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Ⅰ

もう一つの戦後民主主義とドイツのファシズム
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■

｢ヒトラー総統はドイツの子供の父である」．

アン・マリー・キーファー『ナチス女性の生活』

(1940 年 11 月，東京：生活社)より．



ドイツ大統領選挙，ヒンデンブルク当選

1929.10.24 ニューヨーク株価大暴落，世界恐慌へ

1930. 9.14 ドイツ国会選挙，ナチ党第二党に躍進

1931. 9.18 日本，中国東北部で開戦(満洲事変)

1932. 7.31 ドイツ国会選挙，ナチ党第一党となる

1933. 1.30 ヒトラー内閣発足

1899. 3.

10.

1904. 2.10 日露戦争(〜1905.9.5)

中国で義和団の乱(〜1901.9.)

ボーア戦争(〜1902.5.)

ロシア革命政権，独墺と講和条約締結

8. 2 日本政府，シベリア出兵を宣言(1922.6.24 撤兵宣言)

11. 9 ドイツ革命勃発，皇帝退位

1919. 3. 2 ｢コミンテルン｣(共産主義インターナショナル)創立大会

(〜3.6)

6.28 ｢ヴェルサイユ講和条約」調印

1920. 1.10 ｢国際連盟」発足

1922.10.31 イタリア，ファシスト政権成立

1923.11. 8 ヒトラーのミュンヒェン・クーデタ(11.9 鎮圧)

1925. 4.26

ドイツ，連合国に無条件降伏

8.15 日本天皇，「終戦の詔書」を発表

1912.10.17 第一次バルカン戦争(〜13.5.30)

1913. 6.29 第二次バルカン戦争(〜7.30)

1914. 6.28 オーストリア皇太子暗殺

7.28 オーストリア，セルビアに宣戦，欧洲大戦(第一次世界

大戦)始まる

1917. 3.12 ロシア二月革命勃発

11. 7 ロシア十月革命，ソヴィエト政権発足へ

1918. 3. 3

Ⅰ 略年表

1936.11.25 日独防共協定，ベルリンで調印

1937. 7. 7 日本，対中国全面侵略戦争へ(支那事変)

1939. 9. 1 ドイツ，ポーランドに侵攻，第二次世界大戦始まる

1940. 9.27 日独伊三国同盟，ベルリンで調印

1941. 6.22 ドイツ，ソ連を攻撃，独ソ戦始まる

12. 8 日本，対米英開戦(大東亜戦争)

1945. 4.30 ヒトラー，自殺
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は
じ
め
に
袂
袒
戦
争
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
世
紀

｢
二
〇
世
紀
は
戦
争
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
世
紀
だ
っ
た
﹂
袂
袒
こ
う
い
う
歴
史
観
を
︑
二
〇
世
紀
か
ら
二
一
世
紀
へ

と
時
代
が
移
る
一
時
期
︑
よ
く
目
や
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒

歴
史
年
表
を
開
い
て
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
︑
二
〇
世
紀
が
始
ま
っ
た
と
き
地
球
は
戦
争
の
さ
な
か
で
し
た
︒
南

半
球
の
ア
フ
リ
カ
大
陸
南
部
で
は
︑
﹁
ボ
ー
ア
戦
争
﹂
と
呼
ば
れ
る
戦
争
が
続
い
て
い
ま
し
た
︒
オ
ラ
ン
ダ
移
民
系

の
二
つ
の
独
立
国
家
︑
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
共
和
国
と
オ
レ
ン
ジ
自
由
国
を
自
国
の
領
土
と
す
る
た
め
に
︑
イ
ギ
リ

ス
が
起
こ
し
た
戦
争
で
す
︒
こ
の
侵
略
戦
争
は
︑
一
八
九
九
年
一
〇
月
中
旬
か
ら
一
九
〇
二
年
五
月
末
ま
で
︑
二
つ

