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占
領
政
策
と
戦
後
日
本

-

い
わ
ゆ
る

〝
戦
後
思
想
〃

の
虚
妄
に
つ
い
て

大

熊

信

行

人
類
は
こ
の
核
時
代
を
生
き
ぬ
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
｡

核
時
代
ほ
と
り
も
な
お
さ
ず
,
核
兵
器
時
代
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
兵
器
を
使
用
す
る
こ
と
な
く
単
に
貯
蔵
す
る
だ
け
で
'

し
か
も
世
界
平
和
を
維
持
し
'
そ
し
て
核
時
代
と
よ
ば
れ
る
新
し
い
文
明
を
創
造
す
る
段
階
に
'
前
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
｡
核
時
代
を
生
き
ぬ
く
こ
と
が
で
き
る
か
t
と
は
そ
う
い
う
問
い
で
あ
る
｡
誤
算
や
狂
気
に
よ
る
偶
発
戦
争
が
起
ら
ず
'
人
類
が

大
局
に
お
い
て
無
事
な
ま
ま
で
,
い
ま

一
つ
新
し
い
歴
史
の
段
階
に
前
進
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
｡
そ
こ
で
核
時
代
を
生
き
ぬ

く
た
め
に
は
,
そ
れ
に
役
だ
つ
か
ぎ
り
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
動
員
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
自
己
を
主
張
す
る
諸
宗
教
､
哲
学
'
社

会
思
想
,
社
会
諸
科
学
が
､
い
ず
れ
も
そ
の
た
め
に
テ
ス
-
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
い
や
'
現
存
す
る

一
切
の
理
想
と
主
義
'

組
織
お
よ
び
制
度
が
'
テ
ス
-
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
人
類
の
自
滅
を
避
け
る
唯

一
の
道
に
通
じ
る
も
の
だ
け
が
'
存
在
理
由
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を
も
ち
'
そ
の
道
に
通
じ
る
と
こ
ろ
の
な
い
も
の
は
'
疑
わ
し
い
も
の
か
'
葬
ら
れ
て
い
い
も
の
と
な
る
｡
核
時
代
そ
の
も
の
が
t

nlu

l
切
の
思
想
お
よ
び
制
度
の
試
金
石
と
な
り
つ
つ
あ
る
｡
こ
れ
が
今
日
の
一
般
状
況
で
あ
6
.

で
は
日
本
国
民
自
身
は
ど
う
で
あ
る
か
｡
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
核
時
代
を
生
き
ぬ
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
｡

わ
れ
わ
れ
は
核
兵
器
を
持
た
な
い
｡
の
み
な
ら
ず
'
主
観
的
に
は

｢
軍
隊
｣
を
も
た
な
い
｡
の
み
な
ら
ず
'
原
理
的
に
｢交
戦
権
｣

を
も
た
な
い
｡
わ
れ
わ
れ
が
第
三
次
大
戦
の
点
火
者
と
な
る
こ
と
は
'
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
｡
し
か
し
'
人
類
の
新
し
い
歴
史

の
段
階

へ
の
前
進
に
'
そ
れ
を
阻
止
す
る
危
険
な
要
因
と
な
る
こ
と
な
く
'
そ
の
前
進
を
つ
よ
-
推
し
す
す
め
る
よ
う
な
役
割
を
果

た
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
｡
日
本
国
民
が
核
時
代
を
生
き
ぬ
く
こ
と
が
で
き
る
か
t
と
は
そ
う
い
う
積
極
的
な
問
い
で
あ
る
｡

こ
の
場
合
に
動
員
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
'
や
は
り
日
本
お
よ
び
日
本
人
が
持

っ
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
'
な
か
ん
ず
-

日
本
の
諸
宗
教
'
哲
学
'
社
会
思
想
､
そ
し
て
社
会
諸
科
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
核
時
代
そ
の
も
の
が
'
や
は
り
そ
れ
ら
の
試

金
石
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
戦
後
の
諸
政
党
'
政
党
の
諸
活
動
'
お
よ
び

｢平
和
運
動
｣
を
含
め
た

一
切
の
社
会
運
動
も
'
現
に

厳
重
な
テ
ス
I
の
過
程
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
こ
れ
が
今
日
の
日
本
お
よ
び
日
本
人
の
特
殊
状
況
で
あ
る
｡

社
会
諸
科
学
の
な
か
で
'

一
見
し
て
こ
の
緊
迫
し
た
問
題
か
ら
遠
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
が
'
歴
史
観
の
問
題
で
あ
ろ
う
｡
し
か

し
'
日
本
国
民
が
こ
の
核
時
代
を
生
き
ぬ
-
た
め
に
必
要
な
知
的

･
精
神
的
諸
要
素
の
う
ち
'
歴
史
観
は
最
も
重
要
な
要
素
の
一
つ

で
あ
る
'
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
見
解
で
あ
る
｡
歴
史
観
と
い
う
う
ち
に
も
'
日
本
の
現
代
史
観
を
い
か
に
定
立
す
る
か
｡
わ
け
て

も
近
代
日
本
の
戦
争
史
観
を
い
か
に
定
立
す
る
か
｡
こ
れ
が
焦
眉
の
学
問
的
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
｡
太
平
洋
戦
争
は
日
本
の
犯
罪

戦
争
で
あ

っ
た
'
と
い
う
の
も

一
つ
の
戦
争
史
観
で
は
あ
ろ
う
｡
こ
の
史
観
は
'
日
本
を
征
服
し
た
連
合
国
側
の
対
日
政
策
に
よ

っ

て
日
本
国
民
に
押
し
っ
け
ら
れ
'
講
和
の
成
立
後
に
お
い
て
も
'
国
民
の
歴
史
教
育
の
領
域
か
ら
'
根
本
的
に
排
除
さ
れ
て
い
な
い
｡

こ
れ
は
上
山
春
平
氏
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
学
者
が
'

｢
太
平
洋
戦
争
史
観
｣
と
名
づ
け
る
も
の
｡
日
本
の
戦
争
指
導
者
が
う
ち
立
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て
た

｢
大
東
亜
戦
争
史
観
｣
を
否
定
L
t
そ
れ
に
取

っ
て
か
わ
っ
た
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
｡

そ
れ
ら
両
史
観
の
ほ
か
に
'
中
国
の
立
場
に
お
け
る

｢
抗
日
史
観
｣
と
'
唯
物
論
の
立
場
に
お
け
る

｢帝
国
主
義
戦
争
史
観
｣
と

い
う
･
二
つ
の
戦
争
史
観
が
あ
り
'
あ
わ
せ
て
四
つ
の
史
観
が
'
い
わ
ば
競
合
し
て
日
本
国
民
の
精
神
を
'
現
に
試
練
に
か
け
て
い

11u2

る
こ
と
に
な
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ

し
か
し
,
第

一
に
問
題
な
の
は
'

｢
大
東
亜
戦
争
｣
そ
の
も
の
を
単
純
に
倫
理
的
に
否
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
'
戦
後
日
本
の
知

識
層
が
･
大
き
く

一
致
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
｡
第
二
に
問
題
な
の
は
'
戦
後
日
本
の
平
和
思
想
の
形
成
が
'
｢
大
東
亜
戦
争
｣

の
否
定
と
表
裏

一
体
の
関
係
に
'
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
-

戦
後
に
お
け
る
戦
争
責
任
論
の
流
行
が
'
占
領
軍

に
よ
る
追
放
措
置
や
,
極
東
軍
事
裁
判
と
切
り
は
な
し
て
は
'
も
と
も
と
説
明
し
に
く
い
も
の
で
あ
り
'
そ
れ
が
不
毛
の
論
議
で
あ

っ
た
こ
と
は
､
今
日
で
は
す
で
に
明
瞭
で
あ
る
｡
そ
れ
も
ま
た
例
の
戦
後
的
な
'
平
和
思
想
と
い
う
に
あ
た
い
し
な
い
よ
う
な
平
和

思
想
と
'
表
裏

一
体
の
関
係
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
･
わ
た
し
が
こ
こ
に
あ
ら
ゆ
る
誤
解
を
お
そ
れ
ず
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
'
そ
の
よ
う
な
｢
大
東
亜
戦
争
｣

の
倫
理
的
否
定
の
否
定
で
あ
る
｡
日
本
国
民
が
こ
の
核
時
代
を
生
き
ぬ
-
た
め
に
は
'
独
立
の
一
国
民
と
し
て
の
主
体
的
な
立
場
に

お
け
る
現
代
史
観
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
そ
の
よ
う
な
国
民
的
史
観
に
お
い
て
は
'

｢
大
東
亜
戦
争
｣
を
単
純
な
倫
理
主
義
を
も

っ

て
律
す
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
｡
ま
た
'
そ
の
よ
う
な
否
定
の
態
度
か
ら
は
'
原
理
性

･
行
動
性
を
も

っ
た
真
の
平
和
思
想
の
骨

際
が
,
国
民
主
義
的
な
規
模
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
'
絶
望
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
小
論
に
重
大
な

指
摘
が
あ
る
と
す
れ
ば
'
そ
の
ひ
と
つ
は
こ
の
一
点
に
か
か
る
は
ず
で
あ
る
｡

日
本
人
が
,

一
つ
の
国
民
と
し
て
こ
の
核
時
代
を
生
き
ぬ
く
た
め
に
は
'
絶
対
平
和
主
義
の
超
歴
史
的
な
原
理
だ
け
で
は
足
り
な

い
の
で
あ
る
｡
平
和
主
義
は
'
そ
れ
が
い
か
に
困
難
で
あ
ろ
う
と
も
'
わ
れ
わ
れ
国
民
の
政
治
原
理
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
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こ
れ
が
わ
た
し
の
思
索
に
お
け
る
新
た
な
到
達
点
で
あ
る
｡
そ
れ
が
そ
う
な
る
た
め
に
は
'
そ
れ
は
同
時
に
歴
史
原
理
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡
そ
れ
が
歴
史
原
理
で
あ
る
た
め
に
は
､
わ
れ
わ
れ
の
た
た
か

