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三
種
類
の
歴
史
が
あ
る
。
第
一
の
歴
史
は
過
去
に
お
い
て
実
際
に
起
こ
っ
た
出
来
事
、
第
二
は
歴
史
家
が
過
去
の
出
来
事
を
語
っ

て
い
る
歴
史
、
第
三
の
歴
史
は
一
般
大
衆
が
信
じ
て
い
る
過
去
の
出
来
事
で
あ
る
。
も
と
よ
り
本
稿
は
第
二
の
歴
史
の
領
域
を
扱
う
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が
、
歴
史
的
事
実
そ
の
も
の
は
本
来
多
面
的
か
つ
重
層
的
な
も
の
で
、
残
さ
れ
た
史
料
に
基
づ
い
て
そ
の
全
体
像
を
客
観
的
に
考
察

し
解
釈
す
る
に
は
、
そ
う
し
た
目
的
に
即
し
た
学
問
的
方
法
や
手
順
が
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
過
程
に
は
困
難
さ
が
つ
き
ま
と

う
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
一
九
四
五
年
の
日
本
の
終
戦
を
め
ぐ
っ
て
は
、
惨
烈
な
軍
事
的
敗
北
に
加
え
て
、
人
類

史
に
未
曾
有
の
原
子
爆
弾
の
投
下
と
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
。
広
島
と
長
崎
に
対
す
る
原
子
爆
弾
攻
撃
は
、
一
瞬
の
う
ち
に
大
量

死
・
大
被
害
を
生
じ
た
凄
惨
さ
と
、
当
時
は
分
明
で
な
か
っ
た
残
存
放
射
能
に
よ
る
持
続
す
る
被
害
を
も
た
ら
し
た
点
で
希
有
の
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
戦
後
の
冷
戦
お
よ
び
併
行
し
て
進
行
し
た
核
時
代
の
は
じ
ま
り
を
画
す
出
来
事
と
な
っ
た
が
ゆ
え
に
、

同
時
代
の
政
策
決
定
を
分
析
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
後
年
の
様
々
な
感
情
や
思
惑
を
排
し
て
客
観
性
を
維
持
す
る
こ
と
が
、
こ
と
さ

ら
に
困
難
な
テ
ー
マ
と
も
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
現
在
に
至
る
ま
で
核
兵
器
の
桎
梏
の
も
と
に
世
界
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
情

か
ら
、
日
本
の
終
戦
に
か
か
わ
る
歴
史
的
理
解
と
評
価
を
め
ぐ
っ
て
は
、
事
実
と
願
望
が
錯
綜
し
、
必
ず
し
も
学
問
的
と
は
言
い
難

い
議
論
も
数
多
く
存
在
し
て
き
た
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
・
太
平
洋
戦
争（1
（

の
終
結
か
ら
七
〇
年
余
を
経
て
、
歴
史
研
究
は
太
平
洋
戦
争
の
終
結
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
知

見
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
日
本
の
終
戦
史
に
つ
い
て
の
研
究
史
的
論
考
で
あ
る
。

　

太
平
洋
戦
争
の
終
結
に
関
す
る
研
究
は
、
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
、
主
導
さ
れ
て
き
た
。
日
本
の
降
伏
過
程
を

扱
っ
た
歴
史
研
究
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
ビ
ュ
ー
ト
ー
（Robert J. C. Butow

（
に
よ
っ
て
先
鞭
を
付
け
ら
れ
た（2
（

。
日
本
側
の
終
戦
過
程

を
分
析
す
る
上
で
、
ビ
ュ
ー
ト
ー
の
研
究
は
今
日
に
お
い
て
も
な
お
第
一
に
参
照
さ
れ
る
べ
き
業
績
で
あ
る
。

　

他
方
で
、
太
平
洋
戦
争
の
終
結
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
の
研
究
の
焦
点
は
、
原
子
爆
弾
の
投
下
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

論
点
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
①
ア
メ
リ
カ
が
、
原
子
爆
弾
を
投
下
し
た
目
的
は
、
日
本
を
（
早
期
に
（
降
伏
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た

の
か
、
そ
れ
と
も
ソ
連
を
牽
制
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
か
。
②
原
爆
投
下
が
日
本
の
降
伏
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
原
爆
投

下
が
な
く
と
も
日
本
は
降
伏
し
た
の
か
。
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
に
よ
る
原
子
爆
弾
投
下
の
決
定
を
め
ぐ
っ
て
、「
正
統
主
義
」
と
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「
修
正
主
義
」
の
間
で
、
激
し
い
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た（3
（

。

　
「
正
統
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
解
釈
は
、「
ア
メ
リ
カ
は
日
本
を
早
期
に
降
伏
さ
せ
る
と
い
う
軍
事
的
目
的
か
ら
原
爆
を
投
下
し
た
」

「
原
子
爆
弾
が
太
平
洋
戦
争
を
終
結
さ
せ
、
数
多
の
ア
メ
リ
カ
人
の
生
命
を
救
っ
た
」
と
主
張
す
る
。
代
表
的
な
論
者
と
し
て
、

ハ
ー
バ
ー
ト
・
フ
ァ
イ
ス
（H

erbert Feis

（
や
ロ
バ
ー
ト
・
Ｈ
・
フ
ェ
レ
ル
（Robert H

. Ferrell

（、
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ド
ッ
ク
ス

（Robert Jam
es M

addox

（
が
挙
げ
ら
れ
る（（
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
解
釈
を
「
原
爆
神
話
」
で
あ
る
と
批
判
し
、「
ア
メ
リ
カ
は
、
ソ
連
を
外
交
的
に
牽
制
す
る
と
い
う
政
治

的
目
的
の
た
め
に
原
爆
を
投
下
し
た
」
と
主
張
し
た
の
が
「
修
正
主
義
」
の
研
究
で
あ
る
。
代
表
的
な
論
者
に
、
Ｐ
・
Ｍ
・
Ｓ
・
ブ

ラ
ケ
ッ
ト
（P. M

. S. Blackett
（
や
ガ
ー
・
ア
ル
ペ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
（Gar A

lperovitz

（
が
挙
げ
ら
れ
る（（
（

。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
活
潑
な
議
論
が
続
い
て
お
り
、
太
平
洋
戦
争
の
終
結
は
、
政
治
外
交
史
・
国
際
政
治

史
研
究
に
お
い
て
広
く
関
心
を
集
め
て
い
る
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る（6
（

。

　

し
か
し
日
本
国
内
に
お
い
て
は
、
太
平
洋
戦
争
の
「
開
戦
」
に
関
す
る
豊
富
な
研
究
の
蓄
積
に
比
べ
て
、
そ
の
「
終
戦
」
を
め
ぐ

る
研
究
は
長
ら
く
低
調
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
研
究
状
況
は
主
と
し
て
史
料
的
制
約
に
起
因
す
る
。
終
戦
期
の
日
本
側
の
一
次
史
料

の
多
く
は
、
戦
災
、
終
戦
に
と
も
な
う
焼
却
処
理
や
戦
後
の
混
乱
の
中
で
消
失
・
散
逸
し
、
現
存
す
る
も
の
は
量
・
質
と
も
に
乏
し

い
。
ま
た
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
終
戦
の
意
思
決
定
が
、
通
例
の
政
策
決
定
と
は
著
し
く
異
な
る
過
程
を
経
て
な
さ
れ
た
た
め
、
降

伏
決
定
を
め
ぐ
る
政
府
首
脳
の
議
論
に
関
し
て
、
精
確
か
つ
信
頼
に
足
る
記
録
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。
結
果
と
し
て
、
当

該
期
を
扱
う
研
究
は
、
回
顧
録
な
ど
の
二
次
史
料
や
東
京
裁
判
の
記
録
・
供
述
に
多
く
を
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
史
料
的
制
約
は
実
証
主
義
的
歴
史
研
究
に
と
り
致
命
的
で
あ
っ
た
。
今
日
に
至
っ
て
も
、
日
本
に
と
っ
て
の
「
終
戦
」
が
必
ず

し
も
明
瞭
な
像
を
結
ば
な
い
の
は
こ
う
し
た
事
情
に
由
来
す
る
。
加
え
て
、
麻
田
貞
雄
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
で
は
長
ら
く
原

爆
投
下
問
題
に
関
し
て
、
あ
る
種
の
「
タ
ブ
ー
」
が
存
在
し
た
、
と
い
う
点
も
重
要
で
あ
る（（
（

。
す
な
わ
ち
、
日
本
で
は
、「
原
爆
が
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日
本
の
早
期
降
伏
を
も
た
ら
す
た
め
に
使
用
さ
れ
た
」「
原
爆
投
下
は
日
本
の
降
伏
実
現
の
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
」
と
い
う
ア
メ

リ
カ
の
正
統
主
義
学
派
の
主
張
は
、
原
爆
投
下
の
「
肯
定
も
し
く
は
正
当
化
」
に
つ
な
が
る
と
し
て
、
学
界
の
み
な
ら
ず
社
会
的
に

批
判
を
浴
び
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
修
正
主
義
学
派
の
議
論
が
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
な
く
マ

ル
ク
ス
主
義
史
学
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
日
本
の
歴
史
研
究
者
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ（8
（

、
日
本
の
学
界
に
お
い
て
支
配
的
と
な

る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
日
本
人
研
究
者
の
手
に
よ
る
主
体
的
か
つ
実
証
的
な
終
戦
史
研
究
へ
の
障
害
と
な
っ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
近
年
、
終
戦
史
研
究
、
こ
と
に
日
本
の
降
伏
決
定
過
程
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
降
伏
決
定
の
主
因
を
め
ぐ
る
論
争

を
通
じ
て
、
著
し
い
進
展
を
み
せ
つ
つ
あ
る（9
（

。

　

さ
て
、
本
誌
第
八
九
巻
第
八
号
に
掲
載
し
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｂ
・
フ
ラ
ン
ク
「『
決
号
』
―
―
一
九
四
五
年
に
お
け
る
日
本
の
政

治
戦
略
・
軍
事
戦
略
」
は
、
標
題
の
通
り
決
号
作
戦
を
終
戦
史
研
究
の
一
環
と
し
て
分
析
し
た
、
す
ぐ
れ
た
論
考
で
あ
る
。

　

リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｂ
・
フ
ラ
ン
ク
は
、
一
九
四
七
年
カ
ン
ザ
ス
生
ま
れ
。
一
九
六
九
年
に
ミ
ズ
ー
リ
大
学
を
卒
業
後
、
ア
メ
リ
カ
陸

軍
に
入
隊
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
に
従
軍
し
、
第
一
〇
一
空
挺
師
団
の
小
銃
小
隊
長
を
務
め
た
。
一
九
七
六
年
、
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
大

学
ロ
ー
・
セ
ン
タ
ー
を
修
了
。
現
在
は
、
弁
護
士
業
の
傍
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦
史
（
太
平
洋
戦
史
（
を
専
門
と
す
る
在
野
の
歴
史

研
究
者
で
あ
る
。
主
著
に
、G

uadalcanal: T
he D

efinitive A
ccount of the Landm

ark Battle. N
ew

 Y
ork: Random

 

H
ouse, 1990; D

ow
nfall: T

he E
nd of the Im

perial Japanese E
m

pire. N
ew

 Y
ork: Random

 H
ouse, 1999.

な
ど
が
あ
る
。

以
下
彼
の
論
文
の
主
要
な
論
点
を
紹
介
し
た
い
。

　

日
本
の
軍
事
的
敗
北
は
一
九
四
五
年
八
月
以
前
に
決
定
的
で
あ
り
、
日
本
の
政
治
指
導
者
は
そ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
し
か

し
、
こ
の
こ
と
が
す
な
わ
ち
「
降
伏
」
の
意
思
決
定
に
直
結
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
が
連
合
国
に
対
し
て
「
降
伏
」
す
る
ま
で

に
は
複
雑
な
過
程
が
あ
り
、
そ
こ
に
様
々
な
政
策
選
択
肢
が
存
在
し
た
。
実
際
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
太
平
洋
戦
争
の
終

結
を
研
究
対
象
と
す
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
鍵
と
な
る
の
が
、
米
軍
に
よ
る
日
本
本
土
上
陸
作
戦
（
ダ
ウ
ン
フ
ォ
ー
ル
作
戦
（
と
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日
本
軍
に
よ
る
本
土
決
戦
構
想
（
決
号
作
戦
（
で
あ
る
。

　
「
決
号
」
と
呼
称
さ
れ
た
日
本
の
本
土
決
戦
構
想
は
、
し
ば
し
ば
戦
争
遂
行
の
継
続
に
固
執
し
た
軍
部
に
よ
っ
て
企
図
さ
れ
た
、

狂
信
的
な
計
画
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
九
四
五
年
八
月
の
時
点
で
あ
く
ま
で
「
徹
底
抗
戦
」
を
主
張
し

た
阿
南
惟
幾
陸
軍
大
臣
を
は
じ
め
と
す
る
陸
海
軍
首
脳
の
態
度
と
重
な
っ
て
み
え
る
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ク
は
こ
う
し
た
見
方
を
否
定

す
る
。

「
彼
ら
〔
日
本
の
主
要
な
政
治
・
軍
事
指
導
者
〕
は
戦
争
で
狂
信
的
な
酩
酊
状
態
に
陥
っ
て
た
だ
ふ
ら
つ
い
て
い
た
の
で
も
な
け
れ
ば
、
現

実
の
苦
境
を
忘
却
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
決
号
（
決
戦
作
戦
（
と
呼
ば
れ
る
理
路
整
然
と
注
意
深
く
着
想
さ
れ
た
軍

事
・
政
治
戦
略
が
彼
ら
を
駆
り
立
て
て
い
た（

（（
（

」

　

そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
は
、「
決
号
」
に
、
日
本
の
軍
事
的
敗
北
と
日
本
の
降
伏
決
定
と
の
間
を
つ
な
ぐ
重
要
な
鍵
と
し
て
の
位
置

づ
け
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
決
号
の
詳
細
と
、
日
本
の
指
導
者
が
こ
の
戦
略
に
傾
注
し
た
努
力
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
戦
争
が
継
続
し
た
理
由
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が

終
結
し
た
方
法
と
時
期
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
重
要
な
一
面
を
も
把
握
す
る
た
め
の
鍵
で
あ
る（

（（
（

」

　

さ
て
、
フ
ラ
ン
ク
は
、
同
論
文
の
中
で
「
決
号
」
を
主
軸
と
し
て
、
一
九
四
五
年
に
お
け
る
日
本
と
ア
メ
リ
カ
（
連
合
国
（
の
政

戦
略
を
分
析
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
点
を
い
く
つ
か
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
前
半
部
分
は
、
日
本
の
「
決
号
」
と
米
軍

の
本
土
上
陸
作
戦
の
実
相
と
意
義
を
、
日
米
の
史
料
を
丹
念
に
検
証
し
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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第
一
に
、
日
本
が
い
か
な
る
認
識
と
想
定
に
基
づ
い
て
「
決
号
」
を
策
定
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
分
析
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン

ク
は
、
日
本
軍
の
戦
略
的
意
図
を
人
的
損
害
の
「
痛
覚
閾
値
」
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
日
本
軍
は
、
九
州
に
お
け
る
作

戦
を
通
じ
て
、
人
的
損
害
が
も
た
ら
す
「
示
唆
」
を
ア
メ
リ
カ
の
政
策
決
定
者
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
国
民
に
与
え
る
こ
と
で
、
無
条
件

降
伏
で
は
な
く
、
日
本
側
に
幾
分
で
も
有
利
な
戦
争
終
結
を
実
現
す
る
こ
と
を
画
策
し
て
い
た
。「
決
号
」
は
軍
事
的
に
ア
メ
リ
カ

を
撃
退
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
政
治
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
策
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
本
土
上
陸
作
戦
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
の
対
日
戦
略
の
策
定
過
程
を
、
無
線
諜
報
（
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ｉ
Ｃ
（
の
果
た
し
た
役
割
に

言
及
し
な
が
ら
検
証
し
て
い
る
。
本
土
上
陸
作
戦
の
形
成
過
程
で
は
、
日
本
を
完
全
に
打
倒
す
る
の
に
か
か
る
コ
ス
ト
、
主
に
人
的

損
害
が
議
論
の
焦
点
と
な
っ
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
は
、
戦
争
終
末
期
に
お
け
る
日
本
の
動
向
を
、
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ｉ
Ｃ
を
含
む
イ
ン
テ
リ

ジ
ェ
ン
ス
活
動
を
通
じ
て
察
知
し
、
九
州
の
防
衛
が
著
し
く
増
強
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
把
握
し
て
い
た
。
日
本
本
土
上
陸
作
戦
は
甚

大
な
被
害
を
米
軍
に
も
た
ら
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
一
九
四
五
年
夏
に
お
い
て
、
い
か
な
る
ア
メ
リ
カ
の
大
統

領
も
核
兵
器
を
使
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
上
あ
り
得
な
い
」
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
戦
争
終
末
期
に
ア
メ
リ
カ
が
実
行
し
た
封
鎖
と
爆
撃
の
重
み
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
従
来
、
原
爆
投
下
と
比

し
て
、
二
義
的
な
位
置
づ
け
し
か
与
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
日
本
国
民
に
と
っ
て
そ
の
存
続
を
脅
か
す
も

の
で
あ
っ
た
。
米
軍
は
、
従
来
か
ら
の
潜
水
艦
に
よ
る
通
商
破
壊
に
加
え
て
、
機
雷
敷
設
作
戦
（
飢
餓
作
戦O

peration Starvation

（

を
実
施
し
、
日
本
と
朝
鮮
半
島
を
つ
な
ぐ
航
海
路
を
遮
断
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
れ
は
、
日
本
の
食
糧
事
情
を
大
い
に
悪
化
さ

せ
た
。
一
九
四
三
年
か
ら
海
上
護
衛
総
司
令
部
参
謀
の
任
に
あ
っ
た
大
井
篤
は
、
こ
れ
に
本
格
的
な
鉄
道
網
の
破
壊
が
加
わ
っ
て
い

た
な
ら
ば
、
日
本
の
食
糧
輸
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
、
日
本
の
降
伏
が
早
ま
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る（（（
（

。

こ
の
点
は
、
日
本
の
降
伏
決
定
に
お
け
る
「
国
内
要
因
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

論
文
の
後
半
部
分
は
、「
決
号
」
の
観
点
か
ら
、
日
本
の
降
伏
の
意
思
決
定
を
め
ぐ
る
議
論
に
割
か
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ク
は
、
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原
子
爆
弾
の
投
下
が
軍
部
の
戦
争
継
続
の
根
拠
で
あ
っ
た
決
号
の
戦
略
を
動
揺
さ
せ
、
瓦
解
せ
し
め
た
と
指
摘
し
、
日
本
降
伏
の
主

因
と
し
て
原
子
爆
弾
の
投
下
を
挙
げ
て
い
る
。

「
二
発
の
原
子
爆
弾
は
、
戦
争
終
結
の
た
め
に
絶
対
必
要
な
第
一
段
階
で
あ
る
天
皇
の
介
入
を
得
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
六
巨
頭
の

見
る
と
こ
ろ
で
は
、
原
子
爆
弾
は
、
軍
指
導
者
の
ト
ッ
プ
が
、
そ
の
祖
国
の
た
め
に
、
無
条
件
降
伏
よ
り
は
ま
し
な
何
か
を
ま
だ
手
に
入
れ

る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
最
大
の
根
拠
で
あ
っ
た
決
号
戦
略
の
価
値
を
も
無
に
し
た（

（（
（

」

　

