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「
戦
後
六

O
年
ー
ー
ド
イ
ツ
と
日
本
」

コ
メ
ン
ト

共
通
の
敗
戦
体
験
と
そ
こ
か
ら
由
来
す
る
課
題

阿
久
戸

光

晴

序

ド
イ
ツ
と
日
本

ド
イ
ツ
と
い
う
名
を
聞
く
と
き
、
日
本
人
は
憧
れ
と
敬
愛
の
心
に
満
た
さ
れ
る
。
私
自
身
も
、
音
楽
に
お
け
る
バ
ッ
ハ
、

モ
l
ツ
ァ
ル

ト
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
文
学
に
お
け
る
ゲ

l
テ、

シ
ラ
!
、
哲
学
に
お
け
る
カ
ン
ト
、

ヘ
1
ゲ
ル
、
広
義
の
社
会
学
に
お
け
る
イ
ェ
リ
ネ

ツ
ク
、

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ
ー
な
ど
は
す
ぐ
思
い
浮
か
ぶ
。
あ
ら
ゆ
る
芸
術
、
学
問
に
お
け
る
最
高
峰
の
貢
献
は
、
例
外
な
く
ド
イ
ツ
の

方
々
で
あ
る
。
ま
た
宗
教
改
革
者
マ
ル
チ
ン
・
ル
タ

l
は
も
と
よ
り
、
バ
ル
ト
、
プ
ル
ン
ナ
!
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
等
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ

リ
ス
ト
教
思
想
へ
の
貢
献
は
絶
大
な
る
も
の
が
あ
る
。

一
方
日
本
は
こ
れ
ら
偉
大
な
、
ド
イ
ツ
の
人
々
に
よ
る
人
類
の
知
的
遺
産
の
数
々
に
尊

敬
を
も
っ
て
学
ぶ
こ
と
が
精
一
杯
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
か
ら
も
日
本
の
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
深
い
敬
愛
は
続
く
と
確
信
す
る
。
し
か
し

そ
の
敬
愛
に
よ
る
結
び
つ
き
を
さ
ら
に
強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
現
代
に
お
け
る
両
国
の
究
極
の
共
通
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
両
国

が
深
刻
な
敗
戦
体
験
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
敗
戦
体
験
を
創
造
的
に
生
か
す
課
題
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



1 

敗
戦
に
直
面
し
た
ド
イ
ツ
の
歴
史
的
課
題

ド
イ
ツ
と
日
本
に
は
、
あ
る
価
値
観
を
め
ぐ
っ
て
共
通
の
歴
史
的
課
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は

「
共
同
体
と
個
の
関
係
」
、
あ
る

い
は
「
自
由
と
権
利
義
務
」

の
課
題
で
あ
る
。

神
学
者
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
(
一
八
六
五
l

一
九
二
三
)

の
二
九
一
四
年
の
思
想
」
、
「
自
由
の
、
ド
イ
ツ
的
思
想
」
、
「
ア
ン
グ
ロ
サ

ク
ソ
ン
文
明
の
二
、
三
の
特
色
」
と
題
す
る
重
要
諸
演
説
(
い
ず
れ
も
ロ
シ
ア
革
命
の
前
年
一
九
一
六
年
)
が
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
当
時
の

ド
イ
ツ
帝
国
が
深
く
か
か
わ
っ
た
第
一
次
世
界
大
戦
の
文
化
闘
争
的
意
味
の
追
究
が
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
戦
争
の
勃
発
は
、

い
わ
ゆ
る
西
欧
(
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、

そ
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
)
と
ド
イ
ツ
に
代
表
さ
れ
る
中
・
東
欧
(
た
だ
し
ロ
シ
ア
は
入
ら
な

い
)
と
の
文
化
対
立
そ
の
も
の
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
世
界
を
制
覇
す
る
西
側
の
強
国
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
進
境
著
し
い
、
ド
イ
ツ
の
挑

戦
を
抑
え
こ
も
う
と
す
る
帝
国
主
義
的
政
争
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、

