
210211 フィンランドにおける内戦認識の変遷

は
じ
め
に
―
―
問
題
の
所
在

本
稿
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
独
立
直
後
の
一
九
一
八
年
一
月
か
ら
五

月
に
か
け
て
戦
わ
れ
た
内
戦
の
呼
称
を
め
ぐ
る
問
題
に
注
目
し
、
内

戦
研
究
の
進
展
に
伴
う
呼
称
の
変
容
の
経
緯
を
歴
史
的
段
階
ご
と
に

考
察
す
る
こ
と
で
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
、
と
く
に
歴
史
研
究
者
の
内

戦
認
識
の
変
遷
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

現
在
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
教
育
、
福
祉
、
Ｉ
Ｔ
と
い
っ
た
分
野
で

日
本
だ
け
で
は
な
く
世
界
で
注
目
を
集
め
て
い
る
先
進
国
で
あ
る

が
、
そ
の
独
立
は
一
九
一
七
年
と
遅
く
、
そ
れ
ま
で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

に
六
世
紀
も
の
間
、
ロ
シ
ア
に
一
世
紀
も
の
間
支
配
さ
れ
て
き
た
歴

史
を
持
つ
。
ま
た
、
一
九
一
七
年
一
二
月
六
日
の
独
立
宣
言
か
ら
わ

ず
か
一
ヵ
月
後
に
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
独
立
直
後
の
社
会
を
二
分

し
、
三
万
六
六
〇
〇
人
も
の
死
者
を
出
す
こ
と
に
な
る
内
戦
に
突
入

す
る
こ
と
に
な
っ
た＊

１

。
そ
の
内
戦
の
傷
跡
は
独
立
以
降
も
容
易
に
は

癒
え
ず
、
政
治
的
に
も
デ
リ
ケ
ー
ト
な
イ
ッ
シ
ュ
ー
と
し
て
近
年
ま

で
扱
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
歴
史
研
究
の
分
野
で
も
内
戦
研
究
は
重

要
な
課
題
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
論
者
そ
れ
ぞ
れ
の

内
戦
認
識
、
あ
る
い
は
政
治
的
立
場
が
内
戦
研
究
に
影
響
を
及
ぼ
す

状
況
が
近
年
ま
で
続
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の

内
戦
が
「
内
戦
」
と
呼
ば
れ
な
か
っ
た
歴
史
に
見
い
だ
せ
る
で
あ
ろ

う
。一

般
的
に
内
戦
と
は
「
国
内
で
戦
わ
れ
た
戦
争
」
を
指
す
が
、
後

に
説
明
す
る
よ
う
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
内
戦
は
国
内
紛
争
と
い
う
意

味
だ
け
で
は
な
く
、
独
立
直
後
に
起
こ
っ
た
戦
争
で
あ
り
、
外
国
軍

も
参
加
し
た
戦
争
の
側
面
を
持
ち
、
ま
た
、
よ
り
狭
い
定
義
を
す
る

特
集
︱

２ 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
国
民
国
家
の
歴
史
認
識

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
内
戦
認
識
の
変
遷

石
野
裕
子

と
階
級
闘
争
の
意
味
合
い
を
持
つ
と
い
っ
た
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
要

素
を
持
ち
合
わ
せ
た
戦
争
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
内
戦
に
対
す
る

認
識
の
違
い
ゆ
え
に
そ
の
勃
発
直
後
か
ら
内
戦
を
指
す
さ
ま
ざ
ま
な

呼
称
が
誕
生
し
、
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で
こ
の
戦
い
は
、
一
般
的

に
内
戦
を
意
味
す
る
「
内
戦
（sisällissota

）」
と
い
う
呼
称
は
あ
ま

り
用
い
ら
れ
ず
、「
市
民
戦
争
（kansalaissota

）」「
解
放
戦
争

（vapaussota

）」「
階
級
戦
争
（luokkasota

）」「
独
立
戦
争

（itsenäisyyssota

）」、
ま
た
は
「
革
命
（vallankum

ous

）」「
反
乱

（kapina

）」
と
い
っ
た
名
で
評
さ
れ
、
呼
称
の
違
い
が
政
治
的
立
場

の
違
い
、
す
な
わ
ち
支
持
政
党
の
違
い
を
も
表
す
状
況
が
続
い
た
。

と
く
に
「
内
戦
（sisällissota

）」
と
「
市
民
戦
争
（kansalaissota

）」

は
、
英
語
で
はcivil w

ar

に
相
当
す
る
呼
称
で
あ
る
も
の
の
、
前

者
が
「
内
部
の
戦
争
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
、
ス
ペ
イ
ン
内

戦
と
い
っ
た
諸
外
国
の
内
戦
全
般
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
の
に

対
し
、
後
者
は
「
市
民
の
」
あ
る
い
は
「
民
族
の
」
と
い
う
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
特
有
の
意
味
合
い
が
強
い
呼
称
で
あ
り
、
こ
の
戦
い
だ
け
に

用
い
ら
れ
て
き
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
独
自
の
呼
称
で
も
あ
る＊

２

。

こ
の
よ
う
な
多
く
の
内
戦
の
呼
称
が
存
在
し
た
一
方
で
、
後
述
す

る
が
勝
者
側
の
内
戦
史
観
を
代
弁
し
た
「
解
放
戦
争
」
と
い
う
呼
称

が
内
戦
後
長
ら
く
一
般
に
流
布
し
、
半
ば
公
的
に
用
い
ら
れ
た
。
こ

の
よ
う
な
勝
者
側
の
内
戦
史
観
は
歴
史
研
究
の
場
で
も
根
強
く
残
っ

て
い
っ
た
。

し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
結
す
る
と
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の

歴
史
学
界
で
は
そ
れ
ま
で
の
歴
史
研
究
を
全
般
的
に
見
直
す
風
潮
が

徐
々
に
出
始
め
、
独
立
・
内
戦
五
〇
周
年
に
あ
た
る
一
九
六
七
〜
六

八
年
に
は
、
内
戦
に
関
す
る
史
料
集
・
日
記
・
回
顧
録
な
ど
の
書
籍

が
数
多
く
刊
行
さ
れ
る
な
ど
内
戦
の
実
態
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
動

き
が
生
じ
、
敗
者
側
の
実
態
も
調
査
さ
れ
る
な
ど
内
戦
研
究
が
進
展

し
た
。
そ
の
な
か
で
内
戦
の
呼
称
の
多
様
性
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ

れ
た
も
の
の
、
内
戦
の
呼
称
の
統
一
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。

再
び
内
戦
研
究
に
注
目
が
集
ま
っ
た
の
は
冷
戦
が
終
結
し
た
一
九

九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
政
府
に
よ
る
内

戦
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
発
足
や
研
究
誌
で
の
内
戦
特
集
、
さ
ら
に

は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
内
戦
の

敗
者
側
の
記
憶
に
関
す
る
研
究
が
登
場
す
る
な
ど
の
動
き
が
こ
の
時

期
に
見
ら
れ
た
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、
内
戦
を
体
験
し
て
い

な
い
若
い
世
代
に
よ
る
新
た
な
内
戦
研
究
が
登
場
し
、
二
〇
〇
九
年

に
は
一
般
読
者
向
け
の
内
戦
書
が
刊
行
さ
れ
る
な
ど
、
こ
こ
二
〇
年

の
間
に
歴
史
学
界
の
枠
に
留
ま
ら
ず
幅
広
い
分
野
に
お
け
る
内
戦
へ

の
注
目
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
内
戦
へ
の
注
目
が
高
ま
る
な

か
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
歴
史
学
界
に
お
い
て
従
来
の
さ
ま
ざ
ま
な
呼

称
を
再
検
討
し
、「
内
戦
（sisällissota

）」
の
呼
称
に
統
一
さ
せ
よ

う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
は
ど
の
よ
う
な
経

緯
で
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
来
な
ら
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
内
戦
認
識
の
変
遷
と
時
代

動
向
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
刊
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行
さ
れ
た
す
べ
て
の
内
戦
研
究
お
よ
び
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
史
概
説
書
で

の
内
戦
の
呼
称
や
描
か
れ
方
の
変
遷
お
よ
び
時
代
動
向
と
の
関
係
を

丹
念
に
追
う
べ
き
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
本
稿
で
は
近
年
の
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
史
研
究
に
見
ら
れ
る
内
戦
の
呼
称
の
変
遷
に
重
点
を
置

き
、
内
戦
研
究
の
進
展
の
な
か
で
内
戦
の
捉
え
方
が
時
代
的
段
階
に

お
い
て
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
上
記
の
関

係
を
概
観
し
た
い
。

Ⅰ
さ
ま
ざ
ま
な
内
戦
の
呼
称
の
発
生
と
定
着

１
内
戦
の
勃
発
と
終
結

は
じ
め
に
内
戦
の
勃
発
か
ら
終
結
ま
で
の
過
程
に
触
れ
た
い
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
内
戦
は
、
国
内
で
白
衛
隊
と
赤
衛
隊
の
二
つ
に
分

か
れ
て
戦
わ
れ
た
戦
争
で
あ
っ
た
。
白
衛
隊
と
は
統
治
者
側
で
あ
っ

た
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級＊

３

を
中
心
と
し
て
結
成
さ
れ
た
自
警

団
が
基
に
な
り
、
独
立
宣
言
後
の
翌
年
一
九
一
八
年
一
月
一
三
日
に

社
会
の
秩
序
を
取
り
戻
す
目
的
で
軍
隊
創
設
を
決
定
し
た
国
会
の
決

議
に
よ
っ
て
、
事
実
上
合
法
化
さ
れ
た
軍
隊
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対

し
、
赤
衛
隊
と
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
に
反
発
す
る
労
働
者
階
級
を
中

心
と
し
て
結
成
さ
れ
た
自
警
団
が
基
に
な
っ
た
軍
隊
で
あ
る
。
両
階

級
の
溝
は
す
で
に
一
九
世
紀
末
の
「
ロ
シ
ア
化
」
政
策＊

４

に
対
す
る
対

応
の
違
い
に
見
ら
れ
（
石
野 

二
〇
〇
七
：
一
三
五
―
一
三
八
）、
さ

ら
に
一
九
〇
五
年
一
〇
月
の
ロ
シ
ア
本
国
で
の
ゼ
ネ
ス
ト
に
刺
激
さ

れ
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
全
土
で
展
開
さ
れ
た
大
ス
ト
ラ
イ
キ
に
お
け
る

要
求
の
違
い＊

５

に
よ
っ
て
そ
の
溝
は
広
が
り
、
白
衛
隊
、
赤
衛
隊
の
前

身
で
あ
る
自
警
団
が
そ
れ
ぞ
れ
結
成
さ
れ
、
両
者
の
間
で
武
力
衝
突

が
勃
発
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
〇
六
年
に
ヘ
ル
シ
ン
キ
沖
合
の
要
塞

島
ヴ
ィ
ア
ポ
リ
（
ス
ヴ
ェ
ア
ボ
リ
）
駐
屯
の
ロ
シ
ア
軍
兵
士
が
革
命

を
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
て
起
こ
し
た
反
乱
に
一
部
の
赤
衛
隊
が
参
加

し
、
革
命
を
起
こ
す
た
め
に
ゼ
ネ
ス
ト
を
呼
び
か
け
た
事
件
で
白
衛

隊
と
衝
突
し
、
死
者
が
出
る
事
件
に
ま
で
発
展
し
た
。

さ
ら
な
る
衝
突
は
、
独
立
宣
言
以
前
の
一
九
一
七
年
一
一
月
一
三

日
か
ら
一
四
日
に
か
け
て
、
ロ
シ
ア
本
国
で
の
一
〇
月
革
命
に
刺
激

を
受
け
て
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
発
生
し
た
ゼ
ネ
ス
ト
時
に
起
こ
っ
た
。

こ
の
ゼ
ネ
ス
ト
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
社
会
民
主
党
が
掲
げ
た
「
わ
れ

わ
れ
は
要
求
す
る
」
と
題
し
た
共
同
声
明
で
主
張
さ
れ
た
現
行
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
政
府
の
退
陣
や
八
時
間
労
働
の
実
施
な
ど
の
要
求
の
受
諾

を
国
会
に
迫
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た＊

６

。
ゼ
ネ
ス
ト
は
全
国
で
展
開

さ
れ
た
も
の
の
、
国
会
で
一
部
の
要
求
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
た
め
、

社
会
民
主
党
の
決
定
に
よ
っ
て
途
中
で
解
除
さ
れ
た
（
百
瀬 

一
九

七
四
：
六
六
―
六
七
）。

以
上
の
よ
う
な
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
で
の
革
命
の
勃
発
、
そ
の

後
の
臨
時
政
府
の
成
立
か
ら
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
政
府
成
立
へ
と
続
く
統
治

国
ロ
シ
ア
で
起
こ
っ
た
一
連
の
出
来
事
を
契
機
と
し
て
、
一
九
一
七

年
一
二
月
六
日
に
ス
ヴ
ィ
ン
フ
ッ
ヴ
ド
が
率
い
る
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
臨

時
政
府
は
ロ
シ
ア
か
ら
の
独
立
を
宣
言
し
た
。
し
か
し
、
独
立
宣
言

後
も
第
一
次
世
界
大
戦
の
影
響
に
よ
る
失
業
や
食
料
不
足
な
ど
の
社

会
不
安
は
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
。
労
働
者
階
級
は
そ
の
よ
う
な
状
況

下
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
社
会
的
亀
裂
を
「
階
級
闘
争
」
と
位

置
付
け
、
尖
鋭
的
な
態
度
を
と
っ
た
。
両
者
の
争
い
は
翌
年
一
月
に

内
戦
と
い
う
形
に
発
展
し
た
。
赤
衛
隊
は
第
一
次
世
界
大
戦
期
に

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
駐
留
し
、
独
立
宣
言
後
に
撤
退
を
始
め
た
ロ
シ
ア