っ
た
大
東
亜
戦
争
は
'
単
純
な
理
性
原
理
に
よ

っ
て
否
定

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
｡
わ
れ
わ
れ
は
あ
の
戦
争
を
､
む
し
ろ
免
れ
よ
う
の
な
か
っ
た
歴
史
的
必
然
と
し
て
'
す
な
わ
ち
日
本
民
族
の

一
つ
の
宿
命
と
し
て
､
受
け
い
れ
て
ゆ
-
立
場
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.-

個
人
の
行
動
に
お
い
て
は
'
過
失
と
よ
ば
れ
る

も
の
が
あ
り
'
し
ば
し
ば
訂
正
や
取
消
し
が
可
能
で
あ
る
｡
悪
行
止
よ
ば
れ
る
も
の
も
あ
り
'
処
罰
も
処
断
も
可
能
で
､
そ
し
て
そ

ヽ
ヽ

れ
に
は
い
ず
れ
終
結
が
あ
る
｡
し
か
し
国
際
関
係
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
お
け
る
諸
民
族
の
政
治
行
動
は
'
そ
れ
自
体
が
歴
史
を
創
造

す
る
の
で
あ

っ
て
'
こ
れ
は
世
界
政
治
史
の
見
地
か
ら
評
価
す
る
こ
と
を
廃
絶
し
て
は
な
ら
な
い
｡
し
か
も
'
わ
れ
わ
れ
が
緊
急
に

必
要
と
し
て
い
る
の
は
'
独
立
の
一
国
民
と
し
て
の
主
体
性
に
お
け
る
現
代
史
観
で
あ
る
｡

ぉ
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
国
民
的
史
観
に
た
い
す
る
日
本
人
の
漠
然
た
る
渇
望
は
'
ひ
ろ
-
眼
に
み
え
ぬ
と
こ
ろ
に
潜
在
L
t
そ
れ

が
次
第
に
増
大
し
っ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

｢
大
東
亜
戦
争
史
観
｣
さ
え
'
ま

っ
た
く
亡
び
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
し

か
し
'
わ
れ
わ
れ
の
立
場
が
史
観
を
必
要
と
す
る
の
は
'
大
日
本
帝
国
に
た
い
す
る
郷
愁
か
ら
で
は
微
塵
も
な
い
｡
-

こ
の
核
時

代
を
安
全
な
方
向

へ
前
進
さ
せ
る
t
と
い
う
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
'
日
本
国
民
は
ま
ず
民
族
と
し
て
の
正

当
な
自
信
を
'
取
り
も
ど
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
自
信
と
結
び
つ
-
こ
と
も
な
し
に
､
世
界
平
和
実
現

へ
の
使
命
感
が
'
民

族
主
義
的
な
規
模
に
お
い
て
生
ま
れ
る
な
ど
と
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
｡
核
時
代
を
生
き
ぬ
く
た
め
に
必
要
と
す
る
知
的

･

精
神
的
装
備
は
も
ち
ろ
ん
単
純
で
は
あ
り
え
な
い
が
t
L
か
し
そ
の
一
要
素
と
し
て
国
民
的
な
戦
争
史
観
を
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
｡

で
は
日
本
国
民
の
戦
争
史
観
は
'
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
､

｢
東
亜
百

年
戦
争
｣
の
林
房
雄
説
が
あ
る
｡
大
東
亜
戦
争
は
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
に
は
じ
ま

っ
た
の
で
は
な
く
'
弘
化
二
年
に
は
じ
ま
り
,
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昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
を
も

っ
て
お
わ
っ
た
t
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
ア
メ
リ
カ
海
将
ベ
ル
リ
の
日
本
訪
問
が
嘉
永
六
年

(
一
八

五
二
年
)｡
明
治
元
年
か
ら
さ
か
の
ぼ
れ
ば
'
そ
の
十
五
年
前
で
あ
る
｡
し
か
し
'
オ
ラ
ン
ダ
と
ポ
ル
ー
ガ
ル
以
外
の
外
国
艦
船
が
'

日
本
近
海
に
出
没
し
た
時
期
は
'
そ
れ
よ
り
さ
か
の
ぼ
っ
て
弘
化
年
間
に
い
た
る
｡
『
国
史
大
年
表
』
に
'
｢
弘
化
二
年
五
月
二
七
日
'

米
国
使
節
ピ
ッ
-
ル
'
軍
艦
二
隻
を
ひ
き
い
浦
賀
に
入
港
し
て
通
商
を
求
む
｣
と
あ
る
｡
｢
東
亜
百
年
戦
争
｣
を
こ
の
年
に
起
算
す
る

の
は
'
宣
戦
布
告
は
必
ず
し
も
戦
争
開
始
の
条
件
で
は
な
い
と
す
る
見
解
に
も
と
づ
く
｡

｢
西
方
東
漸
｣
の
至
り
つ
く
し
た
と
こ
ろ

が
'
ほ
か
な
ら
ぬ
日
本
列
島
で
あ
り
'
こ
れ
に
た
い
す
る
思
想
的
反
撃
は
'
幕
臣
た
る
と
陪
臣
た
る
と
を
問
わ
ず
､
す
べ
て
の

｢考

【■tnu3

え
る
日
本
人
｣
の
胸
中
に
生
ま
れ
て
い
た
｡
こ
こ
に
大
東
亜
戦
争
の
発
端
が
あ
る
t
と
す
る
の
で
あ
る
｡

｢
東
亜
百
年
戦
争
｣
と
い
う
名
称
が
'
歴
史
家
の
ゆ
る
す
と
こ
ろ
と
な
る
か
ど
う
か
は
問
わ
ず
'
そ
の
名
称
が
指
向
す
る
国
史
認

識
の
振
幅
そ
の
も
の
は
'
正
当
で
あ
る
と
わ
た
し
は
思
う
.
-

し
ば
ら
く
私
事
に
わ
た
る
｡
日
華
事
変
勃
発
の
昭
和
十
二
年
'
事
変

そ
の
も
の
に
辛
う
じ
て
堪
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
'
早
く
も
そ
れ
を
日
本
の
宿
命
と
解
し
た
た
め
で
あ
る
｡
こ
の
宿
命
観
を
.&
ず

か
に
支
え
た
の
が
'
あ
の
不
吉
な
砲
火
の
ひ
ら
め
い
た
瞬
間
'
和
辻
哲
郎
に
よ

っ
て
発
表
さ
れ
た

一
論

｢文
化
的
創
造
に
携
る
者
の

ヽ
ヽ

立
場
｣
で
あ

っ
た
｡

つ
ぎ
に
か
か
げ
る

一
節
は
'
今
日
か
ら
み
れ
ば
大
東
亜
戦
争
の
一
つ
の
予
言
で
あ
り
'
国
史
認
識
に
お
い
て
は
'

｢東
亜
百
年
戦
争
｣
説
と
も
軌
を

一
つ
に
す
る
も
の
t
と
見
て
い
い
の
で
は
な
い
か
｡

｢
日
本
は
近
代
の
世
界
文
明
の
な
か
に
あ

っ
て
'
き
わ
め
て
特
殊
な
地
位
に
た
つ
国
で
あ
-
'
二
十
世
紀
の
進
行
中
に
は
'
お
そ
か
れ
'
早
か

れ
'
こ
の
特
殊
な
地
位
に
も
と
づ
い
た
日
本
の
悲
壮
な
運
命
は
展
開
せ
ざ
る
を
え
な
い
｡
あ
る
い
は
す
で
に
そ
の
展
開
は
は
じ
ま

っ
た
の
か
も
し

れ
ず
'
日
本
人
は
み
ず
か
ら
発
展
を
断
念
し
な
い
か
ぎ
-
'
こ
の
悲
壮
な
運
命
を
覚
悟
し
な
く
て
は
な
ら
ず
'
軍
事
的
な
運
動
を
お
こ
す
と
い
な

11
U
4

と
に
か
か
わ
ら
ず
'
こ
の
運
命
は
逃
れ
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
｡

｣

敗
戦
後
ま
も
な
い
こ
ろ
'
念
頭
を
は
な
れ
た
こ
と
の
な
い
こ
の
一
節
を
改
め
て
引
用
L
t
わ
た
し
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
た
こ
と

が
あ
る
｡
経
済
的

一
元
論
に
近
い
思
考
方
法
に
も
と
づ
く
後
半
の
評
言
は
'
い
ま
の
自
分
か
ら
は
や
や
違

い
の
で
あ
る
が
.
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｢
お
よ
そ
､
か
-
も
絶
升
絶
命
の
感
覚
と
い
う
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
｡
無
教
育
な
'
そ
し
て
何
か
を
つ
ぎ
こ
ま
れ
た
狂
信
者
の
言

葉
で
は
な
い
｡
現
代
日
本
に
お
い
て
'
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
の
高
い
教
養
を
も

っ
た
人
の
'
そ
し
て
時
勢
に
お
も
ね
る
こ
と
を
知
ら

ぬ
操
持
た
か
き
学
者
の
'
昭
和
十
二
年
九
月
の
発
言
で
あ
り
'
し
か
も
当
時
の
わ
れ
わ
れ
は
'
こ
の
運
命
観
に
服
す
る
以
外
に
'
生

き
る
み
ち
は
な
い
も
の
と
t
は
や
く
も
観
念
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
｡
い
ま
に
し
て
お
も
う
に
'
こ
れ
は
ゆ
き
づ
ま
る
後
進
資
本
主
義

の
運
命
を
も
っ
て
'
そ
の
ま
ま
日
本
の
運
命
の
ご
と
-
観
じ
た
歴
史
観
で
あ
-
'
し
か
も
日
本
の
か
か
る
運
命
を
護
り
ぬ
く
こ
と
こ

そ
'
東
洋
十
億
の
自
由
を
保
障
す
る
も
の
だ
､
と
自
負
す
る
に
い
た
っ
て
は
'
こ
の
感
傷
も
ま
た
つ
い
に
あ
の
幻
想
と
な
ん
の
え
ら

ぶ
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
｡｣

世
界
史
の
必
然
と
し
て
'
｢
西
洋
化
｣
｢近
代
化
｣
の
過
程
に
登
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
極
東
日
本
の
運
命
が
'
当
初
か