そ
の
戦
争
に
よ
っ
て
、
図
ら
ず
も
い
わ
ゆ
る
西
側
と
ド
イ

ツ
が
代
表
す
る
中
・
東
欧
の
価
値
観
、
特
に
自
由
と
公
共
性
を
め
ぐ
る
価
値
観
に
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
と
主
張

す
る
。

そ
の
意
味
で
や
は
り
こ
の
世
界
戦
争
は
少
な
く
と
も
今
後
の
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
価
値
闘
争
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
第
一
次

世
界
大
戦
は
、
勃
発
前
後
か
ら
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
側
の
国
家
お
よ
び
社
会
に
よ
っ
て
、
権
威
的
軍
事
優
先
国
ド
イ
ツ
の
「
不
自
由
」
体

制
に
対
す
る
西
側
の
民
主
的
文
明
と
の
対
決
で
あ
る
こ
と
が
喧
伝
さ
れ
た
。
ト
レ
ル
チ
を
は
じ
め
と
す
る
ド
イ
ツ
の
知
識
人
は
、

そ
の
反
論

を
精
力
的
に
試
み
る
。

ト
レ
ル
チ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
的
自
由
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。

そ
れ
は
、
ピ
ュ

l
リ
タ
ニ
ズ
ム

に
根
ざ
す
の
で
も
な
く
、

ル
ソ

l
に
根
ざ
す
の
で
も
な
く
、
ド
イ
ツ
精
神
す
な
わ
ち
超
個
人
的
な
公
共
心
の
自
立
的
意
識
で
あ
る
。
ド
イ
ツ

共通の敗戦体験とそこから由来する課題85 



的
自
由
は
、
溌
刺
た
る
公
共
心
と
結
合
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
個
人
に
よ
る
そ
の
人
格
的
独
創
性
を
伴
う
全
体
集
団
へ
の
自
発
的
奉
仕

の
自
由
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
ド
イ
ツ
の
宗
教
的
・
倫
理
的
本
性
に
深
く
根
ざ
し
た
も
の
だ
と
主
張
す
る
。
ド
イ
ツ
の
宗
教
的
本
性
と
は
何

86 

か

?

そ
れ
は
明
ら
か
に
、

ル
タ

l
の
『
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
』
の
あ
の
思
想
で
あ
る
。

ル
タ
ー
に
よ
っ
て
神
に
向
け
ら
れ
た
自
由
の
精
神

の
構
造
が
、

そ
の
ま
ま
、
ド
イ
ツ
的
国
家
・
社
会
・
文
化
共
同
体
へ
の

「
仕
え
る
自
由
」

ヘ
転
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ト
レ
ル
チ
は
こ
れ
を

二
九
一
四
年
の
思
想
」
と
名
づ
け
、

フ
ラ
ン
ス
の
二
七
八
九
年
の
思
想
」
と
鋭
く
対
比
さ
せ
る
。
「
一
七
八
九
年
の
思
想
」
と
は
何
か
?

ト
レ
ル
チ
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
孤
立
し
た
個
人
お
よ
び
い
た
る
と
こ
ろ
で
平
等
な
理
性
の
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

一
方
ト
レ
ル
チ
は
、
イ

ギ
リ
ス
の
自
由
概
念
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
慎
重
に
取
り
扱
う
。
し
か
し
、
結
論
と
し
て
は
、
個
人
の
不
可
侵
性

と
活
動
の
自
由
、
目
的
に
か
な
っ
た
行
動
の
権
利
と
責
任
、
国
家
の
強
制
に
対
す
る
信
仰
の
自
由
を
特
徴
と
す
る
が
、

そ
の
自
由
概
念
を
世

界
い
た
る
所
に
伝
播
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
両
者
の
自
由
概
念
を
融
合
し
た
も
の
が
ア
メ
リ

カ
の
自
由
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
自
由
に
よ
っ
て
最
も
恩
恵
を
受
け
た
の
は
、
経
済
的
自
治
の
自
由
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
そ
れ
は
商
業
的
営
利
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
助
長
し
、
上
述
の
伝
播
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
と
も
に
、
世
界
的
資
本
制
覇
の
精
神
を
根
本
的
に
支