軍
か
ら
武
器
支
援
を
と
り
つ
け
、
赤
衛
隊
に
義
勇
軍
と
し
て
参
加
し

た
ロ
シ
ア
兵
も
存
在
し
た
（H

oppu 2009: 121 ＊
７

）。
赤
衛
隊
は
一
時

期
首
都
ヘ
ル
シ
ン
キ
を
は
じ
め
と
す
る
南
部
一
帯
を
制
圧
し
、
革
命

政
権
を
樹
立
し
た
も
の
の
、
政
府
軍
に
あ
た
る
白
衛
隊
が
徐
々
に
革

命
軍
で
あ
る
赤
衛
隊
を
打
ち
破
り
、
主
要
都
市
を
奪
還
し
た
。
ま

た
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら
や
っ
て
き
た
一
一
〇
〇
人
も
の
義
勇
兵
が

白
衛
隊
側
で
戦
っ
た
。
四
月
三
日
に
は
白
衛
隊
側
に
つ
い
た
約
九
五

〇
〇
人
の
ド
イ
ツ
の
バ
ル
ト
師
団
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
南
西
部
に
上
陸

し
た
こ
と
で
戦
局
の
展
開
は
早
ま
り
、
五
月
に
内
戦
が
終
結
し
た
。

２
多
様
化
し
た
内
戦
の
呼
称
と
内
戦
研
究
の
分
裂

内
戦
終
結
後
、
勝
者
で
あ
る
白
衛
隊
側
の
主
張
を
代
弁
す
る
「
解

放
戦
争
」
が
公
的
な
呼
称
と
し
て
採
用
さ
れ
、
一
般
に
流
布
す
る
な

か
で
学
校
教
科
書
で
も
そ
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
「
解
放
戦

争
」
と
い
う
呼
称
は
、
白
衛
隊
側
に
属
す
る
積
極
的
反
ロ
シ
ア
抵
抗

組
織
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
テ
ィ
が
内
戦
中
に
主
張
し
た
呼
称
で
、
白
衛

隊
が
赤
衛
隊
と
そ
れ
を
支
持
す
る
ロ
シ
ア
か
ら
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
を
解

放
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
ま
た
、「
解
放
戦
争
」
に
は
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
の
独
立
を
達
成
さ
せ
、
民
主
主
義
国
家
形
態
を
完
成
さ
せ
た

「
独
立
戦
争
」
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
た
（H

aapala 2009: 11

）。

さ
ら
に
、
白
衛
隊
側
は
赤
衛
隊
の
行
動
を
非
難
す
る
意
味
で
、
彼
ら

の
行
動
自
体
を
指
し
て
「
反
乱
」「
暴
動
」「
国
家
反
乱

（valtiorikos

）」
と
も
呼
ん
だ
（H

aapala 2009: 12

）。

一
方
、
赤
衛
隊
側
は
、
独
立
宣
言
以
前
か
ら
内
戦
へ
と
続
く
一
連

の
出
来
事
を
「
革
命
」
と
呼
ん
だ
（H

aapala 2009: 12

）。「
階
級

戦
争
」
と
い
う
呼
称
も
内
戦
中
に
赤
衛
隊
側
で
用
い
ら
れ
た
呼
称
で

あ
る
が
、
内
戦
終
結
後
の
一
九
二
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
マ
ル

ク
ス
主
義
理
論
と
と
も
に
共
産
主
義
の
歴
史
記
述
に
お
い
て
「
革

命
」
の
呼
称
が
特
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
た
（H

aapala 2009: 12

）。

内
戦
勃
発
直
後
か
ら
新
聞
、
雑
誌
等
で
用
い
ら
れ
た
「
市
民
戦

争
」
の
呼
称
は
、
内
戦
終
結
後
、
主
に
白
衛
隊
に
も
赤
衛
隊
に
も
与

し
な
い
と
す
る
「
中
立
」
の
立
場
の
者
に
よ
っ
て
好
ま
れ
た
が
、
そ

の
一
方
で
内
戦
の
原
因
が
分
裂
し
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
社
会
と
内
政
に

あ
っ
た
と
し
、
革
命
は
ロ
シ
ア
ま
た
は
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
た
め
で

は
な
か
っ
た
と
す
る
社
会
民
主
党
の
主
張
に
も
用
い
ら
れ
た

（H
aapala 2009: 11

）。

以
上
の
よ
う
に
、
内
戦
勃
発
時
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
主
張
を
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正
当
化
す
る
た
め
に
、
内
戦
は
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
で
表
現
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
内
戦
終
結
後
、
白
衛
隊

の
歴
史
認
識
が
反
映
さ
れ
た
「
解
放
戦
争
」
が
内
戦
の
公
的
な
呼
称

と
な
っ
た
こ
と
で
、
赤
衛
隊
側
の
歴
史
認
識
は
無
視
さ
れ
、
公
共
の

言
説
か
ら
排
除
さ
れ
た
。
ま
た
、
公
的
な
呼
称
と
な
っ
た
「
解
放
戦

争
」
は
、
赤
衛
隊
の
過
激
性
や
非
人
道
性
を
否
定
し
な
い
こ
と
に
つ

な
が
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
（Peltonen 2009: 464

）、
敗
者

で
あ
る
赤
衛
隊
側
に
立
っ
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
の
社
会
的
地
位
の
回

復
を
遅
ら
せ
る
要
因
と
も
な
っ
た
（Peltonen 2009: 464-467 ＊

８

）。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
政
府
は
、
内
戦
終
結
後
に
収
容
所
に
収
監
さ
れ
た

赤
衛
隊
の
恩
赦
の
実
施
（T

ikka 2009: 221 ＊
９

）
や
、
一
九
三
〇
年
代
に

は
一
月
初
旬
の
週
を
「
和
解
週
間
（Sovinnollisuuden viikko

）」
と

し
、
内
戦
で
分
裂
し
た
社
会
を
ま
と
め
よ
う
と
す
る
措
置
を
行
っ
た

も
の
の
（Peltonen 2009: 464

）、
内
戦
当
事
者
が
体
験
し
た
生
々

し
い
記
憶
は
消
え
ず
、
内
戦
を
語
る
こ
と
は
一
種
の
「
タ
ブ
ー
」
と

み
な
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
内
戦
に
関
す
る
研
究
は

白
衛
隊
側
か
ら
見
た
内
戦
研
究
、
あ
る
い
は
赤
衛
隊
側
か
ら
見
た
内

戦
研
究
と
い
っ
た
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
帯
び
た
研

究
に
分
か
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

Ⅱ
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
け
る

内
戦
研
究
の
進
展

1
内
戦
の
呼
称
へ
の
言
及
と
根
強
い 

 

「
解
放
戦
争
」
史
観

第
二
次
世
界
大
戦
で
ソ
連
と
二
度
戦
火
を
交
え
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

で
は
、
終
戦
後
、
対
ソ
戦
の
原
因
を
追
究
す
る
動
き
が
歴
史
研
究
に

お
い
て
始
ま
り
（
百
瀬 

二
〇
〇
六
：
一
二
―
一
三
、
二
五
―
二
六
）、

そ
の
過
程
に
お
い
て
国
内
問
題
の
再
考
、
す
な
わ
ち
自
国
史
の
見
直

し
が
行
わ
れ
、
と
く
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
共
和
国
の
出
発
点
に
当
た
る

独
立
・
内
戦
史
の
見
直
し
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
過
程
で
内
戦
の
呼
称

に
つ
い
て
も
言
及
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
史
の
見
直
し
を
図
っ
た
先
駆
的
存
在
と
い
え
る
の

が
歴
史
学
者
ユ
ハ
ニ
・
パ
ー
シ
ヴ
ィ
ル
タ
で
あ
る
。
パ
ー
シ
ヴ
ィ
ル

タ
は
一
九
四
七
年
に
発
表
し
た
二
巻
か
ら
成
る
『
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の

独
立
問
題
一
九
一
七
』
で
、
戦
間
期
に
歴
史
研
究
に
お
い
て
触
れ
ら

れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
独
立
問
題
を
取

り
上
げ
た
。
序
文
で
パ
ー
シ
ヴ
ィ
ル
タ
は
、
未
だ
「
解
放
戦
争
」
あ

る
い
は
「
階
級
戦
争
」
の
立
場
に
属
し
た
歴
史
研
究
が
多
く
存
在

し
、
中
立
の
立
場
は
ま
だ
難
し
い
と
述
べ
、
歴
史
研
究
で
独
立
問
題

を
扱
う
こ
と
の
難
し
さ
を
強
調
し
た
（Paasivirta 1947: 3

）。
同
書

で
は
題
名
の
通
り
一
九
一
七
年
の
独
立
に
い
た
る
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に

焦
点
が
当
て
ら
れ
た
た
め
、
内
戦
に
つ
い
て
の
記
述
は
少
な
い
も
の

の
、
パ
ー
シ
ヴ
ィ
ル
タ
は
中
立
的
な
立
場
、
す
な
わ
ち
赤
衛
隊
側
で

も
白
衛
隊
側
で
も
な
い
立
場
を
表
明
す
る
た
め
に
一
般
的
な
内
戦
全

般
を
指
す
用
語
で
あ
る
「
内
戦
」
と
表
記
し
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
革
命

勢
力
と
ロ
シ
ア
の
関
係
、
ス
ヴ
ィ
ン
フ
ッ
ヴ
ド
政
権
と
ド
イ
ツ
の
関

係
と
い
っ
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
外
部
と
の
関
係
が
内
戦
に
与
え
た
影

響
を
指
摘
し
た
（Paasivirta 1947: 202-203

）。

パ
ー
シ
ヴ
ィ
ル
タ
は
、
一
九
四
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
戦
後
初
の
本

格
的
な
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
通
史
『
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
史
概
説＊

１0

』
に
お
い

て
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
独
立
」
と
い
う
章
を
執
筆
担
当
し
た
が
、
そ

こ
で
も
内
戦
を
「
内
戦
」
と
記
し
、
ロ
シ
ア
の
影
響
を
考
慮
し
つ
つ

も
国
内
の
戦
争
と
し
て
内
戦
を
描
写
し
、
そ
の
一
方
で
内
戦
に
お
け

る
革
命
的
要
素
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
（Paasivirta 1949: 421-

468

）。
さ
ら
に
一
九
五
七
年
に
は
『
一
九
一
八
年
の
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
』
を
発
表
し
、
一
九
一
八
年
の
内
戦
前
後
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
政

治
状
況
を
詳
細
に
分
析
し
た
が
、
こ
こ
で
も
「
内
戦
」
の
呼
称
を
用

い
、
さ
ら
に
は
先
行
研
究
を
「
独
立
戦
争
文
献
」「
階
級
戦
争
文

献
」
と
史
料
を
二
分
し
、
従
来
の
内
戦
研
究
が
白
衛
隊
側
あ
る
い
は

赤
衛
隊
側
の
政
治
色
を
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
と
批
判
し
た

（Paasivirta 1957: 373-379 ＊
１１

）。

以
上
の
よ
う
に
、
パ
ー
シ
ヴ
ィ
ル
タ
は
そ
れ
ま
で
の
政
治
色
を
帯

び
た
内
戦
史
観
の
見
直
し
を
主
張
し
た
が
、
従
来
の
白
衛
隊
側
の
内

戦
認
識
を
踏
襲
し
た
形
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
影
響
さ
れ
た
形
で
の
自

国
史
研
究
の
方
が
主
流
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
五
二
年
に
タ

ウ
モ
・
ク
オ
サ
が
記
し
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
史
の
概
説
書
『
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
史
―
―
自
治
と
独
立
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
』
は
そ
の
典
型
的
な
事
例

と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
同
書
は
、「
解
放
闘
争
」「
市
民
戦
争
」「
内

戦
」
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
を
用
い
た
も
の
の
、「
解
放
戦

争
」
と
し
て
の
内
戦
認
識
は
残
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

「『
内
戦
』
の
勃
発
」
と
い
う
小
題
で
は
、
一
九
一
七
年
一
二
月
の
赤

衛
隊
お
よ
び
白
衛
隊
の
動
き
が
描
写
さ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
で
「
軍

事
委
員
会
は
、
す
で
に
前
年
に
始
ま
っ
た
解
放
闘
争
の
準
備
を
始
め

た
（
太
字
―
筆
者
）」（K

uosa 1952: 1312

）
と
い
う
よ
う
に
、
内
戦

勃
発
直
前
の
白
衛
隊
側
の
動
き
を
白
衛
隊
側
か
ら
見
た
内
戦
認
識
を

意
味
す
る
「
解
放
闘
争
」
と
描
写
し
た
。
し
か
し
一
方
で
、「
迫
り

く
る
戦
争
が
ロ
シ
ア
に
対
す
る
解
放
闘
争
の
他
に
、
市
民
戦
争
と
し

て
の
様
相
も
呈
す
る
状
況
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
勃
発
は
最
後
の
時
ま

で
避
け
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
（
太
字
―
筆
者
）」（K

uosa 1952: 
1313

）
と
い
う
記
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ク
オ
サ
は
「
解
放
闘

争
」
以
外
に
「
市
民
戦
争
」
の
呼
称
も
用
い
た
。

次
の
小
題
「
解
放
戦
争
」
で
は
、「
解
放
闘
争
」
か
ら
「
解
放
戦

争
」
へ
の
移
行
、
す
な
わ
ち
戦
争
の
規
模
が
拡
大
す
る
様
子
が
描
写

さ
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で
ス
ヴ
ィ
ン
フ
ッ
ヴ
ド
摂
政
が
ド
イ
ツ
に
援

