
267　

　
本
書
は
明
治
期
か
ら
一
九
四
五
年
の
日
本
敗
戦
時
に
至
る
ま
で
の
期
間
︑

当
時
の
日
本
の
代
表
的
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
と
帝
国
主

義
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
︑
ま
た
大
日
本
帝
国
の
政
府
や
社
会
に

対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
意
義
を
示
す
た
め
に
ど
の
よ
う
な
言
論
活
動
や

実
践
活
動
を
行
っ
た
か
に
つ
い
て
丹
念
に
追
跡
し
検
討
し
た
労
作
で
あ
る
︒

　
本
書
の
骨
格
を
な
す
キ
リ
ス
ト
教
と
帝
国
主
義
の
関
係
性
と
い
う
テ
ー
マ

は
︑
既
存
の
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
取
り
扱
わ
れ

て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
り
︑
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

既
存
研
究
の
多
く
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
は
帝
国
主
義
と
は
本
質
的
に
相
容
れ
な

い
と
の
価
値
判
断
を
自
明
の
前
提
と
し
て
︑
特
定
の
時
代
や
事
件
に
お
け
る

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
反
応
を
取
り
上
げ
︑
そ
れ
が
本
来
あ
る
べ
き
キ
リ
ス
ト
教

の
姿
か
ら
ど
の
程
度
逸
脱
し
て
い
た
か
を
批
判
す
る
と
い
う
傾
向
を
強
く

持
っ
て
い
た
の
に
対
し
︑
本
書
は
そ
う
し
た
倫
理
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら

は
距
離
を
置
き
︑
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
と
帝
国
主
義
の
関
係
性
が
︑
そ
の
時

代
ご
と
の
政
治
的
︑
社
会
的
︑
ま
た
は
思
想
的
な
課
題
と
ど
の
よ
う
に
結
び

付
き
な
が
ら
形
成
さ
れ
︑
ま
た
発
展
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
冷
静
に
考
察

し
︑
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
と
帝
国
主
義
は
必
ず
し

も
矛
盾
す
る
関
係
に
な
く
︑
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
ゆ
え
に
積
極
的
に

帝
国
主
義
を
支
持
す
る
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
ま
た
︑

考
察
の
対
象
時
期
を
明
治
期
か
ら
昭
和
の
敗
戦
ま
で
の
長
期
間
に
設
定
し
︑

分
析
の
対
象
と
な
る
地
理
的
範
囲
も
︑
日
本
本
土
か
ら
朝
鮮
半
島
や
中
国
大

陸
︑
さ
ら
に
米
国
西
海
岸
の
日
系
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
ま
で
広
げ
て
い
る
︒

こ
れ
ほ
ど
の
視
野
の
広
さ
は
︑
既
存
研
究
に
は
類
を
見
な
い
点
で
あ
り
︑
本

書
の
優
れ
た
特
色
と
言
え
る
︒
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た
だ
し
︑
本
書
が
分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
は
︑
実

際
に
は
「
日
本
組
合
基
督
教
会
」（
以
下
︑「
組
合
教
会
」）
を
指
し
て
お
り
︑

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑
他
の
主
要
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教

派
で
あ
る
日
本
基
督
教
会
や
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
は
考
察
の
対
象
か
ら
外
さ
れ

て
い
る
︒
ま
た
︑
組
合
教
会
を
代
表
す
る
人
物
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の

は
︑
海
老
名
弾
正
や
柏
木
義
円
を
始
め
と
す
る
有
力
な
牧
師
や
信
徒
数
名
で

あ
り
︑
果
た
し
て
彼
ら
が
近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
を
代
表
し
て
い
た
か
に

つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
本
書
は
組
合
教
会
と

い
う
特
定
の
教
派
に
重
点
を
置
い
た
著
作
で
あ
り
︑
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る

「
キ
リ
ス
ト
教
」
は
か
な
り
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
点
に
読
者
は
予
め
留
意

す
る
必
要
が
あ
る
︒

　
以
下
で
は
ま
ず
各
章
の
内
容
を
順
に
整
理
し
て
紹
介
し
︑
最
後
に
本
書
の

意
義
と
課
題
を
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
︒

　
序
章
で
は
本
書
の
研
究
上
の
目
的
と
意
義
が
丁
寧
に
説
明
さ
れ
る
︒
上
述

し
た
日
本
キ
リ
ス
ト
教
研
究
史
上
の
意
義
に
加
え
て
︑
本
書
が
「
帝
国
と
宗

教
」
と
い
う
普
遍
的
な
テ
ー
マ
を
意
識
し
た
事
例
研
究
で
あ
る
こ
と
も
強
調

さ
れ
る
︒

　
第
一
章
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
と
帝
国
主
義
の
関
係
を
考
え
る
導
入
口
と
し
て
︑