え
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
か
ら
国
家
が
や
っ
て
く
る
。
国
家
は
植
民
地
化
へ
と
動
き
出
す
。
ト
レ
ル
チ
に
よ
れ
ば
、
「
聖
書

に
は
商
業
が
続
き
、
商
業
に
は
旗
(
国
旗
)
が
続
く
」
こ
と
に
な
る
。

ト
レ
ル
チ
は
結
論
と
し
て
、
第
一
に
ド
イ
ツ
的
自
由
は
、
権
利
よ
り
も
義
務
に
存
す
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
・
ル
タ
1
派
信
仰
に

特
有
な
、
教
会
に
対
す
る
信
仰
の
自
己
献
身
と
超
個
人
的
な
共
同
体
へ
の
確
信
が
、

そ
の
ま
ま
国
家
へ
の
義
務
や
良
心
を
も
っ
て
す
る
自
発

的
献
身
と
い
う
ド
イ
ツ
的
国
民
性
へ
そ
の
ま
ま
連
関
す
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
国
家
思
想
と
ド
イ
ツ
教
養
個
人
主
義
は
、
ド
イ
ツ
的
宗
教
精

神
の
世
俗
化
で
あ
る
と
、

ト
レ
ル
チ
は
見
る
。
第
二
に
、
ド
イ
ツ
的
自
由
概
念
で
は
、
民
族
主
義
も
新
し
い
意
義
を
持
っ
と
す
る
。
民
族
の

自
治
か
ら
自
己
形
成
が
行
わ
れ
、
諸
個
人
の
共
同
体
へ
の
自
覚
的
結
束
は
お
の
ず
か
ら
言
語
や
文
化
の
最
も
覚
知
し
や
す
い
地
層
に
お
い
て

促
進
さ
れ
る
。

そ
こ
か
ら
精
神
に
お
け
る
世
界
制
覇
的
動
き
に
対
す
る
自
決
的
歯
止
め
と
な
る
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
ト
レ
ル
チ
は
、
ド
イ
ツ



的
精
神
、
自
覚
さ
れ
た

二
九
一
四
年
の
思
想
」

の
世
界
史
的
意
義
を
主
張
す
る
。

と
こ
ろ
が
結
局
、
ド
イ
ツ
は
こ
の
大
戦
に
敗
れ
た
。
日
本
の
例
を
見
る
ま
で
も
な
く
、
ド
イ
ツ
軍
兵
士
の
英
雄
的
戦
い
ぶ
り
に
対
し
、

わ
ゆ
る
西
側
の
物
量
に
敗
れ
た
と
す
る
向
き
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
敗
戦
後
、
ト
レ
ル
チ
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
見
方
を
し
な

か
っ
た
。
ト
レ
ル
チ
は
戦
後
、
こ
の
世
を
去
る
一
九
二
三
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
犬
、

ロ
ン
ド
ン
大
、

エ
ジ
ン
パ
ラ
大
に
講

演
を
す
る
よ
う
招
待
を
受
け
、
重
要
論
稿
を
あ
ら
か
じ
め
ま
と
め
た
。
そ
れ
は
残
念
な
が
ら
彼
の
逝
去
に
よ
っ
て
実
際
に
講
じ
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
が
、
死
後
『
歴
史
主
義
と
そ
の
克
服
』
と
題
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。

そ
の
中
で
、
彼
は
歴
史
哲
学
の
究
極
の
根
本
問
題
と
し

て
、
歴
史
的
相
対
主
義
を
い
か
に
築
堤
し
規
範
化
し
う
る
か
、
を
論
じ
よ
う
と
す
る
。
ト
レ
ル
チ
は
文
化
価
値
の
倫
理
の
視
点
を
も
っ
て
切

り
込
み
、
一
定
の
大
き
な
文
化
圏
の
内
部
に
お
い
て
、
諸
価
値
の
中
で
よ
り
重
要
性
が
あ
り
、
他
の
諸
価
値
を
大
き
な
統
一
的
価
値
に
ま
で