の
世
紀
を
ま
た
い
で
戦
わ
れ
︑
大
英
帝
国
が
ま
た
も
新
た
な
植
民
地
を
獲
得
し
て
終
わ
り
ま
し
た
︒
一
方
︑
北
半
球

で
は
︑
中
国
(
清
国
)
を
舞
台
に
︑
日
本
も
無
関
係
で
は
な
い
戦
争
が
勃
発
し
て
い
ま
し
た
︒
山
東
省
で
始
ま
っ
た
大

規
模
な
民
衆
叛
乱
を
鎮
圧
し
て
中
国
で
の
自
己
の
利
権
を
守
る
た
め
︑
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
・
ロ
シ
ア
・
フ
ラ
ン

ス
・
ド
イ
ツ
な
ど
西
洋
列
強
一
〇
カ
国
に
東
洋
の
新
興
国
家
日
本
が
加
わ
っ
て
︑
干
渉
戦
争
を
行
な
っ
て
い
た
の
で

す
︒
ド
イ
ツ
帝
国
の
山
東
省
進
出
と
そ
れ
に
伴
う
キ
リ
ス
ト
教
布
教
活
動
へ
の
反
対
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
一
八
九

九
年
三
月
に
始
ま
っ
た
民
衆
の
蜂
起
は
︑
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
結
社
の
名
を
と
っ
て
﹁
義
和
団
の
乱
﹂
と
呼

ば
れ
︑
ま
た
た
く
間
に
拡
大
し
て
首
都
北
京
を
も
脅
か
し
た
の
で
す
が
︑
五
年
前
の
日
清
戦
争
に
勝
利
し
て
強
国
の

仲
間
入
り
を
し
た
大
日
本
帝
国
は
︑
こ
れ
を
﹁
北ほ

く

清し
ん

事じ

変へ
ん

﹂
と
名
付
け
て
︑
反
革
命
干
渉
戦
争
の
一
翼
を
担
っ
た
の

で
す
︒
こ
の
﹁
事
変
﹂
は
︑
清
国
政
府
が
内
政
干
渉
に
抗
議
し
て
列
強
に
宣
戦
布
告
す
る
と
い
う
展
開
を
た
ど
り
︑
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や
は
り
二
つ
の
世
紀
を
ま
た
い
で
続
き
ま
し
た
︒
大
軍
を
相
次
い
で
派
兵
し
た
列
強
側
が
よ
う
や
く
革
命
勢
力
と
清

国
軍
を
圧
伏
し
︑
﹁
義
和
団
事
件
最
終
議
定
書
｣
(
辛し
ん

丑
ち
ゅ
う

和
約
)
を
清
国
に
受
け
入
れ
さ
せ
て
戦
争
に
終
止
符
が
打
た
れ

た
の
は
︑
一
九
〇
一
年
九
月
の
こ
と
で
し
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
清
国
は
莫
大
な
賠
償
金
を
課
せ
ら
れ
︑
事
実
上
︑
西

洋
列
強
と
日
本
と
の
半
植
民
地
と
化
す
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

こ
れ
ら
二
つ
の
戦
乱
と
と
も
に
二
〇
世
紀
は
幕
を
開
け
た
の
で
し
た
︒
そ
し
て
︑
引
き
つ
づ
き
一
九
〇
四
年
か
ら

〇
五
年
の
日
露
戦
争
︑
一
四
年
か
ら
一
八
年
の
欧
洲
大
戦
(
第
一
次
世
界
大
戦
)
と
︑
ま
さ
に
戦
争
の
世
紀
の
歴
史
が

展
開
し
て
い
き
ま
す
︒
そ
し
て
︑
第
二
次
世
界
大
戦
︑
朝
鮮
戦
争
︑
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
を
始
め
と
す
る
度
重
な
る
大

戦
争
を
経
て
︑
そ
の
世
紀
が
終
わ
る
時
点
で
も
な
お
︑
ア
フ
リ
カ
の
コ
ン
ゴ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ

