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本
特
集
で
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ヴ
ィ
ア
諸
国
で
冷
戦
終
結
後
に
進
行
す
る
歴
史
記
述
の
変
容
が
テ
ー

マ
と
な
っ
て
い
た
。
具
体
的
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
に
つ
い
て
は
独
立
直
後
の
一
九
一
八
年
一
月
〜
五
月
に
か
け
て
戦

わ
れ
た
「
内
戦
」、
エ
ス
ト
ニ
ア
に
つ
い
て
は
一
九
四
〇
年
夏
の
ソ

連
に
よ
る
併
合
／
編
入
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
に
つ
い
て
は

第
二
次
世
界
大
戦
の
記
述
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
対
象
と
な
っ
て
い
る

各
国
の
現
代
史
に
お
け
る
重
要
な
出
来
事
と
言
っ
て
よ
い
。

現
代
史
の
読
み
替
え

本
特
集
を
読
ん
で
ま
ず
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
は
現
代
史
の
難
し
さ

で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
歴
史
学
に
お
け
る
現
代
史
の
定
義
と
言
え
ば
引

き
合
い
に
だ
さ
れ
る
の
は
一
九
五
〇
年
代
初
頭
の
ハ
ン
ス
・
ロ
ー
ト

フ
ェ
ル
ス
の
定
義
で
あ
る
。
ロ
ー
ト
フ
ェ
ル
ス
は
、
現
代
史
を
「
今

と
も
に
生
き
て
い
る
人
び
と
の
歴
史
」で
あ
る
と
定
義
し
た（Rothfels 

1953

）。
つ
ま
り
、
現
代
史
の
特
徴
は
、
歴
史
を
記
述
す
る
者
と
歴

史
的
事
象
の
時
間
的
距
離
の
近
さ
、
な
ら
び
に
経
験
の
直
接
性
か
ら

生
じ
る
心
的
距
離
の
近
さ
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
現
代
史
に
お
け

る
歴
史
的
事
実
の
解
釈
を
め
ぐ
る
論
争
は
現
在
の
政
治
的
論
争
に
お

け
る
ス
タ
ン
ス
と
往
々
に
し
て
直
結
し
（Goschler, Graf 2010: 18-

19

）、
現
代
史
は
他
の
時
期
を
対
象
と
す
る
歴
史
学
以
上
に
「
論
争

さ
れ
る
歴
史
」
と
し
て
の
性
格
を
強
く
も
つ
こ
と
に
な
る
（Sabrow

 
et al. 2003

）。

現
代
史
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
解
釈
の
変
更
に
関
わ
る
も
の
で

あ
る
。
歴
史
は
常
に
、
今
あ
る
現
在
と
期
待
さ
れ
る
未
来
に
照
ら
し

て
書
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
の
未
来
像
を
壊
す
よ
う
な
新
し

い
経
験
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
反
映
し
て
歴
史
は
読
み
替

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の「
短
い
二
〇
世
紀
」を
ど
う
記
述
す
る
か

―
―
特
集
２「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
国
民
国
家
の
歴
史
認
識
」
を
読
ん
で

川
喜
田
敦
子

『
地
域
研
究
』一
二
巻
一
号  

特
集
へ
の
コ
メ
ン
ト
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え
ら
れ
る
（Goschler, Graf 2010: 18

）。
無
論
、
歴
史
が
現
在
の

経
験
に
照
ら
し
て
読
み
替
え
ら
れ
る
の
は
現
代
史
に
限
っ
た
こ
と
で

は
な
い
。
し
か
し
現
代
史
は
「
現
在
」
と
特
別
の
関
係
に
あ
る
た
め

に
、
な
か
で
も
こ
の
「
読
み
替
え
」
と
い
う
現
象
と
切
り
離
す
こ
と

が
で
き
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
現
代
史
の
範
囲
は
直
近
の
過
去

の
大
変
動
と
そ
こ
か
ら
遡
っ
て
さ
ら
に
一
つ
前
の
大
変
動
ま
で
で
あ

る
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
、
大
変
動
を
経
験
す
る
こ
と

で
、「
現
在
」
は
歴
史
学
の
扱
う
範
疇
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
。
そ
し