ら
意
味
し
て
い
た
も
の
は
'
近
代
の
軍
事
国
家
と
し
て
の

｢
東
亜
百
年
戦
争
｣
の
運
命
で
あ

っ
た
｡
和
辻
の
い
う

｢
日
本
の
悲
壮
な

運
命
｣
は
'
ひ
と
り
和
辻
の
み
が
当
時
に
お
い
て
'
そ
の
よ
う
に
感
じ
取

っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
｡
系
統
を
異
に

す
る
学
者
'
記
者
'
思
想
家
'
政
治
家
'
そ
し
て
軍
事
専
門
家
が
'
明
治
以
来
'
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
漠
然
と
感
じ
取

っ
て
い
た
日

本
の

｢
運
命
｣
は
'
要
す
る
に
お
な
じ
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
｡
し
か
し
予
感
さ
れ
て
い
た
悲
壮
な
運
命
劇
の
終

幕
が
'
核
兵
器
の
出
現
と
い
う
'
こ
の
上
も
な
い
象
徴
的
な
幕
切
れ
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
み
る
と
'
そ
の
瞬
間
か
ら
わ
れ
わ
れ
に

必
要
と
な
っ
た
も
の
は
､
ま
さ
に

｢
大
東
亜
戦
争
｣
の
終
結
に
い
た
る
民
族
の
百
年
史
'

-

｢
日
本
の
悲
壮
な
運
命
｣
の
物
語
で

あ

っ
た
t
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

し
か
る
に
こ
れ
を
断
種
L
t
そ
れ
に
か
え
て

｢
太
平
洋
戦
争
史
観
｣
を
'
わ
が
国
民
に
押
し
っ
け
た
も
の
｡
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
で

あ
る
こ
と
は
'
最
初
に
い
っ
た
｡
し
か
し
'
戦
後
日
本
の
知
識
層
ま
で
が
､

｢
大
東
亜
戦
争
｣
を
犯
罪
戦
争
と
解
す
る
こ
と
で
思
考

停
止
に
お
ち
い
-
'
ま
さ
に
そ
れ
と
表
裏

一
体
の
関
係
に
お
い
て
､
個
人
倫
理
以
上
の
も
の
で
は
な
い

〝
骨
な
し
平
和
主
義
″

を
奉

8
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ず
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
｡
そ
れ
さ
え
も
連
合
国
の
対
日
政
策
の
責
任
に
帰
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
｡

田

A
･
J
･
ト
イ
ン
ビ
ー
は
'

一
九
六
二
年
ア
メ
リ
カ
の
マ
ギ
ル
大
学
に
招
か
れ
た
と
き
の
'
連
続
講
座
第
二
回

｢
西
洋
生
活
様
式
の
魅
力
I

I
近
代
性
と
い
う
も
の
の
本
質
-

｣
に
お
い
て
'
人
類
の
あ
ら
ゆ
る
現
存
宗
教
や
政
治
思
想
に
と

っ
て
､
原
子
時
代
は

｢
試
金
石
｣
で
あ
る

と
い
っ
て
い
る
.
(A

rnold
J
･
T
o
y
n
b
ee
‥T
h

e
P
resen-･da
y

Ex
p
e
lim
en
-
in
W

es-ern
C
iviliZa-

i

on,
)962,黒
沢
英
二
訳

『
文
明

の
実
験
-
西
洋
の
ゆ
く
え
-
』

1
九
六
三
年
)

物
上
山
春
平

｢
大
東
亜
戦
争
の
思
想
史
的
意
義
｣
(
中
央
公
論

一
九
六

1
年
9
月
号
)
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
大
熊
信
行

｢
祖
国
喪
失
の
日
本
的
状

況
｣
(現
代
の
眼

一
九
六
二
年
1
月
号
)
で
も
論
及
し
て
い
る
｡

圃
林
房
雄

｢
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
｣
(
中
央
公
論

1
九
六
三
年
9
月
号
)
.
連
載
物
の
第

1
回
で
あ
る
.
第
二
回
以
後
は
,
い
さ
さ
か
当
て
は
ず

れ
と
な
る
｡
第

一
回
で
も
'

村
松
剛

｢
女
性
化
時
代
を
排
す
｣

に
同
調
す
る
あ
た
-
'

危
険
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
｡
村
松
か
ら
'

大
井
魁

｢
日
本
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
形
成
｣

(中
央
公
論

一
九
六
一二
年
7
月
号
)

へ
と
移
る
の
も
'
文
献
史
的
に
は
転
倒
で
あ
る
｡
村
松
説
は
大
井

魁
の
半
端
な
受
け
売
-
で
あ
-
'
そ
し
て
そ
れ
は
大
熊

･
大
井
の
忠
誠
論
を
十
分
に
理
解
し
た
も
の
で
も
な
い
｡

糾
和
辻
哲
郎
の
こ
の

一
節
は
'
わ
た
し
の

｢
ひ
と
つ
の
幻
想
｣
(『
国
家
悪
』
(
一
九
五
七
年
､
序
章
)
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
る
.

｢
東
亜
百
年
戦
争
｣
と
い
う
名
称
の
適
否
は
t
L
ば
ら
-
問
う
ま
い
｡
た
だ
'
そ
の
よ
う
な
国
民
史
観
が
急
を
要
す
る
必
要
で
あ

る
'
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
見
解
で
あ
る
｡
そ
れ
は
現
制
度
に
お
け
る
歴
史
教
育
の
大
幅
の
修
正

･
変
更

･
変
革
を
求
め
る
こ
と
を

意
味
す
る
｡
極
東
の
一
民
族
が
'
ま
さ
に
近
代
世
界
史
の
形
成
に
参
加
し
て
ゆ
-
百
年
の
過
程
と
'
そ
の
悲
劇
的
な

｢
運
命
｣
の
全

貌
を
描
き
だ
す
こ
と
が
'
歴
史
教
育
の
重
要
な
任
務
の
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡
日
本
民
族
の
精
神
的
な
自

主
性
と
自
律
性
'
お
よ
び
政
治
的
な
主
体
性
の
回
復
の
た
め
に
'
欠
く
わ
け
に
ゆ
か
な
い
も
の
が
,
こ
の
よ
う
な
意
味
の
歴
史
意
識

9



ヽ
ヽ
ヽ

で
あ

っ
て
'
こ
の
意
味
の
歴
史
意
識
の
な
い
と
こ
ろ
に
'
い
か
な
る
民
族
意
識
も
成
り
た
ち
が
た
い
の
は
'
民
族
こ
そ
歴
史
的
な
実

在
だ
か
ら
で
あ
る
｡

つ
ぎ
に
'
わ
た
し
の
第
二
の
見
解
に
す
す
む
｡
林
氏
の

｢
東
亜
百
年
戦
争
｣
説
は
'
史
観
の
方
法
と
し
て
'
基
本
的
に
は
正
当
だ

と
思
う
｡
し
か
し

｢
大
東
亜
戦
争
｣
が
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
を
も

っ
て
終

っ
た
と
す
る
事
実
の
確
定
に
は
'
大
き
な
異
議
が
あ

る
｡
そ
の
よ
う
な
歴
史
の
見
方
は
'
も
ち
ろ
ん
林
氏
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
｡

｢
全
面
降
伏
｣
ま
た
は

｢
無
条
件
降
伏
｣
後
の
日

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

本
人
全
体
に
'
ほ
と
ん
ど
通
有
の
も
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
こ
の
異
議
は
'
全
国
民
の
戦
争
認
識
に
た
い
す
る
異
議
で
あ
り
'
戦
後
の

歴
史
記
述
お
よ
び
そ
れ
に
も
と
づ
-
歴
史
教
育
に
た
い
す
る
'

一
般
的
な
異
議
で
あ
る
｡

｢
大
東
亜
戦
争
｣
が
終
結
し
た
の
は
'
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
同
二
十
七
年
四
月
二
十
九
日
で
あ
る
｡
と

い
う
こ
と
は

一
言
に
し
て
'
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
の
発
効
を
規
準
と
す
る
見
方
で
あ
る
｡

一
面
に
お
い
て
国
際
法
的
な
見
方
で

あ
る
の
は
'
そ
の
と
お
り
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
'
む
し
ろ
主
と
し
て
他
の
一
面
を
重
大
視
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
｡
他
の
一
面
と
は
'
放
れ
た
日
本
が
敵
国
の
征
服
に
屈
服
し
た
事
態
が
'
七
年
の
長
き
に
お
よ
ん
だ
と
い
う
事
実
で
あ
る
｡
講

ヽ
ヽ

和
条
約
の
発
効
は
'
日
本
を
そ
の
よ
う
な
征
服
の
桂
桧
か
ら
解
き
放
し
た
も
の
で
あ
り
'

｢
大
東
亜
戦
争
｣
は
'
そ
の
日
を
も

っ
て

終
結
し
た
の
で
あ
る
｡

宣
戦
布
告
が
開
戦
の
条
件
で
は
な
い
'
と
い
う
の
も
そ
の
と
お
り
な
ら
'
戦
火
の
鎮
定
が
平
和
実
現
の
条
件
で
な
い
と
い
う
の
も

そ
の
と
お
り
｡
昭
和
二
十
年
八
月
に
'
平
和
を
迎
え
た
な
ど
と
い
う
事
実
は
ど
こ
に
も
な
い
｡
わ
れ
わ
れ
が
日
本
に
迎
え
た
も
の
は

四
十
万
の
敵
の
軍
隊
の
上
陸
で
あ
-
'
そ
の
敵
の
征
服
の
も
と
に
'
国
土
を
ゆ
だ
ね
'
身
を
ゆ
だ
ね
'
主
権
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
よ

っ
て
'
生
矧
的
生
存
を
完
う
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
｡
戦
争
体
験
が
終

っ
た
の
で
は
な
い
.
戦
場
体
験
の
な
か

っ
た
多
数
の

国
民
に
'
ま

っ
た
く
別
な
形
の
戦
争
体
験
が
は
じ
ま

っ
た
の
で
あ
り
､
そ
し
て
そ
れ
が
七
年
に
お
よ
ん
だ
｡
そ
れ
は

二
一一日
に
し
て
'