ア
地
域
で
は
︑
﹁
国
連
平
和
維
持
軍
﹂
や
ア
メ
リ
カ
合
州
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
よ
る
武
力
介
入
を
含
む
戦
争
が

継
続
し
て
い
ま
し
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
世
紀
が
変
わ
っ
て
か
ら
十
数
年
を
経
た
い
ま
︑
二
一
世
紀
も
ま
た
戦
争
の
時
代
で
あ
り
つ
づ
け
て
い

る
こ
と
を
︑
あ
ら
た
め
て
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
︒
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
の
衝
撃
的
な
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

﹁
同
時
多
発
テ
ロ
﹂
で
幕
を
開
け
た
新
た
な
戦
争
の
世
紀
は
︑
も
は
や
戦
時
と
平
時
の
境
界
や
前
線
と
銃
後
の
区
分

さ
え
明
ら
か
で
な
い
よ
う
な
恐
怖
と
戦
慄
を
︑
私
た
ち
の
日
常
に
定
着
さ
せ
深
化
さ
せ
て
い
ま
す
︒
こ
の
日
本
と
い

う
国
家
社
会
に
限
っ
て
見
て
も
︑
現
行
の
﹁
日
本
国
憲
法
﹂
に
定
め
ら
れ
た
戦
争
放
棄
と
戦
力
不
保
持
は
す
で
に
ま

っ
た
く
空
文
化
さ
れ
︑
新
た
に
﹁
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
﹂
と
い
う
名
目
で
の
戦
争
参
加
が
現
実
の
日
程
に
上

っ
て
き
て
い
ま
す
︒
二
一
世
紀
が
戦
争
の
時
代
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
も
は
や
客
観
的
な
歴
史
観
の
問
題
に
と
ど

ま
り
ま
せ
ん
︒
戦
争
お
よ
び
武
力
を
国
際
紛
争
解
決
の
手
段
と
し
な
い
︑
と
い
う
根
本
原
則
を
棄
て
た
以
上
︑
私
た

4



ち
は
︑
私
た
ち
自
身
の
日
常
が
潜
在
的
に
戦
争
の
中
に
あ
る
と
い
う
現
実
に
身
を
置
い
た
の
で
あ
り
︑
こ
の
潜
在
性

は
︑
条
件
さ
え
与
え
ら
れ
れ
ば
い
つ
で
も
顕
在
化
し
う
る
で
し
ょ
う
︒

｢
戦
争
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
世
紀
﹂
で
あ
っ
た
二
〇
世
紀
が
︑
戦
争
に
関
し
て
は
現
在
の
二
一
世
紀
に
も
継
続
し
て

い
る
と
す
れ
ば
︑
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
ど
う
な
の
か
？

二
一
世
紀
も
ま
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
世
紀
な
の
か
？
袂
袒

こ
れ
を
問
う
こ
と
自
体
に
は
︑
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
︒
そ
れ
に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
り
ま
す
︒

一
つ
に
は
︑
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
は
一
定
不
変
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
︒
で
は
何
を
も
っ
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
言
う
の

か
に
つ
い
て
は
の
ち
に
述
べ
ま
す
が
︑
戦
争
が
︑
い
か
に
形
を
変
え
た
に
せ
よ
軍
事
力
と
い
う
物
理
的
な
暴
力
(
威

嚇
力
も
含
め
て
)
を
伴
う
の
に
対
し
て
︑
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
︑
た
と
え
ば
﹁
上
か
ら
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
﹂
や
﹁
下
か
ら
の
フ

ァ
シ
ズ
ム
﹂
︑
﹁
柔
ら
か
い
フ
ァ
シ
ズ
ム
﹂
な
ど
と
い
う
言
い
か
た
も
あ
る
よ
う
に
︑
き
わ
め
て
多
種
多
様
で
あ
り
え

ま
す
︒
あ
る
事
態
を
前
に
し
て
︑
こ
れ
は
戦
争
な
の
か
と
い
う
問
い
も
あ
り
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
︑