他
方
で
、
ソ
連
参
戦
が
日
本
の
降
伏
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
相
対
的
に
は
低
い
評
価
し
か
与
え
て
い
な
い
。
実
質
的
な
意

義
と
し
て
、
八
月
一
七
日
の
「
陸
海
軍
人
に
対
す
る
勅
語
」
で
ソ
連
参
戦
を
降
伏
理
由
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
で
、
原
子
爆
弾
の
威
力

を
知
ら
な
い
外
地
司
令
官
以
下
の
外
地
軍
隊
が
組
織
的
に
降
伏
し
な
い
と
い
う
危
険
を
克
服
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
。
ソ
連
参
戦
は
「
八
月
一
〇
日
か
ら
一
五
日
の
間
に
天
皇
が
介
入
し
政
府
に
対
し
て
降
伏
を
命
令
し
た
『
本
当
の
理
由
』
で

は
な
く
、
反
抗
的
な
外
地
の
部
下
軍
人
を
し
て
降
伏
命
令
に
従
わ
せ
し
め
、
裕
仁
自
身
と
国
体
を
助
け
る
た
め
に
も
っ
と
も
説
得
力

の
あ
る
理
由
を
示
そ
う
と
い
う
試
み
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ク
の
議
論
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
背
景
に
あ
る
太
平
洋
戦
争
の
終
結
と
日
本
の
降
伏
を
め
ぐ

る
研
究
状
況
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
日
本
の
「
降
伏
」
を
め
ぐ
る
近
年
の
研
究
状
況
を
整
理
し
、
そ
の
研
究

史
に
お
け
る
意
義
と
問
題
点
に
つ
い
て
若
干
の
指
摘
を
行
う
。
そ
の
骨
幹
と
な
る
の
は
、
日
本
の
降
伏
決
定
の
主
因
を
め
ぐ
る
論
争

で
あ
る
。
次
い
で
、
こ
れ
と
は
別
個
の
視
角
か
ら
「
終
戦
」
の
諸
相
の
解
明
に
取
り
組
ん
だ
研
究
を
紹
介
す
る
。
以
上
を
通
じ
て
、

終
戦
史
と
い
う
研
究
対
象
の
鳥
瞰
図
を
示
す
こ
と
が
我
々
の
最
大
の
目
的
で
あ
る
。
本
稿
が
先
に
紹
介
し
た
フ
ラ
ン
ク
の
「
決
号
」

に
関
す
る
論
文
を
理
解
す
る
た
め
の
一
助
と
な
り
、
ひ
い
て
は
、
今
後
の
終
戦
史
研
究
の
発
展
に
い
さ
さ
か
な
り
と
も
寄
与
す
る
こ
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と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
望
外
の
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二　

降
伏
決
定
の
主
因
を
め
ぐ
っ
て

　
㈠
　《
原
爆
投
下
》・《
ソ
連
参
戦
》
論
争

　

本
稿
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
原
爆
投
下
を
め
ぐ
る
「
正
統
主
義
」
と
「
修
正
主
義
」
の
論
争
が

存
在
す
る
。
こ
の
論
争
と
連
動
し
て
提
起
さ
れ
る
の
が
、
日
本
の
降
伏
決
定
の
主
因
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る（（（
（

。
す
な
わ
ち
そ
れ
は

「
何
が
日
本
の
降
伏
を
も
た
ら
し
た
の
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
主
た
る
対
立
軸
は
、
日
本
の
降
伏
決
定
の
主
因
を
、
原
爆
投
下

と
み
る
か
、
ソ
連
参
戦
と
み
る
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
日
本
に
降
伏
を
決
意
さ
せ
た
の
が
広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
で
あ
る

と
い
う
主
張
は
、
正
統
主
義
の
議
論
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
他
方
で
、
原
爆
投
下
が
日
本
の
降
伏
の
意
思
決
定
に
何
ら
影
響
を
与
え

ず
、
原
爆
投
下
が
な
さ
れ
ず
と
も
日
本
が
降
伏
し
た
と
い
う
主
張
は
、
修
正
主
義
の
議
論
を
補
強
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
正
統
主
義
の
主
張
が
長
ら
く
支
配
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
修
正
主
義
の
主
張
が
広
く
受
け

入
れ
ら
れ
た
。
一
九
七
〇
年
代
頃
ま
で
の
日
本
近
代
史
研
究
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
が
優
勢
で
あ
り
、
日
本
降
伏
の
意
思
決
定
を

め
ぐ
る
研
究
も
ま
た
そ
う
し
た
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
。
結
果
と
し
て
、
ソ
連
参
戦
の
重
要
性
を
強
調
す
る
研
究
が
主
流
と
な
る
に

至
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
以
降
の
修
正
主
義
の
主
張
は
、
日
本
の
学
界
で
は
ほ
と
ん
ど
無
批
判
の
ま
ま
受
け
入
れ

ら
れ
た
の
で
あ
る（（（
（

。
特
に
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
な
さ
れ
た
研
究
に
は
、
ソ
連
参
戦
が
日
本
の
「
解
放
」
を
も
た
ら
し
た
と
い
う

教
条
主
義
的
な
前
提
が
は
っ
き
り
と
み
て
と
れ
る
。
こ
う
し
た
研
究
は
、
日
本
側
史
料
に
基
づ
く
実
証
的
歴
史
分
析
と
は
か
け
離
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
研
究
状
況
に
一
石
を
投
じ
た
の
が
、
麻
田
貞
雄
「
原
爆
投
下
の
衝
撃
と
降
伏
の
決
定
」
細
谷
千
博
ほ
か
編
『
太
平
洋
戦
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争
の
終
結
―
―
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
の
戦
後
形
成
』（
柏
書
房
、
一
九
九
七
年
）［
英
語
版
、Sadao A

sada, 

“The Shock of the 

A
tom

ic Bom
b and Japanʼs D

ecision to Surrender: A
 Reconsideration,

” Pacific H
istorical R

eview
 6（, no. （ 

(N
ovem

ber 1998): （（（-（12.

］
で
あ
る
。
麻
田
は
日
米
の
史
料
を
渉
猟
し
た
本
格
的
な
実
証
分
析
を
踏
ま
え
て
、
原
爆
投
下
が
日

本
の
降
伏
決
定
の
主
因
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
長
谷
川
毅
『
暗
闘
―
―
ス
タ
ー
リ
ン
、
ト
ル
ー
マ
ン
と
日
本
降
伏
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
六
年
）［
原
著
：

T
suyoshi H

asegaw
a, R

acing the E
nem

y: Stalin, T
rum

an, and the Surrender of Japan  (Cam
bridge, M

A
: H

arvard 

U
niversity Press, 200（)

］
は
、
日
米
ソ
の
史
料
を
利
用
し
な
が
ら
、
正
統
主
義
や
麻
田
の
主
張
に
反
駁
し
、
原
爆
投
下
よ
り
も
ソ

連
参
戦
こ
そ
が
日
本
の
降
伏
を
も
た
ら
し
た
、
と
論
じ
た
。
長
谷
川
の
研
究
は
精
緻
な
実
証
分
析
に
支
え
ら
れ
て
い
る
点
で
、
ソ
連

参
戦
を
重
視
し
て
き
た
従
来
の
（
主
と
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
（
日
本
側
研
究
と
は
一
線
を
画
し
、
大
き

な
話
題
を
呼
ん
だ
。
そ
れ
と
同
時
に
、
日
米
両
国
に
お
い
て
、
日
本
降
伏
決
定
の
主
因
を
め
ぐ
る
激
し
い
論
争
を
引
き
起
こ
し
た（（（
（

。

　

日
本
の
降
伏
決
定
の
主
因
は
、
原
爆
投
下
で
あ
っ
た
の
か
、
ソ
連
参
戦
で
あ
っ
た
の
か
。
以
下
で
は
、
麻
田
貞
雄
と
長
谷
川
毅
の

論
争
を
軸
に
、
本
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
を
整
理
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

【
年
表
（
日
時
は
す
べ
て
日
本
標
準
時
、
時
刻
表
記
は
二
四
時
制
（】

一
九
四
五
年　

四
月
七
日　

鈴
木
貫
太
郎
内
閣
成
立

五
月
七
日　

ド
イ
ツ
、
連
合
国
に
対
し
無
条
件
降
伏

六
月
八
日　

御
前
会
議

　
　
「
今
後
採
ル
ヘ
キ
戦
争
指
導
ノ
基
本
大
綱
」
採
択
、
本
土
決
戦
方
針
を
決
定（

（（
（
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六
月
一
八
日　

最
高
戦
争
指
導
会
議

　
　

九
月
ま
で
に
戦
争
を
終
結
さ
せ
る
よ
う
に
、
七
月
上
旬
中
に
対
ソ
交
渉
（
ソ
連
仲
介
和
平
の
要
請
（
を
開
始
す
る
こ
と
を
決
定

六
月
二
三
日　

第
三
二
軍
（
沖
縄
（
司
令
官
・
牛
島
満
中
将
ら
が
自
決
、
第
三
二
軍
の
指
揮
系
統
は
完
全
に
消
滅

七
月
一
〇
日　

最
高
戦
争
指
導
会
議
、
ソ
連
へ
の
特
使
派
遣
を
決
定

七
月
一
三
日　

佐
藤
尚
武
駐
ソ
大
使
、
近
衛
文
麿
特
使
派
遣
を
申
入
れ
る
も
回
答
遅
延

七
月
二
七
日　

米
英
蔣
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
発
表

七
月
二
八
日　

鈴
木
貫
太
郎
首
相
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
「
黙
殺
」
し
、
戦
争
邁
進
を
声
明

八
月
六
日　

　

〇
八
一
五　

広
島
に
原
子
爆
弾
投
下

　

〇
八
三
〇　

呉
鎮
守
府
よ
り
海
軍
省
に
「
広
島
空
襲
、
被
害
甚
大
」
の
第
一
報

八
月
七
日　

　

〇
一
三
〇　

同
盟
通
信
社
、
原
爆
を
投
下
し
た
旨
の
米
英
の
放
送
を
傍
受

八
月
八
日　

　

一
六
四
〇　

東
郷
茂
徳
外
相
、
拝
謁

　
　

鈴
木
首
相
・
東
郷
外
相
、
最
高
戦
争
指
導
会
議
招
集
を
策
す
る
も
、
構
成
員
に
都
合
が
つ
か
ず
翌
九
日
に
延
期
と
な
る

　

二
三
〇
〇　

ソ
連
外
相
モ
ロ
ト
フ
、
佐
藤
駐
ソ
大
使
に
対
日
宣
戦
布
告
文
を
手
交

　
　
（
以
後
、
ソ
連
大
使
館
か
ら
の
連
絡
は
封
止
さ
れ
る
（

八
月
九
日　

　

〇
〇
〇
〇　

ソ
連
、
満
洲
侵
攻
開
始　
　
　

　

〇
四
〇
〇　

外
務
省
・
参
謀
本
部
、
ソ
連
参
戦
の
情
報
を
入
手

　

一
〇
三
〇　

最
高
戦
争
指
導
会
議
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一
一
〇
二　

長
崎
に
原
子
爆
弾
投
下

　

一
四
三
〇
～
一
七
三
〇　

臨
時
閣
議

　

一
八
三
〇
～　

臨
時
閣
議
再
開

八
月
一
〇
日　

　

〇
〇
〇
三　

第
一
回
御
前
会
議

　
　

四
条
件
派
（
国
体
護
持
・
自
主
的
な
武
装
解
除
・
自
主
的
な
戦
犯
処
罰
・
保
障
占
領
の
拒
否
：
阿
南
惟
幾
陸
相
・
梅
津
美
治
郎
参
謀
総

長
・
豊
田
副
武
軍
令
部
総
長
（
と
一
条
件
派
（
国
体
護
持
：
米
内
光
政
海
相
・
東
郷
外
相
・
平
沼
騏
一
郎
枢
密
院
議
長
（
に
分
裂
し
た

ま
ま
結
論
出
ず

　

〇
二
〇
〇　

鈴
木
首
相
、
突
如
と
し
て
天
皇
の
御
前
に
出
て
意
見
を
求
め
る

　
　

天
皇
、
外
相
案
（
一
条
件
（
に
賛
成
す
る
と
発
言
（
一
回
目
の
「
聖
断
」（

　

〇
七
〇
〇
「
天
皇
の
国
家
統
治
の
大
権
」
を
変
更
し
な
い
こ
と
を
条
件
に
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
を
申
入
れ

八
月
一
二
日　

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
放
送
、
連
合
国
側
回
答
文
を
放
送
（
バ
ー
ン
ズ
回
答
（

　
　
「
天
皇
及
び
日
本
の
国
家
統
治
の
権
限
は
連
合
国
最
高
司
令
官
の
制
限
下
（subject to

（
に
お
か
れ
る
」

　

〇
八
四
〇　

両
統
帥
部
長
、
受
諾
反
対
を
上
奏

　
　

バ
ー
ン
ズ
回
答
の
受
諾
を
め
ぐ
り
対
立
再
燃

八
月
一
四
日　

　

一
一
〇
二　

第
二
回
御
前
会
議
（
天
皇
の
発
意
で
開
催
（、
二
回
目
の
「
聖
断
」
下
る

　
　

閣
議　

連
合
国
側
回
答
の
受
諾
を
正
式
決
定

　
　

連
合
国
側
に
回
答
受
諾
申
入
れ

八
月
一
五
日　

　

〇
〇
〇
〇
頃
～　

宮
城
事
件
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一
二
〇
〇　

終
戦
の
詔
書
・
玉
音
放
送

　
　

鈴
木
内
閣
総
辞
職
、
阿
南
陸
相
自
決

八
月
一
六
日

　

一
六
〇
〇　

大
本
営
陸
海
軍
部
、
即
時
戦
闘
行
動
停
止
を
発
令
（
大
陸
命
第
一
三
八
二
号
・
大
海
令
第
四
八
号
（

八
月
一
七
日　

東
久
邇
宮
内
閣
成
立

　
　

陸
海
軍
人
に
対
す
る
勅
語

　

降
伏
過
程
に
お
い
て
決
定
的
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
八
月
九
日
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
、
八
月
一
〇
日
の
第
一
回
御
前

会
議
、
八
月
一
四
日
の
第
二
回
御
前
会
議
で
あ
る
。
八
月
九
日
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
で
は
、
は
じ
め
て
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
と
い

う
戦
争
終
結
方
式
に
つ
い
て
合
意
が
形
成
さ
れ
、
以
降
は
そ
の
際
の
条
件
（
一
条
件
・
四
条
件
（
が
争
点
と
な
っ
た
。
八
月
一
〇
日

の
第
一
回
御
前
会
議
で
は
、
天
皇
の
一
回
目
の
「
聖
断
」
に
よ
り
、
一
条
件
（
国
体
護
持
（
に
よ
る
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
が
決
定
さ

れ
た
。
八
月
一
四
日
の
第
二
回
御
前
会
議
で
は
、
天
皇
の
二
回
目
の
「
聖
断
」
に
よ
り
、
バ
ー
ン
ズ
回
答
を
受
諾
す
る
こ
と
が
決
定

さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
決
定
的
な
変
化
に
、
原
爆
投
下
と
ソ
連
参
戦
ど
ち
ら
の
要
因
が
よ
り
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、
と
い
う
の

が
論
争
に
お
け
る
一
つ
の
鍵
と
な
る
。

　

そ
れ
で
は
、
麻
田
と
長
谷
川
の
論
争
を
み
て
み
た
い
。
麻
田
貞
雄
は
、
原
爆
投
下
な
し
に
日
本
が
一
九
四
五
年
八
月
に
降
伏
し
た

可
能
性
は
き
わ
め
て
少
な
く
、「
す
で
に
広
島
原
爆
に
よ
っ
て
継
戦
論
が
打
撃
を
受
け
、
和
平
論
が
有
力
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
ソ
連

が
参
戦
し
、
さ
ら
に
長
崎
原
爆
に
よ
り
降
服
へ
向
か
っ
て
一
段
と
弾
み
が
つ
い
た
」
と
述
べ
て
い
る（（（
（

。
ま
た
、
原
爆
の
衝
撃
に
よ
り
、

「
徹
底
抗
戦
を
叫
ぶ
軍
部
を
抑
え
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
即
時
受
諾
す
る
た
め
に
天
皇
の
『
聖
断
』
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
可
能
な
政

治
状
況
が
生
じ
た
」
と
し
て
い
る
。
麻
田
の
原
爆
投
下
優
位
説
の
論
拠
は
次
の
通
り
で
あ
る（（（
（

。
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①
原
爆
投
下
が
和
平
派（

（（
（

の
終
戦
運
動
を
促
進
し
た
。

②
ソ
連
参
戦
は
予
期
し
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
が
、
原
爆
投
下
は
予
期
せ
ぬ
「
奇
襲
」
で
あ
り
そ
の
衝
撃
は
大
き
か
っ
た
。

③
ソ
連
軍
の
満
洲
侵
攻
は
、
日
本
の
指
導
者
に
「
間
接
的
」
な
衝
撃
し
か
与
え
な
か
っ
た
が
、
原
爆
投
下
は
日
本
本
土
と
国
民
を
壊
滅
さ
せ

る
と
い
う
「
直
接
的
」
衝
撃
を
与
え
た
。

④
八
月
一
四
日
の
「
終
戦
の
詔
書
」
で
は
、
原
爆
の
惨
害
を
強
調
し
て
い
る
が
、
ソ
連
の
参
戦
に
は
ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
。

⑤
日
本
の
軍
指
導
部
に
は
ア
メ
リ
カ
の
原
爆
と
い
う
科
学
技
術
力
に
圧
倒
さ
れ
た
と
い
う
実
感
が
強
く
、
し
た
が
っ
て
科
学
技
術
に
軍
指
導

者
の
敗
戦
の
責
任
を
転
嫁
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
ゆ
え
に
、
軍
部
は
そ
の
「
面
子
」
を
失
わ
ず
に
降
伏
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で

き
た
。

⑥
ソ
連
参
戦
前
も
参
戦
後
も
主
戦
派
が
継
戦
論
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

⑦
天
皇
の
発
言
か
ら
、
原
爆
の
影
響
が
天
皇
の
聖
断
の
決
定
的
な
要
素
で
あ
る
。

　

他
方
で
、
長
谷
川
毅
は
、
原
爆
投
下
よ
り
も
ソ
連
の
参
戦
が
降
伏
要
因
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
論
拠
は
次

の
通
り
で
あ
る（（（
（

。

①
原
爆
投
下
前
も
投
下
後
も
、
和
平
派
が
和
平
論
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

②
ソ
連
参
戦
後
は
、
長
期
抗
戦
が
不
可
能
と
な
り
、
主
戦
派
の
継
戦
論
が
後
退
し
た
。

③
主
戦
派
は
原
爆
に
対
し
て
最
後
ま
で
強
気
で
あ
っ
た
。

④
ソ
連
参
戦
は
ソ
連
仲
介
の
和
平
交
渉
の
可
能
性
を
潰
え
さ
せ
た
。

⑤
ソ
連
参
戦
は
陸
軍
上
層
部
と
主
戦
派
に
と
っ
て
は
原
爆
投
下
以
上
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。

⑥
「
陸
海
軍
人
に
対
す
る
勅
語
」
で
は
ソ
連
参
戦
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
原
爆
投
下
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。

⑦
対
日
参
戦
に
よ
り
ソ
連
が
そ
の
勢
力
を
極
東
で
拡
大
し
、
日
本
の
占
領
統
治
に
対
す
る
発
言
権
を
増
大
さ
せ
る
懸
念
を
日
本
首
脳
に
抱
か
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せ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
占
領
政
策
で
ソ
連
が
皇
室
の
存
続
を
認
め
な
い
可
能
性
を
鑑
み
れ
ば
、
わ
ず
か
な
が
ら
皇
室
の
維
持
の
可
能
性