10



占領政策と戦後 日本

被
征
服
の
体
験
と
名
づ
け
ら
れ
る
べ
-
'
日
本
民
族
に
と
っ
て
永
久
に
忘
れ
ら
れ
て
ほ
な
ら
な
い
も
の
.
-

に
も
か
か
わ
ら
ず
講

和
成
立
い
ら
い
'
い
ま
だ
に
自
己
分
析
の
対
象
と
な

っ
た
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
｡

日
清

･
日
露
の
両
戦
役
に
お
い
て
'
幸
に
も
わ
れ
わ
れ
は
勝
利
を
え
た
｡
第

一
次
大
戦
で
も
連
合
国
に
加
担
L
t
幸
に
し
て
勝
利

者
の
側
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
｡
負
け
た
の
は
'
こ
ん
ど
が
は
じ
め
て
だ
と
い
え
ば
'
た
し
か
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
｡
し
か
し
日

本
は
清
国
に
は
勝

っ
て
も
'
清
朝
を
征
服
し
た
わ
け
で
は
な
く
'
帝
制

ロ
シ
ア
を
打
ち
負
か
し
て
も
t
か
の
大
国
を
征
服
し
た
わ
け

で
は
な
い
｡
日
本
が

｢
大
東
亜
戦
争
｣
で
敗
北
を
喫
し
た
'
と
い
う
の
は
そ
の
と
お
-
だ
が
'
敗
北
と
い
う

一
般
的
な
用
語
で
は
説

明
す
べ
く
も
な
い
大
変
な
奴
け
方
を
し
た
｡
そ
の
一
点
が
重
大
で
あ
る
｡

｢
無
条
件
降
伏
｣
と
い
う
の
は
'
勝
利
者
に
た
い
す
る
絶

対
的
な
服
従
の
誓
い
で
あ
-
'
み
ず
か
ら
征
服
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
承
認
で
あ

っ
た
｡
そ
の
よ
う
な
征
服

･
被
征
服
の
一
般
関
係

は
'
政
治
形
態
そ
の
も
の
と
し
て
'
ま
さ
に
近
代
の
民
主
主
義
原
則
の
反
対
極
を
な
す
も
の
だ
t
と
い
う
認
識
が
ま
ず
必
要
な
は
ず

で
あ

っ
た
｡
し
か
る
に
占
領
下
の
日
本
の
学
者

･
評
論
家
で
あ
っ
て
'
当
時
こ
れ
を
ロ
に
L
t
筆
に
す
る
も
の
が
'
ほ
と
ん
ど

一
人

も
い
な
か

っ
た
ば
か
り
か
'
今
日
に
い
た
る
ま
で
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
t
と
-
に
注
意
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
｡
な
ぜ
と
い
っ
て
'
そ
れ
こ
そ
は
日
本
の
戦
後
思
想
に
お
い
て
'
民
主
主
義
と
民
族
と
の
結
合
を
不
可
能

に
し
た
根
因
だ
か
ら
で
あ
る
｡

い
っ
た
い
'

｢
無
条
件
降
伏
｣

と
は
な
ん
で
あ

っ
た
の
か
｡
大
東
亜
戦
争
の
開
始
か
ら

一
年
二
カ
月
後
の
一
九
四
三
年

(昭
和
十

八
年
)

一
月
二
十
三
日
'
英
首
相
チ
ャ
ー
チ
ル
と
の
カ
サ
ブ
ラ
ン
カ
会
談
の
席
上
'
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ル
ー
ズ
ペ
ル
ー
が
突
如
そ
れ

を
口
に
L
t
翌
る
日
の
記
者
会
見
に
公
表
し
て
'
全
世
界
を
お
ど
ろ
か
し
た

｢
無
条
件
降
伏
方
式
｣
と
は
'
そ
も
そ
も
な
に
を
意
味

し
た
の
か
｡
豪
腹
を
も

っ
て
き
こ
え
た
チ
ャ
ー
チ
ル
さ
え
'
仰
天
し
て
口
も
き
け
な
か

っ
た
と
い
わ
れ
る
こ
の
奇
異
な
授
案
｡
そ
れ

は
'
当
時
ま
だ
枢
軸
国
側
の
占
領
下
に
あ

っ
て
'
屈
服
と
抵
抗
の
岐
路
に
迷

っ
て
い
た
連
合
国
側
の
諸
国
民
の
心
を
'
大
い
に
鼓
舞
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す
る
効
果
が
あ

っ
た
か
わ
り
に
'
他
方
敗
色
の
み
え
は
じ
め
た
枢
軸
側
の
抵
抗
を
い
よ
い
よ
硬
化
さ
せ
'
戦
争
を
長
び
か
せ
る
窓
効

果
を
も
伴
い
か
ね
な
い
も
の
で
も
あ

っ
た
｡
同
年
も
暮
れ
に
お
し
つ
ま
-
､
モ
ロ
ー
フ
'

ハ
リ
マ
ン
会
談
に
お
い
て
'

｢
無
条
件
降

伏
｣
と
は
な
に
を
意
味
す
る
の
か
t
と
い
う
周
到
な
疑
問
が
'
ソ
ビ
ュ
ー
側
か
ら
授
起
さ
れ
た
｡
翌
四
四
年
の
二
月
に
は
'
小
国
に

対
し
て
は
こ
の
条
件
を
緩
和
し
て
は
ど
う
か
t
と
い
う
修
正
案
が
'
イ
ギ
リ
ス
側
か
ら
提
出
さ
れ
た
｡

｢
古
来
い
か
な
る
降
伏
に
も

全
-
条
件
が
な
か
っ
た
例
は
な
い
｣
と
い
う
の
が
'
ア
メ
リ
カ
で
も

一
部
の
軍
事
専
門
家
の
所
見
で
あ

っ
た
｡

一
九
四
五
年
七
月
二
十
六
日
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
､
す
な
わ
ち
右
に
い
う

｢
無
条
件
降
伏
方
式
｣
を
修
正
し
た
t
と
い
う
意
味
を

も
つ
｡
し
た
が
っ
て
日
本
が
そ
の
宣
言
を
呑
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
'
ル
ー
ズ
ベ
ル
-
の
最
初
の
按
案
で
あ

っ
た

｢
方
式
｣
に
屈
服
し

た
こ
と
で
は
な
い
｡
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
'
日
本
の
降
伏
は

｢
無
条
件
降
伏
｣
だ

っ
た
の
で
は
な
い
｡
こ
の
点
は
注
意
さ
れ
て
よ

(iiZI
1い

｡
し
か
し
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
た
と
い
う
こ
と
は
'
さ
き
に
も
い
う
よ
う
に
敵
軍
の
征
服
に
身
を
ゆ
だ
ね
'
そ
の
支
配
下
に

無
期
限
に
服
従
す
る
こ
と
の
承
諾
な
の
で
あ

っ
て
､
も
し
こ
れ
を
L
も
日
本
国
民
の
戦
争
体
験
と
よ
は
な
い
の
な
ら
ば
'
そ
れ
以
上

深
刻
な
体
験
な
ど
は
'
ど
こ
に
も
あ
り
よ
う
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
戦
場
の
諸
体
験
の
苛
味
さ
に
つ
い
て
は
'
勝
利
者
の
側
も
同

様
に
多
-
を
語
り
う
る
こ
と
は
'
数
あ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
'
ノ
ン
･
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
作
品
が
'
わ
れ
わ
れ
に
そ
れ
を
示
し
て
い
る
｡

ヽ
ヽ

わ
た
し
が
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
'
征
服
者

へ
の
屈
服
と
い
う
戦
争
の
体
験
で
あ
る
｡

敗
戦
を

｢
終
戦
｣
と
よ
ぴ
'
占
領
軍
を

｢
進
駐
軍
｣
と
よ
ぴ
'
す
べ
て
直
面
す
べ
き
事
態
を
'
そ
の
歴
史
的

･
政
治
的
本
質
に
お

い
て
正
視
す
る
こ
と
を
忌
避
す
る
の
が
'
敗
戦
日
本
の
政
治
の
当
路
者
に
特
有
の
知
慧
で
あ

っ
た
｡
ア
メ
リ
カ
教
育
使
節
団
の
報
告

書
の
冒
頭
の
一
句
に
あ

っ
た
の
は
'
た
し
か
に

｢
わ
れ
わ
れ
は
征
服
者
と
し
て
日
本
に
来
た
も
の
で
は
な
い
｣
と
い
う
断
-
で
あ

っ

た
｡
し
か
る
に
'
現
に
軍
事
的
に
屈
服
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
て
い
る
t
と
い
う
屈
辱
感
の
稀
薄
だ

っ
た
国
民
に
は
､
そ
こ
に
い
う

｢
征

服
者
｣
と
い
う

一
語
の
意
味
さ
え
も
'
格
別
気
に
止
め
る
に
あ
た
い
し
な
い
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡
占
領
軍
司
令
官

マ
ッ
カ
ー
サ

12



占領政策と戦後 日本

I
は
>

｢
日
本
人
十
二
歳
｣
説
を
捨
て
ぜ
り
ふ
と
し
て
残
し
た
｡
が
'
現
に
直
面
し
て
い
る
事
態
の
本
質
が
正
視
で
き
な
い
と
い
う

一
点
で
'
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
日
本
国
民
は
'
未
成
年
の
域
を
脱
し
て
い
な
か
っ
た
｡
占
領
政
策
に
対
す
る
一
切
の
批
判
は
禁
じ
ら

れ
て
い
た
に
し
ろ
､
軍
事
占
領
と
い
う
政
治
形
態
の
一
般
的
啓
蒙
的
分
析
は
'
す
こ
し
も
禁
じ
ら
れ
て
い
た
は
ず
は
な
い
｡
し
か
し
'