い
わ
ゆ
る
「
不
敬
事
件
」
を
契
機
と
し
て
展
開
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
明

治
国
家
へ
の
忠
誠
を
め
ぐ
る
論
争
が
紹
介
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
論
争
を

経
て
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
間
に
統
一
見
解
が
生
み
出
さ
れ
ず
︑
問
題
が
未
解

決
の
ま
ま
後
の
時
代
に
持
ち
越
さ
れ
た
こ
と
が
︑
後
の
朝
鮮
伝
道
（
本
書
の

第
四
章
）
を
始
め
と
す
る
帝
国
の
外
地
に
お
け
る
伝
道
の
目
的
や
方
法
を
め

ぐ
る
組
合
教
会
内
の
対
立
に
繫
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
︒

　
第
二
章
で
は
︑
日
露
戦
争
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教

徒
間
の
論
争
が
紹
介
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
は
組
合
教
会
内
の
戦
争
肯
定
論
者
で

あ
る
海
老
名
弾
正
と
︑
否
定
論
者
の
柏
木
義
円
の
言
説
が
比
較
し
て
論
じ
ら

れ
る
︒
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
論
客
の
分
析
に
留
ま
ら
ず
︑
日
露
戦
争
を
否
定
す

る
柏
木
が
︑
実
際
に
日
露
戦
争
で
戦
死
し
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
し
て
ど
の

よ
う
な
対
応
を
採
っ
た
の
か
と
い
う
実
践
に
係
る
問
題
に
も
検
討
が
な
さ
れ

る
︒

　
第
三
章
は
︑
海
老
名
弾
正
と
そ
の
弟
子
筋
に
あ
た
る
千
葉
豊
治
が
唱
道
し

た
在
米
日
系
人
移
民
へ
の
伝
道
を
分
析
す
る
︒
そ
こ
で
は
︑
そ
れ
ま
で
日
本

国
内
で
は
普
遍
性
や
超
国
家
性
を
主
張
す
る
信
仰
ゆ
え
に
国
体
に
反
す
る
と

批
判
さ
れ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
を
︑
逆
に
そ
の
普
遍
性
や
超
国
家
性
を
活
か

し
て
日
本
と
い
う
国
家
を
離
れ
た
海
外
移
民
に
伝
道
し
︑
彼
ら
の
道
徳
的
資

質
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
︑
帝
国
へ
の
貢
献
を
果
た
そ
う
と
し
た
海
老
名
ら

の
姿
が
描
か
れ
る
︒

　
第
四
章
で
は
︑
前
章
で
検
討
さ
れ
た
伝
道
を
通
じ
た
海
外
日
系
人
の
教
化

と
い
う
発
想
の
延
長
線
上
に
︑
組
合
教
会
が
展
開
し
た
朝
鮮
人
伝
道
が
取
り

上
げ
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
朝
鮮
人
を
日
本
支
配
に
従
順
な
存
在
に
教
化
す

る
手
段
と
し
て
伝
道
を
推
進
し
た
渡
瀬
常
吉
と
︑
そ
れ
を
終
始
一
貫
厳
し
く
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批
判
し
続
け
た
柏
木
義
円
の
論
理
と
行
動
が
比
較
し
て
論
じ
ら
れ
る
︒
そ
し

て
︑
こ
の
帝
国
へ
の
貢
献
を
強
調
す
る
政
治
的
要
求
の
入
り
混
じ
っ
た
伝
道

が
︑
朝
鮮
総
督
府
か
ら
の
支
援
を
受
け
て
短
期
的
に
は
一
定
の
成
果
を
収
め

た
も
の
の
︑
一
九
一
九
年
の
三
・
一
独
立
運
動
に
よ
り
最
終
的
に
頓
挫
し
た

経
緯
が
述
べ
ら
れ
る
︒
こ
の
辺
り
の
解
釈
と
叙
述
は
先
行
研
究
と
大
き
く
異

な
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
︑
渡
瀬
が
行
っ
た
朝
鮮
の
地
方
へ
の
伝
道
旅
行
の
様