を
示
唆
す
る
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
や
バ
ー
ン
ズ
回
答
を
早
期
に
受
諾
し
た
方
が
ま
だ
よ
い
と
い
う
認
識
に
至
ら
せ
た
。

　

麻
田
と
長
谷
川
の
間
で
意
見
が
一
致
し
て
い
る
の
は
次
の
二
点
で
あ
る（（（
（

。

①
ソ
連
の
参
戦
は
、
ソ
連
を
仲
介
と
す
る
和
平
交
渉
の
可
能
性
を
消
滅
さ
せ
る
政
治
外
交
上
の
打
撃
で
あ
っ
た
。

②
天
皇
の
「
聖
断
」
こ
そ
が
日
本
降
伏
の
た
め
に
最
も
決
定
的
な
直
接
的
要
因
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
長
谷
川
毅
のR

acing the E
nem

y

は
、
原
著
（
二
〇
〇
五
年
（
の
刊
行
後
、
日
本
語
版
単
行
本
（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇

〇
六
年
（、
日
本
語
版
文
庫
（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
一
年
（
が
出
版
さ
れ
、
そ
の
た
び
に
加
筆
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
連
の

著
作
に
お
い
て
、
論
旨
は
一
貫
し
て
い
る
が
、
著
者
本
人
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
語
版
単
行
本
で
は
、
日
本
の
降
伏

過
程
に
関
し
て
よ
り
詳
細
な
記
述
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
以
下
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

ま
ず
全
体
と
し
て
、
日
本
側
の
一
次
・
二
次
史
料
の
直
接
の
抜
萃
引
用
が
増
え
て
い
る
。
ま
た
、
原
著
で
は
使
わ
れ
な
か
っ
た

「
保
科
善
四
郎
手
記
」、『
昭
和
天
皇
独
白
録
』、『
東
久
邇
宮
日
記
』
な
ど
を
用
い
て
論
拠
を
補
強
し
て
い
る
。

　

第
五
章
（Chapter 5 T

he A
tom

ic Bom
bs and Soviet Entry into the W

ar

〔
原
著
の
英
文
の
章
の
タ
イ
ト
ル
、
以
下
同
じ
〕）
で

は
、
①
「
ソ
連
参
戦
と
日
本
の
軍
部
」
の
節
が
新
た
に
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
陸
軍
省
部
と
関
東
軍
の
対
応
を
詳
述
し
、
原
爆
投
下
が

戦
争
継
続
か
停
止
か
の
問
題
を
突
き
つ
け
な
か
っ
た
一
方
で
、
ソ
連
参
戦
は
こ
の
問
題
を
提
起
し
た
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
ソ
連
参
戦
を
日
本
陸
軍
が
予
期
し
て
い
た
か
否
か
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、Journal of Strategic Studies

誌
上

の
原
著
を
め
ぐ
る
麻
田
と
の
論
争
を
う
け
て
、
長
谷
川
は
原
著
で
提
示
し
た
自
説
の
論
拠
に
つ
い
て
若
干
の
譲
歩
な
い
し
修
正
を
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行
っ
た
形
跡
が
あ
る
。
原
著
に
お
け
る
長
谷
川
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
参
謀
本
部
は
、
ソ
連
の
参
戦
そ
の
も
の
は
い
つ
か
生
起
す
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
一
九
四
六
年
二
月
ま
で
は
対
日
大
規
模
攻
勢
に
出
る
こ
と
は
な
い
と
判
断
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
八
月
九
日
の

ソ
連
参
戦
は
日
本
陸
軍
に
と
り
「
完
全
な
る
奇
襲
」
で
あ
っ
た
、
と
河
辺
参
謀
次
長
の
日
誌
な
ど
を
引
用
し
な
が
ら
主
張
し
て
い
る（（（
（

。

こ
れ
に
対
し
て
、
麻
田
は
、
日
本
陸
軍
は
ソ
連
兵
力
の
大
規
模
な
東
方
へ
の
輸
送
を
確
認
し
て
お
り
、
一
九
四
五
年
夏
秋
の
ソ
連
参

戦
を
予
期
し
て
い
た
と
述
べ
、
長
谷
川
の
議
論
に
反
論
し
て
い
る（（（
（

。
長
谷
川
は
こ
の
指
摘
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
回
答
し
た
。
す

な
わ
ち
、
ソ
連
参
戦
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
参
謀
本
部
の
中
で
意
見
が
分
か
れ
て
い
た
も
の
の
、
八
月
下
旬
な
い
し
九
月
上
旬
に
ソ

連
参
戦
が
起
こ
る
可
能
性
が
高
い
と
判
断
し
た
情
報
部
［
筆
者
註
―
参
謀
本
部
第
二
部
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
］
の
意
見
は
、
ソ
連

の
中
立
は
当
面
維
持
さ
れ
る
と
み
たH

igh Com
m

and

［
筆
者
註
―
長
谷
川
が
ど
の
部
署
を
指
し
て
い
る
の
か
は
不
明
だ
が
、
陸

軍
省
部
の
上
層
部
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
］
に
よ
っ
て
却
下
さ
れ
た（（（
（

。
こ
の
論
争
を
踏
ま
え
て
か
、
日
本
語
版
『
暗
闘
』
で

は
、
七
月
に
行
っ
た
陸
軍
の
現
状
分
析
の
な
か
に
「
八
～
九
月
こ
ろ
以
降
」
に
お
け
る
ソ
連
の
動
向
に
は
「
警
戒
を
要
す
る
」
と
い

う
指
摘
が
あ
っ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
一
九
四
五
年
内
の
ソ
連
の
対
日
武
力
発
動
の
公
算
は
少
な
い

と
の
判
断
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
八
月
八
日
付
の
軍
務
局
に
よ
る
「『
ソ
』
連
ノ
対
日
最
後
通
牒
ニ
対
シ
採
ル
ヘ
キ
措
置

ノ
研
究
」
か
ら
ソ
連
の
攻
撃
は
「
少
な
く
と
も
近
い
将
来
に
は
起
こ
ら
な
い
」
と
陸
軍
は
判
断
し
て
い
た
こ
と
、
な
ど
か
ら
大
本
営

に
と
っ
て
八
月
九
日
の
ソ
連
参
戦
は
「
ま
っ
た
く
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
事
態
」
で
あ
っ
た
と
す
る
立
場
は
崩
し
て
い
な
い（（（
（

。

　

②
「
六
巨
頭
会
議
の
行
詰
ま
り
（the Big Six in Settlem

ent
（」
の
節
に
、
八
月
九
日
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
の
模
様
に
つ
い
て

大
幅
な
加
筆
が
施
さ
れ
て
い
る
。
③
「
臨
時
閣
議
で
の
討
議
」
の
節
が
ま
る
ご
と
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
長
谷
川
は
、
九
日

午
後
か
ら
始
ま
っ
た
臨
時
閣
議
の
模
様
を
詳
述
し
、
第
一
回
臨
時
閣
議
の
後
の
休
憩
中
に
、
和
平
派
が
「
聖
断
」
方
式
に
よ
る
行
き

詰
ま
り
の
打
開
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
に
鈴
木
を
「
引
き
ず
り
込
む
こ
と
に
成
功
」
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
六
章
（Chapter 6 Japan A

ccepts Unconditional Surrender

）
で
は
、
①Japanʼs W

ar Party Launches a Counterattack
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の
節
を
、「
外
務
省
と
バ
ー
ン
ズ
回
答
」「
陸
軍
と
バ
ー
ン
ズ
回
答
」「
平
沼
・
阿
南
の
巻
き
返
し
」
の
三
つ
の
節
に
分
割
し
、
皇
族

会
議
の
模
様
な
ど
を
部
分
的
に
加
筆
し
て
い
る
。
②
「
天
皇
に
よ
る
終
戦
詔
勅
の
放
送
（H

irohito Broadcast Surrender

（」
の
節

で
は
、「
終
戦
の
詔
書
」
と
「
陸
海
軍
人
に
対
す
る
勅
語
」
に
お
け
る
記
述
の
違
い
に
つ
い
て
、
麻
田
と
フ
ラ
ン
ク
の
議
論
に
対
す

る
反
論
を
加
筆
し
て
い
る
。

　

結
論　

と
ら
れ
な
か
っ
た
道
（A

ssessing the R
oads N

ot T
aken

）
で
は
、「
原
爆
投
下
の
み
で
、
ソ
連
の
参
戦
が
な
く
て
も
、

日
本
は
一
一
月
一
日
ま
で
に
降
伏
し
た
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
「
イ
フ
」
に
つ
い
て
部
分
的
に
加
筆
を
施
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

フ
ラ
ン
ク
のD

ow
nfall

に
対
す
る
反
論
で
あ
る
。
降
伏
決
定
の
主
因
を
検
討
す
る
際
に
は
同
時
代
の
史
料
の
み
に
基
づ
く
べ
き
で

あ
る
と
い
う
フ
ラ
ン
ク
が
主
張
す
る
方
法
論
に
則
り
、
長
谷
川
は
こ
こ
で
、
降
伏
決
定
要
因
に
関
連
す
る
八
月
六
日
か
ら
一
五
日
ま

で
の
同
時
代
の
証
言
を
検
討
し
、
原
爆
の
み
に
言
及
が
三
件
、
ソ
連
参
戦
の
み
に
言
及
が
三
件
、
両
方
に
言
及
が
七
件
あ
る
と
指
摘

し
、
同
時
代
の
政
策
決
定
者
の
証
言
か
ら
は
、
原
爆
投
下
と
ソ
連
参
戦
ど
ち
ら
が
日
本
降
伏
の
決
定
的
要
素
で
あ
っ
た
か
は
結
論
づ

け
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

　

文
庫
化
に
際
し
て
、
日
本
の
降
伏
決
定
過
程
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
主
に
以
下
の
よ
う
な
加
筆
が
施
さ
れ
て
い
る
。
第
五

章
で
は
、「
ト
ル
ー
マ
ン
は
原
爆
投
下
で
日
本
が
直
ち
に
降
伏
す
る
と
思
っ
た
の
か
」
の
節
が
丸
ご
と
加
筆
さ
れ
、
バ
ー
ン
ス
タ
イ

ン
に
よ
る
正
統
主
義
の
議
論
に
対
し
て
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
第
六
章
で
は
、「
イ
ギ
リ
ス
の
回
答
」
の
節
を
新
規
加
筆
し
、
バ
ー

ン
ズ
回
答
の
原
案
を
送
付
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
英
連
邦
諸
国
の
対
応
を
記
述
し
て
い
る
。
ま
た
、「
天
皇
に
よ
る
終
戦
詔
書
の

放
送
」
の
節
で
は
、
日
本
語
版
単
行
本
に
お
け
る
主
張
を
補
強
し
、「
終
戦
の
詔
書
」
と
「
陸
海
軍
人
に
対
す
る
勅
語
」
の
記
述
の

相
違
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ク
に
対
し
て
さ
ら
に
反
論
を
加
え
て
い
る
。
ま
ず
、
終
戦
の
詔
書
で
も
「
戦
局
必
ず
し
も
好
転
せ
ず
」
と

い
う
表
現
で
暗
に
ソ
連
参
戦
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
と
い
う
持
論
を
繰
り
返
し
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
陸
海
軍
人
に
対
す

る
勅
語
」
は
軍
人
に
降
伏
を
命
令
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
原
爆
投
下
よ
り
も
説
得
力
が
あ
る
ソ
連
参
戦
の
み
に
触
れ
て
い
る
、
と
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い
う
フ
ラ
ン
ク
の
議
論
に
対
し
て
、「
な
ぜ
た
と
え
ば
南
方
で
戦
っ
て
い
る
軍
人
に
と
っ
て
ソ
連
参
戦
の
方
が
原
爆
投
下
よ
り
も
説

得
力
あ
る
の
か
は
解
せ
な
い
」
と
反
論
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
東
郷
外
相
に
よ
る
八
月
一
五
日
の
枢
密
院
に
お
け
る
説
明
で
は
、
原

爆
投
下
に
は
一
言
も
触
れ
ず
、
ソ
連
参
戦
に
よ
る
日
本
の
終
戦
工
作
の
失
敗
の
み
に
言
及
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
を
新
た
に
加
え
て

い
る
。

　

文
庫
版
に
お
い
て
、
長
谷
川
は
イ
ギ
リ
ス
公
文
書
館
と
日
本
の
外
務
省
外
交
史
料
館
の
史
料
（
森
田
隆
二
な
る
人
物
が
蒐
集
し
た
史

料
で
著
者
は
「
森
田
フ
ァ
イ
ル
」
と
呼
称
し
て
い
る
（
を
新
た
に
利
用
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
史
料
と
し

て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
フ
ァ
イ
ル
（
一
、
二
、
四
、
六
（
の
タ
イ
ト
ル
は
長
谷
川
が
独
自
に
付
け
た
も
の
で
あ
り
、
外
務
省
の
簿
冊
に

基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
長
谷
川
は
「
森
田
フ
ァ
イ
ル
」
を
構
成
す
る
史
料
の
全
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
文
庫
版
で
引
用

さ
れ
て
い
る
「
森
田
フ
ァ
イ
ル
」
中
の
外
交
史
料
に
該
当
す
る
簿
冊
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。『
大
東
亜
戦
争
関
係
一
件
／
戦
争
終

結
ニ
関
ス
ル
日
蘇
交
渉
関
係
（
蘇
連
ノ
対
日
宣
戦
ヲ
含
ム
（』
第
一
巻
・
第
二
巻
。『
日
、
蘇
中
立
条
約
関
係
一
件
（
満
洲
国
、
外
蒙
ノ

領
土
保
善
並
不
可
侵
声
明
ヲ
含
ム
（』
第
三
巻
。
い
ず
れ
も
新
史
料
で
は
な
い
。

　

H
-D

iplo Roundtable

な
ど
ア
メ
リ
カ
の
学
界
に
お
け
る
論
争
は
、
英
文
で
刊
行
さ
れ
た
原
著
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
た
。
他
方

で
、
麻
田
と
の
論
争
は
、
原
著
刊
行
の
時
点
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
も
の
の
（Journal of Strategic Studies

誌
上
（、
日
本
の
降
伏
決

定
要
因
を
め
ぐ
る
本
格
的
な
論
争
に
発
展
し
た
の
は
、
日
本
語
版
単
行
本
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
麻
田
・
長
谷

川
論
争
を
追
跡
す
る
観
点
か
ら
、
長
谷
川
の
議
論
を
確
認
す
る
際
に
は
原
則
と
し
て
、
日
本
語
版
単
行
本
（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇

〇
六
年
（
を
用
い
て
い
る
。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
の
論
争
に
決
着
は
つ
い
て
い
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
論
争
点
に
つ
い
て
、
若
干
の
批
判
を
試
み
た
い
。

　

第
一
に
、
麻
田
と
長
谷
川
が
意
見
の
対
立
を
み
せ
て
い
る
「
終
戦
の
詔
書
」
と
「
陸
海
軍
人
に
対
す
る
勅
語
」
に
お
け
る
言
及
の

違
い
で
あ
る
。
八
月
一
五
日
に
発
表
さ
れ
た
「
終
戦
の
詔
勅
（
大
東
亜
戦
争
終
結
ノ
詔
書
）」
は
、
原
爆
に
言
及
し
て
い
る
が
、
ソ
連
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参
戦
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
麻
田
は
こ
れ
を
自
説
の
論
拠
の
一
つ
と
し
て
い
る
。

…
…
戦
局
必
ス
シ
モ
好
転
セ
ス
世
界
ノ
大
勢
亦
我
ニ
利
ア
ラ
ス
加
之
敵
ハ
新
ニ
残
虐
ナ
ル
爆
弾
ヲ
使
用
シ
テ
頻
ニ
無
辜
ヲ
殺
傷
シ
惨
害
の
及

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

フ
所
真
ニ
測
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ニ
至
リ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
而
モ
尚
交
戦
ヲ
継
続
セ
ム
カ
終
ニ
我
カ
民
族
ノ
滅
亡
ヲ
招
来
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
延
テ
人
類
ノ
文
明
ヲ

モ
破
却
ス
ヘ
シ
…
…（

（（
（

［
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
じ
］

　

長
谷
川
は
「
世
界
ノ
大
勢
亦
我
ニ
利
ア
ラ
ス
」
の
部
分
を
「
間
接
的
な
が
ら
も
ソ
連
の
参
戦
の
意
義
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
」
と

解
釈
し
て
い
る（（（
（

が
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
根
拠
は
何
も
な
い
。
し
か
し
、「
終
戦
の
詔
勅
」
の
起
草
過
程
に
お
け
る
原
案
に
お

い
て
は
、「
是
レ
朕
カ
先
ニ
帝
国
政
府
ヲ
シ
テ
第
三
国
ノ
斡
旋
ヲ
求
メ
シ
メ
テ
不
幸
其
ノ
容
ル
ル
所
ト
ナ
ラ
ス
、
遂
ニ
各
国
共
同
宣

言
ニ
応
セ
シ
ム
ル
ニ
至
レ
ル
所
以
ナ
リ
」
と
い
う
箇
所
が
あ
り
、
対
ソ
外
交
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
た（（（
（

。
ま
た
、「
敵
国
ノ
人
道

ヲ
無
視
セ
ル
爆
撃
ノ
日
ニ
月
ニ
苛
烈
ヲ
極
メ
」
と
い
う
部
分
が
、
先
の
下
線
部
の
原
子
爆
弾
に
つ
い
て
の
記
述
に
訂
正
さ
れ
た
。

　

他
方
で
、
八
月
一
七
日
に
発
表
さ
れ
た
「
陸
海
軍
人
に
対
す
る
勅
語
」
は
、
原
爆
に
は
言
及
せ
ず
、
ソ
連
参
戦
の
み
に
言
及
し
て

い
る
。

朕
曩
ニ
米
英
ニ
戦
ヲ
宣
シ
テ
ヨ
リ
三
年
有
八
ケ
月
ヲ
閲
ス
此
間
朕
カ
親
愛
ナ
ル
陸
海
軍
人
ハ
瘴
癘
不
毛
ノ
野
ニ
或
ハ
炎
熱
狂
濤
ノ
海
ニ
身
命

ヲ
挺
シ
テ
勇
戦
奮
闘
セ
リ
朕
深
ク
之
ヲ
嘉
ス
。
今
ヤ
新
ニ
蘇
国
ノ
参
戦
ヲ
見
ル
ニ
至
リ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

内
外
諸
般
ノ
状
勢
上
今
後
ニ
於
ケ
ル
戦
争
ノ
継
続
ハ

徒
ニ
禍
害
ヲ
累
加
シ
…
…（

（（
（

　
「
陸
海
軍
人
に
対
す
る
勅
語
」
で
原
爆
投
下
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
な
い
理
由
は
、
麻
田
の
指
摘
が
説
得
的
で
あ
ろ
う（（（
（

。
す
な
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わ
ち
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
に
広
く
展
開
し
た
日
本
軍
に
と
っ
て
、
原
爆
投
下
は
彼
ら
の
理
解
を
超
え
た
抽
象
概
念
で
し
か
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
ソ
連
参
戦
が
軍
事
的
に
重
大
な
意
味
を
持
つ
こ
と
は
軍
人
で
あ
る
彼
ら
に
は
理
解
の
範
疇
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ゆ
え