て
そ
の
期
間
に
生
じ
た
諸
々
の
歴
史
的
事
象
に
つ
い
て
改
め
て
判
断

し
、
疑
い
、
正
当
化
し
、
称
揚
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
も
そ

も
認
識
の
俎
上
に
の
せ
る
こ
と
が
そ
こ
で
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
こ

と
も
あ
る
（Schulin 1971

）。
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
学
の
対
象
と
な

る
時
代
が
直
近
の
過
去
の
大
変
動
に
よ
っ
て
現
在
と
分
か
た
れ
る
の

で
あ
り
、
か
つ
大
き
な
政
治
的
社
会
的
変
動
と
い
う
も
の
が
え
て
し

て
歴
史
的
事
象
の
解
釈
の
変
更
を
伴
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ま
で

現
在
で
あ
っ
た
も
の
が
大
変
動
を
境
に
歴
史
の
範
疇
に
繰
り
入
れ
ら

れ
、
現
代
史
の
学
術
的
検
証
が
は
じ
ま
る
と
き
、
そ
れ
が
当
該
の
事

象
に
関
す
る
従
来
の
説
明
の
変
更
を
伴
う
の
は
必
然
と
は
言
わ
な
い

ま
で
も
決
し
て
想
定
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
が
、
現
代
史

が
「
読
み
替
え
」
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
の
理
由
で
あ
る
。
本
特
集

で
取
り
上
げ
ら
れ
た
三
つ
の
例
は
い
ず
れ
も
「
短
い
二
〇
世
紀
」
が

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
歴
史
に
な
ろ
う
と
す
る
際
に
発
生
し
て
い
る
解

釈
の
変
更
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

複
眼
的
視
点
―
―
自
国
中
心
的
な
歴
史
記
述
に
抗
し
て

特
集
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
例
は
し
た
が
っ
て
い
ず
れ
も
、
冷
戦
終

結
と
そ
れ
に
伴
う
大
き
な
政
治
的
社
会
的
変
動
を
経
て
、
従
来
の
国

内
的
分
裂
や
抑
圧
の
契
機
が
各
国
内
で
克
服
さ
れ
る
べ
く
読
み
替
え

ら
れ
よ
う
と
す
る
様
相
を
扱
っ
た
も
の
と
言
え
る
。
こ
こ
で
懸
念
さ

れ
る
の
は
、
か
つ
て
国
内
で
対
立
も
し
く
は
抑
圧
の
契
機
と
な
っ
て

い
た
歴
史
的
事
象
が
、
新
し
い
政
治
的
共
同
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
構
築
す
る
た
め
に
今
度
は
積
極
的
に
利
用
さ
れ
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
と
エ
ス
ト
ニ
ア
で

は
、
ロ
シ
ア
と
の
（
垂
直
的
）
対
外
関
係
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

諸
国
で
は
、
旧
連
邦
を
形
成
し
て
い
た
近
隣
諸
国
と
の
（
水
平
的
）

対
外
関
係
を
犠
牲
に
し
て
国
内
の
新
し
い
合
意
が
形
成
さ
れ
よ
う
と

し
て
い
る
。
二
〇
世
紀
後
半
に
む
し
ろ
克
服
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
て

き
た
は
ず
の
自
国
中
心
的
な
歴
史
記
述
が
無
批
判
に
動
員
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
（
近
藤 

一
九
九
八
）。

特
集
で
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
事
例
は
歴
史
学
の
視
点
、
エ
ス
ト

ニ
ア
は
国
民
の
歴
史
認
識
と
歴
史
学
の
相
互
作
用
の
視
点
、
旧
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
は
国
民
の
歴
史
認
識
と
歴
史
政
策
の
交
差
す
る
地
点

か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
歴
史
記
述
の
あ
り
方
、
そ
こ
に
お
け
る
自

国
中
心
的
な
視
点
の
克
服
の
方
法
を
論
じ
る
際
に
は
、
小
森
論
文
が

示
唆
す
る
よ
う
に
、
本
来
は
、
歴
史
研
究
、
歴
史
認
識
、
歴
史
政
策
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の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
と
相
互
作
用
を
丁
寧
に
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。

本
稿
で
は
そ
こ
ま
で
立
ち
入
っ
た
議
論
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
歴
史
記
述
に
お
い
て
国
民
国
家
の
狭
い
認
識
枠
を
い
か
に
克
服