そ
れ
と
比
べ
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
だ
と
意
識
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
よ
う
な
状

況
が
い
わ
ば
日
常
茶
飯
事
な
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
︒
社
会
が
変
化
す
る
の
に
伴
っ
て
︑
二
〇
世
紀
に
お
け

る
イ
タ
リ
ア
の
﹁
フ
ァ
ッ
シ
ョ
﹂
や
ド
イ
ツ
の
﹁
ナ
チ
ズ
ム
﹂
や
日
本
の
﹁
天
皇
制
﹂
な
ど
と
は
別
の
形
態
を
と
っ

た
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
現
わ
れ
る
こ
と
は
︑
充
分
に
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
︒
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
︑
二
一
世
紀
が
フ
ァ

シ
ズ
ム
の
世
紀
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
な
の
で
は
な
く
︑
私
た
ち
の
現
実
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
現
実
に
は
さ
せ
な
い

と
い
う
こ
と
こ
そ
が
︑
重
要
な
の
で
す
︒
そ
の
た
め
に
も
︑
新
し
い
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
感
知
す
る
新
し
い
感
性
が
︑
私

た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
︒

い
ま
︑
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
二
〇
世
紀
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
問
い
な
お
そ
う
と
す
る
の
は
︑
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
の
ナ

Ⅰ もう一つの戦後民主主義とドイツのファシズム5



チ
ズ
ム
を
領
導
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
と
い
う
人
物
や
ナ
チ
ズ
ム
運
動
そ
の
も
の
に
関
心
が
あ
る
か
ら
と
い
う
よ
り
は
︑
む

し
ろ
︑
こ
れ
と
は
別
の
人
物
や
集
団
が
新
し
い
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
私
た
ち
を
導
き
入
れ
る
こ
と
を
︑
私
た
ち
自
身
が
拒

絶
し
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
︒
あ
る
い
は
︑
二
〇
世
紀
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
疑
い
も
な
く
戦
争
と
不
可

分
の
関
係
を
持
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
︑
そ
の
関
係
を
い
ま
あ
ら
た
め
て
問
い
な
お
し
明
ら
か
に
す
る
作
業
は
︑
戦
争

そ
の
も
の
が
変
化
し
た
時
代
に
そ
の
戦
争
と
の
関
係
で
登
場
す
る
新
し
い
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
察
知
し
︑
そ
れ
に
対
抗
す

る
た
め
の
手
が
か
り
を
︑
模
索
す
る
作
業
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
︒

｢
歴
史
は
繰
り
返
す
﹂
と
い
う
格
言
が
あ
り
ま
す
︒
こ
の
格
言
に
抗
し
て
﹁
歴
史
は
繰
り
返
さ
な
い
﹂
と
私
た
ち

が
言
え
る
と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
︑
過
去
の
歴
史
の
体
験
を
私
た
ち
が
本
当
に
自
分
の
も
の
と
し
︑
異
な
る
状
況
の
中

で
同
じ
よ
う
な
過
ち
を
繰
り
返
す
こ
と
を
拒
否
す
る
私
た
ち
自
身
を
実
現
す
る
と
き
で
し
ょ
う
︒
こ
の
よ
う
な
自
己

の
実
現
が
容
易
で
な
い
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
の
で
す
が
︑
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
向
き
合
う
さ
い
に
は
そ

れ
は
と
り
わ
け
困
難
で
す
︒
な
ぜ
な
ら
︑
﹁
フ
ァ
シ
ズ
ム
﹂
と
い
う
語
は
︑
こ
れ
も
の
ち
に
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
︑

も
と
も
と
語
源
的
に
﹁
結
束
︑
束
縛
﹂
と
い
う
意
味
の
語
に
由
来
し
て
お
り
︑
し
か
も
そ
れ
に
加
え
て
︑
﹁
魅
惑
︑