に
、
軍
隊
に
終
戦
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
ソ
連
参
戦
に
つ
い
て
の
み
言
及
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
他
方
で
、「
終
戦
の
詔
勅
」

に
お
い
て
、
ソ
連
参
戦
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
ず
、
原
案
に
あ
っ
た
対
ソ
外
交
の
部
分
が
削
除
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
麻
田
・
長

谷
川
と
も
に
説
明
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。「
終
戦
の
詔
勅
」
で
は
、
原
爆
の
み
に
言
及
す
る
こ
と
で
、

ア
メ
リ
カ
の
科
学
力
と
非
人
道
性
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
、
軍
部
の
敗
戦
に
つ
い
て
の
責
任
を
原
爆
と
ア
メ
リ
カ
に
転
嫁
す
る
こ
と

で
、
大
東
亜
戦
争
が
日
本
の
軍
事
力
の
敗
北
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
伝
え
、
国
民
に
終
戦
を
納
得
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
も

そ
も
、「
終
戦
の
詔
勅
」
は
、
日
本
国
民
に
終
戦
の
理
由
を
示
し
、
そ
れ
を
納
得
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
一
方
、「
陸
海
軍
人

に
対
す
る
勅
語
」
は
、
戦
地
（
外
地
（
に
赴
い
て
い
る
軍
人
に
対
し
て
終
戦
の
理
由
を
示
し
、
こ
れ
以
上
の
継
戦
が
不
可
能
で
あ
る

こ
と
を
納
得
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
者
は
あ
く
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
目
的
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
ア
ナ

ウ
ン
ス
メ
ン
ト
（
宣
言
（
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
両
者
に
原
爆
投
下
と
ソ
連
参
戦
が
日
本
降
伏
に
も
た
ら
し
た
影
響
力
の
差
異
が
正

確
に
反
映
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
両
者
の
言
及
振
り
の
違
い
か
ら
、
原
爆
と
ソ
連
参
戦
の
日
本
降
伏

へ
の
影
響
の
大
き
さ
の
違
い
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
終
戦
の
詔
勅
と
同
時
に
発
表
さ
れ
た
内
閣
告
諭
で

は
原
爆
投
下
・
ソ
連
参
戦
の
両
方
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
第
八
八
帝
国
議
会
に
対
す
る
終
戦
経
緯
報
告
書
」
の
中
の
「『
ポ

ツ
ダ
ム
』
宣
言
の
条
項
受
諾
に
至
る
経
緯
」
に
お
い
て
も
、
原
爆
投
下
と
ソ
連
参
戦
の
両
方
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（（（
（

。

　

第
二
に
、
麻
田
・
長
谷
川
の
論
争
は
、
日
本
の
終
戦
過
程
を
め
ぐ
る
回
想
や
供
述
の
内
容
が
い
か
に
錯
綜
し
て
い
る
か
を
如
実
に

浮
か
び
上
が
ら
せ
た
。
史
料
を
つ
き
あ
わ
せ
て
検
討
し
て
い
く
に
つ
れ
、
各
史
料
の
記
述
の
矛
盾
が
お
び
た
だ
し
い
こ
と
に
驚
か
さ

れ
る
。
決
定
的
な
一
次
史
料
が
存
在
し
な
い
以
上
、
二
次
史
料
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
う
し
た
史
料
的
制
約
も
ま
た
、
お

の
ず
と
論
争
を
膠
着
状
態
に
陥
ら
せ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
特
定
の
論
争
点
を
め
ぐ
り
、
各
々
の
論
拠
を
傍
証
す
る
史
料
の
質
の
非

0

0

0

0

0

0
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対
称
性

0

0

0

が
、
論
争
の
決
着
を
困
難
に
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
た
と
え
ば
、「
原
爆
投
下
と
ソ
連
参
戦
の
ど
ち
ら
が
天
皇
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
か
」
と
い
う
争
点
で
あ
る
。
麻
田
は
次
の
二
つ
の
回
想
か
ら
原
子
爆
弾
が
天
皇
の
認
識
に
与
え
た
影
響
は
き

わ
め
て
大
き
く
、「
天
皇
は
す
で
に
六
月
以
来
、
終
戦
の
決
意
を
固
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
か
ら
彼
は
最
た
る
ハ
ト

派
と
し
て
和
平
へ
の
強
い
意
思
を
よ
り
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
し
て
い
く
」
と
指
摘
し
て
い
る（（（
（

。

八
月
八
日
、
天
皇
は
東
郷
か
ら
広
島
の
惨
状
と
そ
れ
が
新
型
爆
弾
に
よ
る
も
の
で
あ
る
旨
の
報
告
を
受
け
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
天
皇
は

「
こ
の
よ
う
な
新
武
器
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
は
、
も
う
こ
れ
以
上
、
戦
争
を
続
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
不
可
能
で
あ
る
。
有
利
な

条
件
を
得
よ
う
と
し
て
時
期
を
逸
し
て
は
な
ら
ぬ
。
な
る
べ
く
速
や
か
に
戦
争
を
終
結
す
る
よ
う
努
力
せ
よ
」
と
述
べ
た
、
と
い
う
東
郷
の

回
想（

（（
（［

日
時
は
不
明
だ
が
、
原
爆
投
下
を
受
け
て
天
皇
が
木
戸
に
語
っ
た
］「
か
く
な
る
上
は
止
む
を
得
ぬ
。
余
の
一
身
は
ど
う
な
ろ
う
と
も
一
日

も
早
く
速
や
か
に
戦
争
を
終
結
し
て
、
此
の
惨
劇
を
繰
返
さ
な
い
様
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
木
戸
の
回
想（

（（
（

　

し
か
し
、
こ
れ
は
二
次
史
料
に
よ
る
傍
証
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
二
つ
の
回
想
に
あ
る
発
言
が
実
際
に
な
さ
れ
た
ど
う
か
を
検
証
す

る
術
は
な
い（（（
（

。
そ
し
て
、
ソ
連
参
戦
の
報
に
接
し
た
と
き
の
反
応
も
、
新
た
な
事
態
に
衝
撃
を
受
け
、
早
期
の
戦
争
終
結
を
命
じ
て

い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。『
木
戸
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
天
皇
は
九
日
午
前
九
時
五
五
分
、
木
戸
を
御
文
庫
に
召
し
て
、「
戦
局
の

収
拾
に
つ
き
急
速
に
研
究
決
定
の
要
あ
り
と
思
ふ
故
、
首
相
と
充
分
懇
談
す
る
様
に
」
と
命
じ
て
い
る（（（
（

。
先
掲
の
東
郷
回
想
よ
り
発

言
の
ト
ー
ン
は
弱
い
も
の
の
、
一
次
史
料
に
よ
る
傍
証
で
あ
り
、
相
対
的
に
は
信
頼
性
が
高
い
。
天
皇
の
反
応
か
ら
、
原
爆
投
下
と

ソ
連
参
戦
の
ど
ち
ら
が
天
皇
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
現
在
の
史
料
状
況
で
は
困
難
で
あ
る（（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、

二
次
史
料
を
論
拠
と
す
る
主
張
に
対
し
て
、
そ
れ
よ
り
は
内
容
の
明
瞭
さ
の
点
で
や
や
劣
る
一
次
史
料
で
も
っ
て
反
論
し
た
場
合
、
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ど
ち
ら
の
主
張
が
正
し
い
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
こ
れ
ま
た
至
難
で
あ
る
。
史
料
的
制
約
が
論
争
の
隘
路
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
広
島
原
爆
と
長
崎
原
爆
の
与
え
た
影
響
の
相
違
に
つ
い
て
、
自
覚
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
原
爆
優
位
説
を
主

張
す
る
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
は
、
原
子
爆
弾
の
影
響
を
論
ず
る
と
き
、
広
島
原
爆
と
長
崎
原
爆
を
一
括
り
に
「atom

ic bom
bs

」

と
表
記
す
る
傾
向
が
強
い
。
し
か
し
、
広
島
原
爆
が
降
伏
の
意
思
決
定
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
一
方
で
、
長
崎
原
爆
が
ほ
と
ん
ど

影
響
を
与
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
の
知
ら
せ
が
入
っ
た
の
は
、
八
月
九

日
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
で
一
条
件
派
と
四
条
件
派
で
議
論
が
紛
糾
し
て
い
る
最
中
で
あ
っ
た
。
麻
田
は
、
短
期
間
に
二
つ
の
原
爆

を
落
と
し
た
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
が
す
で
に
二
発
以
上
の
原
爆
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
を
示
し
、
継
戦
派
の
希
望
的
観
測
に
大
き
な
動

揺
を
与
え
た
と
し
、
広
島
・
長
崎
の
〈
ダ
ブ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
〉
の
影
響
は
大
き
い
と
述
べ
て
い
る（（（
（

。
し
か
し
、
す
で
に
そ
の
と
き
、

主
戦
派
も
条
件
の
議
論
に
移
行
し
て
い
た
。
加
え
て
、
会
議
に
関
す
る
記
録
で
、
主
戦
派
に
そ
う
し
た
「
動
揺
」
が
み
ら
れ
た
記
述

は
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
主
戦
派
が
長
崎
原
爆
投
下
を
受
け
て
和
平
派
に
譲
歩
し
た
と
い
う
事
実
も
な
い
。
主
戦
派
か
ら
み
た
様
子

で
は
あ
る
が
、
豊
田
軍
令
部
総
長
は
、「
二
回
目
の
原
爆
と
し
て
長
崎
が
や
ら
れ
た
と
い
う
情
報
が
入
つ
て
来
た
。
時
刻
は
判
然
と

記
憶
し
な
い
が
、
兎
に
角
午
前
中
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
し
か
し
予
定
通
り
審
議
を
進
め
て
、
第
二
の
戦
争
犯
罪
人
の
處
罰
に
つ
い
て

…
…
」
と
述
懐
し
て
い
る（（（
（

。
二
つ
の
原
爆
が
与
え
た
衝
撃
の
質
的
な
違
い
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

第
四
に
、
当
該
期
の
一
次
史
料
・
二
次
史
料
に
登
場
す
る
言
葉
の
用
い
ら
れ
方
、
と
く
に
「
戦
争
終
結
（
終
戦
（」「
和
平
」「
降

伏
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
違
い
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
意
識
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。「
終
戦
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
、「
一
撃
和
平

に
よ
る
戦
争
終
結
」「
ソ
連
仲
介
の
和
平
に
よ
る
戦
争
終
結
」「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
よ
る
戦
争
終
結
（
＝
降
伏
（」
の
う
ち
、
ど

れ
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
限
定
的
で
は
な
い
。
従
来
の
研
究
は
こ
う
し
た
用
語
の
違
い
に
つ
い
て
必
ず
し
も
自
覚
的
で
は
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
実
際
に
は
、
政
治
指
導
者
は
意
図
的
に
使
い
分
け
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
鈴
木
首
相
は
、
回
想
の
中
で
、

ソ
連
参
戦
前
は
「
終
戦
」、
参
戦
後
は
「
降
伏
」
と
い
う
よ
う
に
使
い
分
け
て
い
る（（（
（

。「
終
戦
」
は
戦
争
を
終
結
さ
せ
る
方
法
や
条
件
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に
つ
い
て
限
定
し
て
お
ら
ず
、
と
も
す
れ
ば
「
和
平
」「
講
和
」
と
い
う
選
択
肢
の
存
在
に
つ
い
て
含
み
を
も
た
せ
る
言
い
方
で
あ

る
。
政
治
指
導
者
の
発
言
や
供
述
も
ま
た
、
こ
の
点
に
留
意
し
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
の
論
争
を
通
じ
て
、
終
戦
史
研
究
の
内
実
は
飛
躍
的
に
向
上
し
た
。
鈴
木
多
聞
『
終
戦
の
政
治
史
』（
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
第
四
章
は
、
麻
田
・
長
谷
川
の
論
争
を
念
頭
に
、
視
角
を
変
え
る
こ
と
で
、
史
料
的
制
約
の
な
か
で
説
得

力
の
あ
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
鈴
木
は
、
日
本
降
伏
の
要
因
と
し
て
、
原
爆
要
因
、
ソ
連
参
戦
要
因
に
、
本
土
決
戦
要
因
、
条

件
要
因
を
加
え
た
四
要
因
か
ら
、
分
析
を
行
っ
て
い
る（（（
（

。
そ
の
骨
子
は
以
下
三
点
に
集
約
さ
れ
る
。

　

第
一
に
、
昭
和
天
皇
の
決
断
に
も
っ
と
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
本
土
決
戦
要
因
で
あ
る
。
第
一
回
御
前
会
議
で
、
天
皇
の

「
聖
断
」
は
軍
事
的
勝
算
の
有
無
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、
そ
の
論
拠
は
、
九
十
九
里
浜
の
築
城
の
遅
れ
に
よ
っ
て
、
本
土
決
戦
が

不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

第
二
に
、
従
来
の
研
究
は
、
政
治
・
軍
事
指
導
者
の
選
択
を
「
降
伏
か
、
本
土
決
戦
か
」
の
二
者
択
一
で
描
い
て
き
た
が
、
政

治
・
軍
事
指
導
者
に
と
り
最
大
の
関
心
事
項
は
、
降
伏
の
条
件
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
第
一
回
御
前
会
議
で
は
、
軍
事
的
勝
算

の
有
無
が
問
題
と
な
り
、
第
二
回
御
前
会
議
で
は
、
降
伏
の
条
件
が
問
題
と
な
っ
た
。

　

第
三
に
、
広
島
へ
の
原
爆
投
下
は
、
従
来
か
ら
本
土
決
戦
を
回
避
す
べ
く
外
交
交
渉
を
督
促
し
て
い
た
昭
和
天
皇
を
、
さ
ら
に
急

が
せ
た
と
い
う
点
で
、
降
伏
の
「
時
期
」
の
問
題
に
影
響
を
与
え
た
。
ソ
連
参
戦
は
、
降
伏
の
「
時
期
」「
方
法
」「
条
件
」
の
問
題

に
影
響
を
与
え
た
。
ま
ず
、
ソ
連
仲
介
に
よ
る
対
米
交
渉
が
不
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
「
方
法
」
の
問
題
は
解
消
さ
れ
た
。
ソ

連
の
参
戦
で
軍
事
的
勝
算
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
継
戦
派
は
軍
事
的
勝
算
を
継
戦
論
の
根
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
そ

の
根
拠
を
国
体
護
持
の
問
題
に
求
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
国
体
が
護
持
で
き
な
い
か
ら
戦
争
を
継
続
す
る
、
と
い
う
論
理
で
あ

る
。
反
面
、
こ
の
主
張
は
、
条
件
さ
え
満
た
さ
れ
れ
ば
降
伏
し
て
も
よ
い
と
い
う
条
件
論
へ
と
後
退
し
た
。
か
く
し
て
、
原
爆
投
下

と
ソ
連
参
戦
に
よ
っ
て
、「
時
期
」「
方
法
」「
条
件
」
の
う
ち
、「
条
件
」
の
問
題
の
み
が
残
っ
た
。
最
終
的
に
、「
聖
断
」
に
よ
っ
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て
、
降
伏
の
最
低
条
件
は
な
し
崩
し
的
に
低
下
し
た
。

　
㈡
　
国
内
要
因

　

と
こ
ろ
で
、
原
爆
投
下
・
ソ
連
参
戦
の
ど
ち
ら
も
、
日
本
の
政
策
決
定
か
ら
み
れ
ば
、
外
的
要
因
で
あ
る
。
従
来
の
議
論
は
、
原

子
爆
弾
と
ソ
連
参
戦
の
相
対
的
な
重
要
性
に
焦
点
を
当
て
て
き
た
。
し
か
し
、
降
伏
の
意
思
決
定
が
日
本
の
国
内
要
因
に
規
定
さ
れ

た
側
面
は
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

　

古
く
は
、
ソ
連
参
戦
を
重
視
す
る
日
本
の
研
究
が
、「
ソ
連
の
参
戦
が
日
本
国
内
の
革
命
の
危
機
を
生
み
出
し
、
天
皇
制
の
維
持

が
困
難
に
な
る
と
い
う
恐
怖
か
ら
日
本
の
降
伏
が
決
定
し
た
」
と
指
摘
し
て
い
る（（（
（

。
し
か
し
、
こ
の
議
論
は
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
の

前
提
に
立
つ
も
の
で
、
史
料
的
根
拠
が
き
わ
め
て
薄
弱
で
あ
る
。

　

近
年
に
な
っ
て
、
史
料
的
根
拠
に
基
づ
い
て
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ビ
ッ
ク
ス
（H

erbert P. Bix

（、
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
（John 

D
ow

er

（、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｂ
・
フ
ラ
ン
ク
（Richard B. Frank

（
が
日
本
の
「
国
内
情
勢
の
悪
化
」
と
い
う
要
因
の
重
要
性
を
指

摘
し
て
お
り（（（
（

、
最
近
で
は
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
イ
エ
レ
ン
（Jerem

y A
. Y

ellen

（
が
、
日
本
の
政
治
指
導
者
を
し
て
降
伏
を
決
意
せ

し
め
た
要
因
は
、
国
内
に
お
け
る
革
命
（social revolution
（
の
恐
怖
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る（（（
（

。

　

日
本
の
「
国
内
情
勢
の
悪
化
」
と
は
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
空
襲
、
海
上
封
鎖
、
食
糧
事
情
の
悪
化
に
よ
る
国
民
の
継
戦
意
欲

（
士
気
（
の
低
下
で
あ
る
。
確
か
に
日
本
政
府
は
、
統
計
情
報
か
ら
食
糧
事
情
な
ど
を
把
握
し
て
い
た
。
六
月
六
日
の
最
高
戦
争
指

導
会
議
に
お
い
て
、
石
黒
忠
篤
農
商
大
臣
よ
り
、
食
糧
の
不
足
が
「
民
心
、
戦
意
ニ
関
係
ア
リ
」
と
の
報
告
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
政

治
指
導
者
は
、
国
民
の
継
戦
能
力
お
よ
び
継
戦
意
欲
を
め
ぐ
る
懸
念
を
抱
い
て
い
た（（（
（

。
八
月
に
入
っ
て
か
ら
も
、
政
府
首
脳
は
、
国

民
の
生
活
や
戦
意
に
つ
い
て
の
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
米
内
は
「
コ
ノ
崩
レ
行
ク
国
内
民
心
ガ
問
題
ダ
ト
思
フ
ノ
デ

ス
」
と
述
べ
て
い
る（（（
（

。
安
倍
源
基
内
務
大
臣
は
八
月
九
日
の
閣
議
で
「
民
心
の
動
向
を
見
る
に
、
現
況
は
敵
愾
心
振
興
せ
ず
、
戦
争
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の
将
来
に
自
信
を
失
っ
て
い
る
」
と
発
言
し（（（
（

、
平
沼
枢
密
院
議
長
は
第
一
回
御
前
会
議
に
お
い
て
「
今
日
国
民
の
不
安
は
著
し
く
増

大
し
、
国
民
の
戦
意
は
喪
失
し
、
こ
と
に
交
通
機
関
は
破
壊
し
食
糧
は
不
足
し
て
お
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る（（（
（

。
こ
う
し
た
「
国
内

情
勢
の
悪
化
」
は
、
降
伏
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
八
月
一
五
日
の
詔
勅
と
一
七
日
の
勅
語
の
両
方
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
「
国
内
情
勢
の
悪
化
」
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
で
あ
ろ
う
、
国
体
を
危
う
く
す
る
国
内
叛
乱
な
い
し
革
命
へ
の
危
惧
が
、
降
伏
の

意
思
決
定
に
影
響
を
与
え
た
、
と
い
う
議
論
は
充
分
説
得
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
議
論
に
対
し
て
疑
問
を
提
起
す
る
と
す
れ
ば
、