統
合
す
る
と
こ
ろ
の
中
心
価
値
を
探
究
す
る
。
そ
れ
を
彼
は
、
西
欧
の
歴
史
に
根
ざ
し
た

「
人
格
性
の
理
念
」

で
あ
る
と
主
張
し
、

そ
こ
に

普
遍
性
の
原
理
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
大
き
な
惨
禍
を
も
た
ら
し
た
戦
争
後
の
廃
嘘
の
中
で
、
西
側
に
対
決
す
る
中

東
欧
の
自
由
概
念
と
い
う
価
値
で
は
な
い
、
よ
り
大
き
な
普
遍
的
価
値
へ
の
探
究
が
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
は
、

そ
こ
に
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
制
定

は
も
と
よ
り
国
際
連
盟
の
発
足
と
い
う
事
態
も
背
景
に
、
欧
州
大
戦
と
も
呼
ば
れ
た
戦
争
を
繰
り
返
さ
な
い
も
の
と
し
て
、

よ
り
大
き
な
統

合
欧
州
文
化
圏
思
想
の
土
台
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

ト
レ
ル
チ
の
思
索
は
、
少
な
く
と
も
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
以
上
、
第
一
次
大
戦
後
の
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
結
局
生
か
さ
れ
な
か

っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
現
在
拡
大
E
U
ヘ
向
か
っ
て
、
大
き
な
理
念
的
役
割
を
果
し
て
い
る
と
私
は
見
る
。

し
か
し
ト
レ
ル
チ
が

と
ら
え
た
最
高
価
値
は

「
人
格
性
の
理
念
」

で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
的
自
由
と
西
側
の
自
由
と
い
う

で
あ
っ
て
、
「
人
権
の
理
念
」

二
つ
の
自
由
概
念
の
比
較
再
検
討
な
い
し
統
合
は
結
局
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。

しh

共通の敗戦体験とそこから由来する課題87 
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2
.
敗
戦
に
直
面
し
た
日
本
の
歴
史
的
課
題

日
本
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
歴
史
的
課
題
が
あ
っ
た
。

一
九
三
七
年
に
当
時
の
帝
国
文
部
省
は
、
『
国
体
の
本
義
』
を
ま
と
め
、
公
表

し
た
。

そ
の
内
容
は
、

ま
す
ま
す
緊
張
を
深
め
る
い
わ
ゆ
る
西
側
諸
国
と
対
峠
す
る
た
め
、
日
本
の
国
体
(
国
家
体
制
)
を
論
述
し
て
お
く

た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
主
張
は
大
き
く
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。

一
つ
は
、
日
本
は
伝
統
的
に
天
皇
を
中
心
と
す
る
国
家
体
制
で
あ
っ

た
こ
と
、
二
つ
は
高
度
な
倫
理
性
を
伴
う
国
民
性
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
の
主
張
点
は
西
側
の
民
主
制
・
共
和
制
に
対
決
す
る
こ
と

で
あ
り
、
後
者
の
主
張
点
は
西
側
の
人
権
思
想
に
対
し
大
家
族
で
あ
る
日
本
的
共
同
体
へ
の
滅
私
奉
公
の
精
神
を
も
っ
て
対
崎
さ
せ
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
さ
ら
に
、
西
側
の
植
民
地
政
策
へ
の
対
抗
と
し
て
、
日
本
を
盟
主
と
す
る
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
い
う
共
同
体
へ
の
滅

私
奉
公
を
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
強
要
す
る
論
拠
と
な
っ
て
い
く
。

『
国
体
の
本
義
』
は
次
の
よ
う
に
説
く
。
西
洋
思
想
は
個
人
主
義
に
本
質
が
あ
る
。
し
か
し
個
人
主
義
的
人
間
観
は
、
個
人
た
る
一
面
の

み
を
抽
象
し
て
、
そ
の
国
民
性
と
歴
史
性
を
無
視
す
る
。
そ
こ
で
全
体
性
・
具
体
性
を
失
い
、
人
間
存
立
の
真
実
を
逸
脱
し
て
、
現
実
遊
離