敗
戦
国
民
が
司
令
官

マ
ッ
カ
ー
サ

ー
に
対
し
て
負
う
と
こ
ろ
の
義
務
は
'
単
純
な
服
従
の
義
務
で
あ

っ
て
'
そ
れ
は
国
民
的
な
忠
誠

の
義
務
と
は
別
種
の

も
の

だ
t
と
い
う
弁
別
の
筋
金
を
さ
え
'
わ
が
国
民
の
精
神
に
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
学
者
は
'

一
人
も
い
な

p
J2

か

っ
た
の
で
あ
る

｡

敗
戦
の
詔
勅
に
は
'
た
し
か
に

｢
万
世
の
た
め
に
太
平
を
ひ
ら
-
｣
と
い
う
意
味
の
一
句
が
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
軍
事
占
領
は
戦

争
そ
の
も
の
の
継
続
で
あ
り
'

｢
太
平
洋
戦
争
｣
は
形
を
か
え
て
'
そ
れ
か
ら
七
年
に
お
よ
ん
だ
｡
日
本
お
よ
び
日
本
人
が

一
変
し

た
の
は
'
実
に

｢
占
領
｣
･
｢
征
服
｣
と
い
う
名
の
戦
争
期
間
に
お
い
て
で
あ
-
'
そ
し
て
そ
の
変
質
過
程
は
'
さ
ら
に
講
和
後
に
延

長
継
続
し
て
'
今
日
に
い
た
る
の
で
あ
る
｡

史
実
の
決
定
と
い
う
仕
事
は
'
古
文
書
や
資
料
の
中
に
埋
も
れ
る
歴
史
家
の
閑
事
業
と
み
え
る
場
合
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
｡
し
か

し
'

｢
大
東
亜
戦
争
｣
の
終
結
は
い
つ
か
t
と
い
う
よ
う
な
史
実
の
決
定
に
関
し
て
は
'
今
日
ま
で
の
通
俗
的
な
思
考
方
法
と
の
た

た
か
い
が
'
必
要
で
あ
る
｡
問
題
は
'
日
本
国
民
が
史
実
の
決
定
を
ま
っ
た
-
誤

っ
て
い
る
こ
と
と
'
自
己
の
戦
争
体
験
の
分
析
を

ま
っ
た
-
放
棄
し
て
い
る
こ
と
の
二
つ
が
'
固
く
結
合
し
て
い
る
と
い
う

一
点
に
あ
る
｡
な
る
ほ
ど

｢
八
月
十
五
日
｣
は
'
日
本
民

族
と
し
て
銘
記
す
べ
き

一
日
に
は
ち
が
い
な
い
｡
し
か
し
'
銘
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
'
そ
れ
が
単
な
る
敗
北
の
日
で
あ

っ
た

た

め
で

は

な

い
｡

い
わ
ん
や
'

｢
万
世
の
た
め
に
太
平
｣
を
ひ
ら
か
ん
t
と
い
う
決
意
の
日
で
あ
っ
た
た
め
で
は
な
お
さ
ら
な

い

｡
｢
八
月
十
五
日
｣
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
､
そ
れ
こ
そ
は
日
本
民
族
が
自
己
を
失

っ
た
日
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

日
本
民
族
が
自
己
を
失

っ
た
と
い
う
こ
と
｡

13



ヽ
ヽ

こ
れ
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
｡
第

一
の
意
味
は
国
と
し
て
の
独
立
の
喪
失
で
あ
る
｡
こ
れ
は
客
観
的
に
厳
乎
た
る
事
実
で
あ

っ

ヽ

て
'
議
論
の
余
地
も
な
い
｡
し
か
し
第
二
の
意
味
は
'
民
族
と
し
て
の
魂
の
喪
失
で
あ
る
｡
そ
れ
は
客
観
的

･
外
部
的
な
事
実
で
は

な
く
て
､
内
面
分
析
の
方
法
に
よ

っ
て
の
み
'
到
達
の
可
能
な
事
実
で
あ
-
'
そ
の
方
法
を
悟
ら
な
い
か
ぎ
り
'
い
つ
ま
で
た
っ
て

も
到
達
の
不
可
能
な
事
実
で
あ
る
｡
精
神
の
領
域
に
属
す
る
以
上
'
そ
の
領
域
に
踏
み
入
る
つ
も
-
の
な
い
も
の
に
は
'
事
実
の
存

在
を
指
摘
し
て
も
仕
方
が
な
い
｡

敗
戦
直
後
で
あ

っ
た
｡
ふ
た
た
び
私
事
を
つ
ら
ぬ
る
よ
う
だ
が
'
当
時
の
日
本
の
精
神
状
況
を
省
察
し
て
'
わ
た
し
は
次
の
よ
う

に
論
じ
た
｡
-

｢東
京
に
お
け
る
暗
さ
の
こ
と
は
と
も
あ
れ
'
地
方

l
帯
の
空
気
を
ど
う
告
げ
た
ら
い
い
の
か
｡
知
識
人
の
問
題

は
と
も
あ
れ
'
大
衆
の
場
合
は
ど
う
告
げ
た
ら
い
い
の
か
｡
是
非
善
悪
の
感
覚
の
喪
失
は
'
す
で
に
戦
時
か
ら
の
病
兆
だ

っ
た
の
が
'

敗
戦
に
よ
っ
て
重
大
な
症
状
に
転
化
L
t
お
よ
そ
す
べ
て
の
統
制
違
反
は
'
発
覚
が
悪
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡

鍋
釜
さ
え
'
仏
具
さ
え
'
供
出
し
た
も
の
を
'
昨
今
の
売
立
て
へ
い
っ
て
み
れ
ば
'
あ
ろ
う
こ
と
か
銀
盃
が
あ
り
'
銀
の
大
花
瓶
が

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

あ
-
'
各
種
の
銅
器

･
鋳
像
が
あ
る
｡
か
く
さ
ず
に
供
出
し
た
の
は
'
時
の
政
治
権
力

へ
の
屈
従
で
あ

っ
た
の
か
｡
い
や
'
運
命
共

ヽ
ヽ

同
体
た
る
民
族

へ
の
奉
仕
で
あ

っ
た
の
か
｡
そ
れ
を
問
う
も
の
が
ど
こ
に
も
な
い
｡
と
に
か
-
'
隠
匿
は
戦
争

へ
の
不
協
力
で
あ

っ

Eid3

た
｡
し
か
し
'
い
ま
は
い
ず
れ
が
正
か
'
い
ず
れ
が
邪
か
｡
こ
の
単
純
な
問
題
さ
え
'
奇
怪
な
つ
ら
が
ま
え
に

一
変
し
て
い
る
｡
｣

戦
時
に
お
け
る
貴
金
属
の
隠
匿
が
悪
で
あ

っ
た
の
な
ら
ば
､
戦
後
に
い
た
っ
て
も
､
そ
れ
は

一
貫
し
て
悪
と
し
て
発
見
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｡
戦
時
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
供
出
は
'
時
の
政
治
権
力

へ
の
屈
従
で
は
な
-
て
'
民
族
の
悲
壮
な
運
命

へ
の
奉
仕

で
あ

っ
た
か
ら
だ
'
と
い
う
の
が
右
の
一
節
に
潜
め
ら
れ
て
い
る
所
見
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
の
敗
北
感
と
征
服
者
の
対
日
政
策
が
'

た
と
い
歴
史
的
持
続
と
し
て
の
日
本
民
族
の
主
体
性
を
切
断
し
か
ね
な
い
と
し
て
も
'
道
徳
的
主
体
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
に
お
け
る

一
貫
性
が
破
壊
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
t
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
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矢
内
原
忠
雄
の
信
仰
状
況
を
暗
に
指
し
な
が
ら
'
お
な
じ

一
論
で
'
わ
た
し
は
次
の
よ
う
に
自
問
自
答
し
て
い
る
｡
～

｢
敗
戦

を
神
の
恩
寵
と
し
て
受
け
と
ろ
う
と
す
る
宗
教
的
立
場
に
お
い
て
､
は
じ
め
て
こ
の

(知
的

･
道
徳
的
)
内
省
が
可
能
な
の
だ
ろ
う

か
｡
こ
の
内
省
の
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
'
決
意
が
生
ま
れ
て
く
る
だ
ろ
う
か
｡
新
し
い
決
意

へ
の
志
向
を
契
機
と
す
る
こ
と
な
し

に
'
実
際
に
新
し
い
人
間
の
形
成
な
ど
と
い
う
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
｡
日
本
の
再
生
と
い
う
言
葉
は
'
日
本
の
再
建
な
ど
と
い
う

言
葉
よ
り
'
い
く
ら
正
し
い
か
し
れ
な
い
｡
し
か
し
'
再
生
と
い
う
言
葉
に
催
い
す
る
ほ
ど
の
変
革
が
'
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
精
神

の
本
質
に
生
じ
て
い
る
だ
ろ
う
か
｣
と
｡
人
間
と
し
て
の

｢
一
貫
性
｣
を
'
ま
ず
自
分

一
個
の
内
部
に
確
立
し
よ
う
と
し
て
､

つ
づ

け
て
こ
う
書
い
て
い
る
｡
-

｢
大
戦
は
'
わ
れ
わ
れ
個
人
に
と
っ
て
は
'
ど
う
し
よ
う
も
な
い
一
つ
の
遭
遇
だ
っ
た
と
考
え
る
の

は
よ
い
｡
し
か
し
'
だ
か
ら
と
い
っ
て
'
そ
の
な
か
で
ど
ん
な
ふ
う
で
あ

っ
て
も
よ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
ま
い
｡
そ
こ
を

ヽ
ヽ
ヽ

切
断
せ
ず
に
回
想
L
t
責
任
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
'
す
く
な
く
と
も
わ
た
し
の
生
存
に

一
貫
性
を
あ
た
え
る
こ
と
の
で
き
る
'

た
だ

一
つ
の
道
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
そ
し
て
ま
た
'
ゆ
る
さ
れ
て
い
る
た
だ

一
つ
の
道
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
お
そ
ら
く
漸
悦
と

悔
恨
と
は
'
生
涯
の
最
後
の
日
ま
で
消
え
る
こ
と
も
な
く
'
わ
た
し
の
余
命
と
余
生
と
は
'
そ
の
反
窮
の
た
め
に
残
さ
れ
て
い
る
の