助
を
求
め
、
そ
れ
に
マ
ン
ネ
ル
ヘ
イ
ム
将
軍
が
抗
し
た
場
面
を
ク
オ



216217 フィンランドにおける内戦認識の変遷

サ
は
、
以
下
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

「
上
述
し
た
理
由
以
外
に
も
最
高
司
令
官
（
マ
ン
ネ
ル
ヘ
イ
ム

将
軍
）
は
こ
の
よ
う
な
提
案
に
反
対
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ド
イ
ツ

か
ら
援
助
を
受
け
て
し
ま
う
と
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
が
ド
イ
ツ

の
助
け
で
自
分
た
ち
の
国
の
労
働
者
階
級
に
対
し
て
階
級
戦
争

を
し
た
と
い
う
主
張
の
材
料
を
赤
衛
隊
に
与
え
て
し
ま
う
か
ら

だ
（
括
弧
、
太
字
―
筆
者
）」（K

uosa 1952: 1319

）。

ク
オ
サ
は
、
以
上
の
よ
う
な
表
現
で
、「
階
級
戦
争
」
と
し
て
の

内
戦
認
識
が
白
衛
隊
側
に
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
次

の
小
題
「
我
々
の
解
放
の
代
償
」
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
表
現
も
見

ら
れ
る
。

「
我
々
の
解
放
戦
争
が
内
戦
と
同
一
だ
っ
た
こ
と
は
最
も
重
い

損
失
で
あ
っ
た
。
外
部
の
敵
に
対
す
る
戦
い
か
ら
国
内
で
戦
わ

れ
た
戦
争
に
、
内
戦
す
べ
て
の
恐
怖
が
付
随
し
て
き
た
の
で
あ

る
（
太
字
―
筆
者
）」（K

uosa 1952: 1324

）。

「
兄
弟
戦
争
は
常
に
他
の
戦
争
よ
り
も
つ
ら
い
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
我
々
の
解
放
戦
争
の
側
面
で
あ
っ
た
（
太
字
―
筆
者
）」

（K
uosa 1952: 1324

）。

以
上
の
よ
う
に
、
ク
オ
サ
は
内
戦
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
見
い

だ
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
の
、「
解
放
戦
争
」
と
し
て
内
戦
を

描
写
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
赤
衛
隊
側
へ
の
偏
見
も
見
ら
れ
た
。

ク
オ
サ
は
、
赤
衛
隊
に
つ
い
て
「
赤
衛
隊
の
下
級
兵
の
大
部
分
は
平

和
的
で
実
直
な
労
働
者
の
要
素
が
あ
り
、
彼
ら
は
心
か
ら
新
し
く
よ

り
よ
い
社
会
の
た
め
と
思
い
、
戦
っ
た
。
し
か
し
、
集
団
に
は
社
会

の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
的
要
素
も
あ
っ
た
。
彼
ら
は
優
勢
状
況
を
利
用

し
て
、
信
じ
ら
れ
な
い
暴
力
行
為
を
遂
行
し
た
」（K

uosa 1952: 
1325

）
と
批
判
し
た
。
ク
オ
サ
は
白
衛
隊
側
の
問
題
も
指
摘
し
て
は

い
た
も
の
の
（K

uosa 1952: 1324-1325

）、
基
本
的
に
両
大
戦
間
期

の
白
衛
隊
側
の
内
戦
認
識
を
引
き
ず
っ
た
形
の
描
写
に
と
ど
め
て
い

る
。
さ
ら
に
、
ク
オ
サ
は
「
時
を
経
て
兄
弟
戦
争
の
斧
の
傷
は
癒
さ

れ
始
め
た
。
ま
た
旧
赤
衛
隊
側
の
人
々
は
革
命
を
起
こ
し
た
こ
と
は

間
違
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
（
太
字
―
筆
者
）」（K

uosa 1952: 
1325

）
と
記
述
し
、
赤
衛
隊
側
の
「
反
省
」
を
描
写
し
た
。

こ
の
よ
う
な
戦
間
期
に
お
け
る
白
衛
隊
側
の
歴
史
認
識
を
残
し
た

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
史
概
説
書
が
刊
行
さ
れ
る
状
況
を
よ
そ
に
、
文
学
の

世
界
で
は
内
戦
研
究
で
は
扱
う
こ
と
が
難
し
か
っ
た
敗
者
側
の
視
点

を
題
材
と
す
る
小
説
が
次
々
誕
生
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
表
現

さ
れ
た
。
な
か
で
も
一
九
五
九
年
か
ら
六
二
年
に
か
け
て
発
表
さ

れ
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
ヴ
ァ
イ
ノ
・
リ
ン
ナ
の
小
説
三
部
作

『
こ
こ
北
極
星
の
下
で
』（Linna 1959-1962

）
は
そ
の
代
表
と
い
え

る
。
リ
ン
ナ
は
、
こ
の
小
説
を
発
表
す
る
以
前
の
一
九
五
四
年
に
、

兵
士
の
視
点
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
期
に
勃
発
し
た
継
続
戦
争
の
状

況
を
描
い
た
小
説
『
無
名
兵
士
』（Linna 1954

）
で
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
社
会
の
間
で
大
き
な
反
響
を
得
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
描
か

れ
て
こ
な
か
っ
た
市
井
の
人
々
の
視
点
か
ら
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
史
を
見

直
す
姿
勢
を
『
こ
こ
北
極
星
の
下
で
』
に
お
い
て
も
貫
い
た
。
独
立

以
前
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
期
に
お
い
て
運
命
に
翻
弄
さ
れ
た
ト

ル
ッ
パ
リ＊

１２

一
家
の
生
涯
を
描
い
た
同
書
の
第
二
部
で
、
リ
ン
ナ
は
内

戦
期
に
赤
衛
隊
に
加
わ
っ
た
ト
ル
ッ
パ
リ
を
中
心
に
話
を
展
開
し
、

赤
衛
隊
側
か
ら
内
戦
を
描
写
し
た
。
同
書
は
、『
無
名
兵
士
』
と
同

様
に
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
（V

arpio 2009: 453-456 ; Schoolfield 
1998: 200

）。

2
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
独
立
・
内
戦
五
〇
周
年
に 

 

お
け
る
内
戦
研
究

内
戦
研
究
に
大
き
な
転
機
が
訪
れ
た
の
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
独

立
・
内
戦
五
〇
周
年
の
年
に
あ
た
る
一
九
六
七
年
か
ら
一
九
六
八
年

に
か
け
て
の
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
記
念
の
年
に
関
係
史
料
の
公
刊

や
研
究
書
の
刊
行
、
内
戦
体
験
者
の
語
り
の
記
録
が
行
わ
れ
、
赤
衛

隊
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
を
排
す
試
み

を
し
た
研
究
が
登
場
し
た
（T

om
m

ila 1998: 186-187 ＊
１３

）。

そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
独
立
・
内
戦
期
に
お
け
る

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
関
係
に
注
目
し
た
研
究
が
登
場
し

た
。
一
九
六
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
ト
ゥ
オ
モ
・
ポ
ル
ヴ
ィ
ネ
ン
に
よ

る
『
ロ
シ
ア
革
命
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
一
―
―
一
九
一
七
年
二
月
か
ら

一
九
一
八
年
五
月
』
は
そ
の
代
表
的
研
究
で
あ
る
。
同
書
は
、
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
側
だ
け
で
は
な
く
ロ
シ
ア
（
ソ
連
）
側
の
史
料
を
用
い
て

一
九
一
七
年
に
勃
発
し
た
二
月
革
命
か
ら
一
九
二
〇
年
の
タ
ル
ト
ゥ

条
約
ま
で
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
関
係
を
考
察
し
た
研
究

で
あ
り
、
内
戦
の
み
に
注
目
し
た
研
究
で
は
な
か
っ
た
が
、
ロ
シ
ア

革
命
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
内
戦
に
与
え
た
影
響
、
内
戦
時
に
お
け
る

実
際
の
ロ
シ
ア
軍
と
赤
衛
隊
と
の
関
係
、
レ
ー
ニ
ン
と
連
邦
問
題
と

い
っ
た
観
点
か
ら
白
衛
隊
と
ド
イ
ツ
と
の
関
係
、
東
カ
レ
リ
ア
問
題＊

１４

に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
関
心
を
指
摘
し
た
点
で
、
従
来
の
研
究
に
は
見

ら
れ
な
い
視
点
を
提
供
し
た
研
究
で
あ
っ
た
。

序
文
で
、
ポ
ル
ヴ
ィ
ネ
ン
は
三
年
前
に
出
版
し
た
継
続
戦
争
に
関

す
る
研
究＊

１５

の
末
尾
で
、
ソ
連
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
間
の
関
係
に
は
「
双

方
の
側
の
疑
い
が
支
配
す
る
壁
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の

「
壁
」
が
登
場
す
る
に
い
た
っ
た
歴
史
を
「
一
度
徹
底
的
に
手
術
の

痛
み
を
避
け
ず
に
、
厳
密
か
つ
客
観
的
に
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ

る
」
と
書
い
た
こ
と
を
あ
げ
、
そ
の
時
か
ら
自
身
の
関
心
は
ソ
ヴ
ィ

エ
ト
政
権
と
独
立
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
誕
生
し
、
後
に
発
展
す
る
基
礎

が
形
成
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
一
九
一
七
〜
一
九
二
〇
年
の
革
命
の
時

代
に
向
い
た
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
（Polvinen 1967: Esipuhe 

V

）。
こ
の
よ
う
に
ポ
ル
ヴ
ィ
ネ
ン
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
史
の
見
直

し
の
過
程
で
こ
れ
ま
で
歴
史
研
究
に
お
い
て
避
け
ら
れ
て
き
た
内
戦
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に
つ
い
て
何
が
起
こ
っ
た
の
か
を
「
手
術
の
痛
み
」
を
も
っ
て
し
て

も
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
対
ソ
関
係
を
軸
に
内
戦
の
実
情

を
考
察
し
た
。
同
書
で
ポ
ル
ヴ
ィ
ネ
ン
は
、
一
〇
月
革
命
が
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
の
労
働
運
動
の
過
激
化
に
著
し
く
影
響
を
与
え
た
と
し
、
ロ

シ
ア
に
よ
る
内
戦
へ
の
影
響
の
大
き
さ
を
指
摘
し
た
（Polvinen 

1967: 202

）。
さ
ら
に
、
ポ
ル
ヴ
ィ
ネ
ン
は
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に

は
「
兄
弟
へ
の
態
度
」、
す
な
わ
ち
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
赤
衛
隊
へ
の
態

度
に
は
一
貫
性
が
欠
け
て
い
た
点
（Polvinen 1967: 208

）
や
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
政
府
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
を
内
戦
後
、
ス
ラ
ヴ
に
対
す

る
「
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
前
哨
地
帯
」
と
み
な
し
た
点
（Polvinen 

1967: 257

）
を
指
摘
す
る
な
ど
内
戦
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
浮
き
彫

り
に
し
た
。

同
書
で
ポ
ル
ヴ
ィ
ネ
ン
は
、
内
戦
期
に
お
け
る
ロ
シ
ア
・
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
関
係
お
よ
び
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
駐
留
し
た
ロ
シ
ア
義
勇
兵
の

動
き
を
描
き
だ
す
こ
と
に
集
中
し
、
内
戦
そ
の
も
の
を
描
き
だ
す
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
呼
称
問
題
に
言
及
し
な
か
っ

た
と
い
え
る
が
、
小
題
に
「
ロ
シ
ア
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
一
九
一
八

年
の
戦
争
の
初
期
段
階
（
太
字
―
筆
者
）」（Polvinen 1967: 196

）

と
表
現
し
た
り
、「
ト
ロ
ツ
キ
ー
に
よ
っ
て
三
月
に
開
始
さ
れ
た
軍

隊
改
革
は
、
も
は
や
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
一
九
一
八
年
の
戦
争
の
運
命

に
影
響
し
な
か
っ
た
（
太
字
―
筆
者
）」（Polvinen 1967: 269

）
と

表
現
し
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
研
究
書
に
お
い
て
内

戦
を
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
一
九
一
八
年
の
戦
争
（Suom

en 1918 

sota

）」、
ま
た
は
「
一
九
一
八
年
の
出
来
事
（V

uoden 1918 
tapahtum

at

）」
と
表
記
す
る
こ
と
で
、
呼
称
を
め
ぐ
る
政
治
的
議

論
を
避
け
る
風
潮
が
一
九
六
〇
年
代
か
ら
見
ら
れ
た
（Peltonen 

2009: 467 ＊
１６

）。

さ
ら
に
「
市
民
戦
争
」
の
呼
称
を
用
い
て
、
内
部
的
要
因
を
重
視

し
て
こ
の
戦
い
を
考
察
し
た
研
究
者
も
い
た
。
ヴ
ィ
ル
ヨ
・
ラ
シ
ラ

は
、
一
九
六
八
年
に
『
市
民
戦
争
の
社
会
的
背
景
』
を
発
表
し
た

が
、
そ
の
題
名
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
「
市
民
戦
争
」
を
内
戦
の

呼
称
と
し
て
採
用
し
た
。

序
文
で
、
ラ
シ
ラ
は
ト
ル
ッ
パ
リ
解
放
史
の
関
心
か
ら
ト
ル
ッ
パ

リ
問
題
と
「
市
民
戦
争
」
の
関
係
に
注
目
し
、「
市
民
戦
争
」
の
社

会
的
背
景
を
テ
ー
マ
に
す
る
と
記
し
た
上
で
、
内
戦
の
特
徴
は
す
で

に
多
く
の
歴
史
研
究
や
文
学
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
同
書

で
は
教
区
の
名
簿
に
関
す
る
史
料
な
ど
を
用
い
て
純
粋
に
統
計
学
的

視
点
か
ら
考
察
す
る
と
述
べ
た
（Rasila 1968: 7 ＊

１７

）。
ラ
シ
ラ
は
、

赤
衛
隊
側
で
あ
っ
た
と
さ
れ
た
ト
ル
ッ
パ
リ
層
に
注
目
す
る
こ
と
で

赤
衛
隊
の
実
情
を
考
察
し
、
ト
ル
ッ
パ
リ
層
す
べ
て
が
赤
衛
隊
側
に

身
を
投
じ
た
わ
け
で
は
な
く
、
主
人
の
富
農
層
側
、
す
な
わ
ち
白
衛

隊
側
に
つ
い
た
ト
ル
ッ
パ
リ
も
い
た
こ
と
を
統
計
か
ら
明
ら
か
に
し

た
。
ラ
シ
ラ
は
、
す
べ
て
の
国
に
お
け
る
市
民
戦
争
は
た
い
て
い
権

力
掌
握
の
試
み
、
す
な
わ
ち
革
命
的
奪
取
が
出
発
点
で
あ
る
が
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
「
市
民
戦
争
」
に
は
そ
の
こ
と
に
加
え
て
他
の
問