魅
了
﹂
を
意
味
す
る
語
と
も
関
連
し
て
い
る
か
ら
で
す
︒
つ
ま
り
︑
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
私
た
ち
を
拘
束
し
縛
る
と
き
︑

そ
れ
が
と
ら
え
緊
縛
す
る
の
は
︑
私
た
ち
の
肉
体
で
あ
る
と
同
時
に
感
性
で
あ
り
情
緒
で
あ
り
︑
そ
の
呪
縛
と
魅
惑

に
よ
っ
て
奪
い
去
ら
れ
抹
殺
さ
れ
る
の
は
︑
私
た
ち
の
身
体
的
自
由
だ
け
で
な
く
思
考
力
と
批
判
精
神
と
目
覚
め
た

感
覚
な
の
で
す
︒

フ
ァ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
知
り
︑
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
の
よ
う
な
呪
縛
と
魅
惑
に
対

す
る
抵
抗
力
と
対
抗
力
を
私
た
ち
自
身
が
と
も
に
育
て
る
こ
と
︑
し
か
も
思
考
の
中
に
だ
け
で
な
く
と
り
わ
け
感
性
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の
基
底
に
そ
れ
を
育
て
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
︒
そ
の
た
め
の
準
備
の
ひ
と
こ
ま
と
し
て
︑
二
〇
世
紀

の
歴
史
の
一
側
面
と
︑
そ
の
中
に
登
場
す
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
姿
と
を
︑
想
起
し
銘
記
す
る
試
み
を
始
め
た
い
と
思
い

ま
す
︒�

一
九
三
三
年
一
月
三
〇
日
袂
袒
ヒ
ト
ラ
ー
内
閣
の
誕
生

つ
い
に
ヒ
ト
ラ
ー
が
や
っ
て
き
た
！

一
九
三
三
年
一
月
三
〇
日
︑
ド
イ
ツ
共
和
国
に
ア
ー
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
を
首
班
と
す
る
新
し
い
内
閣
が
誕
生
し

ま
し
た
︒
憲
法
上
の
任
命
権
者
で
あ
る
大
統
領
パ
ウ
ル
・
フ
ォ
ン
・
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
が
︑
国
民
社
会
主
義
ド
イ
ツ

労
働
者
党
(
略
称
＝
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
︑
ナ
チ
党
)
の
﹁
指
導
者

フ

ュ

ー

ラ

ー

｣
(
党
首
)
で
あ
る
ヒ
ト
ラ
ー
を
︑
つ
い
に
次
期
首
相
と
し
て
指

名
し
た
の
で
し
た
︒

つ
い
に
︑
と
い
う
の
は
︑
大
統
領
が
ヒ
ト
ラ
ー
を
指
名
す
る
ま
で
に
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
︒

極
度
に
排
他
的
で
独
善
的
な
政
治
綱

領

プ
ロ
グ
ラ
ム

(
い
ま
で
言
う
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
)
を
掲
げ
︑
議
会
や
街
頭
で
も
暴
力
的
な
言

動
を
重
ね
て
い
た
ナ
チ
ス
を
︑
大
統
領
自
身
は
嫌
悪
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒
ナ
チ
ス
と
い
う
の
は
︑
ナ
チ
党

員
を
始
め
と
す
る
国
民
社
会
主
義
の
信
奉
者
た
ち
に
対
す
る
蔑
称
で
す
︒
大
統
領
フ
ォ
ン
・
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
は
︑

貴
族
の
呼
称
で
あ
る
﹁
フ
ォ
ン
﹂
が
そ
の
姓
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
旧
プ
ロ
イ
セ
ン
の

地
主
貴
族

ユ

ン

カ

ー

の
出
身
で
︑
軍
人
の
最
高
位
で
あ
る
元
帥
と
し
て
欧
洲
大
戦
で
の
ド
イ
ツ
軍
参
謀
総
長
︑
つ
ま
り
軍
の
最

高
司
令
官
だ
っ
た
人
物
で
し
た
︒
敗
れ
て
退
位
し
オ
ラ
ン
ダ
へ
亡
命
し
た
皇
帝
と
と
も
に
︑
戦
争
と
敗
戦
に
対
し
て
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も
っ
と
も
大
き
な
責
任
を
負
う
地
位
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
︒
し
か
し
︑
一
九
一
八
年
一
一
月
の
敗
戦
と
翌
一
九
年
一