子
を
詳
し
く
分
析
し
た
り
︑
組
合
教
会
に
加
入
し
た
朝
鮮
人
側
の
論
理
（
欧

米
宣
教
師
と
の
確
執
）
を
紹
介
し
た
り
︑
ま
た
︑
渡
瀬
以
外
の
組
合
教
会
宣
教

師
で
あ
る
高
橋
鷹
蔵
と
栗
原
陽
太
郎
を
取
り
上
げ
︑
渡
瀬
と
の
相
違
点
（
例

え
ば
︑
高
橋
は
朝
鮮
語
を
学
び
朝
鮮
服
を
着
て
伝
道
し
て
い
た
）
に
も
論
及
し
た

り
す
る
な
ど
︑
組
合
協
会
の
朝
鮮
伝
道
の
全
体
像
を
バ
ラ
ン
ス
良
く
描
い
た

点
は
︑
既
存
研
究
に
は
見
ら
れ
な
い
特
色
で
あ
り
︑
注
目
に
価
す
る
︒

　
第
五
章
で
は
︑
三
・
一
独
立
運
動
で
朝
鮮
伝
道
が
頓
挫
し
た
後
︑
組
合
教

会
が
新
た
な
活
動
の
場
を
求
め
て
中
国
大
陸
に
進
出
し
て
行
く
過
程
が
描
か

れ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
朝
鮮
伝
道
を
推
進
し
た
組
合
教
会
関
係
者
が
関
与
し

た
呂
運
亨
（
三
・
一
独
立
運
動
後
に
上
海
に
設
立
さ
れ
た
大
韓
民
国
臨
時
政
府
の

要
人
で
あ
り
︑
キ
リ
ス
ト
教
的
な
背
景
を
持
っ
て
い
た
人
物
）
へ
の
懐
柔
工
作
や

奉
天
の
組
合
教
会
に
よ
る
在
満
朝
鮮
人
伝
道
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
ま
た
︑

米
国
で
日
系
人
伝
道
に
係
っ
た
人
物
（
第
三
章
）
が
こ
の
時
期
に
中
国
に
渡
り
︑

こ
う
し
た
一
連
の
伝
道
や
工
作
活
動
に
係
っ
て
い
た
事
実
も
明
ら
か
に
さ
れ
︑

組
合
教
会
の
海
外
伝
道
推
進
者
た
ち
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
広
が
り
が
示

さ
れ
る
︒

　
第
六
章
で
は
︑
日
本
本
土
に
視
点
が
戻
さ
れ
︑
一
九
二
〇
年
代
か
ら
盛
ん

に
な
っ
て
い
た
農
村
伝
道
と
帝
国
主
義
と
の
関
係
性
が
論
じ
ら
れ
る
︒
そ
こ

で
組
合
教
会
関
係
者
の
代
表
と
し
て
分
析
さ
れ
る
の
が
︑
同
じ
群
馬
県
で
活

動
し
て
い
た
柏
木
義
円
と
平
栗
原
陽
太
郎
で
あ
る
︒
彼
ら
は
両
者
と
も
朝
鮮

伝
道
に
関
与
し
（
第
四
章
）︑
そ
の
帝
国
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
は
異
な
っ
て
い

た
も
の
の
︑
キ
リ
ス
ト
教
を
通
じ
た
日
本
の
農
村
の
更
生
と
い
う
点
で
は
共

通
の
関
心
を
持
ち
︑
海
外
の
思
想
潮
流
︑
例
え
ば
︑
ト
ル
ス
ト
イ
主
義
︑
社

会
主
義
︑
デ
ン
マ
ー
ク
の
国
民
学
校
（
キ
リ
ス
ト
教
理
念
に
基
づ
く
農
業
教
育

を
重
視
し
た
）
の
存
在
な
ど
に
刺
激
を
受
け
つ
つ
︑
農
村
の
福
音
化
に
尽
力
し

て
い
た
︒
た
だ
し
︑
柏
木
が
一
貫
し
て
帝
国
へ
の
貢
献
と
い
う
欲
望
と
は
無

縁
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑
栗
原
は
農
村
問
題
の
解
決
こ
そ
が
帝
国
へ
の
貢
献

と
な
る
と
見
て
お
り
︑
こ
の
発
想
が
次
章
で
見
る
満
蒙
開
拓
の
動
き
と
連
動

し
て
い
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
︒

　
第
七
章
で
は
︑
一
九
三
〇
年
代
以
降
︑
満
蒙
へ
の
開
拓
移
民
送
出
と
い
う

国
策
に
乗
じ
て
日
本
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
が
協
力
し
て
推
進
し
た
満
州