題
も
存
在
す
る
と
述
べ
、
内
戦
勃
発
時
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
国
内
に
駐

留
し
て
い
た
ロ
シ
ア
軍
の
問
題
を
指
摘
し
、
内
戦
は
ロ
シ
ア
と
の
戦

い
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
と
い
う
「
解
放
戦
争
」
の
主
張
の
一
部
に

同
意
し
た
（Rasila 1968: 13

）。

ま
た
、
ラ
シ
ラ
は
「
解
放
戦
争
の
背
景
に
関
し
て
」
と
い
う
小
題

を
設
け
、
一
九
世
紀
末
か
ら
始
ま
っ
た
「
ロ
シ
ア
化
」
政
策
の
影
響

で
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
独
自
の
民
族
運
動
を
展
開
し
、
そ
の
過
程
で
国

内
の
分
裂
が
起
こ
っ
た
と
し
た
。
さ
ら
に
ラ
シ
ラ
は
、
第
一
次
世
界

大
戦
勃
発
後
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
ロ
シ
ア
の
前
哨
地
と
化
し
、
一
九

一
七
年
の
八
月
に
は
一
〇
万
人
も
の
ロ
シ
ア
兵
が
駐
留
し
た
事
実
を

あ
げ
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
独
立
を
志
向
し
た

時
、
戦
い
の
矛
先
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
駐
留
の
ロ
シ
ア
軍
に
向
け
ら
れ

た
の
で
あ
る
と
し
、
内
戦
に
は
対
ロ
シ
ア
戦
争
の
側
面
が
あ
っ
た
と

繰
り
返
し
指
摘
し
た
（Rasila 1968: 12-14

）。
ま
た
、
一
〇
月
革
命

に
よ
っ
て
ロ
シ
ア
の
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
政
権
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
革

命
的
社
会
主
義
組
織
が
結
び
付
き
、
一
つ
の
「
赤
い
敵
」
と
な
り
、

解
放
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
独
立
に
反
対
す
る
敵
と
し
て
白
衛
隊
の
目
に

は
映
っ
た
と
述
べ
、「
解
放
戦
争
」
に
は
こ
う
し
た
歴
史
的
背
景
が

あ
っ
た
と
主
張
し
た
（Rasila 1968: 13

）。

そ
の
一
方
で
、
ラ
シ
ラ
は
、
内
戦
に
「
階
級
戦
争
」
の
特
徴
も
見

出
せ
る
と
も
述
べ
る
。
次
の
小
題
「
市
民
戦
争
の
背
景
に
関
し
て
」

で
は
そ
の
題
名
と
は
異
な
り
、
は
じ
め
に
「
市
民
戦
争
に
関
し
て
は

赤
い
反
乱
、
階
級
戦
争
と
い
う
呼
称
も
用
い
ら
れ
る
（
太
字
―
筆

者
）」（Rasila 1968: 14

）
と
述
べ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
思
想
が
反

映
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
呼
称
を
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
社
会
民
主
党
系
の

労
働
運
動
が
二
〇
世
紀
初
頭
に
受
け
入
れ
た
と
、「
階
級
戦
争
」
の

呼
称
が
用
い
ら
れ
た
歴
史
を
描
写
す
る
（Rasila 1968: 14
）。
加
え

て
、
二
月
革
命
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
労
働
運
動
に
与
え
た
影
響
を
検

討
し
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
革
命
の
成
功
は
ロ
シ
ア
の
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ

キ
勢
力
と
結
び
付
け
ら
れ
て
考
え
ら
れ
た
点
、
す
な
わ
ち
内
戦
の

「
階
級
戦
争
」
の
側
面
を
描
写
し
た
（Rasila 1968: 17

）。
つ
ま
り
、

ラ
シ
ラ
は
「
市
民
戦
争
」
の
呼
称
を
採
用
し
た
も
の
の
、
内
戦
に
は

「
解
放
戦
争
」「
階
級
戦
争
」
両
方
の
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
と
主
張
し

た
の
で
あ
る
。
最
後
に
ラ
シ
ラ
は
、
赤
衛
隊
側
は
社
会
組
織
の
変
化

の
た
め
に
戦
い
、
そ
の
一
方
で
白
衛
隊
側
は
ロ
シ
ア
軍
の
解
体
を
目

的
と
し
た
が
、
同
時
に
現
行
の
社
会
組
織
保
持
の
た
め
に
も
戦
っ
た

と
内
戦
を
分
析
し
、
外
的
要
因
も
存
在
し
た
も
の
の
国
内
に
存
在
し

た
恐
怖
が
「
市
民
戦
争
」
を
引
き
起
こ
し
た
と
結
論
づ
け
た
（Rasila 

1968: 153

）。
以
上
の
よ
う
な
内
戦
の
内
的
要
因
に
関
す
る
研
究
は
、

こ
の
時
期
に
本
格
的
に
始
め
ら
れ
、
同
時
に
そ
の
解
釈
も
学
問
的
な

俎
上
に
載
る
こ
と
と
な
っ
た＊

１８

。
こ
う
し
た
状
況
を
反
映
し
て
同
時
期

に
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
社
会
に
お
い
て
も
公
的
な
呼
称
で
あ
る
「
解
放

戦
争
」
だ
け
で
は
な
く
、「
市
民
戦
争
」
の
呼
称
が
中
立
的
な
立
場

を
表
明
す
る
と
し
て
な
か
ば
公
式
的
に
使
わ
れ
始
め
た
が
、
学
校
教

科
書
で
は
「
解
放
戦
争
―
―
市
民
戦
争
」
と
表
記
さ
れ
る
な
ど
「
解

放
戦
争
」
の
呼
称
は
消
え
ず
に
残
っ
た
の
で
あ
る
（H

aapala 2009: 
11

）。
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３
内
戦
の
呼
称
に
注
目
し
た
研
究
の
登
場

一
九
八
二
年
に
な
っ
て
内
戦
の
呼
称
そ
の
も
の
に
着
目
し
た
研
究

『
解
放
闘
争
、
市
民
戦
争
と
反
乱
』
が
登
場
し
た
。
博
士
論
文
を
基

に
し
た
同
書
で
著
者
の
ト
ゥ
ロ
・
マ
ン
ニ
ネ
ン
は
「
内
戦
の
最
も
適

し
た
呼
称
を
つ
け
る
試
み
で
は
な
い
」（M

anninen, T
. 1982: 3

）

と
前
置
き
し
た
上
で
、
内
戦
期
に
白
衛
隊
側
が
自
分
た
ち
の
陣
営
を

正
当
化
す
る
た
め
に
内
戦
の
呼
称
を
変
更
し
た
過
程
を
、
内
戦
期
に

発
行
さ
れ
た
新
聞
・
雑
誌
に
登
場
す
る
内
戦
の
呼
称
の
統
計
お
よ
び

反
ロ
シ
ア
抵
抗
組
織
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
テ
ィ
の
日
記
な
ど
の
史
料
を

基
に
明
ら
か
に
し
た
。

同
書
に
よ
る
と
、「
解
放
闘
争
」
ま
た
は
「
解
放
戦
争
」
と
い
う

呼
称
に
は
内
戦
勃
発
以
前
の
一
九
〇
六
年
か
ら
一
九
一
〇
年
の
間
に

ブ
ル
ジ
ョ
ア
側
で
発
生
し
た
思
想
、
す
な
わ
ち
社
会
主
義
者
は
支
持

者
を
犯
罪
と
無
秩
序
へ
と
扇
動
し
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
文
化
、
社
会

機
構
、
内
的
独
立
を
危
険
に
さ
ら
す
と
い
っ
た
白
衛
隊
の
思
想
が
根

底
に
あ
っ
た
（M

anninen, T
. 1982: 7-15

）。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な

考
え
は
特
に
積
極
的
反
露
抵
抗
組
織
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
テ
ィ
と
一
九

一
五
年
か
ら
ド
イ
ツ
で
軍
事
訓
練
を
行
っ
た
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
テ
ィ

の
一
派
で
あ
る
イ
ェ
ー
ガ
ー
隊＊

１９

と
の
間
で
も
共
有
さ
れ
、
ロ
シ
ア
と

赤
衛
隊
に
対
す
る
敵
対
心
を
深
め
た
（M

anninen, T
. 1982: 22-

23

）。
そ
の
一
方
で
、
白
衛
隊
の
総
司
令
官
マ
ン
ネ
ル
ヘ
イ
ム
は
こ

の
戦
争
を
「
市
民
戦
争
」
だ
と
認
識
し
、
白
衛
隊
の
支
配
外
の
地
域

の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
系
新
聞
も
同
様
に
「
市
民
戦
争
」
と
い
う
呼
称
を
当

初
は
用
い
た
（M

anninen, T
. 1982: 97-98

）。
し
か
し
、
三
月
か

ら
四
月
に
か
け
て
ド
イ
ツ
軍
の
介
入
と
東
カ
レ
リ
ア
遠
征
と
い
う
二

つ
の
問
題
が
浮
上
し
た
た
め
、
マ
ン
ネ
ル
ヘ
イ
ム
お
よ
び
ブ
ル
ジ
ョ

ア
政
権
は
、
こ
の
二
つ
の
問
題
を
正
当
化
す
る
た
め
に
「
解
放
戦

争
」
と
し
て
内
戦
を
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（M

anninen, T
. 

1982: 97-98

）。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
解
放
戦
争
」
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
反

乱
軍
と
彼
ら
を
支
援
す
る
ロ
シ
ア
軍
に
対
す
る
戦
い
を
意
味
し
た

が
、
同
時
に
ロ
シ
ア
本
国
と
の
戦
い
を
も
意
味
し
た
か
ら
で
あ
っ

た
。
ド
イ
ツ
軍
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
内
戦
介
入
に
つ
い
て
、
白
衛
隊

側
は
「
解
放
戦
争
」
と
い
う
呼
称
の
下
に
ド
イ
ツ
軍
は
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
国
内
の
内
的
事
情
の
た
め
に
介
入
す
る
の
で
は
な
く
、「
ボ
リ

シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
暴
徒
た
ち
」
で
あ
る
ロ
シ
ア
人
を
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
か

ら
追
い
出
す
た
め
に
介
入
す
る
の
で
あ
る
と
主
張
し
た（M

anninen, 
T

. 1982: 222

）。
さ
ら
に
、
白
衛
隊
側
は
三
月
中
旬
に
な
さ
れ
た
東

カ
レ
リ
ア
遠
征
に
つ
い
て
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
ロ
シ
ア
と
戦
争
状
態

に
あ
る
た
め
宣
戦
布
告
な
し
で
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
軍
が
東
側
国
境
を
超

え
、
東
カ
レ
リ
ア
で
軍
事
行
動
を
開
始
で
き
る
と
解
釈
す
る
こ
と
で

東
カ
レ
リ
ア
遠
征
の
正
当
性
を
訴
え
た
（M

anninen, T
. 1982: 

101-103
）。
以
上
の
よ
う
な
主
張
に
は
、
赤
衛
隊
と
の
闘
争
は
解
放

の
た
め
の
戦
い
で
あ
り
、
国
家
の
自
由
の
た
め
の
戦
い
で
あ
っ
た
と

い
う
一
貫
し
た
白
衛
隊
の
思
想
が
根
底
に
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
西
欧

文
明
の
前
哨
地
と
し
て
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
野
蛮
な
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ

キ
・
ロ
シ
ア
と
戦
う
と
い
う
一
部
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
系
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
人
の
思
想
や＊

２0

、
戦
闘
な
し
に
独
立
を
達
成
し
た
国
は
な
い
と
す

る
一
九
世
紀
初
期
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
の
思
想
に
よ
る
影
響
が

存
在
し
た
と
マ
ン
ニ
ネ
ン
は
指
摘
す
る
（M

anninen, T
. 1982: 

223

）。
し
か
し
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
白
衛
隊
寄
り
の
新
聞
・
雑
誌
を

地
域
ご
と
に
詳
細
に
調
べ
た
結
果
、
そ
の
よ
う
な
白
衛
隊
側
の
思
惑

を
よ
そ
に
新
聞
・
雑
誌
で
は
「
解
放
闘
争
」「
解
放
戦
争
」
の
呼
称

に
加
え
、「
市
民
戦
争
」「
内
戦
」
も
用
い
ら
れ
る
な
ど
呼
称
の
統
一

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
（M

anninen, T
. 1982: 147 ＊

２１

）。
内
戦
に
お
い

て
ロ
シ
ア
が
占
め
る
位
置
が
減
少
し
つ
つ
あ
っ
た
の
に
反
し
て
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
国
内
の
反
ロ
シ
ア
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
強
化
さ
れ
、

そ
れ
が
「
解
放
戦
争
」
と
い
う
呼
称
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
マ
ン
ニ