と
な
る
。
西
洋
近
代
文
化
の
根
本
性
格
は
、
個
人
を
も
っ
て
絶
対
独
立
自
存
の
存
在
と
し
て
、

個
人
が
一
切
価
値
の
創
造
者
・
決
定
者
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
ほ
し
い
ま
ま
な
自
由
解
放
を
求
め
、
奉
仕
と
い
う
道
徳
的
自
由
を
忘

れ
た
誤
っ
た
自
由
主
義
や
民
主
主
義
を
生
み
出
し
た
と
い
う
。
こ
れ
か
ら
の
日
本
国
民
の
使
命
は
、
国
体
を
基
と
し
て
、
西
洋
の
諸
文
化
を

一
切
の
文
化
は
こ
の
個
人
の
充
実
に
存
し
、

取
捨
選
択
し
て
摂
取
し
(
和
魂
洋
才
主
義
)
、

ア
ジ
ア
の
独
立
を
守
り
つ
つ
世
界
文
化
へ
独
特
の
貢
献
を
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の

『
国
体
の
本
義
』
は
、
「
教
育
勅
語
」
と
な
ら
ん
で
、
日
本
国
民
の
教
育
の
根
本
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
は
、
日
本
で
は
当
時

大
東
亜
戦
争
と
呼
ば
れ
た
が
、
そ
れ
は
ア
ジ
ア
諸
国
を
欧
米
の
植
民
地
化
か
ら
守
る
た
め
、
高
度
の
道
徳
的
戦
争
、
文
化
闘
争
で
あ
る
と
さ



れ
、
そ
の
思
想
が
活
用
さ
れ
た
。

し
か
し
日
本
も
そ
の
戦
争
に
全
面
的
に
敗
れ
た
。
敗
戦
直
後
、

か
つ
て
の
ド
イ
ツ
と
同
様
に
日
本
で
も
、
こ
の
戦
争
は
欧
米
、
特
に
米
国

の
物
量
に
敗
れ
た
と
考
え
る
者
が
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
で
は
、

ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
連
合
軍
の
総
司
令
部
G
H

Q
に
よ
っ
て
、
第
一
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
に
対
す
る
よ
う
な
報
復
的
措
置
が
日
本
に
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
と
並
行
し
て
、
日
本
の
国
家
構
造

さ
ら
に
日
本
国
憲
法
と
教
育
基
本
法
が
、
事
実
上
ア
メ
リ
カ
の
強
力
な
指
導
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
。
意
識
変
革
に

を
根
本
か
ら
改
造
し
、

先
ん
じ
て
存
在
構
造
が
変
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
憲
法
も
教
育
基
本
法
も
六

O
年
に
わ
た
っ
て
、
両
法
と
も
改

訂
さ
れ
ず
に
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
?

日
本
に
お
け
る
政
治
的
主
張
と
は
異
な
り
、
両
法
へ
の
国

民
的
支
持
、
ま
た
あ
る
種
の
不
思
議
な
定
着
と
い
う
事
実
を
無
視
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
本
国
憲
法
の
根
本
原
理
が
、

国
民
主
権
、
基
本
的
人
権
の
保
障
、
三
権
分
立
、
国
際
平
和
主
義
、
地
方
自
治
等
に
あ
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
憲
法
に

あ
る
前
文
は
、
こ
の
憲
法
の
究
極
の
価
値
を
示
し
て
い
る
。
特
に
国
民
主
権
・
人
権
の
保
障
・
国
際
平
和
主
義
は
、
前
憲
法
や
国
体
の
本
義

の
思
想
と
明
確
に
対
決
す
る
価
値
を
示
し
て
い
る
。

「
日
本
国
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
、
人
間
相
互
の
関
係
を
支
配
す
る
崇
高
な
理
想
を
深
く
自
覚
す
る
:
:
:
わ
れ
ら
は
、
平
和
を
維

持
し
、
専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い

:
:
・
政
治
道
徳
の
法
則
は
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
法
則
に
従
ふ
。
」
(
日
本
国
憲
法
前
文
よ
り
)