八
月
の
政
治
指
導
者
が
危
惧
し
た
「
革
命
」
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
、
史
料
か
ら
あ
ま
り
み
え
て
こ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
が

想
起
し
た
国
民
に
よ
る
「
革
命
」
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
詮
索
の
余
地
が

あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
主
戦
派
の
軍
部
に
よ
る
叛
乱
の
方
が
、
よ
り
具
体
的
な
政
治
指
導
者
が
肌
で
感
じ
る
脅
威
で
あ
っ
た
と
も
考
え

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
九
四
五
年
八
月
の
政
治
指
導
者
が
、
国
民
に
よ
る
叛
乱
・
革
命
だ
け
で
は
な
く
、
主
戦
派
の
軍
部
に
よ
る

ク
ー
デ
タ
ー
に
つ
い
て
も
懸
念
し
て
い
た
こ
と
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
二
・
二
六
事
件
の
経
験
が
政
府
・
軍
首
脳
の
脳
裏

に
は
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
実
際
に
陸
軍
内
部
に
そ
の
兆
候
が
み
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
高
木
惣
吉
は
そ
の
日
記
に
「
陸
軍
の

ク
ー
デ
タ
ー
の
気
勢
は
刻
々
と
高
ま
り
、
海
軍
の
決
戦
論
者
も
、
必
死
に
な
っ
て
終
戦
の
妨
害
に
つ
と
め
た
」
と
記
し
て
い
る（（（
（

。
木

戸
も
戦
後
の
尋
問
で
、「
軍
隊
内
部
に
相
当
大
規
模
な
叛
乱
が
起
こ
っ
た
ろ
う
こ
と
も
容
易
に
想
像
さ
れ
る
の
で
す
」
と
述
べ
て
い

る
（
（（
（

。

　

さ
て
、
国
内
要
因
に
目
を
向
け
た
と
き
、
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
天
皇
の
言
動
と
、
陸
軍
の
継
戦
意
思
と
の
関
係
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
の
発
言
や
「
聖
断
」
を
う
け
て
、「
天
皇
か
ら
の
信
任
を
失
っ
た
」
と
い
う
認
識
が
、
陸
軍
の
継
戦
意
思
を

挫
い
た
可
能
性
で
あ
る
。
河
辺
虎
四
郎
参
謀
次
長
は
八
月
一
〇
日
の
日
記
に
、
天
皇
の
気
持
ち
を
「
今
後
の
作
戦
に
御
期
待
な
き
な

り
」
と
忖
度
し
、
第
一
回
御
前
会
議
の
「
聖
断
」
は
「
軍
に
対
し
て
御
信
用
無
之
也
」「
累
積
し
た
る
対
軍
不
信
感
の
表
現
」
で
あ

る
と
記
し
て
い
る（（（
（

。
そ
れ
以
降
の
河
辺
か
ら
は
、
目
に
見
え
て
継
戦
意
欲
が
失
わ
れ
て
い
く
。
翌
一
一
日
、
河
辺
は
「
気
の
抜
け
た



2（

終戦史研究の現在

ビ
ー
ル
の
如
く
」
部
屋
に
座
し
て
終
日
を
過
ご
し
、
そ
の
後
の
数
日
間
の
日
記
に
は
悲
観
的
な
文
言
が
並
ん
で
い
る（（（
（

。
ま
た
、
宮
崎

周
一
参
謀
本
部
第
一
部
長
の
八
月
一
三
日
の
日
記
に
は
、
一
二
日
に
開
催
さ
れ
た
皇
族
会
議
の
模
様
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
高

松
宮
が
「
陛
下
ハ
陸
海
軍
特
ニ
陸
軍
ニ
対
ス
ル
御
信
頼
ヲ
喪
ハ
レ
ア
リ
」、
戦
争
継
続
は
「
陛
下
ノ
御
心
境
ノ
御
変
化
ナ
キ
限
リ

―
―
而
テ
此
変
化
ハ
今
ヤ
望
ミ
ナ
シ
―
―
不
可
能
ナ
リ
」
と
い
う
所
見
を
示
し
た
こ
と
を
宮
崎
は
綴
っ
て
い
る
。
一
三
日
に
は
有
末

精
三
第
二
部
長
が
三
笠
宮
か
ら
「
従
来
ノ
陸
軍
ノ
ヤ
リ
方
ニ
就
テ　

陛
下
ハ
久
シ
キ
間
御
不
満
不
同
意
」
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
を

受
け
た
、
と
も
記
し
て
い
る
。
宮
崎
第
一
部
長
は
、
こ
れ
ら
を
「
軍
部
ナ
ル
モ
ノ
ノ
信
任
全
然
無
キ
事
カ
根
本
ナ
リ
」
と
総
括
し
て

い
る（（（
（

。

　

陸
軍
上
層
部
は
、
第
二
回
御
前
会
議
以
前
の
段
階
で
、
す
で
に
天
皇
の
信
任
を
喪
失
し
た
と
自
覚
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
陸
軍

の
継
戦
意
思
の
後
退
を
も
た
ら
し
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
検
証
し

て
み
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三　
「
終
戦
」
の
諸
相
を
め
ぐ
っ
て

　

終
戦
史
研
究
の
裾
野
は
近
年
に
な
っ
て
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
先
に
と
り
あ
げ
た
問
題
以
外
に
、
い
わ
ば
「
終
戦
」
の
諸
相
が
様
々

な
視
角
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
最
近
の
研
究
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
。

　

降
伏
の
意
思
決
定
が
な
さ
れ
た
後
も
、
戦
争
を
終
結
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
日
本
政
府
に
は
重
大
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
た
。
増

田
弘
編
『
大
日
本
帝
国
の
崩
壊
と
引
揚
・
復
員
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）
は
、
こ
れ
ま
で
充
分
に
検
討
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
日
本
軍
の
降
伏
と
復
員
を
テ
ー
マ
と
す
る
。
そ
の
う
ち
、
同
所
収
の
加
藤
陽
子
「
日
本
軍
の
武
装
解
除
に
つ
い
て
の
一
考

察
」（
四
九
―
八
〇
ペ
イ
ジ
（
は
、
終
戦
前
後
の
日
本
軍
の
武
装
解
除
を
め
ぐ
る
問
題
を
扱
う
。
降
伏
の
意
思
決
定
過
程
に
お
い
て
、
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軍
部
は
、
主
張
し
た
四
条
件
の
う
ち
、「
自
主
的
武
装
解
除
」
を
「
国
体
護
持
」
に
次
い
で
重
要
な
も
の
と
み
な
し
て
い
た
。
降
伏

の
決
定
が
な
さ
れ
た
後
、
ア
メ
リ
カ
の
進
駐
前
に
、
日
本
軍
部
と
終
戦
事
務
連
絡
委
員
会
は
、
米
軍
が
接
収
し
破
棄
さ
せ
る
べ
き
日

本
軍
の
兵
器
を
民
間
大
企
業
の
五
社
に
請
け
負
わ
せ
、
軍
需
物
資
の
民
間
へ
の
移
転
を
進
め
た
。
軍
と
軍
隊
が
武
装
解
除
さ
れ
た
と

き
、
巨
大
な
量
の
「
モ
ノ
」
が
残
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
内
閣
は
民
間
に
隠
匿
し
、
隠
せ
な
か
っ
た
「
モ
ノ
」
に
つ
い
て
は
米

軍
に
接
収
さ
せ
、
非
軍
事
化
の
た
め
に
米
軍
が
解
体
を
命
じ
た
廃
兵
器
を
、
再
び
民
間
の
会
社
が
解
体
・
処
分
す
る
構
造
を
形
成
し

て
い
っ
た
、
と
い
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
八
月
一
四
日
の
日
本
政
府
に
よ
る
降
伏
の
決
定
そ
れ
自
体
は
、
外
地
軍
隊
の
降
伏
が
速
や
か
に
遂
行
さ
れ
る
こ
と
を

必
ず
し
も
保
障
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
。
増
田
弘
「
ラ
バ
ウ
ル
か
ら
の
日
本
軍
の
復
員
過
程
」（
一
六
一
―
一
八
三
ペ
イ
ジ
（
は
、
ラ

バ
ウ
ル
を
拠
点
と
す
る
第
八
方
面
軍
の
降
伏
・
解
体
・
抑
留
・
復
員
の
過
程
を
丹
念
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
今
村
均
方
面
軍
司
令

官
に
よ
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
決
着
方
法
が
採
ら
れ
、
第
八
方
面
軍
の
降
伏
と
解
体
は
遅
滞
な
く
履
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後

の
抑
留
・
復
員
に
至
る
過
程
は
、
紆
余
曲
折
を
経
た
も
の
と
な
っ
た
。
終
戦
以
後
も
、
戦
犯
裁
判
や
強
制
収
容
所
、
強
制
労
働
に

よ
っ
て
外
地
の
日
本
軍
将
兵
は
苦
難
に
さ
い
な
ま
れ
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

特
定
の
ア
ク
タ
ー
に
焦
点
を
絞
り
、
終
戦
過
程
を
分
析
し
た
研
究
も
刊
行
さ
れ
た
。
山
本
智
之
『
日
本
陸
軍
戦
争
終
結
過
程
の
研

究
』（
芙
蓉
書
房
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
は
、
日
米
開
戦
か
ら
一
九
四
五
年
に
至
る
陸
軍
内
部
に
お
け
る
戦
争
終
結
構
想
を
分
析
し
、

陸
軍
内
部
に
は
「
主
戦
派
」「
早
期
講
和
派
」「
中
間
派
」
の
三
つ
の
潮
流
が
存
在
し
た
と
指
摘
し
て
い
る（（（
（

。
終
戦
過
程
に
お
い
て
大

き
な
役
割
を
果
た
し
た
鈴
木
貫
太
郎
に
焦
点
を
当
て
た
波
多
野
澄
雄
『
宰
相
鈴
木
貫
太
郎
の
決
断
―
―
「
聖
断
」
と
戦
後
日
本
』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
は
、
降
伏
決
定
に
至
る
鈴
木
の
認
識
と
行
動
を
丹
念
に
追
跡
し
、
そ
の
再
評
価
を
試
み
て
い
る
。

　

終
戦
史
に
お
け
る
ソ
連
要
因
の
重
要
性
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
史
料
的
制
約
も
あ
り
、
ソ
連
要
因
を
射
程
に
入

れ
た
研
究
は
い
ま
だ
発
展
途
上
に
あ
る
。
最
近
に
な
っ
て
刊
行
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
研
究
は
、
こ
う
し
た
研
究
水
準
を
大
き
く
向
上
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さ
せ
る
こ
と
に
寄
与
し
て
い
る
。

　

五
百
旗
頭
真
、
下
斗
米
伸
夫
、
Ａ
・
Ｖ
・
ト
ル
ク
ノ
フ
、
Ｄ
・
Ｖ
・
ス
ト
レ
リ
ツ
ォ
フ
編
『
日
ロ
関
係
史
―
―
パ
ラ
レ
ル
・
ヒ
ス

ト
リ
ー
の
挑
戦
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
は
、
日
ロ
歴
史
共
同
研
究
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
「
日
本
・
ロ
シ
ア
歴
史

家
会
議
」
の
成
果
で
あ
る
。
日
ロ
両
国
の
歴
史
研
究
者
が
、
一
八
世
紀
か
ら
現
在
に
至
る
日
ロ
関
係
の
重
要
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
論
考
を
寄
せ
て
い
る
。
所
収
さ
れ
た
論
文
は
三
二
本
、
分
量
は
七
〇
〇
ペ
イ
ジ
以
上
に
わ
た
り
、
現
在
に
お

け
る
日
ロ
関
係
史
研
究
の
一
つ
の
到
達
点
で
あ
る
と
い
え
る
。
終
戦
期
に
関
し
て
は
、
以
下
の
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
波
多
野

澄
雄
「
日
ソ
関
係
の
展
開
―
―
対
米
開
戦
か
ら
日
ソ
戦
争
ま
で
」、
加
藤
聖
文
「
ソ
連
の
満
洲
侵
攻
と
日
本
人
引
揚
」、
Ａ
・
Ｉ
・
ク

ラ
フ
ツ
ェ
ヴ
ィ
チ
「
ヤ
ル
タ
会
談
前
後
の
ソ
米
関
係
と
日
本
」、
富
田
武
「
シ
ベ
リ
ア
抑
留
の
実
態
と
帰
国
後
の
運
動
」、
Ａ
・
Ａ
・

キ
リ
チ
ェ
ン
コ
「
一
九
四
五
年
の
満
洲
電
撃
戦
と
日
本
人
捕
虜
」。
ま
た
、
従
来
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
問
題
と
さ
れ
て
き
た
北
方
領
土

問
題
を
歴
史
的
に
分
析
し
た
研
究
と
し
て
、
河
野
康
子
・
下
斗
米
伸
夫
「
領
土
を
め
ぐ
る
日
米
ソ
関
係
」、
原
貴
美
恵
「
北
方
領
土

問
題
と
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
体
制
」、
Ｄ
・
Ｖ
・
ス
ト
レ
リ
ツ
ォ
フ
「
日
ロ
間
の
領
土
問
題
―
―
下
田
条
約
か
ら
今
日
ま
で
」
が
収

録
さ
れ
て
い
る
。

　

所
収
さ
れ
た
論
文
は
い
ず
れ
も
示
唆
に
富
み
、
日
米
関
係
の
な
か
で
語
ら
れ
が
ち
な
「
終
戦
」
に
お
い
て
ソ
連
要
因
が
果
た
し
た

役
割
の
大
き
さ
を
痛
感
さ
せ
る
。
ま
た
、
多
く
の
論
文
に
お
い
て
、
戦
中
か
ら
戦
後
の
連
続
性
が
意
識
さ
れ
て
い
る
点
も
「
終
戦
」

と
い
う
テ
ー
マ
の
広
が
り
を
意
識
さ
せ
る
。
ス
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
か
つ
て
の
ソ
連
側
の
研
究
は
実
証
的
歴
史

研
究
と
は
ほ
ど
遠
い
、
反
日
主
義
・
教
条
主
義
的
な
も
の
が
多
か
っ
た（（（
（

。
し
か
し
、
本
書
に
所
収
さ
れ
た
ロ
シ
ア
側
の
論
文
は
、
非

公
開
の
公
文
書
館
史
料
を
も
利
用
し
な
が
ら
、
高
い
実
証
的
水
準
に
よ
っ
て
精
緻
な
行
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
日
米
の
歴

史
研
究
者
に
は
縁
遠
か
っ
た
ロ
シ
ア
側
の
研
究
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
大
変
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
、
ソ
連
要
因
を
射
程
に
入
れ
た
終
戦
史
研
究
と
し
て
、
小
代
有
希
子
『
一
九
四
五　

予
定
さ
れ
た
敗
戦
―
―
ソ
連
侵
攻



28

法学研究 89 巻 9 号（2016：9）

と
冷
戦
の
到
来
』（
人
文
書
院
、
二
〇
一
五
年
）［
原
著
はY

ukiko K
oshiro, Im

perial E
clipse: Japanʼs Strategic T

hinking 

about Continental A
sia before A

ugust 1945  (Ithaca, N
Y

: Cornell U
niversity Press, 2013)

］
が
刊
行
さ
れ
た（（（
（

。

　

著
者
は
、
一
九
四
五
年
ま
で
日
本
が
戦
っ
た
戦
争
の
性
格
と
意
義
を
再
検
討
す
る
こ
と
か
ら
議
論
を
出
発
さ
せ
て
い
る
。
戦
後
日

本
人
は
、
ア
メ
リ
カ
が
主
導
す
る
「
太
平
洋
戦
争
史
観
」
の
も
と
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
日
本
が
戦
っ
た
戦
争
は
ア
メ
リ
カ
を

相
手
に
し
た
太
平
洋
戦
争
で
あ
り
、
日
本
は
無
謀
に
も
ア
メ
リ
カ
に
戦
い
を
仕
掛
け
た
結
果
、
ア
メ
リ
カ
に
敗
北
し
た
（
そ
し
て
、

戦
後
は
ア
メ
リ
カ
の
占
領
を
受
け
、
そ
の
指
導
の
も
と
で
正
し
い
国
家
に
作
り
か
え
ら
れ
た
（」
と
い
う
「
史
観
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
日

本
が
戦
っ
た
戦
争
は
、「
太
平
洋
戦
争
史
観
」
の
枠
内
に
入
り
き
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
そ
の
戦
争
は
、
満
洲
事
変
、

日
中
戦
争
、
ソ
連
参
戦
、
南
洋
諸
島
か
ら
台
湾
・
朝
鮮
・
南
樺
太
と
い
っ
た
大
日
本
植
民
地
帝
国
の
崩
壊
ま
で
、
広
い
範
囲
に
わ
た

る
も
の
で
あ
っ
た
。
真
珠
湾
攻
撃
ま
で
は
ア
ジ
ア
大
陸
が
主
戦
場
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
と
の
戦
争
が
始
ま
っ
て
か
ら
は
、
日
本
の
戦

場
は
ア
ジ
ア
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
ま
た
が
る
大
陸
に
、
南
太
平
洋
も
加
わ
っ
た
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
太
平
洋
戦
争
」
と
呼
ぶ
べ
き
も

の
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
著
者
は
、
ア
メ
リ
カ
が
主
導
す
る
「
太
平
洋
戦
争
史
観
」
か
ら
脱
却
し
、「
ユ
ー
ラ
シ
ア
太
平
洋
戦
争
」

な
る
枠
組
み
で
日
本
が
戦
っ
た
戦
争
を
捉
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
鍵
を
握
る
の
は
、
ソ
連
要
因
で
あ
る
。

　

本
書
は
日
本
の
終
戦
過
程
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
戦
争
終
末
期
の
日
本
の
指
導
者
は
、
米
ソ
の
確
執
に

注
目
し
、
来
る
べ
き
米
ソ
対
立
と
い
う
戦
後
の
ア
ジ
ア
情
勢
を
念
頭
に
政
策
決
定
を
行
っ
て
い
た
。
戦
争
終
末
期
に
お
い
て
、
日
本

の
指
導
者
は
、
ソ
連
の
対
日
参
戦
は
当
然
の
ご
と
く
予
期
し
て
い
た
。
し
か
し
、
日
本
の
指
導
者
は
そ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
の
積
極

的
な
手
を
打
た
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
の
指
導
者
は
、
戦
後
「
大
日
本
植
民
地
帝
国
」
の
処
分
を
め
ぐ
っ
て
米
ソ
が
対
立
す

る
こ
と
を
予
期
し
、
そ
の
結
果
、
東
ア
ジ
ア
の
戦
後
に
勢
力
均
衡
が
生
じ
る
な
ら
、
そ
れ
を
利
用
し
て
敗
北
し
た
日
本
が
復
活
す
る

機
会
と
な
る
、
と
考
え
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
日
本
は
、
東
ア
ジ
ア
の
抗
日
革
命
勢
力
の
間
に
は
、
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
ソ
連
の
影
響

力
の
方
が
深
く
浸
透
し
て
お
り
、
ソ
連
が
ア
ジ
ア
に
勢
力
圏
を
拡
大
す
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
日
本
の
軍
・



29

終戦史研究の現在

政
府
指
導
者
の
戦
後
東
ア
ジ
ア
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、「
米
ソ
が
勢
力
均
衡
を
保
ち
合
い
、
ど
ち
ら
か
が
絶
対
的
に
優
位
に
な
ら
な
い