ヽ
ヽ
ヽ

小

か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
'
自
己
の
生
存
の
一
貫
性
を
失
う
よ
り
は
い
い
の
で
あ
る
｡｣

な
に
を
お
い
て
も
'
わ
た
し
は
個
と
し
て
の
自
己
の
生
存
の

｢
一
貫
性
｣
に
固
執
し
よ
う
と
し
た
｡
し
か
し
'
こ
の
よ
う
な
個
の

論
理
を
拡
大
し
て
'
日
本
民
族
の
歴
史
の
断
絶
に
抵
抗
L
t
そ
の
歴
史
的
実
在
と
し
て
の
主
体
的
な

一
貫
性
を
明
確
に
主
張
す
る
ま

幻

ヽ
ヽ

で
に
は
'
そ
れ
か
ら
十
余
年
の
歳
月
を
閲
し
た
こ
と
に
な
る
｡

日
本
が

一
応
の
独
立
を
回
復
し
た
日
は
'
た
し
か
に
歴
史
的
に
明
白

ヽ

な
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
日
本
民
族
が
'
そ
の
魂
を
取
り
も
ど
す
日
が
い
つ
で
あ
る
か
は
'
だ
れ
も
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
-

民
族
が
魂
を
取
り
も
ど
す
と
は
'
歴
史
を
取
-
も
ど
す
こ
と
'
そ
し
て
歴
史
を
取
り
も
ど
す
と
は
'
歴
史
記
述
の
方
法
が
民
族
的
主

体
性
を
取
り
も
ど
す
こ
と
で
あ
る
｡

一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
以
降
の
'
あ
ら
ゆ
る
史
家
の
手
に
な
る

一
切
の
現
代
史
的
記
述
に
た
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い
し
て
'
わ
た
し
が
修
正

･
変
更

･
変
革
を
求
め
る
と
は
､
そ
う
い
っ
た
意
味
合
い
で
あ
る
｡

侶
玉
城
素

｢
〟
民
主
化
″

の
神
話

-

無
条
件
降
伏
か
ら
新
憲
法
ま
で
-

｣

(
ば
お

っ
く
第

5
号
､

一
九
六
三
年

6
月
)
.

わ
た
し
は
こ
の

l

論
か
ら
多
く
の
史
実
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
｡
の
み
な
ら
ず
'
思
想
的
に
も
力
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
'
本
論
の
次
節
で
も
そ
の

一
端
を
示

す
｡

闇
わ
た
し
自
身
の
忠
誠
論
で
は
'

｢
忠
誠
論
-
核
時
代
に
お
け
る
人
間
問
題
-

｣
が
'
最
も
新
し
い
.
叢
書
〝

現
代
の
発
見
〃

の
刊
行
が
中
絶

し
て
三
年
｡
改
め
て
そ
の

一
巻

『
現
代
の
天
皇
制
』

に
収
録
さ
れ
て
い
る
｡
約
百
枚
の
文
章
の
う
ち
､
前
半
は

『
国
家
悪
』

(
前
出
)
把
述
ベ

し

ら
れ
た
も
の
の
再
説
で
あ
る
｡
た
だ
し
こ
の

一
巻
に
は
'
わ
た
し
に
関
し
て
全
く
事
実
を
誕
い
た
悪
意
の
論
文
も
兄
い
だ
さ
れ
る
｡

図
わ
た
し
の

｢
反
省
な
き
民
族
｣
(『
国
家
悪
』
第
四
章
)
.
こ
の
文
章
が
最
初
に
掲
載
さ
れ
た
の
は

一
九
四
七
年
の
文
芸
春
秋
で
あ

っ
た
.

側

こ
こ
で
は
'

｢
一
貫
性
｣
と
い
う
用
語
を
'
反
復
使
用
し
て
い
る
.

こ
こ
に

｢
一
貫
性
｣
と
あ
る
の
は
'
人
間
に
お
け
る
主
義

･
主
張
な
ど

の
不
動
性
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
｡
人
格
性
そ
の
も
の
の
不
屈
の
持
続
性
を
意
味
し
て
い
る
｡
哲
学
に
は
'

｢
自
己
同

一
性
｣
と
い
う
用
語

が
あ
る
｡

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

㈲

わ
た
し
が
歴
史
の
断
絶
に
抗
し
て
'
そ
れ
を
連
続
に
お
い
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
最
初
の

一
論
は
'

｢
大
日
本
言

論
報
国
会
の
異
常
性
格
｣
(
文
学

一
九
六

一
年
8
月
号
)
で
あ

っ
た
｡
こ
れ
に
'
｢
思
想
史
の
方
法
に
関
す
る
ノ
ー
-
｣
と
い
う
副
題
が
あ
る
｡

幸
に
思
想
史
家
家
永
三
郎
教
授
の
論
評
を
え
た
｡
右
の
主
張
に
関
す
る
か
ぎ
-
'
教
授
の
賛
意
を
え
た
と
記
憶
す
る
｡

16

こ
の
核
時
代
と
い
う
人
類
未
曽
有
の
危
機
に
際
会
し
て
'
極
東
の
一
民
族
が
果
た
し
て
積
極
的
な

一
つ
の
役
割
を
う
け
も
っ
こ
と

が
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
か
｡
ま
だ
そ
れ
は
だ
れ
に
も
わ
か
ら
な
い
｡
し
か
し
そ
れ
が
'
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
願
望
で
あ
る
こ
と
は
た

し
か
で
あ
る
｡
わ
た
し
は
こ
の
問
題
に
近
づ
く
の
に
'

一
見
ひ
ど
く
迂
遠
な
道
を
思
い
立
ち
'
こ
の
小
論
で
は
'
本
節
を
も

っ
て
そ

の
回
り
道
の
半
ま
で
す
す
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
｡

(道
の
後
半
に
つ
い
て
は
'
紙
幅
の
都
合
上
'
近
々
べ
つ
の
場
所
に
筆
を
と
る
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こ
と
に
な
る
｡)

日
本
民
族
に
と
っ
て
'
右
に
い
う
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
'
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
諸
条
件
を
省
察
す
る
に
あ
た
り
'

な
か
ん
ず
く
迂
遠
き
わ
ま
る
も
の
か
ら
'
わ
た
し
は
出
発
し
た
｡
す
な
わ
ち
第

一
節
で
は
､
そ
の
よ
う
な
条
件
の
一
つ
に
､
民
族
と

し
て
の
知
的

･
精
神
的
装
備
が
改
め
て
必
要
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
､
そ
の
要
素
の
一
つ
に
国
民
史
観
に
よ
る
自
信
回
復
の
問
題
が
あ

る
こ
と
を
考
察
し
た
｡
第
二
節
で
は
'
そ
の
史
観
に
つ
ら
な
る
も
の
に
'
史
実
の
決
定
と
い
う
重
要
問
題
の
あ
る
こ
と
を
注
意
し
た
｡

｢
大
東
亜
戦
争
｣
の
終
結
に
関
し
て
は
'
知
識
人
の
み
な
ら
ず
､
ひ
ろ
-
国
民
各
層
の
あ
い
だ
に
'
き
わ
め
て
重
大
な
史
実
の
誤
認

が
あ
る
｡
こ
の
誤
認
は
'
日
本
政
府
の
造
語

｢終
戦
｣
に
由
来
す
る
に
し
ろ
'
日
本
民
族
が
自
己
を
喪
失
し
た
結
果
で
も
あ
り
'
自

己
を
回
復
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
原
因
の
一
つ
で
も
あ
る
と
考
え
た
｡
本
節
は
そ
れ
に
接
続
し
て
'
第
三
の
見
解
に
す
す
む
｡

お
よ
そ
軍
事
占
領
と
い
う
も
の
は
'
地
上
に
存
在
し
う
る
統
治
形
態
の
う
ち
'
最
も
野
蛮
な
形
態
で
あ
る
｡
占
領
軍
が
高
度
文
明

国
の
軍
隊
で
あ
る
か
ど
う
か
は
'
そ
の
本
質
を
右
左
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
る
に
敗
戦
後
の
日
本
人
に
欠
け
て
い
た
の
は
'
こ

の
基
本
見
解
で
あ
る
｡
被
征
服
の
約
七
年
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
事
実
認
識
は
'
改
め
て
こ
の
見
解
と
む
す
ぴ
つ
く
｡
征
服

･
被

征
服
の
一
般
原
則
と
'
民
主
主
義
の
一
般
原
則
と
の
あ
い
だ
に
は
'
本
質
的
に
い
か
な
る
類
似
点
も
な
い
｡
両
者
が

一
つ
の
領
土
内

に
お
い
て
共
存
し
う
る
と
考
え
る
の
は
'
人
間
が
も
っ
こ
と
の
で
き
る
最
大
限
の
錯
覚
で
あ
り
'
そ
の
錯
覚
を
被
占
領
国
民
に
あ
た

EiiZl

え
る
こ
と
は
,
征
服
者
と
し
て
の
連
合
国
側
の
最
高
の
政
策
技
術
で
あ
っ
た
､
と
も
い
え
&
.ヽ

ヽ

政
治
上
の
民
主
主
義
が
'
真
に
民
主
主
義
で
あ
る
た
め
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
､
独
立
の
国
家
主
権
が
人
民
の
手
中
に
あ

る
､
と
い
う

一
事
で
あ
る
｡
民
主
主
義
が
単
純
な
社
会
関
係
の
原
理
で
あ
る
以
外
に
､
国
家
お
よ
び
国
家
生
活
の
原
理
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
の
が
､
J
･
l
･
ル
ソ
ー
の

『
民
約
論
』
で
あ
る
｡
政
治
上
の
民
主
主
義
が
こ
の
地
上
に
実
在
す
る
た
め
に
は
t

Eid2

そ
の
求
心
力
の
中
心
は
国
家
主
権
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
t
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

17



独
立
の
国
家
権
力
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
'
民
主
主
義
が
存
在
し
'
そ
し
て
民
主
主
義
の
育
成
と
学
習
が
可
能
で
あ
る
､
と
い