ネ
ン
の
研
究
は
、「
解
放
戦
争
」
の
呼
称
が
持
つ
政
治
性
を
明
ら
か

に
し
、
か
つ
「
解
放
戦
争
」
の
呼
称
使
用
へ
の
疑
問
を
投
げ
か
け
た

も
の
で
あ
っ
た
。

４
冷
戦
期
の
対
ソ
関
係
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
歴
史
研
究

前
述
し
た
よ
う
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
歴

史
学
界
で
は
自
国
史
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
自

国
史
の
見
直
し
に
お
い
て
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
ロ
シ
ア
（
ソ

連
）
と
の
関
係
史
へ
の
関
心
の
高
さ
が
存
在
し
た
。
百
瀬
宏
（
一
九

七
四
）
が
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
関
心
の
背
景
に

は
戦
後
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
政
治
や
社
会
の
変
化
と
い
う
具
体
的
な

事
実
の
影
響
が
存
在
す
る
と
い
え
る
。
百
瀬
の
言
葉
を
引
用
す
る

と
、
両
大
戦
間
期
に
お
い
て
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
さ
か
ん
で
あ
っ
た
極

右
運
動
や
反
ソ
運
動
が
戦
後
に
姿
を
消
し
、
逆
に
戦
前
に
非
合
法
化

さ
れ
た
共
産
党
が
復
活
し
、
他
の
諸
分
子
と
と
も
に
人
民
民
主
同
盟

を
形
成
し
て
、
一
九
六
六
年
以
来
ケ
ッ
コ
ネ
ン
大
統
領
下
の
内
閣
に

閣
僚
を
送
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
存
在
し
た
（
百
瀬 

一
九
七
四
：

三
〇
九
）。
同
時
に
外
交
面
で
一
九
四
八
年
に
ソ
連
と
「
友
好
・
協

力
・
相
互
援
助
条
約
」
を
締
結
し
、
一
面
列
強
の
利
害
紛
争
に
対
す

る
中
立
を
国
是
と
す
る
と
同
時
に
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
対
す
る
、
あ

る
い
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
を
経
由
し
た
ソ
連
に
対
す
る
攻
撃
に
つ
い
て

は
、
必
要
な
場
合
に
は
ソ
連
邦
の
援
助
を
得
て
こ
れ
に
抵
抗
す
る
条

約
上
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
、
と
い
う
き
わ
め
て
特
殊
な
国
際
的
地

位
に
あ
っ
た
（
百
瀬 

一
九
七
四
：
三
〇
九
）。
以
上
の
よ
う
な
東
西

冷
戦
下
に
お
け
る
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
対
ソ
関
係＊

２２

は
、少
な
か
ら
ず
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
の
歴
史
学
の
方
向
性
に
影
響
を
与
え
た
と
い
え
よ
う
。
つ

ま
り
、
両
大
戦
間
期
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
い
て
根
強
か
っ
た
ソ
連

へ
の
偏
見
を
戦
後
に
排
除
す
る
風
潮
、
さ
ら
に
は
社
会
主
義
へ
の
理

解
と
い
う
政
治
的
課
題
が
歴
史
研
究
に
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
根
強
か
っ
た
赤
衛
隊
へ
の
偏

見
の
排
除
に
も
つ
な
が
り
（Peltonen 2009: 467, 469-471 ＊

２３
）、
白
衛
隊

側
あ
る
い
は
赤
衛
隊
側
と
い
う
一
方
的
な
立
場
に
立
脚
し
た
研
究
か
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）、
こ
の
戦
争
の
真
実
を
描
く
こ
と
を
宣
言
し
た
。
そ
の

た
め
、
ユ
リ
カ
ン
ガ
ス
は
内
戦
当
事
者
の
証
言
や
手
記
な
ど
を
つ
な

ぎ
合
わ
せ
て
、
当
時
の
内
戦
の
様
子
を
再
現
す
る
手
法
を
と
っ
た
。

ユ
リ
カ
ン
ガ
ス
は
、
ス
ペ
イ
ン
内
戦
や
ヒ
ト
ラ
ー
の
時
代
の
ほ
う

が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
内
戦
に
比
べ
て
被
害
の
大
き
い
「
悲
惨
」
な
状

況
だ
っ
た
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
の
内
戦
の
出
来
事
が
覆
い
隠
さ
れ
て
き
た
の
か
と
疑
問
を
呈

し
、
そ
れ
に
対
し
て
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
政
府
権
力
が
ド
イ
ツ
や
ス

ペ
イ
ン
の
よ
う
に
急
速
に
変
化
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
仮
説
を

立
て
た
（Y

likangas 1993a: 525

）。
つ
ま
り
、
ユ
リ
カ
ン
ガ
ス
は
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
内
戦
は
よ
り
「
悲
惨
」
な
ス
ペ
イ
ン
内
戦
な
ど
よ

り
も
研
究
対
象
と
し
て
は
取
り
組
み
や
す
い
は
ず
な
の
に
、
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
の
学
界
が
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
取
り
組
ん
で
こ
な
か
っ
た
理
由

を
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
政
治
状
況
に
見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ユ
リ
カ

ン
ガ
ス
に
よ
る
と
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
旧
来
の
支
配
的
な
政
治
組

織
が
一
九
一
八
年
以
降
も
続
い
た
の
で
、
学
術
研
究
に
お
い
て
内
戦

研
究
は
端
に
置
か
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
、
す
な
わ
ち
従
来
の
政
治
組

織
が
内
戦
後
も
改
変
さ
れ
る
こ
と
な
く
続
い
た
た
め
、
勝
者
側
、
す

な
わ
ち
白
衛
隊
側
の
認
識
が
正
し
い
と
さ
れ
た
政
治
状
況
が
続
き
、

そ
れ
ゆ
え
包
括
的
な
内
戦
研
究
が
な
か
な
か
進
ま
な
か
っ
た
と
い
う

（Y
likangas 1993a: 525

）。
ま
た
、
同
書
の
目
的
と
し
て
、
ユ
リ
カ

ン
ガ
ス
は
真
実
を
さ
ら
す
こ
と
で
白
衛
隊
側
の
「
重
荷
」
を
下
し
、

一
九
一
八
年
の
出
来
事
を
覆
い
隠
す
の
に
用
い
ら
れ
た
社
会
的
エ
ネ

ル
ギ
ー
か
ら
の
解
放
を
執
筆
の
動
機
に
挙
げ
た
（Y

likangas 1993a: 
526

）。
ユ
リ
カ
ン
ガ
ス
自
身
が
考
え
る
「
真
実
」
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
内
戦
の
ト
ラ
ウ
マ
を
癒
そ
う
と
し
た
同
書
は
、
内
戦
に
つ
い

て
の
議
論
を
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
の
間
で
引
き
起
こ
す
き
っ
か
け
と

な
っ
た
（Peltonen 2009: 469-470

）。
内
戦
の
呼
称
に
つ
い
て
ユ
リ

カ
ン
ガ
ス
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
独
自
の
内
戦
を
意
味
す
る
「
市
民
戦

争
」
と
い
う
呼
称
は
、
ド
イ
ツ
人
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
、
ロ
シ
ア
人

と
い
っ
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
以
外
の
民
族
も
参
加
し
た
戦
争
に
は
ふ

さ
わ
し
く
な
い
呼
称
で
あ
る
と
述
べ
（Y

likangas 1993a: 525-
526

）、
内
戦
全
般
を
意
味
す
る
「
内
戦
」
の
呼
称
を
用
い
た
。

ユ
リ
カ
ン
ガ
ス
の
研
究
の
よ
う
に
内
戦
の
ト
ラ
ウ
マ
に
焦
点
を
当

て
た
研
究
は
、
若
い
世
代
へ
と
引
き
継
が
れ
、
な
か
で
も
、
ウ
ッ
ラ

＝
マ
イ
ヤ
・
ペ
ル
ト
ネ
ン
が
一
九
九
六
年
に
発
表
し
た
『
赤
衛
隊
反

乱
の
記
憶
―
―
一
九
一
八
年
以
降
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
労
働
者
階
級
の

語
り
の
伝
統
形
成
に
関
す
る
研
究
』
は
、
赤
衛
隊
側
の
内
戦
の
記
憶

と
い
う
新
た
な
視
点
を
提
供
し
た
。
冒
頭
で
ペ
ル
ト
ネ
ン
は
、
一
九

一
八
年
の
問
題
は
長
ら
く
学
界
に
お
い
て
難
し
い
問
題
で
あ
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
呼
称
で
内
戦
が
呼
ば
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
が
、
他
方
で
勝

者
の
視
点
を
受
け
入
れ
た
内
戦
研
究
が
続
い
た
と
指
摘
し
、
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
の
学
界
に
お
け
る
内
戦
研
究
の
あ
り
方
を
批
判
し
た

（Peltonen 1996: 14-15

）。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
三
年
に
ペ
ル
ト
ネ
ン

は
内
戦
期
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
歴
史
解
釈
の
問
題
を
テ
ー

マ
に
し
、
暴
力
的
な
社
会
対
立
か
ら
の
回
復
を
研
究
目
的
と
し
た

ら
脱
却
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
ケ
ッ
コ
ネ
ン
大
統
領
が
レ
ー
ニ
ン
の
民
族
主
義
の

綱
領
を
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
独
立
及
び
自
決
権
と
付
帯
的
に
あ
げ
る
な

ど
、
冷
戦
期
に
外
交
上
の
ニ
ー
ズ
が
歴
史
記
述
に
圧
力
を
与
え
た
と

い
う
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
歴
史
学
者
ア
ヒ
テ
ィ
ア
イ
ネ
ン
と
テ
ル
ヴ
ォ

ネ
ン
の
指
摘
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
（A

htiainan &
 T

ervonen 
1996: 122

）、
冷
戦
期
に
お
け
る
ソ
連
と
の
外
交
関
係
が
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
の
歴
史
研
究
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
側
面
は
否
定
で
き

な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
対
ソ
戦
争
の
原
因
追
究
を
め
ぐ
っ
て
生
じ

た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
戦
争
責
任
論
に
付
随
し
た
民
族
的
「
自
省
」
お

よ
び
小
国
が
大
国
間
で
共
存
す
る
た
め
の
特
性
を
理
解
し
た
い
と
す

る
願
望
が
一
九
六
〇
年
代
か
ら
歴
史
研
究
で
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
自
治
時
代
、
独
立
時
代
の
右
翼

運
動
と
民
族
思
想
、
冬
戦
争
か
ら
継
続
戦
争
へ
の
進
展
と
い
っ
た

テ
ー
マ
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
政
治
史
研
究
に
お
い
て
人
気
と
な
っ
た
と

も
指
摘
さ
れ
る
（A

htiainan &
 T

ervonen 1996: 123

）。
す
な
わ

ち
、
い
わ
ゆ
る
冷
戦
の
「
呪
縛
」
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
学
術
的
研
究

に
お
い
て
も
見
出
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
完
全
に
「
政

治
的
バ
イ
ア
ス
」
に
覆
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
の
学
界
は
冷
戦
期
に
お
い
て
ソ
連
と
の
関
係
史
そ
の
も
の
の

研
究
を
控
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
に
隣
国
と
の
関
係
史

に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
り
、
そ
の
研
究
過
程
に
お
い
て
内
戦
研
究
も

進
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

Ⅲ
冷
戦
終
結
後
の
内
戦
認
識

1
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
に
お
け
る 

 

内
戦
の
呼
称

冷
戦
終
結
後
の
内
戦
研
究
の
特
徴
は
、
大
き
く
わ
け
て
二
つ
の
関

心
か
ら
生
じ
た
研
究
に
分
類
で
き
る
。
一
つ
は
、
内
戦
の
参
加
者
の

手
記
や
体
験
談
な
ど
の
分
析
か
ら
内
戦
の
ト
ラ
ウ
マ
に
焦
点
を
当
て

た
研
究
で
、
一
九
九
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
注
目
さ
れ
た
オ
ー

ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
手
法
を
取
り
入
れ
、
応
用
さ
れ
た
研
究
で
も

あ
る
と
い
え
る
。
も
う
一
つ
は
、
内
戦
の
呼
称
自
体
を
問
い
直
す
研

究
で
、
呼
称
の
政
治
性
を
打
破
し
よ
う
と
試
み
た
研
究
で
あ
る
。

一
九
九
三
年
に
ヘ
イ
ッ
キ
・
ユ
リ
カ
ン
ガ
ス
が
発
表
し
た
『
タ
ン

ペ
レ
へ
の
道
―
―
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
内
戦
に
お
け
る
タ
ン
ペ
レ
制
圧

時
の
戦
争
過
程
に
関
す
る
記
録
描
写
』
は
、
前
者
の
先
駆
的
研
究
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
同
書
で
、
ユ
リ
カ
ン
ガ
ス
は
内
戦
で
こ

れ
ま
で
優
勢
で
あ
っ
た
赤
衛
隊
が
白
衛
隊
に
決
定
的
な
敗
北
を
期
し

た
一
九
一
八
年
四
月
の
タ
ン
ペ
レ
市
街
戦
に
焦
点
を
当
て
、
参
加
者

の
手
記
な
ど
の
史
料
や
証
言
を
基
に
タ
ン
ペ
レ
制
圧
時
の
様
子
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
「
白
衛
隊
側
の
英
雄
物
語
を
描
く
の
で
も
な

く
、
革
命
の
名
声
を
取
り
去
ろ
う
と
す
る
の
で
も
な
く
」（Y

likangas 
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徴
を
十
分
に
含
ん
で
は
な
い
と
述
べ
、
お
そ
ら
く
唯
一
の
一
般
的
な

呼
称
と
い
え
る
の
は
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
一
九
一
八
年
の
戦

争
（V

uoden 1918 sota Suom
essa

）」
と
い
う
呼
称
で
あ
ろ
う
と

述
べ
た
（Ehrnrooth 1993: 102

）。「
革
命
」
を
論
じ
た
リ
ス
ト
・

ア
ラ
プ
ロ
は
、「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
『
市
民
戦
争
』
は
、
国
家
権
力