す
る
か
と
い
う
点
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
全
体
像
を
ど
う
描
く
か
と

い
う
問
題
と
あ
わ
せ
て
、
東
欧
旧
社
会
主
義
国
の
経
験
も
視
野
に
入

れ
つ
つ
論
じ
ら
れ
は
じ
め
て
い
る
こ
と
の
例
と
し
て
、
ド
イ
ツ
＝

ポ
ー
ラ
ン
ド
間
で
共
通
歴
史
教
科
書
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
両
国

の
歴
史
家
か
ら
な
る
委
員
会
か
ら
二
○
一
○
年
に
発
表
さ
れ
た
勧
告

に
触
れ
て
お
き
た
い
。

こ
の
勧
告
の
提
案
の
な
か
で
興
味
深
い
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
像

の
地
平
の
拡
大
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

が
自
国
中
心
的
な
歴
史
観
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
際
に
共
有
す
る
有

力
な
可
能
性
の
一
つ
が
地
域
、
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
視
野
の

拡
大
に
あ
る
こ
と
に
は
疑
い
が
な
い
。
勧
告
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の

視
点
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
両
国
を
二
項
対
立
的
に
と
ら
え
て
い
る

限
り
は
解
決
し
が
た
い
見
解
の
相
違
を
、
よ
り
広
い
地
域
史
の
視
点

の
な
か
で
解
消
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
特
に
意

識
さ
れ
て
い
る
の
は
、
西
欧
（
と
く
に
独
仏
を
中
心
と
す
る
Ｅ
Ｕ
原

加
盟
国
）
の
視
点
を
前
提
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
史
像
に
東
欧
の
視
点
を
い
か
に
と
り
い
れ
る
か
と
い
う
課
題
で
あ

る
。
共
通
教
科
書
で
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
経
験
を
踏
ま
え
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
史
記
述
が
模
索
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
今
日
、
地
域
史
と
し
て

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
を
い
か
に
記
述
す
る
か
を
考
え
る
場
合
に
は
、
本

特
集
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
各
国
の
経
験
は
い
ず
れ
も
重
要
な
位
置
を

占
め
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
際
、
旧
社
会
主
義
諸
国
は

も
と
よ
り
、
冷
戦
期
に
独
特
の
位
置
に
あ
っ
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
経

験
に
は
と
り
わ
け
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

今
日
、
ド
イ
ツ
＝
ポ
ー
ラ
ン
ド
間
で
歴
史
記
述
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化

の
作
業
が
進
む
背
景
に
は
、
双
方
の
側
に
対
話
の
意
志
が
存
在
す
る

と
い
う
前
提
条
件
に
加
え
て
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
研
究
資
金
の
獲
得
と
い

う
極
め
て
現
実
的
な
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
が
歴
史
学
分
野
に
お
け
る

国
境
横
断
的
な
協
力
関
係
を
今
後
も
い
っ
そ
う
後
押
し
す
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
ひ
る
が
え
っ
て
ロ
シ
ア
と
の
関
係
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。
東
欧
諸
国
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
に
統
合
さ
れ
つ
つ
あ
る
今
日
、

東
欧
が
ロ
シ
ア
・
ソ
連
と
の
間
で
重
ね
て
き
た
―
―
西
欧
と
は
異
な

る
―
―
独
自
の
経
験
が
、
東
欧
諸
国
の
認
識
を
仲
介
と
し
て
ロ
シ
ア

側
の
視
点
を
も
含
み
こ
む
か
た
ち
で
現
在
形
成
の
途
上
に
あ
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
史
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
な
い
限
り
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ロ

シ
ア
の
あ
い
だ
に
ゆ
く
ゆ
く
は
深
い
溝
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
本
特
集
を
見
る
限
り
、
事
態
は
そ
れ
と
は
逆
の
方
向
に
進
行
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
東
欧
諸
国
の
役
割
は
そ
の
意
味
で
も
本

来
は
極
め
て
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。

ド
イ
ツ
＝
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
通
教
科
書
勧
告
に
関
連
し
て
も
う
一
つ