ヽ
ヽ

う
対
日
政
策
の
見
解
ほ
ど
'
自
他
を
欺
晒
し
た
も
の
は
な
い
｡
中
心
と
し
て
の
独
立
を
失

っ
た
民
主
主
義
は
'
求
心
力
と
し
て
で
は

な
く
'
逆
に
果
て
知
ら
ぬ
遠
心
力
と
し
て
作
用
し
は
じ
め
'
単
純
な
自
己
中
心
主
義
'
私
生
活
主
義
'
私
利
私
慾
主
義
､
欲
望
滞
足

主
義
､
な
ど
な
ど
と
よ
ば
れ
る
も
の
へ
と
'
手
は
な
し
に
拡
散
し
､
そ
し
て
そ
れ
が
講
和
成
立
後
に
お
よ
ん
で
'
ま
す
ま
す
日
本
の

｢
民
主
化
｣
の
特
性
と
な

っ
た
｡

こ
れ
ま
で
種
々
の
機
会
に
久
し
-
論
じ
た
よ
う
に
'
国
家
主
権
こ
そ
現
代
に
お
け
る
根
本
的
な
疑
問
の
対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

)3

い
｡
こ
の
わ
た
し
の
基
本
見
解
は
'
ゆ
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
｡
し
か
し
こ
こ
で
は
'
近
代
の
民
主
主
義
が
つ
ね
に
例
外
な
く
国
家
主
権

ヽ
ヽ
ヽ

と
の
結
合
物
で
あ

っ
た
こ
と
'
歴
史
的
に
実
在
す
る
の
は
単
な
る

｢
民
主
主
義
｣
で
は
な
く
て
'
い
つ
も
民
主
主
義
国
家
で
あ
る
t

と
い
う
事
実
そ
の
も
の
に
眼
を
す
え
た
い
の
で
あ
る
｡

-

思
想
的
に
は
国
家
主
権
に
た
い
し
て
否
定
的
で
あ
る
こ
と
と
'
現
実
の

認
識
に
お
い
て
は
'
つ
ね
に
国
家
主
権
そ
の
も
の
に
焦
点
を
す
え
て
い
る
こ
と
｡
こ
の
両
面
は
'
わ
た
し

一
個
に
お
い
て
統

一
さ
れ

て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
｡

軍
事
占
領
下
'
主
権
喪
失
の
日
本
に
'
政
治
的
民
主
主
義
の
ひ
と
か
け
ら
も
あ
り
う
べ
き
も
の
で
な
か

っ
た
こ
と
は
'
以
上
に
よ

っ
て
明
白
で
あ
る
｡
し
か
る
に
軍
事
占
領
下
に

｢
民
主
化
｣
が
t
.
さ
も
あ
り
え
た
か
の
よ
う
に
信
じ
こ
ん
だ
の
が
'
残
念
な
が
ら
第

一
に
革
新
派
の
ひ
と
び
と
で
あ

っ
た
｡
講
和
条
約
の
成
立

･
発
効
に
さ
い
し
て
'
征
服
者
の
絶
対
権
力
と
野
蛮
な
支
配
関
係
か
ら
の

解
放
と
い
う
実
感
が
'
追
放
者
の
追
放
解
除
以
外
に
は
'
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
も
'
右
の
事
実
と
つ
ら
な

っ
て

い
る
｡
征
服
下
の
七
年
の
戦
争
体
験
が
'
あ
た
か
も

〝
戦
後
体
験
″

の
ご
と
く
に
誤
認
さ
れ
､
例
外
な
く

〝
戦
後
体
験
″

と
し
て
語

.llu4

ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
が
'
そ
れ
を
あ
り
あ
り
と
示
し
て
い
る
｡

し
か
し
'
右
に
述
べ
た
事
物
の
誤
認
が
'

〝
戦
後
思
想
〃

と
よ
ば
れ
て
い
る

一
切
の
日
本
人
の
思
考
形
態
を
'

一
つ
の
例
外
も
な

18
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く
性
格
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
'
最
も
重
大
で
あ
る
｡
そ
の
性
格
た
る
や
'
公
式
的

マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
社
会
民
主
主
義
'
そ
し

て
保
守
的
自
由
主
義
に
い
た
る
政
治
の
諸
思
想
に
共
通
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
'
戦
前

･
戦
中

･
戦
後
な
ど
と
呼
び
わ
け
ら
れ
る

一
切

合
財
の
イ
ン
テ
リ
的
思
考
の
'
果
て
し
も
切
り
も
な
い
諸
形
態
に
'
ま
っ
た
く
無
制
限
に
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
国
家
主
権
か

ら
も
ぎ
は
な
さ
れ
て
育
て
ら
れ
た

｢
民
主
思
想
｣
が
'
と
き
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
哀
れ
な
精
神
的
奇
型
児
を
産
み
だ
す
か
の
実
験
例
は
'

わ
が
知
的
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
陳
列
台
に
'
ず
ら
り
と
並
ん
で
お
り
'
そ
の
最
も
奇
怪
な
類
型
に
つ
い
て
は
'
わ
た
し
は
こ
れ
を
占

FJLL.)

領
政
策
の
睡
眠
薬
に
よ
る
サ
リ
ド
マ
イ
ド
禍
と
し
て
､
か
れ
ら
の
発
想
法
を

｢
ア
ザ
ラ
シ
状
の
手
｣
に
癒
え
て
み
た
｡

戦
後
の
思
想
状
況

･
精
神
状
況
に
つ
い
て
は
'
わ
た
し
は
か
え
り
み
て
数
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
の
も
の
を
'
こ
れ
ま
で
も
書
い
て
き
た
｡

｢精
神
の
空
自
｣
｢国
家
意
識
の
喪
失
｣

｢
タ
ナ
ボ
タ
民
主
主
義
｣

｢
骨
な
し
平
和
主
義
｣
な
ど
な
ど
と
い
う
言
葉
で
'
戦
後
的
な
精

神
の
諸
現
象
を
扱

っ
て
き
た
｡
し
か
る
に
こ
こ
で
は
そ
れ
に

一
歩
を
す
す
め
'
そ
れ
ら
の
諸
現
象
の
根
因
と
思
わ
れ
る
も
の
に
'
メ

ス
を
入
れ
た
こ
と
に
な
る
｡
軍
事
占
領
と
民
主
主
義
と
が
両
立
す
る
t
と
い
う

｢
民
主
化
｣
の
神
話
こ
そ
そ
の
禍
根
で
あ

っ
た
t
と

い
う
の
で
あ
る
｡

軍
事
占
領
下
に
'
報
道
言
論
の
自
由
が
な
か

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
'
ま
た

一
切
の
出
版
物
に
全
面
的
な
検
閲
が
あ

っ
た
こ
と
に
つ

い
て
'
そ
の
他
'

一
般
国
民
に
は
み
え
な
い
と
こ
ろ
で
も
'
多
-
の
弾
圧
が
あ

っ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
'
史
的
資
料
が
揃
い
'
そ

の
公
表
を
み
る
の
は
'
お
そ
ら
-
時
間
の
問
題
で
あ
ろ
う
｡
戦
争
期
の
軍
部
専
制
に
よ
る
言
論
の
弾
圧
と
'
占
領
軍
の
征
服
下
に
お

け
る
言
論
の
弾
圧
と
'
両
者
い
ず
れ
が
よ
り
苛
烈
で
あ

っ
た
か
の
議
論
も
'
こ
こ
で
は
無
用
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
'
い
ま
に
お
い
て
改

め
て
必
要
な
の
は
'
占
領
下
の
日
本
に
は
ひ
と
か
け
ら
の
民
主
主
義
も
存
在
し
な
か
っ
た
t
と
い
う

一
般
的
な
事
実
そ
の
も
の
の
確

認
で
あ
る
｡

E2iiZ

み
ご
と
に
そ
の
一
点
に
触
れ
た
も
の
に
,
玉
城
素
氏
の

｢
〝
民
主
化
〟

の
神
話

-
無
条
件
降
伏
か
ら
新
憲
法
ま
で

ー
｣

が
あ
聖

占
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領
初
期
に
お
け
る
占
領
軍
の
絶
対
権
力
の
確
立
と
'

一
見
し
て
ラ
ジ
カ
ル
な
日
本
の

｢
民
主
化
｣
と
が
'
同
時
に
平
行
し
て
お
こ
な

わ
れ
た
こ
と
は
'

｢
強
制
さ
れ
た
民
主
主
義
｣
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
生
む
こ
と
に
な

っ
た
が
'
対
日
政
策
の
裏
面
史
に
も
触
れ

て
い
る
玉
城
氏
に
よ
れ
ば
'
初
期
民
主
化
の
狙
い
は
'

｢
民
主
主
義
｣
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の

〝
国
体
〃

観
念
を
も

っ
て
'
い
ま

一
つ

の
日
本
的
な
国
体
観
念
を
'
征
服
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
｡
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
日
本
の
征
服
は
'
二
段
が
ま
え
の
も
の
で
あ

っ
た
｡
武

力
に
よ
る
第

一
段
の
征
服
か
ら
'
さ
ら
に
精
神
に
よ
る
第
二
段
の
征
服
を
完
遂
し
た
と
信
じ
た
と
き
の
､
勝
利
者
と
し
て
の
有
頂
天

ぶ
-
は
'
元
帥

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
一
つ
の
声
明
が
'
露
骨
に
そ
れ
を
示
し
て
い
る
｡
-
ズ
リ
ー
艦
上
に
お
け
る
日
本
降
伏
調
印
式
の
'

一
周
年
記
念
日
を
期
し
て
発
せ
ら
れ
た
'
あ
の
声
明
で
あ
る
｡

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
同
声
明
の
一
節
で
'
こ
う
い
っ
て
い
る
｡
-