を
め
ぐ
る
戦
い
で
、
そ
こ
に
階
級
を
土
台
と
し
て
組
織
化
さ
れ
た
団

体
が
国
の
中
心
部
を
掌
握
し
た
と
考
え
る
と
革
命
で
あ
っ
た
（
太
字

―
筆
者
）」（A

lapuro 1993: 114

）
と
、
内
戦
に
お
け
る
「
革
命
」

の
側
面
を
描
写
し
た
が
、
同
章
で
ア
ラ
プ
ロ
自
身
は
内
戦
を
「
市
民

戦
争
」
の
呼
称
で
表
現
し
た
（A

lapuro 1993: 114-116

）。

前
者
の
三
人
と
は
反
対
に
、
特
定
の
呼
称
を
支
持
す
る
姿
勢
を
見

せ
た
研
究
者
が
三
人
い
た
。
そ
の
一
人
は
、「
市
民
戦
争
」
を
論
じ

た
セ
ッ
ポ
・
ヴ
ァ
イ
サ
ネ
ン
で
あ
る
。
ヴ
ァ
イ
サ
ネ
ン
は
、
前
述
し

た
ト
ゥ
ロ
・
マ
ン
ニ
ネ
ン
の
研
究
を
引
用
し
て
「
市
民
戦
争
」
の
呼

称
が
内
戦
中
に
両
陣
営
で
用
い
ら
れ
た
経
緯
を
指
摘
し
つ
つ
、
内
戦

に
お
け
る
「
市
民
戦
争
」
の
側
面
を
描
写
し
た
が
、
そ
の
な
か
で

「
内
戦
」
の
呼
称
は
ロ
シ
ア
の
出
来
事
と
結
び
つ
け
て
用
い
ら
れ
た

呼
称
で
あ
り
、「
市
民
戦
争
」
よ
り
も
異
例
な
呼
び
名
で
あ
り
、
す

な
わ
ち
一
般
的
で
は
な
い
と
指
摘
し
た
（V

äisänen 1993: 102

）。

ヴ
ァ
イ
サ
ネ
ン
は
、「
内
戦
」
と
い
う
呼
称
を
使
用
す
る
者
は
、
最

後
に
は
歴
史
的
に
内
的
に
も
正
し
い
呼
称
で
あ
る
「
市
民
戦
争
」
の

呼
称
を
認
め
る
だ
ろ
う
と
指
摘
し
（V

äisänen 1993: 102

）、「
市

民
戦
争
」
の
呼
称
を
支
持
し
た
。

二
人
目
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
タ
ン
ペ
レ
市
街
戦
に
お
け
る
参
加

者
の
記
憶
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
を
発
表
し
た
ユ
リ
カ
ン
ガ
ス
で
あ

る
。「
内
戦
」
を
論
じ
た
ユ
リ
カ
ン
ガ
ス
は
、
は
じ
め
に
「
私
は
一

九
一
八
年
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
行
わ
れ
た
戦
争
を
内
戦
と
い
う
呼
称

で
呼
ぶ
こ
と
を
支
持
す
る
（
太
字
―
筆
者
）」（Y

likangas 1993b: 
110

）
と
明
言
し
た
。
ユ
リ
カ
ン
ガ
ス
は
、
歴
史
家
に
は
「
中
立
」

の
視
点
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
、
一
八
六
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
内

戦
、
一
九
三
六
〜
三
九
年
の
ス
ペ
イ
ン
内
戦
、
一
九
二
〇
年
代
の
ロ

シ
ア
の
内
戦
を
例
に
挙
げ
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
内
戦
も
上
記
の
戦
争

と
共
通
の
呼
称
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
（Y

likangas 1993b: 
111

）。
ス
ペ
イ
ン
の
内
戦
に
イ
タ
リ
ア
人
、
ド
イ
ツ
人
、
ロ
シ
ア

人
、
イ
ギ
リ
ス
人
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
参
加
し
た
よ
う
に
、「
内
戦
」

と
い
う
呼
称
に
は
外
国
軍
の
参
加
も
含
ま
れ
る
た
め
、「
市
民
戦

争
」
で
は
な
く
「
内
戦
」
が
ふ
さ
わ
し
い
と
、
前
述
し
た
一
九
九
三

年
の
研
究
で
の
主
張
を
繰
り
返
し
た
（Y

likangas 1993b: 110 ; 
Y

likangas 1993a: 525-526

）。
ま
た
、「
階
級
戦
争
」
の
呼
称
に
つ

い
て
も
、
ユ
リ
カ
ン
ガ
ス
は
ド
イ
ツ
の
内
戦
へ
の
介
入
や
白
衛
隊
が

有
し
た
「
大
の
ロ
シ
ア
嫌
い
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
挙
げ

（Y
likangas 1993b: 113

）、
ロ
シ
ア
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
独
立
に
反

対
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
労
働
者
を
戦
争
へ
と
駆
り

立
て
も
し
な
か
っ
た
と
指
摘
し
、
以
上
の
点
か
ら
こ
の
呼
称
も
ふ
さ

わ
し
く
な
い
と
し
た
（Y

likangas 1993b: 113

）。
最
後
に
、
ユ
リ

カ
ン
ガ
ス
は
赤
衛
隊
の
蜂
起
は
間
違
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
正

『
記
憶
の
場
所
―
―
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
一
九
一
八
年
の
内
戦

の
記
憶
と
忘
却
』
を
発
表
し
た
。
同
書
で
、
ペ
ル
ト
ネ
ン
は
は
じ
め

に
「
こ
の
戦
争
の
名
称
問
題
に
は
触
れ
な
い
」
と
宣
言
し
、
自
分
は

「
内
戦
」
お
よ
び
「
市
民
戦
争
」
の
呼
称
を
使
用
す
る
と
宣
言
し
た

（Peltonen 2003: 24
）。
つ
ま
り
、
ペ
ル
ト
ネ
ン
は
政
治
的
議
論
を

避
け
る
た
め
に
内
戦
の
呼
称
を
「
内
戦
」
と
限
定
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
呼
称
を
め
ぐ
る
政
治
的
議
論
を
避
け
る
姿
勢
は
、
一
九

九
〇
年
代
終
わ
り
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
ペ
ル
ト
ネ
ン
だ
け
で

は
な
く
他
の
歴
史
研
究
に
も
見
ら
れ
た＊

２４

。
つ
ま
り
、
内
戦
の
呼
称
を

め
ぐ
る
議
論
を
避
け
る
た
め
に
「
内
戦
」
の
呼
称
を
用
い
た
研
究
が

登
場
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
内
戦
」
の
呼
称
が
政
治
色
の
な

い
呼
称
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

2 

『
史
学
雑
誌
』
に
お
け
る
内
戦
の
呼
称
を 

 

め
ぐ
る
議
論

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
歴
史
学
界
全
体
が
内
戦
の
呼
称
そ
の
も
の
を
対

象
と
し
た
議
論
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
姿
勢
を
見
せ
た
の
は
、
一

九
九
三
年
第
二
号
の
『
史
学
雑
誌
』
で
組
ま
れ
た
特
集
「
一
九
一

八
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
特
集
で
は
、「
市
民
戦
争
」「
反
乱
」

「
階
級
戦
争
」「
内
戦
」「
革
命
」「
解
放
戦
争
」
の
六
つ
の
内
戦
の
呼

称
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
論
者
が
立
て
ら
れ
、
そ
の
呼
称
の
持
つ
意
味

が
論
じ
ら
れ
た
。
特
集
の
編
者
で
あ
る
ペ
ル
ッ
テ
ィ
・
ハ
ー
ッ
パ
ラ

は
、「
一
つ
の
真
実
か
多
く
の
真
実
か
」
と
い
う
前
書
き
で
、
こ
の

特
集
の
目
的
は
内
戦
の
一
番
適
し
た
正
し
い
呼
称
を
考
え
る
競
争
で

は
な
い
と
明
言
し
、
真
実
は
一
つ
で
は
な
く
た
く
さ
ん
存
在
す
る
と

述
べ
（H

aapala 1993a: 1

）、
多
面
的
に
内
戦
を
見
直
す
こ
と
の
必

要
性
を
強
調
し
た
。
ハ
ー
ッ
パ
ラ
は
、
同
年
四
月
一
日
に
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
歴
史
学
協
会
で
開
催
さ
れ
た
セ
ミ
ナ
ー
「
戦
争
と
は
何
か
」
に

も
参
加
し
た
各
論
者
が
内
戦
に
つ
い
て
異
な
る
説
明
を
す
る
の
は
、

異
な
る
視
点
を
そ
れ
ぞ
れ
有
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
出
来

事
の
多
面
性
が
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
と
述
べ
、「
お
そ
ら
く
す
べ

て
の
戦
争
に
と
っ
て
提
供
さ
れ
た
呼
称
は
正
解
で
あ
り
、
間
違
い
で

も
あ
る
」（H

aapala 1993a: 1

）
と
指
摘
し
、
内
戦
の
呼
称
の
統
一

を
避
け
た
。
こ
の
特
集
で
ハ
ー
ッ
パ
ラ
は
「
階
級
戦
争
」
の
章
を
担

当
し
、
独
立
以
前
の
一
九
〇
〇
年
代
初
頭
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
「
階

級
社
会
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
戦
争
以
前
か
ら
の
階
級
分
裂

を
指
摘
す
る
こ
と
で
内
戦
の
「
階
級
戦
争
」
の
側
面
を
描
写
し
た
が

（H
aapala 1993b: 105-110

）、
同
時
に
一
九
一
八
年
の
戦
争
を
「
階

級
戦
争
」
と
呼
ぶ
の
は
、
内
戦
の
一
部
の
説
明
に
は
な
る
が
限
定
的

な
説
明
で
も
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
自
分
は
こ
の
呼
称
を
支
持
す
る

わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
た
（H

aapala 1993b: 105

）。

「
反
乱
」
の
章
を
担
当
し
た
ヤ
リ
・
ア
ー
ン
ル
ー
ト
も
内
戦
に
存

在
し
た
「
反
乱
」
の
側
面
を
指
摘
し
た
も
の
の
、「
反
乱
」
の
呼
称

を
支
持
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（Ehrnrooth 1993: 102-105

）。

冒
頭
で
、
ア
ー
ン
ル
ー
ト
は
「
内
戦
」
と
い
う
呼
称
は
す
べ
て
の
特
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ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
国
立
博
物
館
に
お
け
る
内
戦

部
門
の
設
置
や
、
公
的
私
的
を
問
わ
ず
存
在
す
る
内
戦
の
墓
地
の
分

布
図
の
作
成
を
行
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
内
戦
の
見

直
し
を
政
府
が
資
金
的
に
後
押
し
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（Peltonen 

2009: 469

）。
こ
れ
ら
一
連
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
「
内
戦
」
の
呼

称
が
採
用
さ
れ
た
。

4
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
歴
史
研
究
に
お
け
る 

 

内
戦
の
呼
称

上
記
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
参
加
者
に
よ
る
内
戦
研
究
が
次
々
と
出

版
さ
れ
、
内
戦
研
究
が
再
び
さ
か
ん
に
な
る
一
方
で
、
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
史
概
説
書
の
出
版
も
相
次
い
だ
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
に
出
版

さ
れ
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
史
概
説
書
す
べ
て
が
必
ず
し
も
「
内
戦
」
と

い
う
呼
称
を
用
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
ヨ
ウ
コ
・
ヴ
ァ
ヒ
ト
ラ
は
、
自
身
が
記
し
た
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
史
概
説
書
に
「
解
放
の
た
め
の
赤
衛
隊
と
白
衛
隊
の
戦
争

（
一
九
一
八
）」
と
い
う
小
題
を
設
け
た
が
、
そ
こ
で
は
「
内
戦
」
の

呼
称
を
用
い
ず
、「
市
民
の
間
で
の
一
〇
〇
日
間
も
の
内
部
の
戦
争

で
あ
っ
た
市
民
戦
争
（
太
字
―
筆
者
）」（V

ahtola 2003: 295

）
と

い
う
表
現
で
「
市
民
戦
争
」
の
呼
称
を
用
い
た
。
し
か
し
、
ヴ
ァ
ヒ

ト
ラ
が
内
戦
を
明
確
に
「
市
民
戦
争
」
と
描
写
し
た
箇
所
は
こ
の

一
ヵ
所
し
か
な
く
、
内
戦
の
呼
称
に
つ
い
て
の
自
説
の
展
開
は
な

か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
、
ヴ
ァ
ヒ
ト
ラ
は
「
独
立
と
国
家
の
解
放

を
守
る
」（V
ahtola 2003: 293

）
と
い
う
白
衛
隊
側
の
主
張
だ
け
で

は
な
く
、
労
働
者
階
級
側
も
「
自
分
た
ち
の
力
と
そ
の
社
会
的
権
利

の
実
現
の
た
め
の
解
放
を
求
め
た
」
と
述
べ
（V

ahtola 2003: 
295

）、
白
衛
隊
、
赤
衛
隊
双
方
の
主
張
を
描
写
す
る
こ
と
で
内
戦
の

持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
指
摘
し
た
。

二
〇
〇
九
年
に
は
一
般
読
者
向
け
に
研
究
者
た
ち
が
内
戦
を
さ
ま

ざ
ま
な
角
度
か
ら
取
り
上
げ
、
執
筆
し
た
『
内
戦
小
辞
典
』
が
刊
行

さ
れ
た＊

３0

。
は
じ
め
に
編
者
の
一
人
で
あ
る
ペ
ル
ッ
テ
ィ
・
ハ
ー
ッ
パ

ラ
は
「
内
戦
」
の
呼
称
を
こ
の
書
籍
の
題
名
に
し
た
理
由
を
、
呼
称

に
ま
つ
わ
る
政
治
色
を
避
け
る
た
め
と
し
、「
も
し
『
解
放
戦
争
小

辞
典
』
も
し
く
は
『
市
民
戦
争
小
辞
典
』
を
執
筆
し
た
な
ら
ば
、

我
々
は
戦
争
の
政
治
的
視
点
を
選
択
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
述