よ
う
な
国
際
環
境
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
日
本
が
と
っ
た
戦
争
終
結
の
方
法
は
、「
ソ
連
が
参
戦
す
る
ま
で
戦
争
を
続
け
、
参
戦

し
て
き
た
と
こ
ろ
で
終
結
さ
せ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
日
本
は
、
米
軍
と
の
本
土
決
戦
で
戦
争
を
終
結
さ
せ
る
と
は
ま
っ
た
く
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
ソ
連
が
対
日
参
戦
し

て
、
満
洲
・
朝
鮮
に
足
場
を
確
保
す
る
こ
と
が
想
定
内
の
シ
ナ
リ
オ
で
あ
り
、
ソ
連
参
戦
前
に
日
本
が
降
伏
す
る
こ
と
は
問
題
外
と

な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
ソ
連
仲
介
に
よ
る
戦
争
終
結
に
は
ま
っ
た
く
期
待
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
日
本
政
府
が
あ
え
て
そ
れ
を
続

け
た
真
意
は
、
和
平
交
渉
と
称
し
て
ソ
連
と
外
交
的
に
接
触
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
保
ち
続
け
、
大
日
本
帝
国
の
解
体
後
、

ソ
連
が
中
国
や
朝
鮮
と
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
く
の
か
を
探
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
戦
争
終
末
期
に
お
い
て
、
ソ
連
に
す
が
る
し
か
な
い

と
考
え
て
い
た
か
ら
で
は
決
し
て
な
い
。
対
ソ
交
渉
に
お
け
る
日
本
の
態
度
は
あ
く
ま
で
体
裁
を
つ
く
ろ
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、

「
ソ
連
の
善
意
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
」
姿
勢
を
意
図
的
に
公
的
な
記
録
に
残
す
よ
う
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
議
論
は
、
ソ
連
要
因
を
射
程
に
入
れ
た
新
視
角
か
ら
通
説
に
挑
戦
す
る
も
の
で
あ
り
、
斬
新
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

実
証
の
部
分
に
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
第
一
に
、
著
者
は
、
戦
争
終
末
期
の
日
本
が
国
際
情
勢
の
分
析
に
力

を
入
れ
、
そ
こ
か
ら
戦
後
の
米
ソ
対
立
を
予
想
し
て
い
た
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
情
報
の
蒐
集
と
分
析
が
、

政
府
の
政
策
決
定
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
ど
こ
ま
で
反
映
さ
れ
た
か
ま
で
は
実
証
的
に
踏
み
込
ま
れ
て
い
な
い
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
日
本
の

在
外
公
館
や
特
務
機
関
が
海
外
で
蒐
集
し
た
情
報
（
オ
ー
プ
ン
・
ソ
ー
ス
・
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
含
む
（
や
、
当
時
の
日
本
・
世
界

各
国
の
新
聞
・
雑
誌
記
事
に
、
戦
後
の
米
ソ
対
立
を
予
期
さ
せ
る
内
容
が
あ
り
、
そ
れ
を
日
本
は
入
手
し
て
い
た
。
し
か
し
、
①
そ

う
し
た
情
報
が
日
本
政
府
中
枢
・
政
治
指
導
者
に
ど
の
程
度
行
き
渡
り
、
共
有
さ
れ
て
い
た
の
か
、
②
仮
に
そ
う
し
た
情
報
が
広
く

共
有
さ
れ
て
い
た
と
し
て
、
そ
れ
が
政
策
決
定
に
ど
の
程
度
影
響
を
与
え
た
の
か
、
と
い
う
二
点
に
つ
い
て
必
ず
し
も
充
分
に
立
証

さ
れ
て
い
な
い
。
ヤ
ル
タ
密
約
を
伝
え
た
小
野
寺
武
官
電
報
が
大
本
営
の
中
堅
幕
僚
レ
ヴ
ェ
ル
で
握
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
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起
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
情
報
が
ど
の
程
度
、
政
府
や
関
係
官
庁
の
上
層
部
に
達
し
た
の
か
（
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
重
要
な
情
報
や
分

析
結
果
を
共
有
す
る
シ
ス
テ
ム
自
体
が
機
能
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
（、
慎
重
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ご
く
通
例
の
政
治
外
交
史

研
究
の
手
法
と
し
て
、
政
策
過
程
の
歴
史
的
分
析
に
お
い
て
は
、
①
ど
の
よ
う
な
認
識
・
構
想
が
存
在
し
、
②
そ
れ
が
実
際
の
政
策

決
定
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
、
③
結
果
と
し
て
い
か
な
る
政
策
が
実
行
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
一
連
の
経
緯
を
丹
念
に
追
跡
す
る

必
要
が
あ
る
。
著
者
の
議
論
は
、
①
に
重
点
を
置
く
あ
ま
り
、
②
に
対
す
る
意
識
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
二
に
、
著
者
の
議
論
の
な
か
で
核
心
と
な
る
部
分
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
決
定
的
な
史
料
的
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
が
散

見
さ
れ
る
。
と
く
に
、「
ソ
連
が
参
戦
す
る
ま
で
戦
争
を
続
け
、
参
戦
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
終
結
さ
せ
る
」
と
い
う
構
想
に
つ
い
て

最
高
戦
争
指
導
会
議
の
メ
ン
バ
ー
は
合
意
し
て
い
た
、
と
著
者
は
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
直
接
傍
証
す
る
史
料
は
な
い
。
東
郷
の

マ
リ
ク
駐
日
ソ
連
大
使
に
対
す
る
対
応
や
、
八
月
一
〇
日
の
会
談
で
東
郷
が
マ
リ
ク
に
語
っ
た
内
容
は
、
状
況
証
拠
の
蓄
積
と
し
て

も
不
充
分
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
、
推
論
の
上
に
推
論
を
重
ね
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
対
ソ
和
平
斡
旋
を
め
ぐ
る
日

本
側
の
「
真
意
」
に
関
す
る
著
者
の
説
明
に
も
あ
て
は
ま
る（（（
（

。

　

第
三
に
、
政
策
文
書
の
解
釈
に
牽
強
付
会
な
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
四
五
年
六
月
八
日
の
御
前
会
議
の
結
果
策

定
さ
れ
た
『
今
後
採
ル
ヘ
キ
戦
争
指
導
ノ
基
本
大
綱
』
の
「
世
界
情
勢
判
断
」
に
あ
る
「
攻マ
マ

戦
略
施
策
」〔
正
し
く
は
「
政
戦
略
施

策
（
（（
（

」〕
の
部
分
を
、「
ソ
連
の
手
の
内
が
分
か
っ
て
い
て
も
、
対
ソ
中
立
を
信
じ
る
姿
勢
を
守
り
、
軍
事
的
に
も
『
静
謐
保
持
』
を
徹

底
さ
せ
る
」
と
解
釈
す
る（（（
（

の
は
無
理
が
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
点
は
あ
る
も
の
の
、
著
者
が
提
示
し
た
問
題
意
識
と
分
析
の
視
角
は
終
戦
史
研
究
の
新
地
平
を
切
り
拓
く
も

の
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
著
者
の
議
論
が
、
一
次
史
料
に
よ
っ
て
緻
密
に
立
証
さ
れ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た

終
戦
史
研
究
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
実
証
の
点
に
お
い
て
さ
ら
な
る
深
化
が
望
ま
れ
る
。

　

最
後
に
、
二
〇
一
四
年
九
月
に
一
般
公
開
さ
れ
た
『
昭
和
天
皇
実
録
』
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い（（（
（

。
残
念
な
が
ら
、
終
戦
過
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程
、
と
く
に
日
本
降
伏
の
意
思
決
定
に
関
し
て
、
決
定
的
な
新
事
実
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
原
爆
投
下
と
ソ
連
参
戦

の
ど
ち
ら
が
天
皇
に
降
伏
を
決
意
さ
せ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、『
昭
和
天
皇
実
録
』
の
記
述
か
ら
結
論
づ
け
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る（（（
（

。
た
と
え
ば
、
広
島
原
爆
の
投
下
と
ソ
連
参
戦
に
対
す
る
天
皇
の
反
応
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
蓮
沼
侍
従
武
官
長
を
通
じ
て

天
皇
に
「
広
島
が
空
襲
を
受
け
て
被
害
甚
大
で
あ
る
」
旨
の
情
報
が
伝
わ
っ
た
の
は
、
八
月
六
日
一
九
時
五
〇
分
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

翌
七
日
、
天
皇
は
広
島
の
空
襲
が
「
新
型
爆
弾
」
す
な
わ
ち
原
子
爆
弾
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
翌
八
月
八
日
一
六
時
四

〇
分
、
東
郷
外
相
か
ら
の
「
新
型
爆
弾
」
投
下
に
関
す
る
報
告
を
受
け
、
天
皇
は
「
こ
の
種
の
兵
器
の
使
用
に
よ
り
戦
争
継
続
は
い

よ
い
よ
不
可
能
に
し
て
、
有
利
な
条
件
を
獲
得
の
た
め
戦
争
終
結
の
時
機
を
逸
す
る
は
不
可
に
つ
き
、
な
る
べ
く
速
や
か
に
戦
争
を

終
結
せ
し
め
る
よ
う
希
望
さ
れ
、
首
相
へ
も
伝
達
す
べ
き
旨
の
御
沙
汰
を
下
さ
れ
る
」、
と
述
べ
た
（
こ
の
と
き
の
天
皇
が
希
望
し
た

「
戦
争
終
結
」
の
方
法
が
ソ
連
仲
介
和
平
に
よ
る
も
の
か
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
よ
る
も
の
な
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
（。
最
高
戦
争
指

導
会
議
は
構
成
員
の
都
合
が
つ
か
な
か
っ
た
た
め
、
翌
日
に
延
期
さ
れ
た
。
八
月
九
日
午
前
九
時
三
七
分
、
梅
津
参
謀
総
長
の
上
奏

か
ら
ソ
連
参
戦
を
知
っ
た
天
皇
は
、
九
時
五
五
分
に
木
戸
内
大
臣
を
呼
び
、「
ソ
連
邦
と
交
戦
状
態
突
入
に
つ
き
、
速
や
か
に
戦
局

の
収
拾
を
研
究
・
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
た
め
、
首
相
と
十
分
に
懇
談
す
る
よ
う
仰
せ
に
な
る
」。
こ
れ
ら
の
経
緯
は
、
既

存
の
史
料
か
ら
判
明
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
原
爆
投
下
に
つ
い
て
は
東
郷
回
想
、
ソ
連
参
戦
に
つ
い
て
は
木
戸
日
記
（。

　

そ
れ
で
も
な
お
、
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
記
述
は
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
戦
争
終
結
」
を
め
ぐ
る
天
皇
の
考
え
の
一
端
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
四
五
年
三
月
一
一
日
の
時
点
で
、
天
皇
は
「
戦
争
終
結
」
を
考
え
て
い
た
。『
実
録
』
に
は
、「
恒
憲
王

と
御
対
話
に
な
り
、
無
条
件
降
伏
と
戦
争
責
任
者
の
処
罰
以
外
は
戦
争
終
結
の
条
件
と
し
て
考
え
ら
れ
得
る
旨
を
述
べ
ら
れ
る
」
と

あ
る
。
こ
れ
は
、
東
京
大
空
襲
の
直
後
で
あ
る
。
し
か
し
、
天
皇
に
と
っ
て
「
戦
争
終
結
」
の
方
法
は
、「
一
撃
和
平
論
」
で
あ
っ

た
。
以
降
の
『
実
録
』
に
は
、
あ
く
ま
で
「
一
撃
和
平
」
に
よ
る
「
早
期
終
戦
」
を
求
め
る
天
皇
の
姿
が
確
認
で
き
る
。
四
月
二
日
、

梅
津
参
謀
総
長
に
対
し
、「
沖
縄
作
戦
が
不
利
に
な
れ
ば
、
陸
海
軍
は
国
民
の
信
頼
を
失
い
、
今
後
の
戦
局
も
憂
慮
す
べ
き
も
の
が
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あ
る
」
旨
を
述
べ
る
と
と
も
に
、「
現
地
軍
が
攻
勢
に
出
な
い
理
由
を
尋
ね
ら
れ
、
兵
力
不
足
な
ら
ば
逆
上
陸
を
敢
行
し
て
は
如
何
」

と
提
案
し
て
い
る
（
こ
の
部
分
は
『
宮
崎
周
一
中
将
日
誌
』
が
典
拠
で
あ
り
、
新
事
実
で
は
な
い
（。

　

ド
イ
ツ
の
降
伏
や
沖
縄
戦
の
帰
趨
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
、
天
皇
が
「
戦
争
終
結
」
の
方
法
に
つ
い
て
考
え
を
変
え
た
の
か

ど
う
か
は
、『
実
録
』
の
記
述
か
ら
は
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
で
に
ド
イ
ツ
の
軍
事
的
敗
北
が
疑
い
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た

四
月
三
〇
日
、
今
後
の
戦
争
続
行
が
不
可
能
で
あ
る
旨
の
上
奏
を
東
郷
外
相
か
ら
受
け
た
天
皇
は
、
た
だ
「
早
期
終
戦
を
希
望
す
る

旨
」
を
述
べ
て
い
る
。

　

さ
て
、
六
月
九
日
に
木
戸
内
大
臣
か
ら
ソ
連
仲
介
の
戦
争
終
結
方
策
に
つ
い
て
奏
上
を
受
け
る
と
、
天
皇
は
「
速
や
か
に
着
手
す

べ
き
旨
」
を
述
べ
た
。
こ
れ
以
降
、
六
月
二
〇
日
、
六
月
二
二
日
、
七
月
七
日
、
七
月
一
八
日
の
条
か
ら
、
ソ
連
仲
介
の
和
平
工
作

に
強
い
関
心
と
期
待
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
が
発
表
さ
れ
た
七
月
二
七
日
、
こ
れ
に
対
す
る
対
応
は
ソ
連

と
の
交
渉
を
見
定
め
た
上
で
措
置
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
、
と
の
奏
上
を
東
郷
外
相
か
ら
受
け
て
い
る
が
、
天
皇
の
そ
れ
に
対
す

る
反
応
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
ソ
連
仲
介
の
和
平
工
作
の
状
況
に
つ
い
て
奏
上
を
う
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
天

皇
が
、
ソ
連
仲
介
の
和
平
に
ソ
連
参
戦
ま
で
期
待
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
一
方
で
、
同
時
期
に
、
本
土
決
戦
を
前
提
と
す
る
疎
開
計
画
を
進
め
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
皇
の

「
戦
争
終
結
」
の
方
法
に
関
す
る
考
え
に
つ
い
て
「
六
月
以
降
、
天
皇
は
ソ
連
仲
介
和
平
工
作
に
期
待
を
抱
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
が

頓
挫
し
た
場
合
に
お
け
る
本
土
決
戦
に
よ
る
一
撃
和
平
を
構
想
し
て
い
た
」
と
い
う
推
定
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

と
も
あ
れ
、『
昭
和
天
皇
実
録
』
の
本
格
的
な
検
証
に
は
い
ま
少
し
の
時
間
が
か
か
る
だ
ろ
う
。『
実
録
』
の
史
料
的
性
格
か
ら

い
っ
て
、
利
用
の
際
に
は
充
分
な
史
料
批
判
が
必
要
で
あ
る
。
全
面
公
開
を
前
提
と
し
て
、
あ
る
程
度
、
意
図
的
な
編
集
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。『
実
録
』
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
非
公
開
の
宮
中
関
係
史
料
の
早
期
公
開
が
待
た
れ
る
。
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四　

お
わ
り
に

　

歴
史
研
究
の
進
展
の
鍵
を
握
る
の
は
、
新
史
料
の
発
掘
・
利
用
と
、
新
た
な
視
角
の
導
入
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ

う
。
最
後
に
こ
の
二
つ
の
観
点
か
ら
、
終
戦
史
研
究
の
今
後
を
展
望
し
て
結
び
と
し
た
い
。

　

実
は
、
終
戦
期
に
関
し
て
存
在
が
確
認
さ
れ
な
が
ら
も
、
未
だ
に
非
公
開
と
な
っ
て
い
る
重
要
な
史
料
が
い
く
つ
か
あ
る
。
一
つ

は
、
防
衛
研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
尾
形
健
一
大
佐
業
務
日
誌
」
で
あ
る（（（
（

。
尾
形
は
、
一
九
四
二
年
か
ら
終
戦
ま
で
陸
軍
の
侍

従
武
官
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
記
録
は
、
質
・
量
共
に
充
実
し
て
お
り
、
降
伏
の
意
思
決
定
過
程
を
分
析
す
る
上
で
き
わ
め

て
重
要
な
史
料
で
あ
る
。

　

今
一
つ
は
、
宮
中
関
係
の
史
料
で
あ
る
。『
昭
和
天
皇
実
録
』
で
は
、
今
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
宮
中
関
係
の
史
料
が
多
く

使
用
さ
れ
、
そ
の
数
は
四
〇
点
以
上
に
の
ぼ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
依
然
と
し
て
非
公
開
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
『
侍
従
日
誌
』、

『
侍
従
職
日
誌
』、『
侍
従
武
官
日
誌
』、『
省
中
日
誌
』、『
内
舎
人
日
誌
』
と
い
っ
た
侍
従
関
係
の
記
録
の
ほ
か
、『
松
平
慶
民
手
帖
』

（
終
戦
時
は
宗
秩
寮
総
裁
。
一
九
四
六
年
一
月
よ
り
宮
内
大
臣
（、『
永
積
寅
彦
日
記
』（
終
戦
時
は
侍
従
。
回
想
は
刊
行
さ
れ
て
い
る
（、『
吉

橋
戒
三
日
誌
』（
終
戦
時
は
陸
軍
侍
従
武
官
（
な
ど
は
終
戦
期
の
宮
中
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
重
要
な
一
次
史
料
で
あ
る
。
ま
た
、

戦
後
に
侍
従
が
断
続
的
に
天
皇
の
回
想
を
ま
と
め
た
『
聖
断
拝
聴
録
』
の
存
在
は
か
ね
て
よ
り
知
ら
れ
て
い
た
が（（（
（

、
今
回
実
在
が
明

ら
か
に
な
っ
た
「
稲
田
周
一
関
係
資
料
」（
稲
田
は
当
時
宮
内
省
内
記
部
長
（
に
は
、
そ
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

こ
う
し
た
史
料
が
公
開
さ
れ
た
場
合
、
終
戦
史
研
究
が
大
き
く
進
展
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。

　

新
た
な
視
角
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
一
つ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
国
内
要
因
と
い
う
視
角
の
深
化
で
あ
る
。
近
年
の

《
原
爆
投
下
》・《
ソ
連
参
戦
》
論
争
は
、
終
戦
過
程
の
分
析
を
高
い
実
証
的
水
準
で
も
っ
て
深
化
さ
せ
た
が
、
他
方
で
こ
う
し
た
外

的
要
因
に
傾
注
す
る
あ
ま
り
、
国
内
要
因
に
つ
い
て
は
等
閑
視
し
て
き
た
感
が
否
め
な
い
。
こ
れ
は
近
年
の
終
戦
史
研
究
が
、
主
と
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し
て
外
交
史
・
国
際
政
治
を
専
門
と
す
る
研
究
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
も
起
因
す
る
。
し
か
し
降
伏
の
意
思
決
定
は
、

最
終
的
に
は
日
本
の
国
内
政
治
に
お
け
る
決
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
国
内
政
治
の
各
ア
ク
タ
ー
は
、
対
外
的
問
題
だ
け
で
な
く
、
国

内
的
問
題
に
も
規
定
さ
れ
て
、
政
策
形
成
を
行
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
終
戦
過
程
は
、
国
内
要
因
を
抜
き
に
し
て
は
語