「
わ
れ
ら
は
、

さ
き
に
、
日
本
国
憲
法
を
制
定
し
、
民
主
的
で
文
化
的
な
国
家
を
建
設
し
て
、
世
界
の
平
和
と
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る

決
意
を
示
し
た
。
こ
の
理
想
の
実
現
は
、
根
本
に
お
い
て
教
育
の
力
に
ま
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
、
個
人
の
尊
厳
を
重
ん
じ
、
亘
(

理
と
平
和
を
希
求
す
る
人
間
の
育
成
を
期
す
る
と
と
も
に
、
普
遍
的
に
し
て
し
か
も
個
性
ゆ
た
か
な
文
化
の
創
造
を
め
ざ
す
教
育
を
普
及
徹

底
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
(
教
育
基
本
法
前
文
よ
り
)

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
前
憲
法
や
「
教
育
勅
語
」
と
の
連
続
線
を
断
ち
切
り
、
普
遍
的
な
価
値
観
を
土
台
と
す
る
国
家
建
設
を
目
指
す
宣
言

共通の敗戦体験とそこから由来する課題89 



で
あ
る
。
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ド
イ
ツ
と
日
本
の
歴
史
的
課
題

」
の
両
者
の
歴
史
的
課
題
と
は
何
か
?

ド
イ
ツ
も
日
本
も
、

い
わ
ゆ
る
西
側
の
「
自
由
の
思
想
」
と

「
個
の
思
想
」
に
対
峠
す
る
体
験

が
あ
っ
た
。
権
利
の
思
想
に
対
す
る
に
義
務
の
精
神
を
、
個
の
思
想
に
対
す
る
に
「
共
同
体
の
思
想
」
を
対
峠
さ
せ
た
と
い
え
る
。
し
か
し

西
側
の
思
想
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
と
を
合
わ
せ
て
包
括
し
、
ド
イ
ツ
精
神
を
対
峠
さ
せ
よ
う
と
し
た
前
期
ト
レ
ル
チ
思
想
に
無
理

が
あ
っ
た
よ
う
に
、

フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
ど
こ
ろ
か
中
・
東
欧
ま
で
一
緒
に
西
洋
思
想
と
し
て
く
く
っ
た
日
本
の
『
国
体
の
本
義
』
に
も

荒
い
整
理
が
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
西
側
の

「
個
の
思
想
」
に
共
同
体
思
想
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
人
権
の
理
念
に
責
任
の
観
点
が
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
前
期
ト
レ
ル
チ
思
想
も
『
国
体
の
本
義
』
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
や
権
利
を
資
本
家
の
営
業
の
自
由
や
権
利
と
と

ら
え
る
が
、

そ
こ
に
は
大
切
な
観
点
が
欠
け
て
い
な
い
か
。
ま
た
共
同
体
の
思
想
は
結
局
の
と
こ
ろ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
権
力
の
体
制
協
力

の
思
想
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
共
同
体
と
は
国
家
と
も
対
崎
す
る
任
意
的
社
会
集
団
で
は
な
い
か
。

そ
の
任
意
的
社
会
集
団
か
ら
契

約
的
に
信
託
さ
れ
移
譲
さ
れ
た
範
囲
で
国
家
は
権
力
を
振
る
う
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
の
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
両
国
は
苦
し
い
敗
戦
体
験
を
経
て
普
遍
的
価
値
へ
た
ど
り
つ
き
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
体
験
を
経
た
者
の
み
に
許
さ
れ
る

貴
重
な
観
点
が
あ
ろ
う
。



4 

こ
れ
か
ら
の
人
類
共
同
体
形
成
の
課
題

ド
イ
ツ
的
自
由
を
共
同
体
へ
の
奉
仕
の
自
由
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
両
国
共
通
の
課
題
は
や
は
り
「
個
と
共
同
体
の
問
題
」