べ
、
一
九
一
八
年
に
実
際
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
抜

き
に
内
戦
の
呼
称
に
は
政
治
的
な
歴
史
が
存
在
す
る
と
指
摘
し
た

（H
aapala 2009: 10

）。
一
九
九
三
年
の
『
史
学
雑
誌
』
で
の
主
張

と
は
異
な
り
、
ハ
ー
ッ
パ
ラ
は
内
戦
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
が
見
い

だ
せ
る
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
多
く
の
呼
称
が
存
在
し
た
こ
と
を
認
め
た

も
の
の
、「
内
戦
」
と
い
う
呼
称
に
こ
だ
わ
っ
た
。

近
年
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
内
戦
を
諸
外
国
の
内
戦
と
同
様
に
「
内

戦
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
、
歴
史
学
界
で
定
着
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
二
〇
〇
六
年
に
ヘ
ン
リ
ッ
ク
・
メ
イ
ナ
ン
ダ
ー

が
記
し
た
『
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
史
』
で
も
小
題
で
す
で
に
「
内
戦
」
の

し
か
っ
た
の
か
、
白
衛
隊
の
勝
利
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
よ

か
っ
た
の
か
、
悪
か
っ
た
の
か
と
い
う
判
断
は
歴
史
研
究
の
範
疇
で

は
な
い
と
述
べ
、
研
究
者
は
「
中
立
」
と
比
較
の
努
力
を
す
る
べ
き

で
あ
り
、「
中
立
性
」
と
そ
の
内
容
の
広
さ
か
ら
「
内
戦
」
と
い
う

呼
称
を
用
い
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
（Y

likangas 1993b: 114 ＊
２５

）。

三
人
目
は
、
自
身
が
論
じ
た
「
解
放
戦
争
」
の
呼
称
を
支
持
し
た

オ
フ
ト
・
マ
ン
ニ
ネ
ン
で
あ
る
。
マ
ン
ニ
ネ
ン
は
、
赤
衛
隊
側
で

戦
っ
た
ロ
シ
ア
兵
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
と
同
様

に
国
際
的
義
務
を
果
た
す
た
め
に
国
境
の
向
こ
う
側
で
戦
い
、
同
時

に
ロ
シ
ア
、
と
り
わ
け
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
を
守
る
た
め
に

戦
っ
た
と
主
張
し
た
（M

anninen, O
. 1993: 117

）。「
市
民
戦
争
」

の
呼
称
は
赤
衛
隊
側
の
人
々
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
る
が
、
彼
ら
は

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
の
一
〇
分
の
一
に
し
か
す
ぎ
ず
、
残
り
の
一
〇
分

の
九
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
に
と
っ
て
戦
争
は
民
主
主
義
の
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
社
会
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
の
膨
張
と
の
間
の
戦
い
で
あ
っ

た
と
主
張
し
た
（M

anninen, O
. 1993: 120

）。
マ
ン
ニ
ネ
ン
は
一

九
一
八
年
一
月
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
ロ
シ
ア
間
で
実
際
に
戦
争
が
勃

発
し
た
と
一
貫
し
て
主
張
し
、
内
戦
は
実
際
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
独

立
を
達
成
し
、
維
持
す
る
こ
と
を
決
定
づ
け
た
「
解
放
戦
争
」
だ
と

主
張
し
た
（M

anninen, O
. 1993: 120

）。

以
上
の
よ
う
に
、『
史
学
雑
誌
』
の
内
戦
特
集
で
は
内
戦
を
さ
ま

ざ
ま
な
角
度
か
ら
見
直
す
努
力
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
内
戦
の
呼
称

に
関
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
特

集
は
内
戦
の
呼
称
に
関
す
る
議
論
が
歴
史
学
界
で
公
に
議
論
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

３
公
的
機
関
に
お
け
る
内
戦
調
査
と
内
戦
の
呼
称

一
九
九
三
年
ご
ろ
か
ら
歴
史
学
界
で
内
戦
の
見
直
し
が
進
め
ら
れ

る
な
か
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
史
料
館
が
一
九
一
八
年
に
関
す
る
オ
ー

ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
や
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
収
集
に
乗
り
出
す
よ
う
に

な
り＊

２６

、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
政
府
自
体
も
内
戦
に
関
す
る
調
査
に
乗
り
出

し
た
。
一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
三
年
に
か
け
て
、
七
五
〇
万
マ

ル
ッ
カ
（
約
一
億
五
千
万
円
）
の
国
家
予
算＊

２７

を
投
じ
た
パ
ー
ヴ
ォ
・

リ
ッ
ポ
ネ
ン
首
相
と
総
理
府
が
設
置
し
た
専
門
家
チ
ー
ム
に
よ
る
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
戦
争
犠
牲
者
一
九
一
四
〜
一
九
二

二
年
」
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、

第
一
次
世
界
大
戦
お
よ
び
内
戦
に
お
け
る
犠
牲
者
の
名
前
と
犠
牲
者

数
の
調
査
が
開
始
さ
れ
、
そ
の
成
果
と
し
て
一
九
一
四
年
か
ら
一
九

二
二
年
の
間
に
亡
く
な
っ
た
戦
争
犠
牲
者
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

が
作
成
さ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
一
般
公
開
さ
れ
た＊

２８

。
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
主
導
者
で
あ
る
ラ
ー
ス
・
ウ
ェ
ス
テ
ル
ン
ド
に
よ
る

と
、
第
一
次
世
界
大
戦
、
一
九
一
八
年
の
戦
争
に
お
け
る
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
人
お
よ
び
外
国
人
の
犠
牲
者
に
つ
い
て
研
究
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
一
九
一
八
年
の
戦
争
で
生
じ
た
民
族
的
ト
ラ
ウ
マ
を
最
終
的
に

克
服
す
る
こ
と
が
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
で
あ
る
と
さ
れ
た＊

２９

。
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◉
注

＊ 

１ 

内
戦
の
犠
牲
者
の
数
は
資
料
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
後
述
す
る
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
戦
争
犠
牲
者
一
九
一
四
〜
一
九
二
二

年
（Suom

en sotasurm
at 1914-1922 tutkim

usprojekti

）」
に
よ

る
と
、
約
三
万
五
五
〇
〇
人
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
、
一
一
四
〇
人
の
外

国
人
が
内
戦
で
死
亡
し
た
。

＊ 

２ 

「
市
民
戦
争
（kansalaissota

）」
も
厳
密
に
訳
す
と
「
内
戦
」
で

あ
る
が
、「
内
戦
（sisällissota

）」
と
の
区
別
お
よ
び
言
語
の
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
考
慮
し
て
、
本
稿
で
は
「
市
民
戦
争
」
と
訳
す
。

＊ 

３ 

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
、
一
八
〇
九
年
か
ら
独
立
ま
で
ロ
シ
ア
帝
国
支

配
下
の
大
公
国
と
し
て
一
定
の
自
治
を
有
し
た
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
大
公

国
は
、
ロ
シ
ア
か
ら
任
命
さ
れ
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
大
公
が
統
治
し
た

が
、
統
治
者
層
は
ロ
シ
ア
帝
国
支
配
以
前
の
六
世
紀
に
わ
た
る
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
支
配
時
代
下
の
旧
統
治
者
層
で
あ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
系

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
貴
族
を
中
心
と
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
で
あ
っ
た
。

＊ 

４ 

「
ロ
シ
ア
化
」
政
策
と
は
、
ロ
シ
ア
帝
国
の
安
全
保
障
を
目
的
に

辺
境
と
し
て
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
防
衛
を
強
化
す
る
た
め
、
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
の
政
治
制
度
の
変
革
を
促
す
一
連
の
政
策
を
指
す
。

＊ 

５ 

ブ
ル
ジ
ョ
ア
側
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
自
治
の
回
復
を
望
ん
だ
の
に

対
し
、
社
会
民
主
党
お
よ
び
労
働
運
動
側
は
、「
赤
色
宣
言
（Punainen 

julistus

）」
を
発
し
、
そ
こ
で
国
民
議
会
の
創
設
や
内
政
上
の
完
全
独

立
を
主
張
し
た
。

＊ 

６ 

社
会
民
主
党
は
、
他
に
失
業
者
対
策
、
地
方
行
政
改
革
、
白
衛
隊

解
散
、
農
民
解
放
、
税
制
改
革
、
老
齢
身
障
者
保
険
、「
権
力
法
」
の

承
認
、
食
料
不
足
対
策
を
要
求
し
た
。

＊ 

７ 

赤
衛
隊
に
参
加
し
た
ロ
シ
ア
兵
の
数
は
一
千
〜
一
万
人
と
、
研
究

に
よ
っ
て
幅
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ト
ゥ
オ
マ
ス
・
ホ
ッ
プ
は
、

内
戦
勃
発
時
に
四
万
も
の
ロ
シ
ア
兵
が
ま
だ
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
国
内
に
駐

留
し
た
も
の
の
、
実
際
に
前
線
に
参
加
し
た
ロ
シ
ア
兵
は
一
千
人
ほ
ど

で
あ
っ
た
と
す
る
。

＊ 

８ 

戦
間
期
に
お
け
る
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
敗
者
の
赤
衛
隊
側
に
対

す
る
社
会
的
差
別
が
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
た
。
そ
の
象
徴
的
な
差

別
は
、
墓
地
と
記
念
碑
の
扱
わ
れ
方
に
顕
著
に
見
出
せ
る
。
内
戦
後
、

白
衛
隊
側
で
戦
っ
た
兵
士
の
た
め
の
記
念
碑
が
全
国
各
地
で
建
立
さ
れ

た
の
に
対
し
、
赤
衛
隊
側
の
た
め
の
記
念
碑
は
お
ろ
か
、
戦
死
者
の
墓

も
教
会
の
墓
地
に
は
入
れ
ず
、
森
や
林
の
奥
な
ど
隠
さ
れ
た
場
所
に
し

か
埋
葬
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
の
差
別
が
続
い
た
。

＊ 

９ 

内
戦
が
終
結
す
る
一
ヵ
月
前
の
一
九
一
八
年
四
月
か
ら
約
一
〇
万

も
の
赤
衛
隊
側
で
戦
っ
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
ら
が
収
容
所
に
追
い
や
ら

れ
た
。
一
九
一
八
年
九
月
に
は
一
万
二
五
〇
〇
も
の
収
容
所
が
閉
鎖
さ

れ
た
が
、
収
容
所
に
い
た
約
三
分
の
一
の
旧
赤
衛
隊
兵
士
は
ス
ペ
イ
ン

風
邪
で
死
亡
し
た
と
い
う
。

＊ 

10 

ア
ル
ヴ
ィ
・
コ
ル
ホ
ネ
ン
が
編
集
し
た
こ
の
二
巻
本
の
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
史
概
説
書
は
、
石
器
時
代
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
ま
で
が
扱

わ
れ
、
時
期
区
分
の
仕
方
な
ど
戦
前
の
概
説
書
と
は
大
き
く
異
な
っ
た

編
集
で
構
成
さ
れ
た
。

＊ 

11 

パ
ー
シ
ヴ
ィ
ル
タ
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
外
務
省
史
料
館
、
ド
イ

ツ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
の
外
務
省
史
料
館
や
内
戦
に
参
加
し

た
ド
イ
ツ
の
バ
ル
ト
師
団
の
史
料
と
い
っ
た
外
国
の
外
交
史
料
を
用
い

て
内
戦
を
検
証
し
た
が
、
ソ
連
側
の
史
料
を
閲
覧
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。

＊ 

12 

ト
ル
ッ
パ
リ
（torppari

）
と
は
土
地
な
し
小
作
農
の
こ
と
で
あ

呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（M

einander 2006: 152-158

）。
し
か

し
、
学
校
の
歴
史
教
科
書
に
お
い
て
、「
解
放
戦
争
―
―
市
民
戦

争
」「
内
戦
」
の
呼
称
が
入
り
混
じ
っ
て
用
い
ら
れ
る
状
況
は
一
九

六
〇
年
代
か
ら
さ
ほ
ど
変
化
し
て
お
ら
ず
、「
内
戦
」
の
呼
称
の
統

一
は
ま
だ
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る＊

３１

。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
内
戦
の
呼
称
は
そ
の
勃
発
時
か

ら
さ
ま
ざ
ま
な
言
い
方
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
政
治
的
な
立
場

を
表
し
た
り
、
正
当
性
を
主
張
し
た
り
す
る
状
況
が
続
き
、
内
戦
後

は
勝
者
側
の
政
治
的
立
場
を
と
っ
た
「
解
放
戦
争
」
が
、
公
的
な
呼

称
と
し
て
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
社
会
に
普
及
し
た
。
第
二
次
世
界
大
戦

後
、
対
ソ
関
係
史
の
見
直
し
の
一
環
と
し
て
自
国
史
研
究
が
進
め
ら

れ
る
な
か
で
研
究
の
対
象
と
し
て
内
戦
が
注
目
さ
れ
始
め
、
政
治
的

立
場
を
超
え
て
よ
り
「
客
観
的
」
に
内
戦
時
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
、
一
九
六
〇
年
代
以

降
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
独
自
の
内
戦
を
意
味
す
る
「
市
民
戦
争
」
の
呼

称
が
半
ば
公
的
な
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
一
方
で
、「
解
放
戦
争
」
認
識
に
立
脚
し
た
歴
史
認
識
は

な
か
な
か
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
九
八
二
年
の
ト
ゥ
ロ
・
マ

