
に
移
住
す
る
こ
と
に
な
る
背
景
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

終
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
多
様
な
移
住
者
集
団
を
包
括
的
に
扱
う
こ
と
の
重
要
性

を
強
調
し
た
後
、
統
一
後
現
在
ま
で
の
「
移
民
国
へ
の
転
換
」
に
つ
い
て
の
経
緯
を

簡
単
に
概
観
し
、
こ
の
過
程
を
本
格
的
に
考
察
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
示
唆
す
る
と

こ
ろ
で
本
書
は
終
え
ら
れ
て
い
る
。

  　
　
　

３

　

こ
こ
で
は
、
問
題
提
起
と
し
て
、
評
者
が
気
が
つ
い
た
疑
問
点
を
批
判
的
観
点
か

ら
い
く
つ
か
指
摘
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
問
題
に
な
る
の
は
、
お
お
き
く
括
っ
て
三

点
で
あ
る
。

　

先
ず
第
一
は
、
第
４
章
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
避
難
民
・
被
追
放
民
に
関
し
て
で
あ

る
。
第
４
章
は
避
難
民
・
被
追
放
民
の
発
生
に
至
る
歴
史
的
経
緯
を
中
心
に
論
じ
て

い
て
い
る
が
、
彼
ら
が
戦
後
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
ど

の
よ
う
に
統
合
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
叙
述
が
簡
略
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
一
般
的
に
言
っ
て
「
移
民
」
と
い
う
問
題
は
、
そ
れ
が
な
ぜ
発
生
す
る
の
か

と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
彼
ら
が
な
ぜ
あ
る
国
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
ま
た
ど

の
よ
う
に
受
け
入
れ
国
の
社
会
に
統
合
さ
れ
て
い
く
の
か
を
全
体
と
し
て
と
ら
え
て

い
く
べ
き
問
題
で
あ
る
。
し
か
も
避
難
民
・
被
追
放
民
の
受
け
入
れ
と
統
合
に
関
し

て
は
、
ド
イ
ツ
で
す
で
に
膨
大
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
評
者
が
特
に
こ
の
点
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
避
難
民
・
被
追
放
民
が
ド
イ

ツ
連
邦
共
和
国
に
お
い
て
「
ド
イ
ツ
人
」
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
彼

ら
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
統
合
さ
れ
た
こ
と
が
あ
た
か
も
自
明
な
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
よ
う
に
見
な
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さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

著
者
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
避
難
民
・
被
追
放
民
の
「
統
合
」（
当
時
は

"Eingliederung”

と
呼
ば
れ
て
い
た
）
は
一
九
六
〇
年
代
ま
で
に
は
ほ
ぼ
達
成
さ
れ

て
い
た
。
そ
れ
は
現
在
、
戦
後
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
「
成
功
物
語
」
の
ひ
と
つ
と

し
て
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
経
済
復
興
期
の
労
働
力
需
要
の
増

加
が
そ
れ
に
寄
与
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
ま
た
、
キ
リ
ス
ト

教
会
に
よ
る
援
助
、
負
担
均
衡
法
を
通
じ
た
再
配
分
、
州
間
の
数
量
的
ア
ン
バ
ラ
ン

ス
を
解
消
す
る
た
め
の
再
移
住
政
策
、
各
地
方
自
治
体
で
の
努
力
な
ど
、
官
民
様
々

な
レ
ベ
ル
で
の
対
策
・
政
策
が
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
被
追
放
民
か
ら
な
る
諸
団

体
も
「
統
合
」
に
向
け
て
独
自
の
活
動
を
行
っ
て
い
た（

2
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら

の
統
合
は
決
し
て
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
著
者
は
、
避
難
民
・
被
追

放
民
に
「
帰
る
こ
と
の
で
き
る
国
や
故
郷
は
存
在
し
な
か
っ
た
」
こ
と
が
彼
ら
の

「
統
合
へ
向
け
た
積
極
姿
勢
の
背
後
に
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
九
九
頁
）。
だ