･
｢
日
本
の
七
千
万
国
民
は
'
日
本
の
勝
利
と
敵
の
獣
性
を
の
み

聞
か
さ
れ
'
そ
し
て
'
突
然

一
挙
に
し
て
完
全
敗
北
の
衝
撃
を
う
け
た
｡
か
れ
ら
の
全
世
界
が
崩
壊
し
た
｡
そ
れ
は
軍
事
力
の
崩
壊

に
と
ど
ま
ら
ず
'
信
念
の
崩
壊
で
あ

っ
た
｡
か
れ
ら
が
信
仰
L
t
そ
れ
に
よ

っ
て
生
き
'
考
え
た
す
べ
て
の
も
の
が
崩
壊
し
た
の
で

あ

っ
た
｡
そ
の
あ
と
の
精
神
的
空
白
の
な
か
へ
米
国
兵
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
'
日
本
人
が
か
つ
て
教
え
ら
れ
た
こ
と
は
嘘
で
あ

っ
た
こ

と
'
過
去
の
信
仰
は
悲
劇
で
あ

っ
た
こ
と
が
'
日
の
ま
え
で
証
明
さ
れ
た
｡
つ
づ
い
て
精
神
の
革
命
が
起

っ
て
き
た
｡
そ
れ
は
二
千

年
の
歴
史
'
伝
統
'
伝
説
の
う
え
に
築
か
れ
た
生
活
の
理
論
と
実
践
と
を
'
ほ
と
ん
ど

一
夜
に
し
て
滅
茶
滅
茶
に
す
る
も
の
で
あ

っ

た
｡
日
本
国
民
の
な
か
に
生
じ
た
精
神
革
命
は
､
日
の
ま
え
の
目
的
を
達
す
る
た
め
の
附
け
焼
刃
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
世
界
の
社
会

pJJ
Liz

史
上
の
此
類
な
き
激
変
で
あ
る
｣
と
｡

日
本
民
族
の
歴
史
と
伝
統
的
精
神
を
破
滅
さ
せ
る
こ
と
｡
そ
れ
が
日
本
征
服
の
第
二
段
の
目
標
で
あ

っ
た
｡
こ
れ
ほ
ど
雄
弁
に
そ

ヽ
ヽ

れ
を
語
る
も
の
も
な
い
だ
ろ
う
｡
こ
こ
に
は

一
民
族
の
歴
史
の
切
断
は
可
能
だ
t
と
い
う
無
謀
な
信
念
が
'
息
づ
い
て
い
る
よ
う
で

あ
る
｡
玉
城
氏
が
力
を
か
た
む
け
た
の
は
'
氏
の
言
葉
で
い
え
ば

｢
事
実
の
探
索
｣
で
あ
-
'
現
代
史
の
領
域
に
最
も
著
し
く
め
だ

2()
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つ
事
実
認
識
の
歪
曲
に
た
い
す
る
是
正
で
あ
る
｡
そ
れ
を
氏
が
志
し
た
の
は
､
歴
史
家
と
し
て
の
関
心
か
ら
で
は
な
く
'

｢
思
想
の

創
造
性
を
回
復
す
る
と
い
う
仕
事
｣

へ
の
関
心
か
ら
で
あ
る
'
と
い
う
の
は
心
を
う
つ
言
葉
で
あ
る
｡
正
し
い
事
実
認
識
の
存
在
し

な
い
と
こ
ろ
に
'
お
よ
そ
生
命
を
も

っ
た
思
想
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
は
可
能
で
な
く
'
ま
し
て
や
そ
れ
が
持
続
性

･
客
観
性
を
も

っ
て
'
生
成
発
展
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
'
可
能
で
は
な
い
｡
も
し

一
切
の

〝
戦
後
思
想
〃

に
､

一
致
し
て
反
省
す
べ
き
も
の
が

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

あ
る
と
す
れ
ば
'
い
っ
た
い
そ
れ
ら
は
'
い
か
な
る
戦
争
認
識
か
ら
出
発
し
て
今
日
に
い
た
っ
た
の
か
t
と
い
う

一
点
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡
さ
ら
に
い
ま

一
つ
の
問
い
を
'
そ
れ
に
つ
け
加
え
る
と
す
れ
ば
'
そ
も
そ
も
諸
君
の

｢
民
主
思
想
｣
な
る
も
の
は
'
占

領
政
策
に
お
け
る
日
本

｢
再
教
育
｣
の
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
の
か
'
そ
れ
と
も

『
民
約
論
』
そ
の
他
の
古
典
や
'

歴
史
上
の
諸
事
実
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
の
か
t
と
い
う

一
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
く
り
返
し
て
い
う
が
'
軍
事
占
領
下
に

民
主
主
義
が
そ
だ
つ
t
と
い
う
考
え
か
た
は
'

一
言
に
し
て
虚
妄
で
あ
る
｡
そ
れ
が
そ
だ

っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
と
す
れ
ば
'
そ

だ
っ
た
も
の
自
体
が
'
そ
の
な
か
に
虚
妄
を
宿
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
｡
こ
れ
が
わ
た
し
の
第
三
の
見
解
で
あ
る
｡

日
本
国
民
は
こ
の
核
時
代
を
生
き
ぬ
-
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
｡

わ
た
し
は
以
上
の
所
見
に
'
さ
ら
に
第
四
'
第
五
'
第
六
の
見
解
を
加
え
る
こ
と
で
'
こ
の
問
題
を
問
い
つ
め
て
い
き
た
い
と
思

う

｡

｢
世
界
連
邦
と
日
本
民
族
｣

｢
国
家
主
権
な
ら
び
に

〝
国
家
理
性
〃

の
否
定
｣

｢
日
本
国
憲
法
と
暴
力
革
命
の
否
定
｣
な
ど
が
t

Eid8

そ
れ
ら
三
節
の
暫
定
的
な
主
題
で
あ
る
｡
い
ま
は
そ
れ
を
予
告
す
る
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

旧
｢
軍
事
占
領
と
い
う
こ
と
自
体
が
'
民
主
主
義
と
極
端
に
矛
盾
す
る
｡
｣
｢
軍
事
占
領
下
で
'
日
本
に
民
主
主
義
が
そ
だ

っ
た
と
い
う
の
は
'

恐
る
べ
き
虚
構
で
あ
る
.
｣
1

な
ど
な
ど
の
指
摘
は
'
本
論
が
は
じ
め
て
で
は
な
い
｡
｢
国
家
意
識
と
言
論
の
自
由
｣

(
中
央
公
論

一
九
六

一

年

6
月
号
)
か
ら
'
こ
れ
は
拾

っ
た
も
の
で
あ
る
｡

物
ル
ソ
ー
の

『
民
約
論
』
を
'
も

っ
と
大
幅
に
援
用
し
た
の
は
'
わ
た
し
の

｢
戦
争
体
験
に
お
け
る
民
族
｣
(
潮

T
九
六
三
年
12
月
号
)
で
あ
る
｡

相
国
家
主
権
に
た
い
す
る
戦
後
の
批
判
は
t

E
･
リ
ー
ヴ
ス
に
は
じ
ま

っ
て
'
ジ
ャ
ッ
ク

･
マ
リ
タ
ン
に
い
た
る
t
と
い
う
べ
き
か
｡
わ
た
し
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自
身
の
場
合
は
'
六
年
前
の
小
著

『
国
家
悪
』
(
前
出
)
に
は
じ
ま
-
'

｢
戦
争
'
国
家
そ
し
て
人
間
｣

(
中
央
公
論

一
九
六
三
年
2
月
号
)
を

経
て
'
最
近
の

｢
家
庭
論
争
を
超
え
て
｣
(
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル

一
九
六
三
年
9
月

29
日
号
)
に
お
よ
ぶ
.

糾
戦
争
体
験
を

｢
戦
後
体
験
｣
と
誤
認
L
t
そ
の
誤
認
の
上
に
展
開
さ
れ
た

｢
現
代
史
｣
'

｢
戦
後
思
想
史
｣
､

お
よ
び

｢
戦
後
思
想
｣
的
文
意

を
列
挙
す
る
こ
と
は
'
と
う
て
い
煩
に
た
え
な
い
｡
戦
中
派
の
代
表
選
手
山
田
宗
睦
氏
の
最
近
の

一
篇

｢
日
本
人
は
戦
争
体
験
を
ど
う
考
え
て

き
た
か
｣
(
長
州

一
二
編

『
戦
争
を
ど
う
教
え
る
か
』

一
九
六
三
年
'
第
二
章
)
を
'

一
例
と
し
て
掲
げ
る
に
と
ど
め
た
い
｡

㈲

サ
リ
ド
マ
イ
ド
禍
の

｢
ア
ザ
ラ
シ
状
の
手
｣
の
よ
う
な
発
想
法
で
'
わ
た
し
の
国
家
論

･
国
家
主
権
論

･
忠
誠
論

･
忠
誠
拒
否
論
な
ど
に
'

挑
み
か
か

っ
て
-
る

〝
骨
な
し
平
和
主
義
者
〃

の
事
例
に
つ
い
て
は
'

｢
忠
誠
論
-
核
時
代
に
お
け
る
人
間
問
題
-

｣

(
前
出
)
の
第
十

一
節

に
､

｢
戦
後
世
代
と
奇
型
的
な
精
神
構
造
の
発
生
｣
と
題
す
る
も
の
を
設
け
て
'
取
-
扱

っ
て
い
る
｡

㈲

玉
城
素

｢
〟
民
主
化
〃

の
神
話
-
無
状
件
降
伏
か
ら
新
憲
法
ま
で
-
｣
(
本
論
第
二
節
の
注
l
を
み
よ
.
)

S

わ
た
し
の

｢
精
神
の
革
命
と
は
な
に
か
｣
(『
国
家
悪
』
第

一
章
)
か
ら
の
孫
引
O
玉
城
素
氏
の
前
出
論
文
に
も
､
こ
の
声
明
は
引
用
さ
れ
て

い
る
が
'
そ
の
訳
文
は
ら
が

っ
た
調
子
の
も
の
で
あ
る
｡

㈱
本
論
を
完
成
す
れ
ば
'
し
た
が

っ
て
三
節
か
ら
で
は
な
く

前
後
七
節
か
ら
成
る
も
の
と
な
る
予
定
で
あ
る
｡
最
終
節
が
'

｢
日
本
国
民
は

こ
の
核
時
代
を
生
き
ぬ
け
る
か
｣
で
あ
る
｡
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