ン
ニ
ネ
ン
の
研
究
に
よ
っ
て
内
戦
の
呼
称
が
ど
の
よ
う
に
取
捨
選
択

さ
れ
た
の
か
と
い
う
事
実
関
係
が
明
ら
か
に
な
り
、
呼
称
に
付
随
す

る
政
治
性
が
指
摘
さ
れ
た
。
冷
戦
終
結
後
に
は
、
こ
れ
ま
で
文
学
の

世
界
で
の
み
扱
わ
れ
て
き
た
内
戦
の
痛
み
や
ト
ラ
ウ
マ
に
つ
い
て
の

研
究
が
始
め
ら
れ
る
と
同
時
に
内
戦
の
呼
称
を
再
検
討
す
る
試
み
が

な
さ
れ
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
内
戦
の
呼
称
を
め
ぐ
る
議
論
は
九
〇
年

の
時
を
経
た
現
在
、「
内
戦
」
の
呼
称
に
統
一
す
る
形
で
終
着
す
る

か
に
見
え
る
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
に
と
っ
て
自
国
の
内
戦
を
ど
う
呼
ぶ
か
と
い
う

問
題
は
、
政
治
的
立
場
を
表
明
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
独
立
か
ら
内

戦
へ
と
続
く
一
連
の
出
来
事
に
対
す
る
認
識
、
す
な
わ
ち
自
国
の
歴

史
認
識
を
問
い
直
す
問
題
で
も
あ
る
。
内
戦
の
呼
称
を
め
ぐ
る
長
年

の
議
論
を
経
て
一
般
的
な
内
戦
を
指
す
呼
称
で
自
国
の
内
戦
を
呼
ぼ

う
と
す
る
近
年
の
試
み
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
内
部
で
勃
発
し
た
戦
い

そ
の
も
の
を
率
直
に
内
戦
と
呼
べ
な
い
状
況
か
ら
脱
却
す
る
一
歩
を

踏
み
出
し
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
旧
ソ

連
・
東
欧
諸
国
と
は
異
な
り
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
内
戦
認
識
、
す
な

わ
ち
自
国
史
が
政
治
の
問
題
で
は
な
く
、
歴
史
問
題
と
し
て
議
論
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し

か
し
一
方
で
、
内
戦
の
実
証
的
な
研
究
が
近
年
進
展
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
勃
発
し
た
内
戦
自
体
を
ど
の
よ
う
に
捉

え
、
自
国
史
に
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
課
題
に
関
し
て
は
あ
ま
り

取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
点
を
中
心

に
、
今
後
の
内
戦
研
究
の
進
展
に
注
目
し
た
い
。 
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備
を
整
え
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
人
目
に
触
れ
な
い
場

所
に
建
て
ら
れ
た
赤
衛
隊
の
墓
を
地
元
の
教
会
墓
地
に
移
送
さ
せ
る
費

用
を
国
が
負
担
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
は
、
赤
衛
隊
の
た

め
の
記
念
碑
の
建
立
も
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
六
八
年
に
ケ
ッ
コ
ネ

ン
大
統
領
は
、
大
統
領
と
し
て
初
め
て
赤
衛
隊
側
の
墓
を
訪
問
し
、
花

輪
を
献
上
す
る
こ
と
で
赤
衛
隊
へ
の
配
慮
を
行
っ
た
。

＊ 

24 

た
と
え
ば
、
マ
ン
ニ
ネ
ン
の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
（M

anninen 
1992-1993

）。
こ
の
研
究
に
は
国
家
か
ら
助
成
金
が
下
り
た
。

＊ 

25 

ユ
リ
カ
ン
ガ
ス
が
主
張
す
る
「
中
立
」
あ
る
い
は
「
中
立
性
」
と

は
、
白
衛
隊
側
の
見
方
で
も
な
く
、
赤
衛
隊
側
の
見
方
で
は
な
い
と
い

う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
研
究
者
と
し
て
の
客
観
的
立
場
の
強
調
だ
と

筆
者
は
推
測
す
る
。

＊ 

26 

た
と
え
ば
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
文
学
協
会
史
料
館
に
は
「
一
九
一
八

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（1918 kokoelm

a

）」、
労
働
者
史
料
館
の
労
働
者
回

想
録
委
員
会
に
は「
回
想
録
コ
レ
ク
シ
ョ
ン（M

uistelm
akokoelm

a

）」

な
ど
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

＊ 

27 

後
に
、
個
人
資
料
を
補
足
す
る
た
め
の
予
算
と
し
て
七
〇
万
マ

ル
ッ
カ
（
約
一
四
〇
〇
万
円
）
が
追
加
さ
れ
た
。

＊ 

28 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
犠
牲
者
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
利
用
で
き
る
。

ま
た
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
だ
け
で
は
な
く
、
英
語
で

も
公
開
さ
れ
て
い
る
。http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2w

w
w

/
sotasurm

aetusivu/m
ain?lang=fi

（
二
〇
一
一
年
九
月
二
五
日
）
国
立

文
書
館
で
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ア
ー
カ
イ
ブ
が
一
般
公
開
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
国
立
文
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
一
九
三
九
〜
一
九
四

五
年
の
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
戦
争
犠
牲
者
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
検
索
が

可
能
で
あ
り
、
戦
争
犠
牲
者
に
対
す
る
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
政
府
の
取
り
組
み

が
う
か
が
え
る
。http://kronos.narc.fi/m

enehtyneet/

（
二
〇
一
一

年
九
月
二
五
日
） 

＊ 

29 
L

ars W
esterlund,

�Suom
en sotasurm

at 1914- 
1922-tutkim

usprojekti- sisällissodan synnyttäm
än traum

an 
purkaja

�, T
yöväentutkim

us, 2005

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
版
）、
http://w

w
w

.tyovaenperinne.fi/tyovaentutkim
us/tt2005/

nettiversio/tk3.htm

（
二
〇
一
一
年
九
月
二
五
日
）
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
は
、
ヘ
イ
ッ
キ
・
ユ
リ
カ
ン
ガ
ス
、
オ
フ
ト
・
マ
ン
ニ
ネ
ン
な
ど

一
〇
名
の
大
学
教
授
お
よ
び
研
究
補
助
者
が
中
心
と
な
り
、
役
人
な
ど

も
一
時
的
に
参
加
し
た
。

＊ 

30 

同
書
は
、
一
九
九
九
年
に
出
版
さ
れ
た
冬
戦
争
（Leskinen &

 
Juutilainen 1999

）、
二
〇
〇
五
年
に
出
版
さ
れ
た
継
続
戦
争

（Leskinen &
 Juutilainen 2005

）に
続
く
シ
リ
ー
ズ
の
三
作
目
で
あ
る
。

＊ 

31 

た
と
え
ば
、
二
〇
〇
六
年
の
八
学
年
（
日
本
の
中
学
二
年
生
に
あ

た
る
）
の
歴
史
教
科
書
（H

arri Rinta-A
ho et al. 2006: 12-17

）
で

は
、「
解
放
戦
争
―
―
市
民
戦
争
」
と
い
う
小
題
が
つ
け
ら
れ
、
そ
こ

で
は
赤
衛
隊
が
「
革
命
」
に
出
発
し
、
白
衛
隊
が
「
解
放
戦
争
」
に
出

発
し
た
背
景
が
描
写
さ
れ
た
が
、
最
後
に
は
「
内
戦
」
の
呼
称
が
用
い

ら
れ
る
な
ど
、
一
貫
し
た
呼
称
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

◉
参
考
文
献

石
野
裕
子
（
二
〇
〇
七
）「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
国
家
形
成
と
イ
レ
デ
ン
テ
ィ

ズ
ム
―
―
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
変
容
と
の
関
連
に
関
す
る
覚
え
書
き
」

『
北
欧
史
研
究
』
二
四
、
一
二
八
―
一
五
〇
頁
。

長
崎
泰
裕
（
二
〇
〇
八
）「『
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
化
』
と
い
う
言
葉
―
―
冷
戦

時
代
の
亡
霊
の
よ
う
に
」
百
瀬
宏
・
石
野
裕
子
編
『
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
を

る
。
一
七
世
紀
に
誕
生
し
、
一
九
世
紀
終
わ
り
に
は
七
万
人
も
の
ト

ル
ッ
パ
リ
が
存
在
し
、
社
会
問
題
と
な
っ
た
。
独
立
後
に
土
地
改
革
と

と
も
に
ト
ル
ッ
パ
リ
も
解
放
さ
れ
た
が
、
彼
ら
の
生
活
が
改
善
さ
れ
る

の
に
は
時
間
が
か
か
っ
た
。

＊ 

13 

た
と
え
ば
、「
白
テ
ロ
ル
」「
赤
テ
ロ
ル
」
と
呼
ば
れ
た
内
戦
中
に

起
こ
っ
た
大
量
虐
殺
事
件
を
扱
っ
た
（Paavolainen 1966-1967

）
研

究
が
登
場
し
た
。

＊ 

14 

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
東
側
境
界
に
隣
接
す
る
地
域
、
ロ
シ
ア
・
カ
レ

リ
ア
（
通
称
・
東
カ
レ
リ
ア
）
は
、
一
九
世
紀
中
葉
か
ら
発
生
し
た
民

族
ロ
マ
ン
主
義
思
想
に
お
い
て
登
場
し
た
民
族
叙
事
詩
『
カ
レ
ワ
ラ
』

の
発
祥
地
だ
と
み
な
さ
れ
、
さ
ら
に
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
民
族
文
化
発
祥

の
地
と
し
て
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
「
イ
レ
デ
ン
タ
」
の
対
象
と
な
っ

た
。
一
九
一
八
年
三
月
の
内
戦
の
最
中
、
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
テ
ィ
が

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
政
府
の
支
持
の
下
、
ロ
シ
ア
・
カ
レ
リ
ア
、
す
な
わ
ち

東
カ
レ
リ
ア
に
遠
征
し
、
こ
の
地
を
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
組
み
込
も
う
と

し
た
が
、
結
局
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ロ
シ
ア
・
カ
レ
リ
ア

獲
得
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
側
か
ら
「
東
カ
レ
リ
ア
問

題
」
と
呼
ば
れ
た
。
詳
細
は
、（
石
野 

二
〇
〇
七
）
を
参
照
。

＊ 

15 

三
年
前
に
発
表
し
た
継
続
戦
争
に
関
す
る
研
究
は
、（Polvinen 

1964

）
を
指
す
。

＊ 

16 

ペ
ル
ト
ネ
ン
は
、
一
九
六
〇
年
代
は
内
戦
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
民
族

共
通
の
経
験
と
し
て
考
え
ら
れ
た
時
期
で
あ
り
、
内
戦
解
釈
を
平
均
化

す
る
よ
う
に
試
み
ら
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

＊ 

17 

こ
の
研
究
の
動
機
に
は
、
ラ
シ
ラ
自
身
が
ト
ル
ッ
パ
リ
出
身
で

あ
っ
た
こ
と
が
関
係
し
た
と
パ
イ
ヴ
ィ
オ
・
ト
ン
ミ
ラ
は
指
摘
す
る

（T
om

m
ila 1998: 183

）。

＊ 

18 

こ
の
よ
う
な
研
究
の
流
れ
は
、
後
の
一
九
八
八
年
に
発
表
さ
れ
た

リ
ス
ト
・
ア
ラ
プ
ロ
の
内
戦
に
お
け
る
革
命
研
究
に
続
い
た
（A

lapuro 
1988

）。

＊ 

19 

イ
ェ
ー
ガ
ー
隊
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
一
九
一
四
年

に
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
独
立
し
た
暁
に
は
軍
隊
を
創
設
す
る
と
い
う
目

標
を
掲
げ
、
約
二
千
人
が
ド
イ
ツ
で
軍
事
訓
練
を
受
け
た
。
彼
ら
の
ほ

と
ん
ど
が
、
内
戦
期
に
白
衛
隊
と
し
て
戦
っ
た
。

＊ 

20 

こ
の
よ
う
な
、
東
の
「
野
蛮
」
に
対
す
る
西
欧
文
明
の
前
哨
地
と

し
て
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
と
い
う
位
置
付
け
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
系

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
一
部

の
知
識
人
の
間
で
共
有
さ
れ
て
き
た
思
想
で
あ
り
、
戦
間
期
に
活
躍
し

た
歴
史
学
者
ヤ
ル
マ
リ
・
ヤ
ー
ッ
コ
ラ
ら
に
よ
っ
て
歴
史
記
述
に
も
反

映
さ
れ
た
時
代
も
あ
っ
た
。（Jussila 2007: 40

）

＊ 

21 

マ
ン
ニ
ネ
ン
は
、
白
衛
隊
側
の
新
聞
の
記
事
に
登
場
す
る
内
戦
の

呼
称
を
地
域
別
に
週
ご
と
に
集
計
し
た
表
を
作
成
し
、
戦
時
中
の
二
月

か
ら
三
月
初
旬
に
か
け
て
東
部
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、「
解
放
闘
争
」

「
解
放
戦
争
」
の
呼
称
よ
り
も
「
市
民
戦
争
」「
内
戦
」「
兄
弟
戦
争
」

の
呼
称
の
ほ
う
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。

＊ 

22 

国
際
政
治
学
で
は
、
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
ソ
連
の
間
の

関
係
を
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
化
」
と
名
付
け
、
ソ
連
の
外
交
的
圧
力
に

よ
っ
て
小
国
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
内
政
が
操
ら
れ
た
と
み
な
さ
れ
た
が
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
最
終
的
な
政
策
に
つ
い
て
は
、
自
ら
の
決
定
に
よ
る

政
策
の
選
択
を
行
っ
た
こ
と
が
現
在
で
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（
長

崎 
二
〇
〇
八
：
二
〇
三
―
二
〇
六
）。

＊ 

23 
赤
衛
隊
へ
の
偏
見
の
排
除
に
関
し
て
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
政
府
は
一

九
四
七
年
六
月
に
赤
衛
隊
の
墓
に
関
す
る
法
案
の
可
決
な
ど
の
法
的
整
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