が
、
こ
れ
は
正
し
い
叙
述
と
は
言
え
な
い
。
確
か
に
彼
ら
は
ド
イ
ツ
国
籍
を
持
ち
、

（
明
ら
か
に
そ
れ
と
わ
か
る
「
訛
り
」
は
あ
る
も
の
の
）
ド
イ
ツ
語
を
話
す
人
々
で

あ
っ
た
。
そ
の
点
、
そ
の
後
に
流
入
し
た
ト
ル
コ
人
労
働
者
と
は
状
況
が
異
な
る
。

し
か
し
彼
ら
の
多
く
は
、
戦
後
の
「
不
当
」
な
国
境
線
を
修
正
し
、
自
分
た
ち
の

「
故
郷
」
に
「
帰
る
」
こ
と
へ
の
意
志
や
願
望
を
、
少
な
く
と
も
一
九
六
〇
年
こ
ろ

ま
で
は
強
く
持
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
彼
ら
の
「
帰
る
」
こ
と
へ
の
意
志
や
願
望

は
、
被
追
放
民
の
諸
団
体
を
通
じ
て
（「
故
郷
権
（H

eim
atrecht

）」
と
い
う
概
念
を

用
い
て
）
表
明
さ
れ
、
そ
の
主
張
が
完
全
に
撤
回
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
長

い
時
間
を
要
し
た（

3
（

。
ま
た
、
政
治
的
な
主
張
が
撤
回
さ
れ
た
後
も
、
避
難
民
・
被
追

放
民
た
ち
の
「
故
郷
」
へ
の
思
い
は
簡
単
に
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た（

4
（

。
避

難
民
・
被
追
放
民
の
統
合
に
は
、
外
国
人
労
働
者
の
そ
れ
と
は
別
種
の
困
難
が
存
在

し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
問
題
に
す
べ
き
な
の
は
、
そ
も
そ
も
連
邦
共
和
国
が
な
ぜ
避
難
民
・

被
追
放
民
を
「
国
民
」
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
避
難
民
・
被
追
放
民
の
中
に
は
ド
イ
ツ
国
籍
を
持
っ
て
い
な
い
も
の

も
含
ま
れ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
連
邦
共
和
国
は
、「
民
族
帰
属

（Volkszugehörigkeit

）」
が
ド
イ
ツ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
し
て
彼
ら
を
受

け
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
避
難
民
・
被
追
放
民
の
受
け
入
れ

政
策
の
前
提
と
な
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
で
は
こ
の
こ
と
を
特
に
問

題
に
し
て
は
い
な
い
。 

　

一
般
に
こ
の
問
題
は
、
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
基
礎
と
す
る
ド
イ
ツ
特
有

の
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
そ
れ
は
「
民
族
的
」
な
ド
イ
ツ
人
と
ド
イ
ツ
国
家
と
の
繋
が
り
を
自
明
視
す

る
「
方
法
論
的
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
影
響
下
に
あ
る
見
方
で
あ
る

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い（

5
（

。
そ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
に
は
、

こ
の
「
民
族
的
」
な
繫
が
り
の
形
成
史
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る

必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
一
八
七
一
年
の
統
一
国
家
の
形
成
、
第
一
次
大
戦
で
の
敗
戦

と
領
土
の
喪
失
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
の
「
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
」
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
台
頭
、
ナ
チ
ス
の
東
方
拡
大
、
敗
戦
と
「
追
放
」、
戦
後
の
東
欧
社
会
主
義
諸
国

に
お
け
る
出
国
制
限
や
国
民
化
政
策
と
い
っ
た
一
連
の
歴
史
の
中
で
、
ド
イ
ツ
国
籍

と
は
区
別
さ
れ
た
「
民
族
帰
属
」
の
概
念
が
形
成
さ
れ
、
制
度
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
の
上
に
立
っ
て
、
連
邦
共
和
国
は
東
欧
・
ソ
連
の
「
民
族
的
」
な
「
同
胞
」
に
対

し
、
国
民
と
し
て
の
成
員
資
格
や
権
利
を
付
与
す
る
政
策
を
打
ち
出
す
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。

　

方
法
論
的
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
影
響
は
、
ア
ウ
ス
ジ
ー
ド
ラ
ー
の

「
系
譜
」
に
つ
い
て
述
べ
た
第
３
章
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
。
例
え
ば
著
者
は
、
一
八

世
紀
の
ロ
シ
ア
へ
の
ド
イ
ツ
語
話
者
の
移
住
を
「
ド
イ
ツ
か
ら
の
移
民
の
送
り
出
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（
基
本
法
で
の
基
本
権
の
原
則
に
合
わ
せ
て
）
家
族
合
流
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で