り
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
日
本
政
治
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
有
効
性
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
諸
政
治
勢
力

の
動
向
や
権
力
関
係
は
も
う
少
し
ミ
ク
ロ
の
レ
ヴ
ェ
ル
ま
で
分
析
さ
れ
る
べ
き
余
地
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
当
時
の
社
会
的
状
況
と
戦

争
継
続
の
可
能
性
と
の
関
係
も
、
実
証
的
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
視
角
は
、
小
代
有
希
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
広
い
国
際
関
係
の
枠
組
み
の
な
か
で
、
日
本
の
降
伏
、
あ
る
い
は
第

二
次
世
界
大
戦
の
終
結
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
日
本
が
一
九
四
五
年
ま
で
遂
行
し
た
戦
争
は
、
太
平
洋
の
み
を
戦

場
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
交
戦
国
で
は
、
米
英
だ
け
で
な
く
、
未
承
認
の
国
家
（
重
慶
政
権
、
バ
ド
リ
オ
政
権
、
ド
・
ゴ
ー
ル
政
権

な
ど
（
を
含
め
れ
ば
五
二
ヵ
国
に
の
ぼ
る（（（
（

。
一
九
四
五
年
八
月
の
時
点
で
、
日
本
陸
軍
の
総
兵
力
の
う
ち
、
五
四
％
が
本
土
（
朝

鮮
・
台
湾
・
小
笠
原
を
含
む
（
で
米
軍
の
上
陸
作
戦
に
備
え
て
い
た
一
方
で
、
一
二
％
が
満
洲
、
一
九
％
が
中
国
大
陸
、
一
五
％
が

南
方
に
展
開
し
て
い
た（（（
（

。
八
月
九
日
の
ソ
連
の
対
日
参
戦
以
降
、
日
ソ
間
の
戦
闘
は
八
月
一
五
日
以
降
も
継
続
し
た
ど
こ
ろ
か
、
む

し
ろ
拡
大
し
て
い
っ
た
。「
太
平
洋
戦
争
」
と
い
う
呼
称
が
、
日
本
が
戦
っ
た
戦
争
の
一
断
面
を
意
味
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。
同
時
に
、
一
九
四
五
年
ま
で
日
本
が
戦
っ
た
戦
争
は
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
に
世
界
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を

も
っ
た
戦
争
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
戦
争
の
意
義
と
同
時
に
、
マ
ク
ロ
な
国
際
関
係
の
中
で
、
日
本
が
戦
っ
た
戦
争
の
「
終

結
」
を
改
め
て
捉
え
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
た
と
え
ば
、
ソ
連
要
因
や
中
国
要
因
を
射
程
に
入
れ
た
研
究
が
期
待
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
視
角
に
お
い
て
は
、
マ
ル
チ
・
ア
ー
カ
イ
ヴ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
効
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
旧
ソ
連
の
史
料
に
つ
い
て
は
、

冷
戦
後
の
史
料
公
開
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
史
料
的
制
約
は
あ
る
程
度
改
善
さ
れ
た
（
た
だ
し
、
北
方
領
土
問
題
が
絡
む
終
戦
期
や
、

軍
事
関
係
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
が
公
開
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
外
国
人
研
究
者
の
史
料
探
索
・
利
用
に
つ
い
て
も
制
約
が
あ
る
の
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が
現
状
で
あ
る（

（（
（

（。
重
慶
政
権
（
中
国
国
民
党
（
関
係
で
は
、『
蔣
介
石
日
記
』
の
順
次
公
開
（
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
フ
ー
バ
ー
研
究

所
（
や
、
台
湾
に
お
け
る
文
書
公
開
に
よ
っ
て
、
か
な
り
の
史
料
が
利
用
可
能
で
あ
る（（（
（

。

　

終
戦
か
ら
七
〇
年
余
を
経
た
現
在
、
日
本
が
戦
っ
た
戦
争
そ
の
も
の
に
対
す
る
一
般
大
衆
の
関
心
は
次
第
に
失
わ
れ
、
と
も
す
れ

ば
、
事
実
か
ら
遊
離
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
み
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
一
九
四
五
年
に
か
け
て
日
本
が

戦
っ
た
戦
争
と
そ
の
終
結
は
、「
戦
後
」
を
生
き
る
我
々
に
と
っ
て
、
な
お
大
き
な
重
み
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
現
代
日
本
が
抱
え

る
対
外
的
課
題
の
い
く
つ
か
は
、
日
本
が
戦
っ
た
戦
争
と
そ
の
終
結
過
程
に
起
原
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
こ
の
主
題
に
つ

い
て
、
可
能
な
限
り
事
実
を
重
視
し
て
、
歴
史
の
道
筋
を
つ
ま
び
ら
か
に
検
証
し
て
い
く
こ
と
が
今
日
ま
す
ま
す
必
要
と
さ
れ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

　

終
戦
史
と
い
う
領
域
に
は
、
未
解
明
の
問
題
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
蓄
積
の
中
で
新
た

に
浮
上
し
た
論
点
も
少
な
く
な
い
。
終
戦
史
研
究
が
今
後
ま
す
ま
す
進
展
し
、
深
化
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（
1
（　

一
九
四
五
年
八
月
ま
で
に
日
本
が
戦
っ
た
戦
争
の
呼
称
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
戦
争
呼
称
と
そ
の
含
意
に
つ
い
て
は
本
稿
の
趣

旨
か
ら
逸
脱
す
る
の
で
扱
わ
ず
、
原
則
と
し
て
「
太
平
洋
戦
争
（Pacific W

ar

（」
の
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
戦
争
呼
称
を
め
ぐ
る

議
論
は
、
庄
司
潤
一
郎
「
日
本
に
お
け
る
戦
争
呼
称
に
関
す
る
問
題
の
一
考
察
」『
防
衛
研
究
所
紀
要
』
第
一
三
巻
三
号
（
二
〇
一
一
年

三
月
（
四
三
―
八
〇
ペ
イ
ジ
が
詳
し
い
。

（
2
（　Robert J. C. Butow

, Japanʼs D
ecision to Surrender (Stanford, CA

: Stanford U
niversity Press, 19（（).

［
ロ
バ
ー
ト
・

ビ
ュ
ー
ト
ー
『
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史
―
―
無
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件
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緯
』
大
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篤
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時
事
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一
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3
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原
子
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弾
の
投
下
を
め
ぐ
る
正
統
主
義
と
修
正
主
義
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
以
下
のhistoriographical essay

を
参
照
。J. 

Sam
uel W

alker, 

“Recent Literature on T
rum

anʼs A
tom

ic Bom
b D

ecision: A
 Search for M

iddle Ground,

” Diplom
atic 

H
istory 29, no.2 (A

pril 200（): 311-33（; M
ichael K

ort, ed., T
he Colum

bia G
uide to H

iroshim
a and the Bom

b (N
ew
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Y

ork: Colum
bia U

niversity Press, 200（). 

同
書
の
抄
訳
と
し
て
、
マ
イ
ケ
ル
・
コ
ー
ト
「
ヒ
ロ
シ
マ
と
歴
史
家
―
―
修
正
主
義
の

興
亡
」（
麻
田
貞
雄
訳
（『
同
志
社
法
学
』
第
六
〇
巻
六
号
（
二
〇
〇
九
年
一
月
（
四
七
一
―
四
九
一
ペ
イ
ジ
。
日
米
双
方
の
研
究
動
向
を

追
っ
た
論
争
的
な
研
究
史
と
し
て
、
麻
田
貞
雄
「『
原
爆
外
交
説
』
批
判
―
―
〝
神
話
〟
と
タ
ブ
ー
を
超
え
て
（
一
九
四
九
―
二
〇
〇

九
（」『
同
志
社
法
学
』
第
六
〇
巻
六
号
（
二
〇
〇
九
年
一
月
（
一
―
八
一
ペ
イ
ジ
。

（
（
（　H

erbert Feis, Japan Subdued: T
he A

tom
ic Bom

b and the E
nd of the Pacific W

ar (Princeton, N
J: Princeton 

U
niversity Press, 1961); Idem

, T
he A

tom
ic B

om
b and the E

nd of W
orld W

ar II (Princeton, N
J: Princeton 

U
niversity Press, 1966). 

［
ハ
ー
バ
ー
ト
・
フ
ァ
イ
ス
『
原
爆
と
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
』
佐
藤
栄
一
訳
（
南
窓
社
、
一
九
七
四

年
（］。Robert H

. Ferrell, H
arry S. T

rum
an: A

 Life (Colum
bia: U

niversity of M
issouri Press, 199（); Robert Jam

es 
M

addox, W
eapons for V

ictory: T
he H

iroshim
a D

ecision Fifty Y
ears Later (Colum

bia: U
niversity of M

issouri Press, 
199（).

（
（
（　P. M

. S. Blackett, Fear, W
ar A

nd T
he Bom

b: M
ilitary and Political Consequences of A

tom
ic E

nergy (N
ew

 
Y

ork: W
hittlesey H

ouse, 19（9)
［
Ｐ
・
Ｍ
・
Ｓ
・
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
『
恐
怖
・
戦
争
・
爆
弾
―
―
原
子
力
の
軍
事
的
・
政
治
的
意
義
』
田

中
愼
次
郎
訳
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
五
一
年
（］。Gar A

lperovitz, A
tom

ic D
iplom

acy: H
iroshim

a and Potsdam
: T

he 
U

se of the A
tom

ic Bom
b and the A

m
erican Confrontation w

ith Soviet Pow
er (N

ew
 Y

ork: Sim
on and Schuster, 196（); 

Gar A
lperovitz, T

he D
ecision to U

se the A
tom

ic Bom
b and the A

rchitecture of an A
m

erican M
yth (N

ew
 Y

ork: 
K

nopf, 199（).

［
ガ
ー
・
ア
ル
ペ
ロ
ビ
ッ
ツ
『
原
爆
投
下
決
断
の
内
幕
―
―
悲
劇
の
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
』（
全
二
冊
（
鈴
木
俊
彦
ほ

か
訳
（
ほ
る
ぷ
出
版
、
一
九
九
五
年
（］。

（
6
（　

二
つ
の
説
を
折
衷
し
た
議
論
も
存
在
す
る
。Barton J. Bernstein, 

“Understanding the A
tom

ic Bom
b and the Japanese 

Surrender,

” in H
iroshim

a in H
istory and M

em
ory, ed. M

ichael J. H
ogan  (Cam

bridge: Cam
bridge U

niversity Press, 
1996), （8-69; Barton J. Bernstein, 

“Introducing the Interpretive Problem
s of Japanʼs 19（（ Surrender,

” in T
he E

nd 
of the Pacific W

ar: R
eappraisals, ed. T

suyoshi H
asegaw

a (Stanford, CA
: Stanford U

niversity Press, 200（), 316-3（3; 
J. Sam

uel W
alker, Prom

pt and the U
tter D

estruction: T
rum

an and the U
se of A

tom
ic Bom

b (Chapel H
ill: U

niversity 
of N

orth Carolina Press, 199（).

［
Ｊ
・
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
『
原
爆
投
下
と
ト
ル
ー
マ
ン
』
林
義
勝
監
訳
（
彩
流
社
、
二
〇



3（

終戦史研究の現在

〇
八
年
（］。

（
（
（　

麻
田
「『
原
爆
外
交
説
』
批
判
」
六
―
七
、
五
八
―
五
九
ペ
イ
ジ
。

（
8
（　

麻
田
貞
雄
は
こ
れ
ら
の
研
究
者
を
「
左
派
系
の
研
究
者
」
と
分
類
し
て
い
る
。

（
9
（　

た
と
え
ば
庄
司
潤
一
郎
「
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
日
本
の
戦
争
終
結
―
―
『
終
戦
』
の
意
味
と
要
因
」
防
衛
省
防
衛
研
究
所

『
歴
史
か
ら
見
た
戦
争
の
終
結
』（
平
成
二
七
年
度
戦
争
史
研
究
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
報
告
書
（
二
〇
一
六
年
三
月
、
六
三
―
七
六
ペ
イ
ジ
。

（
10
（　

リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｂ
・
フ
ラ
ン
ク
「『
決
号
』
―
―
一
九
四
五
年
に
お
け
る
日
本
の
政
治
戦
略
・
軍
事
戦
略
」『
法
学
研
究
』
第
八
九
巻

第
八
号
（
二
〇
一
六
年
八
月
（
五
〇
ペ
イ
ジ
。

（
11
（　

同
右
。

（
12
（　

大
井
篤
『
海
上
護
衛
戦
―
太
平
洋
戦
争
の
戦
略
的
分
析
』（
日
本
出
版
協
同
、
一
九
五
三
年
（［
改
訂
新
版
複
数
あ
り
、
最
新
の
も
の

は
、
角
川
文
庫
、
二
〇
一
四
年
で
、
引
用
は
こ
れ
に
基
づ
く
］
四
二
五
ペ
イ
ジ
。
な
お
、
一
九
四
五
年
六
月
よ
り
日
本
軍
は
、
大
陸
方
面

か
ら
食
料
の
緊
急
輸
入
を
試
み
て
い
る
（
日
号
作
戦
（。
防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
室
『
戦
史
叢
書　

海
上
護
衛
戦
』（
朝
雲
新
聞
社
、
一

九
七
一
年
（
四
七
三
―
四
八
〇
、
五
五
四
―
五
六
〇
ペ
イ
ジ
。
地
方
中
小
都
市
に
対
す
る
焼
夷
弾
攻
撃
と
海
上
封
鎖
の
実
相
を
取
り
ま
と

め
た
も
の
に
、
赤
木
完
爾
「
爆
撃
と
封
鎖
―
―
一
九
四
五
年
夏
の
軍
事
的
現
実
」『
昭
和
の
く
ら
し
研
究
』
第
一
四
号
、（
二
〇
一
五
年
一

二
月
（
七
―
一
四
ペ
イ
ジ
が
あ
る
。

（
13
（　

フ
ラ
ン
ク
「『
決
号
』」
七
九
ペ
イ
ジ
。

（
1（
（　

東
条
内
閣
瓦
解
か
ら
終
戦
に
至
る
時
期
の
資
料
お
よ
び
当
該
期
を
対
象
と
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
波
多
野
澄
雄
「
文
献
目
録
」

「
文
献
目
録
解
題
」
外
務
省
編
『
終
戦
史
録
』
第
六
巻
（
北
洋
社
、
一
九
八
〇
年
（
二
三
〇
―
三
四
八
ペ
イ
ジ
を
参
照
。
一
九
七
〇
年
代

ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
資
料
や
研
究
を
網
羅
的
に
掲
載
し
て
お
り
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
有
益
で
あ
る
。

（
1（
（　

志
田
信
『
原
子
爆
弾
の
話
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
二
年
（、
前
芝
確
三
『
原
子
力
と
国
際
政
治
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八

年
（、
勝
部
元
「
敗
戦
前
後
の
日
米
関
係
」『
歴
史
学
研
究
』
第
一
七
五
号
（
一
九
五
四
年
九
月
（
四
三
―
六
三
ペ
イ
ジ
、
藤
原
彰
「
日
本

の
敗
戦
と
原
爆
投
下
問
題
」『
一
橋
論
叢
』
第
七
九
巻
四
号
（
一
九
七
八
年
四
月
（
四
八
六
―
四
九
七
ペ
イ
ジ
、
西
島
有
厚
『
原
爆
は
な

ぜ
投
下
さ
れ
た
』（
青
木
書
店
、
一
九
八
五
年
（、
勝
部
元
「
原
爆
神
話
の
形
成
」『
戦
争
と
平
和
』
第
七
号
（
一
九
九
八
年
（
五
〇
―
六

三
ペ
イ
ジ
な
ど
。
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（
16
（　

長
谷
川
『
暗
闘
』
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
学
者
の
批
評
と
し
て
、H

-D
iplo Roundtable (2006): R

acing the E
nem

y 

が
あ

る
。Thom

as M
addux

を
座
長
に
、Michael D

. Gordin, Gar A
lperovitz, Richard Frank, Barton Bernstein, D

avid H
ollow

ay

と
い
っ
た
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
終
戦
史
研
究
の
第
一
人
者
が
参
加
し
て
い
る
。
加
え
て
こ
れ
ら
に
対
す
る
長
谷
川
の
応
答
も
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
す
べ
て
がH

-D
iplo Roundtable

で
閲
覧
可
能
で
あ
る
。
他
に
重
要
な
書
評
と
し
て
、M

ichael K
ort, 

“Racing the Enem
y: 

A
 Critical Look,

” in H
iroshim

a in H
istory: the M

yths of R
evisionism

, ed. Robert Jam
es M

addox (Colum
bia: 

U
niversity of M

issouri Press, 200（), 190-19（. 

麻
田
と
長
谷
川
の
誌
上
で
の
論
争
は
以
下
を
参
照
。Sadao A

sada, Review
 of  

R
acing the E

nem
y: Stalin, T

rum
an, and the Surrender of Japan, by T

suyoshi H
asegaw

a, Journal of Strategic 
Studies 29, no.1 (February 2006): 169-1（9; T

suyoshi H
asegaw

a, 

“Hasegaw
aʼs letter to the editors,

” Journal of 
Strategic Studies 29, no.3 (June 2006): （6（-（6（; A

sadaʼs response, ibid., （6（-（69.

（
1（
（　

栗
原
健
・
波
多
野
澄
雄
編
『
終
戦
工
作
の
記
録
』
下
巻
（
講
談
社
文
庫
、
一
九
八
六
年
（
一
七
〇
ペ
イ
ジ
。「
飽
ク
迄
戦
争
ヲ
完
遂

シ
以
テ
国
体
ヲ
護
持
シ
皇
土
ヲ
保
衛
シ
聖
戦
目
的
ノ
達
成
ヲ
期
ス
」
と
し
て
上
で
、「
主
敵
米
ニ
対
ス
ル
戦
争
遂
行
ヲ
主
眼
」
と
し
た
。

（
18
（　

麻
田
貞
雄
「
原
爆
投
下
の
衝
撃
と
降
伏
の
決
定
」
細
谷
千
博
ほ
か
編
『
太
平
洋
戦
争
の
終
結
―
―
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
の
戦
後
形
成
』

（
柏
書
房
、
一
九
九
七
年
（
二
〇
六
ペ
イ
ジ
。

（
19
（　

本
問
題
に
関
連
す
る
麻
田
貞
雄
の
研
究
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
麻
田
貞
雄
「
原
爆
投
下
の
衝
撃
と
降
伏
の
決
定
」
細
谷
千
博
ほ
か

編
『
太
平
洋
戦
争
の
終
結
―
―
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
の
戦
後
形
成
』（
柏
書
房
、
一
九
九
七
年
（
一
九
五
―
二
二
一
ペ
イ
ジ
。
同
論
文
の
要

約
版
と
し
て
、「
原
爆
投
下
の
衝
撃
と
降
伏
の
決
定
―
―
原
爆
論
争
の
新
た
な
視
座
」『
世
界
』（
一
九
九
五
年
一
二
月
号
（
二
三
二
―
二

四
二
ペ
イ
ジ
。「
原
爆
投
下
―
―
そ
の
現
実
と
道
徳
的
デ
ィ
レ
ン
マ
」『
諸
君
！
』（
二
〇
〇
〇
年
八
月
号
（
二
四
六
―
二
五
六
ペ
イ
ジ
。

「『
暗
闘
』（「
読
売
・
吉
野
作
造
賞
」
受
賞
作
（
に
異
議
あ
り
―
―
『
原
爆
投
下
』
よ
り
『
ソ
連
参
戦
』
を
日
本
降
伏
の
主
因
と
見
な
す
と

は
」『
諸
君
！
』（
二
〇
〇
八
年
九
月
号
（
一
三
八
―
一
四
九
ペ
イ
ジ
。「『
原
爆
外
交
説
』
批
判
―
―
〝
神
話
〟
と
タ
ブ
ー
を
超
え
て
（
一

九
四
九
～
二
〇
〇
九
（」『
同
志
社
法
学
』
第
六
〇
巻
六
号
（
二
〇
〇
九
年
一
月
（
一
―
八
一
ペ
イ
ジ
。「
原
爆
外
交
説
の
陥
穽
―
―
〝
神

話
〟
と
タ
ブ
ー
を
超
え
て
」『
諸
君
！
』
第
四
一
巻
四
号
（
二
〇
〇
九
年
四
月
（
六
五
―
七
五
ペ
イ
ジ
。

（
20
（　

本
稿
に
お
い
て
、
主
戦
派
と
和
平
派
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
主
戦
派
（
継
戦
論
（
は
、
阿
南
惟
幾
陸
相
、
梅
津
美

治
郎
参
謀
総
長
、
豊
田
副
武
軍
令
部
総
長
と
す
る
。
和
平
派
（
和
平
論
（
は
、
鈴
木
貫
太
郎
首
相
、
東
郷
茂
徳
外
相
、
米
内
光
政
海
相
と
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す
る
。

（
21
（　
『
暗
闘
』
の
ほ
か
に
本
問
題
に
関
連
す
る
長
谷
川
の
研
究
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
長
谷
川
毅
「
太
平
洋
戦
争
の
終
結
に
お
け
る
ソ

連
参
戦
と
原
爆
の
役
割
」『
明
治
学
院
大
学
国
際
学
部
付
属
研
究
所　

研
究
所
年
報
』
第
五
号
（
二
〇
〇
二
年
一
二
月
（
六
七
―
七
二
ペ

イ
ジ
。T

suyoshi H
asegaw

a, 

“The A
tom

ic Bom
bs and the Soviet Invasion: W

hich W
as M

ore Im
portant in Japanʼs 

D
ecision to Surrender?