月
の
共
和
国
成
立
の
の
ち
も
︑
右
派
勢
力
を
中
心
に
︑
彼
を
大
戦
の
英
雄
と
し
て
崇
拝
し
神
格
化
す
る
風
潮
が
絶
え

ま
せ
ん
で
し
た
︒
新
し
い
共
和
国
は
︑
最
初
の
国
民
議
会
が
ド
イ
ツ
中
部
の
都
市
ヴ
ァ
イ
マ
ル
で
開
か
れ
た
の
に
ち

な
ん
で
﹁
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
﹂
と
通
称
さ
れ
︑
初
代
の
大
統
領
に
は
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ

ー
ベ
ル
ト
が
就
任
し
ま
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
六
年
後
の
一
九
二
五
年
二
月
末
に
エ
ー
ベ
ル
ト
が
死
去
す
る
と
︑
後
任

を
選
ぶ
選
挙
で
過
半
数
を
得
た
候
補
が
な
か
っ
た
た
め
︑
憲
法
の
定
め
に
従
っ
て
第
二
回
目
の
選
挙
が
行
な
わ
れ
る

こ
と
に
な
り
︑
こ
の
二
回
目
に
急
遽
新
た
な
候
補
者
と
し
て
擁
立
さ
れ
た
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
が
︑
同
年
四
月
︑
第
二

代
の
大
統
領
に
選
ば
れ
た
の
で
す
︒
そ
の
彼
が
︑
軍
隊
で
は
伍
長
(
下
士
官
の
最
下
級
)
に
過
ぎ
な
か
っ
た
ヒ
ト
ラ
ー

と
そ
の
徒
党
集
団
を
軽
蔑
の
目
で
見
て
い
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
︑
一
九
三
二
年
春
の
大
統
領
選
挙
で
自

分
の
対
立
候
補
と
な
り
︑
そ
の
の
ち
大
統
領
で
あ
る
自
分
に
接
近
を
試
み
て
何
度
か
会
見
に
も
成
功
し
た
ヒ
ト
ラ
ー

を
︑
容
易
に
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
事
実
で
し
た
︒

大
統
領
の
側
近
政
治
家
や
︑
軍
部
の
実
力
者
︑
財
界
の
い
わ
ゆ
る
巨
頭
た
ち
の
間
で
も
︑
労
働
組
合
や
左
翼
勢
力

を
抑
え
る
た
め
に
ヒ
ト
ラ
ー
を
利
用
す
る
と
い
う
意
図
は
共
通
し
て
い
た
に
せ
よ
︑
個
別
的
な
利
害
の
点
で
は
さ
ま

ざ
ま
な
評
価
や
思
惑
が
錯
綜
し
て
︑
ナ
チ
ス
に
政
権
を
委
ね
る
と
い
う
合
意
は
な
お
困
難
で
し
た
︒
そ
し
て
も
ち
ろ

ん
︑
か
つ
て
戦
後
初
期
に
連
立
政
権
に
よ
っ
て
共
和
国
の
基
盤
を
形
成
す
る
役
割
を
果
た
し
︑
﹁
ヴ
ァ
イ
マ
ル
連
合
﹂

と
呼
ば
れ
て
い
た
共
和
派
の
諸
政
党
袂
袒
社
会
民
主
党
︑
中
央
党
︑
民
主
党
袂
袒
は
︑
ナ
チ
党
が
国
家
権
力
を
握
る

こ
と
に
強
く
反
対
し
て
い
ま
し
た
︒
ヒ
ト
ラ
ー
と
ナ
チ
ス
は
︑
敗
戦
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
民