あ
り
、
一
定
期
間
の
滞
在
の
後
外
国
人
労
働
者
た
ち
が
祖
国
に
帰
る
と
い
う
「
原

則
」
は
、
明
文
化
さ
れ
な
い
期
待
0

0

の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
も
の
だ
っ
た（

6
（

。
彼
ら
を
祖

国
に
返
す
「
政
策
」
を
、
連
邦
政
府
が
明
示
的
に
実
行
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の

で
あ
る
（
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
著
者
も
、
一
三
八
～
一
三
九
頁
に
は
そ
れ
を
示
唆
す

る
叙
述
を
行
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
一
三
四
頁
で
の
叙
述
と
矛
盾
し
て
い
る
だ

ろ
う
。）。
ま
た
著
者
は
、「
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
原
則
を
基
軸
と
す
る
外
国
人
労
働
者

政
策
」
の
背
後
に
、
外
国
人
労
働
者
の
「
労
働
力
の
社
会
的
再
生
産
費
［
す
な
わ
ち

社
会
保
障
や
教
育
に
要
す
る
費
用—

引
用
者
注
］
を
節
約
す
る
」（
一
三
五
頁
）
と

い
う
意
図
が
存
在
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
と
れ
る
記
述
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う

な
意
図
が
す
で
に
六
〇
年
代
の
時
点
で
自
覚
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
現
在
で
こ

そ
、
そ
れ
は
移
民
問
題
の
中
心
的
テ
ー
マ
の
一
つ
で
は
あ
る
が
）。 

　

一
九
八
〇
年
代
に
な
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
外
国
人
労
働
者
の
定
住
化
・
永
住
化

は
、
確
か
に
想
定
外
の
「
意
図
せ
ざ
る
結
果
」
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
を
「
ロ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
」
政
策
が
「
破
綻
」（
一
三
九
頁
）、
あ
る
い
は
「
空
洞
化
」（
一
四
二

頁
）
し
た
歴
史
と
し
て
と
ら
え
て
し
ま
う
と
、
連
邦
共
和
国
初
期
の
外
国
人
労
働
者

受
け
入
れ
の
歴
史
を
正
確
に
捉
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

（
当
初
か
ら
、「
中
味
」
の
あ
る
「
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
」
政
策
が
と
ら
れ
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
の
だ
か
ら
）。
彼
ら
の
定
住
化
・
永
住
化
は
、
企
業
の
利
益
や
基
本
権
の

原
則
に
配
慮
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
想
定
外
の
結
果
で
あ
り
、
Ｊ
・
ホ
リ
フ
ィ
ー
ル

ド
の
言
う
「
リ
ベ
ラ
ル
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
は
そ
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。 

　

疑
問
点
の
第
三
は
、
同
じ
く
第
６
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
一
九
七
〇
年
代
以
後
の

外
国
人
の
統
合
政
策
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
書
が
連
邦
政
府
の
統
合
政
策
や
法
体
制

に
議
論
を
限
定
し
て
い
る
た
め
、
叙
述
が
や
や
平
板
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
す
で
に
こ
の
時
期
か
ら
、
地
方
や
民
間
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
外
国
人
の
統
合

し
」
と
表
現
し
、
ア
ウ
ス
ジ
ー
ド
ラ
ー
を
「
一
世
紀
以
上
の
期
間
に
わ
た
っ
て
行
わ

れ
た
移
住
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
か
ら
ロ
シ
ア
帝
国
に
移
り
住
ん
だ
ド
イ
ツ
人
の
子
孫
で

あ
る
」（
六
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
場
合
の
「
ド
イ
ツ
」
と
は
何
を

意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、 

一
八
世
紀
に
「
ド
イ
ツ
」
と
い
う
国

家
は
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
一
八
世
紀
に
ロ
シ
ア
に
移
り
住
ん
だ
ド
イ