” in T
he E

nd of the Pacific W
ar: R

eappraisals, ed. T
suyoshi H

asegaw
a (Stanford, CA

: 
Stanford U

niversity Press, 200（), 113-1（（. 

長
谷
川
毅
「
原
爆
、
ソ
連
参
戦
、
天
皇
制
、
終
戦
工
作
迷
走
の
政
治
分
析
」
猪
瀬
直

樹
ほ
か
編
『
事
例
研
究　

日
本
と
日
本
軍
の
失
敗
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
三
年
（。

（
22
（　

折
衷
し
た
議
論
と
し
て
、
波
多
野
澄
雄
は
、
原
爆
投
下
も
ソ
連
参
戦
も
同
程
度
に
重
要
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。Sum

io 
H

atano, 

“The A
tom

ic Bom
b and the Soviet Invasion: O

f Equal Im
portance,

” in T
he E

nd of the Pacific W
ar, ed. 

T
suyoshi H

asegaw
a, 9（-112.

（
23
（　H

asegaw
a, R

acing the E
nem

y, 199-200.

（
2（
（　A

sada, review
 of R

acing the E
nem

y, 1（0.

（
2（
（　H

asegaw
a, 

“Hasegaw
aʼs letter to the editors,

” （66.

（
26
（　

長
谷
川
『
暗
闘
』
三
四
五
―
三
四
六
ペ
イ
ジ
。

（
2（
（
外
務
省
編
『
日
本
の
選
択　

第
二
次
世
界
大
戦
終
戦
史
録
』
下
巻
（
山
手
書
房
新
社
、
一
九
九
〇
年
（
九
五
三
―
九
五
四
ペ
イ
ジ

［
以
下
の
註
記
に
お
け
る
『
終
戦
史
録
』
は
こ
の
版
に
基
づ
く
］。

（
28
（　

長
谷
川
『
暗
闘
』
五
〇
八
ペ
イ
ジ
。

（
29
（　

茶
園
義
男
『
密
室
の
終
戦
詔
勅
』（
松
堂
出
版
、
一
九
八
九
年
（
一
〇
五
―
一
〇
六
、
一
〇
八
―
一
五
六
ペ
イ
ジ
。
対
ソ
外
交
に
つ

い
て
の
記
述
が
み
ら
れ
る
の
は
、「
川
田
瑞
穂
家
保
蔵
文
書
」
と
迫
水
に
よ
る
第
一
～
第
三
案
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
戦
争
終
結
ニ
関

ス
ル
詔
書
案
」『
公
文
類
集 

第
六
十
九
編
昭
和
二
十
年
巻
一
』（
で
あ
る
。
閣
議
提
出
用
詔
書
第
一
案
以
降
は
引
用
し
た
箇
所
が
削
除
さ

れ
て
い
る
。
石
渡
隆
之
「
終
戦
の
詔
書
成
立
過
程
」『
北
の
丸
（
国
立
公
文
書
館
報
（』
第
二
八
号
（
一
九
九
六
年
三
月
（
三
―
二
〇
ペ
イ

ジ
。
近
年
の
終
戦
の
詔
書
の
作
成
過
程
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
山
田
敏
之
「
終
戦
の
詔
書　

史
料
で
読
み
解
く
二
つ
の
疑
問
」『
国
立

国
会
図
書
館
月
報
』
第
五
九
三
号
（
二
〇
一
〇
年
八
月
（
四
―
一
九
ペ
イ
ジ
。
学
術
書
で
は
な
い
が
、
老
川
祥
一
『
終
戦
詔
書
と
日
本
政
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治
―
―
義
命
と
時
運
の
相
克
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
五
年
（
第
二
章
。

（
30
（　
『
終
戦
史
録
』
下
巻
九
九
三
―
九
九
四
ペ
イ
ジ
所
収
。

（
31
（　

麻
田
「『
暗
闘
』
に
異
議
あ
り
」
一
四
七
ペ
イ
ジ
。

（
32
（　
『
終
戦
史
録
』
下
巻
付
録
二
―
五
ペ
イ
ジ
。
ま
た
、
長
谷
川
は
『
暗
闘
』
文
庫
版
で
、
東
郷
外
相
の
八
月
一
五
日
の
枢
密
院
に
お
け

る
説
明
の
中
で
、
原
爆
投
下
に
は
一
言
も
触
れ
ず
、
ソ
連
参
戦
に
よ
っ
て
日
本
の
終
戦
工
作
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
に
の
み
言
及
し
て

い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
一
七
二
―
一
七
三
ペ
イ
ジ
（。
枢
密
院
や
議
会
に
お
け
る
国
務
大
臣
の
説
明
は
、
そ
の
主
管
事
項
に
つ
い
て
行

う
も
の
で
あ
り
、
外
相
が
ソ
連
仲
介
の
和
平
工
作
と
い
う
外
交
指
導
に
属
す
る
事
項
の
み
言
及
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
東
郷
の
説
明
を
降
伏
決
定
の
理
由
を
示
す
も
の
と
理
解
す
る
の
に
は
や
は
り
無
理
が
あ
ろ
う
。

（
33
（　

麻
田
「
原
爆
投
下
の
衝
撃
と
降
伏
の
決
定
」
一
九
八
ペ
イ
ジ
。

（
3（
（　

東
郷
茂
徳
『
時
代
の
一
面
』（
改
造
社
、
一
九
五
二
年
（
三
五
六
ペ
イ
ジ
。

（
3（
（　

木
戸
日
記
研
究
会
編
『
木
戸
幸
一
日
記
―
―
東
京
裁
判
期
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
（
四
二
一
ペ
イ
ジ
。

（
36
（　

と
く
に
、
木
戸
の
回
想
に
あ
る
発
言
が
、
原
爆
投
下
後
た
だ
ち
に
な
さ
れ
た
の
か
、
そ
も
そ
も
当
該
発
言
が
あ
っ
た
の
か
、
疑
わ
し

い
こ
と
が
長
谷
川
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
長
谷
川
『
暗
闘
』
三
二
二
ペ
イ
ジ
。

（
3（
（　

木
戸
幸
一
『
木
戸
幸
一
日
記
』
下
巻
（
東
京
大
学
出
版
、
一
九
六
六
年
（
一
二
二
三
ペ
イ
ジ
。

（
38
（　

な
お
、『
昭
和
天
皇
独
白
録
』
で
は
、「
空
襲
は
日
々
激
し
く
な
り
加
ふ
る
に
八
月
六
日
に
は
原
子
爆
弾
が
出
現
し
て
、
国
民
は
非
常

な
困
苦
に
陥
り
『
ソ
ビ
エ
ト
』
は
已
に
満
洲
に
火
蓋
を
切
っ
た
、
之
で
ど
う
し
て
も
『
ポ
ツ
ダ
ム
』
宣
言
を
受
諾
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
と

な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
天
皇
は
述
べ
て
い
る
。
寺
崎
英
成
『
昭
和
天
皇
独
白
録
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
九
一
年
（
一
二
一
―
一
二
二
ペ
イ

ジ
。

（
39
（　

麻
田
は
原
爆
投
下
と
ソ
連
参
戦
の
〈
ダ
ブ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
〉
と
併
せ
て
「
二
重
の
〈
ダ
ブ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
〉」
と
表
現
し
て
い
る
。

（
（0
（　

豊
田
副
武
『
最
後
の
帝
国
海
軍
』（
世
界
の
日
本
社
、
一
九
五
〇
年
（
二
〇
七
ペ
イ
ジ
。

（
（1
（　

鈴
木
一
編
『
鈴
木
貫
太
郎
自
伝
』（
時
事
通
信
社
、
一
九
八
五
年
（
二
九
五
ペ
イ
ジ
。

（
（2
（　

鈴
木
多
聞
「『
聖
断
』
と
『
終
戦
』
の
政
治
過
程
」
筒
井
清
忠
編
『
昭
和
史
講
義
―
―
最
新
研
究
で
み
る
戦
争
へ
の
道
』（
筑
摩
書
房
、

二
〇
一
五
年
（
も
参
照
。
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（
（3
（　

藤
原
「
日
本
の
敗
戦
と
原
爆
投
下
問
題
」
四
九
六
ペ
イ
ジ
。

（
（（
（　H

erbert P. Bix, H
irohito and the M

aking of M
odern Japan (N

ew
 Y

ork: H
arperCollins, 2000), （96-（98.  

［
ハ
ー

バ
ー
ト
・
ビ
ッ
ク
ス
『
昭
和
天
皇
』（
全
二
冊
（
岡
部
牧
夫
・
川
島
高
峰
訳
（
講
談
社
、
二
〇
〇
二
年
（］。John D

ow
er, 

“Sensational 

Rum
ors, Seditious Graffi

ti, and the N
ightm

ares of the T
hought Police,

” Japan in W
ar and Peace (N

ew
 Y

ork: N
ew

 

Press 1993), 101-1（（. Richard B. Frank, D
ow

nfall: T
he E

nd of the Im
perial Japanese E

m
pire (N

ew
 Y

ork: Random
 

H
ouse, 1999).

（
（（
（　Jerem

y A
. Y

ellen, 
“The Specter of Revolution: Reconsidering Japanʼs D

ecision to Surrender,

” International 
H

istory R
eview

 3（, no. 1 (2013): 20（-226.

（
（6
（　

軍
事
史
学
会
編
『
宮
崎
周
一
中
将
業
務
日
誌
』（
錦
正
社
、
二
〇
〇
三
年
（
一
六
三
ペ
イ
ジ
。

（
（（
（　

伊
藤
隆
ほ
か
編
『
高
木
惣
吉
―
―
日
記
と
情
報
』
下
巻
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
（
九
二
四
ペ
イ
ジ
。

（
（8
（　

池
田
純
久
『
日
本
の
曲
が
り
角
―
―
軍
閥
の
悲
劇
と
最
後
の
御
前
会
議
』（
千
城
出
版
、
一
九
六
八
年
（
一
七
四
ペ
イ
ジ
。

（
（9
（　

同
右
、
一
八
四
ペ
イ
ジ
。

（
（0
（　

高
木
惣
吉
『
高
木
海
軍
少
将
終
戦
覚
え
書
』（
弘
文
堂
、
一
九
四
八
年
（
五
六
ペ
イ
ジ
。
ま
た
、
木
戸
は
八
月
四
日
の
日
記
に
「
武

官
長
と
軍
部
内
政
治
策
動
云
々
に
つ
き
懇
談
す
」
と
記
し
て
い
る
。
木
戸
幸
一
『
木
戸
幸
一
日
記
』
下
巻
（
東
京
大
学
出
版
、
一
九
六
六

年
（
一
二
二
二
ペ
イ
ジ
。
米
内
海
相
も
二
〇
年
六
月
二
五
日
に
、
二
・
二
六
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
懸
念
を
語
っ

て
い
る
。
実
松
譲
編
（
高
木
惣
吉
写
稿
（『
海
軍
大
将
米
内
光
政
覚
書
』（
光
人
社
、
一
九
七
八
年
（
一
三
七
ペ
イ
ジ
。

（
（1
（　

木
戸
幸
一
述
「
重
臣
、
陸
海
軍
人
尋
問
録
」
富
永
謙
吾
編
『
現
代
史
資
料
三
九　

太
平
洋
戦
争
五
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
五
年
（

七
四
三
ペ
イ
ジ
。
結
果
論
で
は
あ
る
が
、
八
月
一
四
日
の
深
夜
か
ら
翌
一
五
日
に
か
け
て
陸
軍
の
ク
ー
デ
タ
ー
未
遂
事
件
（
い
わ
ゆ
る
宮

城
事
件
（
が
実
際
に
起
こ
っ
て
い
る
。

（
（2
（　

河
辺
虎
四
郎
文
書
研
究
会
編
『
承
詔
必
勤
―
―
陸
軍
ハ
飽
マ
デ
御
聖
断
ニ
従
テ
行
動
ス
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
五
年
（
一
七
八

―
一
七
九
ペ
イ
ジ
。

（
（3
（　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
鈴
木
多
聞
も
部
分
的
に
言
及
し
て
い
る
。
鈴
木
『
終
戦
の
政
治
史
』
一
八
七
ペ
イ
ジ
。
同
「『
聖
断
』
と
『
終
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戦
』
の
政
治
過
程
」
二
六
二
ペ
イ
ジ
。

（
（（
（　
『
宮
崎
周
一
中
将
日
誌
』
一
九
九
ペ
イ
ジ
。
高
松
宮
宣
仁
『
高
松
宮
日
記
』
第
八
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
七
年
（
一
三
一
ペ
イ

ジ
。

（
（（
（　

同
書
の
一
般
向
け
と
し
て
、
山
本
智
之
『
主
戦
か
講
和
か
―
―
帝
国
陸
軍
の
秘
密
終
戦
工
作
』（
新
潮
社
、
二
〇
一
三
年
（。

（
（6
（　

ボ
リ
ス
・
ス
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
（
高
橋
実
・
江
沢
和
弘
訳
（『
考
証　

日
ソ
中
立
条
約
―
―
公
開
さ
れ
た
ロ
シ
ア
外
務
省
機
密
文
書
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
（
第
一
章
。

（
（（
（　

議
論
の
骨
子
は
二
〇
〇
四
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。Y

ukiko K
oshiro, 

“Eurasian Eclipse: Japanʼs End Gam
e in W

orld 
W

ar II,

” Am
erican H

istorical R
eview

 109 no. 2 (A
pril 200（): （1（-（（（.

（
（8
（　

ま
た
一
連
の
立
論
の
中
で
、
一
般
市
民
や
共
産
主
義
者
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
言
論
人
の
言
動
を
頻
繁
に
引
用
し
て
い
る
が
、

彼
ら
の
認
識
と
日
本
政
府
の
政
策
決
定
の
あ
い
だ
に
直
接
的
な
因
果
関
係
は
ほ
と
ん
ど
な
か
ろ
う
。

（
（9
（　
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
（Ref.C12120199800

、「
今
後
採
る
べ
き
戦
争
指
導
の
基
本
大
綱　

御
前
会
議
議
事

録　

昭
和
二
〇
年
六
月
八
日
」（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
（。

（
60
（　

小
代
有
希
子
『
一
九
四
五　

予
定
さ
れ
た
敗
戦
―
―
ソ
連
侵
攻
と
冷
戦
の
到
来
』（
人
文
書
院
、
二
〇
一
五
年
（
二
〇
二
ペ
イ
ジ
。

（
61
（　

以
下
の
『
昭
和
天
皇
実
録
』
に
関
す
る
引
用
は
、
宮
内
庁
所
蔵
『
昭
和
天
皇
実
録
』
巻
三
三
（
昭
和
二
〇
年
一
月
～
六
月
（・
巻
三

四
（
昭
和
二
〇
年
七
月
～
一
二
月
（。
こ
の
部
分
は
二
〇
一
五
年
六
月
の
時
点
で
は
印
刷
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
。

（
62
（　
『
昭
和
天
皇
実
録
』
に
つ
い
て
は
、
公
開
か
ら
日
が
浅
く
未
だ
検
証
の
途
上
に
あ
る
が
、
た
と
え
ば
次
の
研
究
が
解
釈
を
試
み
て
い

る
。
伊
藤
之
雄
・
伊
藤
隆
「『
昭
和
天
皇
実
録
』
は
昭
和
史
研
究
の
一
里
塚
」『
中
央
公
論
』（
二
〇
一
四
年
一
一
月
号
（
一
五
二
―
一
六

二
ペ
イ
ジ
。
古
川
隆
久
ほ
か
編
『「
昭
和
天
皇
実
録
」
講
義
―
―
生
涯
と
時
代
を
読
み
解
く
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
（。
半
藤
一

利
ほ
か
『「
昭
和
天
皇
実
録
」
の
謎
を
解
く
』（
文
藝
春
秋
、
二
〇
一
五
年
（。
半
藤
一
利
『「
昭
和
天
皇
実
録
」
に
み
る
開
戦
と
終
戦
』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
（。

（
63
（　

部
分
的
に
は
防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
室
『
戦
史
叢
書　

大
本
営
陸
軍
部
〈
9
〉・〈
10
〉』（
朝
雲
新
聞
社
、
一
九
七
五
年
（
な
ど
で

引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
6（
（　

宮
内
省
内
記
部
が
作
成
。
冒
頭
五
回
分
は
寺
崎
英
成
の
遺
品
か
ら
発
見
さ
れ
『
昭
和
天
皇
独
白
録
』
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
原
本
が
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現
存
す
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
6（
（　

た
だ
し
、
実
質
的
な
交
戦
が
な
か
っ
た
国
も
含
ま
れ
る
。

（
66
（　

山
田
朗
『
軍
備
拡
張
の
近
代
史
―
―
日
本
軍
の
膨
張
と
崩
壊
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
（
一
六
八
ペ
イ
ジ
。

（
6（
（　

寺
山
恭
輔
「
戦
前
期
ソ
連
の
対
日
政
策
―
―
既
刊
史
料
集
の
再
検
討
」『
東
北
ア
ジ
ア
研
究
』
第
一
五
号
（
二
〇
一
一
年
二
月
（
一

〇
七
―
一
一
九
ペ
イ
ジ
。

（
68
（　

川
島
真
「
台
湾
に
お
け
る
行
政
文
書
史
料
の
状
況
」『
戦
後
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
行
政
文
書
公
開
状
況
の
概
要
』（
二
〇
〇
七
年
三

月
（http://lex.juris.hokudai.ac.jp/global-g/eastasia/ (accessed: M

arch 30, 2016)

。