主
主
義
そ
の
も
の
を
原
理
的
に
否
定
し
︑
そ
の
打
倒
を
主
張
し
て
い
た
か
ら
で
す
︒
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こ
う
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
の
た
め
に
︑
ナ
チ
党
は
︑
す
で
に
一
九
三
〇
年
九
月
の
国
会
選
挙
で
社
会
民
主
党
に

次
ぐ
第
二
党
と
な
り
︑
三
二
年
七
月
に
は
つ
い
に
社
会
民
主
党
を
圧
倒
し
て
第
一
党
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

政
権
を
掌
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
︒
ド
イ
ツ
と
い
う
国
家
社
会
が
大
き
な
困
難
に
直
面
し
て
い
た
一
九

三
〇
年
代
初
頭
の
一
時
期
に
あ
っ
て
︑
大
統
領
は
︑
多
数
の
政
党
が
国
会
で
並
立
し
て
政
治
が
容
易
に
進
ま
な
い
現

状
に
対
処
す
る
た
め
︑
実
行
力
の
あ
る
強
力
な
政
府
を
実
現
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
方
策
を
取
ろ
う
と
し
ま
し
た
︒

そ
の
た
め
に
︑
一
九
三
〇
年
三
月
に
社
会
民
主
党
の
ヘ
ル
マ
ン
・
ミ
ュ
ラ
ー
を
首
班
と
す
る
連
立
政
権
が
崩
壊
し
た

あ
と
︑
大
統
領
の
権
限
で
︑
首
相
の
選
出
方
法
が
根
本
的
に
変
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
二
〇
に
近
い
多
数
の

政
党
が
国
会
に
議
席
を
持
ち
︑
あ
る
政
党
が
過
半
数
を
占
め
る
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
に
お
い

て
︑
従
来
は
︑
国
会
で
の
合
意
形
成
に
基
づ
く
連
立
政
権
の
構
成
を
前
提
と
し
た
う
え
で
︑
大
統
領
に
よ
る
首
相
の

指
名
が
行
な
わ
れ
て
き
ま
し
た
︒
任
命
権
者
は
大
統
領
で
あ
っ
て
も
︑
最
近
の
選
挙
に
基
づ
く
国
会
の
意
思
が
生
か

さ
れ
た
の
で
す
︒
そ
れ
が
︑
国
会
の
勢
力
分
布
や
連
合
関
係
と
は
無
関
係
に
大
統
領
が
指
名
す
る
首
相
に
よ
っ
て
︑

国
会
に
は
縛
ら
れ
ず
に
内
閣
が
組
閣
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
大
統
領
内
閣
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
う
し

た
政
権
の
強
力
な
主
導
力
で
︑
難
局
を
打
開
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
結
果
的
に
は
︑
そ
れ
か
ら

半
年
後
の
選
挙
で
第
二
党
に
躍
り
出
た
ナ
チ
党
を
内
閣
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
事
実
で
し
た
︒

国
会
で
の
各
政
党
の
勢
力
と
は
無
関
係
の
大
統
領
内
閣
は
︑
一
九
三
〇
年
三
月
三
〇
日
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
で
あ

る
ド
イ
ツ
中
央
党
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
を
首
相
と
す
る
内
閣
に
始
ま
り
︑
第
二
次
の
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン

グ
内
閣
が
退
い
た
の
ち
︑
三
二
年
六
月
一
日
に
︑
大
統
領
の
側
近
の
一
人
で
旧
貴
族
の
元
軍
人
︑
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ

ン
・
パ
ー
ペ
ン
に
引
き
継
が
れ
ま
し
た
︒
パ
ー
ペ
ン
は
そ
れ
ま
で
プ
ロ
イ
セ
ン
州
の
州
議
会
議
員
で
︑
中
央
党
に
属
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し
て
い
た
と
は
い
え
︑
彼
の
極
端
な
反
共
和
主
義
は
︑
ヴ
ァ
イ
マ
ル
連
合
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
党
主
流
派
の
方
針