ツ
語
話
者
（「
ド
イ
ツ
人
」）
は
「
ド
イ
ツ
」
と
い
う
国
家
と
何
ら
特
別
な
繋
が
り
も

も
た
な
い
。
だ
が
、
ア
ウ
ス
ジ
ー
ド
ラ
ー
を
一
九
世
紀
以
前
の
「
ド
イ
ツ
人
」
移
住

者
の
「
子
孫
」
で
あ
る
と
表
現
し
た
場
合
、
そ
こ
に
は
戦
後
「
ド
イ
ツ
国
民
」
と
し

て
受
け
入
れ
ら
れ
た
ア
ウ
ス
ジ
ー
ド
ラ
ー
と
、
一
九
世
紀
以
前
ロ
シ
ア
・
東
欧
に
移

り
住
ん
だ
「
ド
イ
ツ
人
」
と
の
間
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
な
連
続
性
が
想
定
さ
れ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。

　

一
般
に
一
九
世
紀
以
前
の
ド
イ
ツ
語
話
者
の
東
方
へ
の
移
住
は
「
ド
イ
ツ
人
の
移

住
」
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
説
明
の
便
宜
上
い
た
し
か
た
な
い
面
も
あ
る

の
だ
が
、
現
在
か
ら
彼
ら
の
「
ド
イ
ツ
人
」
と
し
て
の
系
譜
を
辿
る
場
合
に
は
注
意

を
要
す
る
。
彼
ら
は
二
〇
世
紀
に
お
い
て
「
ド
イ
ツ
民
族
」
と
し
て
括
ら
れ
る
人
々

と
は
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
お
い
て
も
、
国
家
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て

も
、
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

　

疑
問
点
の
第
二
は
、
第
６
章
に
お
け
る
一
九
五
〇
年
代
に
始
ま
る
連
邦
共
和
国
の

外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
政
策
の
叙
述
に
関
し
て
で
あ
る
。
著
者
は
社
会
思
想
史
家

木
前
利
秋
の
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
、
一
九
六
〇
年
代
に
「
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
原

則
を
基
軸
と
す
る
外
国
人
労
働
者
政
策
」
が
成
立
し
た
と
述
べ
て
い
る
（
一
三
四

頁
）。
し
か
し
、
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
連
邦
政
府
は
、
外
国
人
労
働

者
の
定
住
を
前
提
に
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
だ
が
、
決
し
て
「
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
原

則
」
に
基
づ
く
「
政
策
」
が
成
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
当
時
の
連
邦
政
府

の
政
策
は
、（
企
業
の
都
合
に
合
わ
せ
て
）
外
国
人
労
働
者
の
契
約
更
新
を
認
め
、
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体
的
な
把
握
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
今
後
の
ド
イ
ツ
の
移
民
統
合
研
究

全
般
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　

４

　

以
上
、
議
論
を
喚
起
す
る
意
味
か
ら
、
若
干
批
判
的
な
点
も
述
べ
た
。
し
か
し
そ

れ
は
、「
移
民
」
と
い
う
視
点
か
ら
ド
イ
ツ
史
を
捉
え
返
し
た
本
書
の
意
義
に
異
議

を
と
な
え
る
も
の
で
は
全
く
な
い
。
様
々
な
来
歴
を
持
つ
移
民
集
団
を
多
面
的
・
包

括
的
に
と
り
あ
つ
か
っ
た
本
書
は
、
ド
イ
ツ
の
移
民
問
題
の
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、

ド
イ
ツ
史
研
究
者
や
他
国
の
移
民
研
究
者
に
と
っ
て
も
極
め
て
有
益
な
知
見
を
与
え

て
く
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
統
一
後
の
（「
現
代
」
の
）
移
民
問
題
に
関
し
て

も
、
本
書
同
様
丹
念
な
研
究
成
果
に
基
づ
い
た
続
編
が
書
か
れ
る
こ
と
を
、
評
者
は

切
に
期
待
し
た
い
。

　

注
（
1
） 

佐
藤
成
基
「『
統
合
の
国
』
ド
イ
ツ
の
統
合
論
争

―
変
化
す
る
ド
イ
ツ
社
会

の
自
己
理
解
」『
社
会
志
林
』
第
五
七
巻
，
第
四
号
（
二
〇
一
一
）、
一
七
三
‐

二
〇
五
頁
。

（
2
） M

ichael L. H
ughes, Shouldering the B

urdens of D
efeat: W

est G
erm

any and 

the R
econstruction of Social Justice (C

hapel H
ill: U

niversity of N
orth C

aro-

lina Press, 1999).
（
3
） 
佐
藤
成
基
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
領
土