で
あ
る
と
い

え
る
。
第
二
次
大
戦
後
の
冷
戦
に
思
想
的
に
深
く
か
か
わ
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
も
「
個
と
共
同
体
の
問
題
」
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
初
期
の
重
要
論
文
『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
つ
い
て
』
の
中
で
、

一
八
四
八
年
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
の
権
利
が
結
局
「
形
式
」
に

す
ぎ
ず
、
人
の
存
在
を
支
え
る
「
実
質
」
を
伴
わ
ぬ
こ
と
を
批
判
し
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
憲
法
の
保
障
す
る
人
権
は
結
局
「
市
民
社
会
は
、

れ
自
身
の
胎
内
か
ら
、
絶
え
ず
ユ
ダ
ヤ
人
を
生
み
出
す
」
と
主
張
し
た
。
こ
こ
で
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
は
無
論
商
業
資
本
家
の
メ
タ
フ
ァ

1
で

あ
る
。
し
か
し
冷
戦
も
終
正
局
し
た
。
こ
れ
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
に
共
通
に
見
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
は
、
権
利
と
自
由
理
念
に
巣
食
う
商
業
自
治
の
自
由
に
示
さ
れ
る
産
業
資
本
お
よ
び
強
力
な
西
側

国
家
の
猛
威
に
対
峠
さ
せ
る
共
同
体
形
成
優
先
思
想
の
闘
争
が
、
結
局
個
の
人
権
抑
圧
的
役
割
を
果
た
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る

東
側
諸
国
、
東
洋
の
各
国
家
は
、
人
権
理
念
の
意
義
を
深
く
学
ば
な
い
限
り
、
歴
史
を
繰
り
返
す
こ
と
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

個
人
権
の
把
握
が
不
十
分
な
ま
ま
の
共
同
体
へ
の
奉
仕
の
思
想
、
義
務
思
想
は
く
り
か
え
し
破
綻
す
る
。

そ
も
そ
も
人
権
の
尊
重
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
共
同
体
形
成
へ
の
視
座
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
普
遍
性
の
上
に
立
っ
た
個
性
の
花

を
咲
か
せ
る
人
類
共
同
体
形
成
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
に
繰
り
返
し
現
れ
る
「
公
共
の
福
祉
」

は
個
人
権
に
優
先
す
る
共
同
体
思
想
で
は
な

い
。
少
数
者
、
弱
者
の
権
利
保
護
と
い
う
原
則
か
ら
く
る
権
力
抑
制
の
原
理
の
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
「
福
祉
社
会
」

と
い
う
共
同
体
形
成
の
理
念
構
築
の
突
破
口
が
聞
か
れ
る
。
ま
た
そ
の
視
点
か
ら
い
わ
ゆ
る
西
側
諸
国
と
と
も
に
、
現
代
国
家
、
社
会
、
個

人
の
あ
り
方
、

ま
た
個
と
共
同
体
の
あ
り
方
へ
の
批
判
的
創
造
的
取
組
み
が
な
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
い
た
ず
ら
に
西
側
国
家
に そ

共通の敗戦体験とそこから由来する課題91 



追
随
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
西
側
国
家
に
示
さ
れ
た
歴
史
的
価
値
の
視
座
か
ら
か
え
っ
て
現
西
側
国
家
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
こ
と
で
も
あ

り
う
る
。

92 

日
本
人
に
今
も
深
く
尊
敬
さ
れ
る
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
!
大
統
領
は
、

「
歴
史
に
目
を
閉
ざ
さ
ぬ
こ
と
」
、

4
貝
任
を
担
い
行
く
こ
と
」
を
し

ば
し
ば
主
張
さ
れ
る
。
敗
戦
国
家
に
は
、
こ
の
歴
史
体
験
の
人
類
史
的
学
習
体
験
を
高
く
世
界
に
掲
げ
る
使
命
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

ナ
シ

ヨ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
恩
讐
を
超
え
て
、
ま
た
単
な
る
内
面
へ
逃
避
す
る
こ
と
な
く
、
堂
々
と
学
び
と
形
成
の
旅
を
続
け
て
い
く
両
国
民
で

あ
り
た
い
。
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