と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
し
た
︒
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
︑
パ
ー
ペ
ン
内
閣
は
わ
ず
か
半
年
の
寿
命
に
終
わ
り
︑
一
九

三
二
年
一
二
月
三
日
︑
現
役
の
陸
軍
中
将
で
軍
部
(
国
防
軍
)
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
ク
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
ラ
イ

ヒ
ャ
ー
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
国
会
議
員
で
も
な
く
地
方
議
会
の
議
員
だ
っ
た
こ
と
も
な
い
軍
人
首
相
の

内
閣
が
︑
大
統
領
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
で
誕
生
し
た
の
で
し
た
︒

し
か
し
︑
パ
ー
ペ
ン
内
閣
と
︑
そ
の
辞
職
の
あ
と
登
場
し
た
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
は
︑
も
は
や
ヒ
ト
ラ
ー
に
対

す
る
防
波
堤
ど
こ
ろ
か
︑
彼
の
覇
権
の
た
め
に
道
を
開
く
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
︒
大
統
領
内
閣
と
い
う
方

式
に
よ
っ
て
︑
ヴ
ァ
イ
マ
ル
民
主
主
義
の
根
幹
の
一
つ
で
あ
る
議
会
制
民
主
主
義
は
す
で
に
掘
り
崩
さ
れ
て
い
ま
し

た
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
旧
男
爵
の
フ
ォ
ン
・
パ
ー
ペ
ン
を
筆
頭
に
閣
僚
の
七
割
が
旧
貴
族
で
占
め
ら
れ
︑
﹁
男
爵
内

閣
﹂
と
綽あ

だ

名な

さ
れ
て
政
治
理
念
の
点
で
も
共
和
制
と
は
相
容
れ
な
か
っ
た
パ
ー
ペ
ン
政
権
は
︑
ナ
チ
ス
に
対
し
て
寛

容
だ
っ
た
の
と
裏
腹
に
︑
い
わ
ゆ
る
左
派
や
共
和
派
に
は
敵
対
的
で
し
た
︒
一
九
三
二
年
七
月
二
〇
日
に
は
︑
首
都

ベ
ル
リ
ン
を
含
む
共
和
国
最
大
の
州
プ
ロ
イ
セ
ン
で
政
権
を
維
持
し
つ
づ
け
て
い
た
社
会
民
主
党
の
州
政
府
を
︑
大

統
領
命
令
に
よ
っ
て
罷
免
す
る
と
い
う
措
置
を
強
行
し
ま
し
た
︒
こ
れ
は
州
(
L
a
n
d

ラ

ン

ト

)
の
自
治
権
を
重
視
し
て
い
る
憲

法
に
反
し
た
違
法
行
為
で
︑
裁
判
所
も
無
効
判
決
を
下
し
ま
し
た
︒
け
れ
ど
も
︑
判
決
に
先
立
っ
て
州
議
会
選
挙
で

第
一
党
と
な
っ
た
ナ
チ
ス
が
す
で
に
プ
ロ
イ
セ
ン
州
を
制
圧
し
︑
社
会
民
主
党
を
激
し
く
攻
撃
し
て
い
た
た
め
︑
判

決
は
実
効
を
持
ち
ま
せ
ん
で
し
た
︒
そ
の
あ
と
︑
パ
ー
ペ
ン
内
閣
の
国
防
相
で
あ
り
な
が
ら
パ
ー
ペ
ン
と
反
目
し
て

こ
れ
を
辞
職
に
追
い
込
ん
だ
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
は
︑
後
任
と
し
て
大
統
領
内
閣
の
首
相
の
座
に
就
く
と
︑
ナ
チ
党
の

一
部
幹
部
に
働
き
か
け
︑
ナ
チ
ス
を
内
部
分
裂
に
よ
っ
て
弱
体
化
さ
せ
る
工
作
を
試
み
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
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