注
目
す
べ
き
は
、
歴
史
記
述
に
お
け
る
「
複
眼
的
視
点
」
の
確
保
へ

の
提
言
で
あ
る
（
川
喜
田 

二
〇
一
一
）。
複
眼
的
視
点
に
立
つ
歴
史

記
述
は
、
歴
史
解
釈
の
多
様
性
を
認
め
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
ヨ
ー
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ロ
ッ
パ
の
国
際
歴
史
対
話
で
は
、
合
意
し
が
た
い
問
題
に
つ
い
て

は
、
統
一
さ
れ
た
一
つ
の
見
解
を
打
ち
出
す
こ
と
よ
り
も
、
相
互
に

許
容
で
き
る
歴
史
解
釈
が
共
存
す
る
状
態
を
作
り
出
す
こ
と
が
優
先

さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
歴
史
的
事
象
に
複
数
の
局
面
が
あ

る
こ
と
を
、
論
争
す
る
双
方
の
側
が
認
め
合
う
こ
と
が
先
決
と
な

る
。こ

の
原
則
は
国
内
に
お
け
る
認
識
の
対
立
を
解
消
す
る
際
、
旧
説

を
修
正
し
よ
う
と
す
る
際
に
も
応
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
問
題
は
、
歴
史
記
述
が
攻
撃
的
・
対
立
的
・
抑
圧
的
な
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
源
泉
に
な
る
こ
と
を
い
か
に
回
避
す
る
か
で
あ
っ

て
、
見
解
の
統
一
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
。
本
特
集
で
扱
わ
れ

て
い
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
ケ
ー
ス
も
、
当
該
の
歴
史
的
事
象
の
呼
称

が
「
内
戦
」
に
統
一
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
よ
り

は
、
内
戦
の
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
い
ず
れ
の
立
場
を
と
る
者
に

も
少
し
ず
つ
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

他
方
、
複
眼
的
視
点
が
国
内
的
に
は
確
保
さ
れ
、
複
数
の
解
釈
の

共
存
が
可
能
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
外
部
か
ら
の
複
眼
的
視
点
が
失

わ
れ
た
と
き
に
は
、
他
国
と
の
あ
い
だ
で
新
た
な
衝
突
の
契
機
を
発

生
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
を
は
じ
め
、

本
特
集
で
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
東
欧
諸
国
の
現
況
か
ら

懸
念
さ
れ
る
の
は
ま
さ
に
そ
の
点
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
認
識
を

共
存
さ
せ
る
単
位
を
限
定
せ
ず
、
常
に
そ
の
広
が
り
を
意
識
す
る
こ

と
が
必
要
だ
と
の
小
森
氏
の
指
摘
に
は
同
感
で
あ
る
。
そ
の
「
広
が

り
」
と
は
、
決
し
て
ロ
ー
カ
ル
＝
ナ
シ
ョ
ナ
ル
＝
超
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と

い
っ
た
地
理
的
領
域
に
お
け
る
広
が
り
だ
け
を
意
味
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
勧
告
で
も
、
歴
史
の
な
か
の
中
央
と
周
縁
、
富
め
る
者
と
貧

し
い
者
、
男
性
と
女
性
、
植
民
地
と
宗
主
国
（
も
し
く
は
占
領
さ
れ

た
者
と
占
領
し
た
者
）、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
い
っ

た
さ
ま
ざ
ま
な
軸
に
お
い
て
複
眼
的
視
点
が
確
保
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
と
強
調
さ
れ
て
い
る
（Steuerungsrat und Expertenrat des 

Projektes 

“Deutsch-Polnisches Geschichtsbuch

” 2010: 12-
14

）。
今
日
の
歴
史
認
識
を
規
定
す
る
の
は
国
民
国
家
の
論
理
だ
け

で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
多
様
な
軸
の
提
示
に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

語
り
の
克
服
ば
か
り
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
語

り
の
優
位
性
を
逆
説
的
に
補
強
し
て
し
ま
う
危
険
を
避
け
る
意
図
が

あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
提
言
は
、
冷
戦
終
結
と
体
制
変
革
後
の
東
欧

か
ら
発
信
さ
れ
る
新
し
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
記
述
の
可
能
性
を
考
え
る

上
で
有
益
な
示
唆
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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②
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③
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史
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史
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受
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を
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、
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が
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世
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史
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問
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薦
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近
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史
―
―「
社
会
主
義
」経
験
の
歴
史
化
の
た
め
に
』（
京
都
大
学
学
術
出
版

会
、
二
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