―
戦
後
ド
イ
ツ

の
東
方
国
境
を
め
ぐ
る
論
争
』（
新
曜
社
、
二
〇
〇
八
年
）、M

atthias Stickler, 

„O
stdeutsch heißt G

esam
tdeutsch“ : O

rganisation, Selbstverständnis und hei-

m
atpolitische Zielsetzungen der deutschen Vertriebenenverbände 1949-1972 

に
向
け
た
独
自
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
カ
リ
タ
ス
や
デ
ィ
ア
コ
ニ
ー

の
よ
う
な
教
会
の
福
祉
団
体
、
労
働
組
合
、
市
民
運
動
団
体
な
ど
に
よ
っ
て
、
社
会

事
業
と
し
て
外
国
人
（
特
に
そ
の
子
ど
も
た
ち
）
の
統
合
に
向
け
た
支
援
や
対
策
が

行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る（

7
（

。
ま
た
一
部
の
都
市
で
は
外
国
人
諮
問
会
議

や
代
表
者
会
議
を
設
け
て
、
外
国
人
住
民
の
声
を
行
政
に
反
映
さ
せ
る
努
力
も
行
わ

れ
た
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
や
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
＝
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
で
は
、
外
国
人
に
地

方
参
政
権
を
与
え
る
法
律
が
一
旦
は
成
立
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
（
こ
れ
は
そ
の
後
連

邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
無
効
と
な
っ
た
が
、
外
国
人
諮
問
会
議
や
代
表
者

会
議
は
地
方
選
挙
の
代
替
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
）。
ま
た
、
一
九
八
〇
年

代
に
は
、
緑
の
党
や
社
会
民
主
党
、
さ
ら
に
は
当
時
の
政
権
与
党
で
あ
っ
た
自
由
民

主
党
や
（
ご
く
一
部
で
は
あ
る
が
）
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
の
政
治
家
の
間
で
さ

え
，
外
国
人
の
統
合
に
関
し
て
積
極
的
な
姿
勢
を
示
す
政
治
家
も
現
れ
た
。
緑
の
党

は
、
一
九
八
四
年
に
国
民
同
等
の
権
限
を
与
え
て
外
国
人
の
「
脱
国
民
的
」
な
統
合

を
目
指
し
た
「
定
住
法
」
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
動
き
の
中
で
、
外
国
人

と
の
「
共
生
」
を
目
指
す
「
多
文
化
社
会
（m

ultikulturelle G
esellschaft

）」
が
新

た
な
統
合
の
理
念
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
っ
た（

8
（

。
外
国
人
人
口
の

割
合
が
多
か
っ
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
は
、「
多
文
化
局
」
と
い
う
名
前
の
部
署
が

設
け
ら
れ
た
り
も
し
た
。

　

二
〇
〇
〇
年
代
に
全
国
的
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
統
合
政
策
は
、
こ
の
よ
う

な
一
九
七
〇
年
代
以
来
続
け
ら
れ
て
き
た
地
方
や
民
間
レ
ベ
ル
で
の
統
合
政
策
に
お

け
る
制
度
的
資
源
を
基
盤
に
し
て
い
る
。
確
か
に
連
邦
政
府
は
「
ド
イ
ツ
は
移
民

国
で
な
い
」
と
い
う
標
語
を
掲
げ
、
今
世
紀
に
入
る
ま
で
積
極
的
な
移
民
の
統
合
に

は
乗
り
出
さ
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
の
側
面
だ
け
で
ド
イ
ツ
の
統
合
政
策
を
捉
え
る
の

は
一
面
的
で
あ
る
。「
相
互
補
完
」
的
な
連
邦
共
和
国
の
国
家
体
制
の
実
情
を
踏
ま

え
、
地
方
や
民
間
レ
ベ
ル
で
の
独
自
の
動
き
を
考
慮
に
加
え
た
、
よ
り
重
層
的
・
立
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 D
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: C
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W
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niversity Press, 
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） Jürgen Puskeppeleit und D

ietrich Thränhardt, Vom
 betreuten A

usländer zum
 

gleichberechtigten B
ürger (Freiburg: Lam
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一
九
八
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
初
頭
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の
「
多
文
化
社
会
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論
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し
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