国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
開
拓
村
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
︒
こ
の
開
拓
村
建

設
は
︑
一
九
二
〇
年
代
か
ら
農
村
伝
道
に
係
っ
て
き
た
賀
川
豊
彦
や
栗
原
陽

太
郎
ら
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
力
を
結
集
し
︑
さ
ら
に
満
州
国
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

官
吏
で
あ
る
星
野
直
樹
や
武
藤
富
男
な
ど
も
協
力
し
て
推
進
さ
れ
た
一
大
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
︒
著
者
は
そ
の
展
開
過
程
を
追
い
な
が
ら
︑
そ
れ
が
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一
九
四
五
年
八
月
の
ソ
連
侵
攻
に
よ
り
悲
惨
な
形
で
消
滅
し
た
こ
と
で
︑
明

治
以
来
︑
国
策
協
力
を
通
じ
て
帝
国
内
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
意
義

を
主
張
し
て
き
た
組
合
教
会
の
試
み
が
最
終
的
に
挫
折
し
た
と
結
論
す
る
︒

　
著
者
が
本
書
を
通
じ
て
紹
介
し
た
史
実
や
議
論
の
内
容
は
︑
日
本
に
お
け

る
先
行
研
究
と
重
な
る
部
分
も
多
く
︑
著
者
も
こ
れ
ら
の
研
究
に
負
う
部
分

が
多
い
こ
と
を
緒
言
や
注
釈
で
明
示
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
著
者
は
こ
れ
ら

の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
新
た
な
資
料
発
掘
に
も
力
を
入
れ
︑
先
行

研
究
が
見
落
と
し
て
き
た
組
合
教
会
の
在
米
日
系
人
伝
道
や
国
内
の
農
村
伝

道
に
着
目
し
︑
こ
う
し
た
活
動
も
帝
国
主
義
と
の
有
機
的
連
関
性
を
持
っ
て

い
た
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
︑
組
合
教
会
の
海
外
伝
道
の
目
的
や
特

徴
を
一
段
と
明
瞭
に
示
し
つ
つ
︑
さ
ら
に
世
界
史
や
日
本
帝
国
史
と
い
っ
た

よ
り
広
い
文
脈
か
ら
そ
の
意
義
を
捉
え
な
お
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒
そ

し
て
︑
そ
れ
は
同
時
に
︑
キ
リ
ス
ト
教
と
帝
国
の
狭
間
で
︑
あ
る
い
は
神
と

シ
ー
ザ
ー
の
間
で
︑
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
確
立
に
苦
し
ん
だ
日
本

の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
紆
余
曲
折
の
物
語
と
し
て
も
高
い
完
成
度
を
示
し
て
い

る
︒

　
他
方
で
︑
こ
う
し
た
物
語
の
一
貫
性
を
維
持
す
る
た
め
に
は
︑
分
析
対
象

や
資
料
に
関
し
て
一
定
の
絞
り
込
み
が
行
わ
れ
た
点
は
否
め
な
い
︒
例
え
ば
︑

近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
と
帝
国
の
関
係
性
を
探
求
す
る
な
ら
ば
︑
そ
の
対

象
を
組
合
教
会
に
限
定
す
る
必
然
性
は
な
く
︑
仮
に
重
視
す
る
に
し
て
も
他

教
派
へ
の
一
定
の
目
配
り
は
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
著
者
は
組
合
教

会
を
取
り
上
げ
た
主
な
理
由
と
し
て
︑
他
教
派
に
比
し
て
最
も
帝
国
と
の
問

題
と
の
関
与
が
深
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
︑
逆
に
言
え
ば
相
対
的
に

帝
国
へ
の
関
与
が
低
か
っ
た
教
派
は
ど
の
よ
う
な
神
学
的
︑
あ
る
い
は
政
治

的
︑
社
会
的
背
景
か
ら
そ
の
よ
う
な
対
応
と
な
っ
た
の
か
が
重
要
で
あ
り
︑

そ
う
し
た
他
教
派
の
異
な
っ
た
反
応
を
見
る
こ
と
で
初
め
て
近
代
日
本
の
キ

リ
ス
ト
教
内
部
の
多
様
性
や
帝
国
と
の
関
係
性
の
全
体
像
を
描
く
こ
と
が
で

き
る
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
組
合
教
会
が
帝
国
の
海
外
膨
張
に
併
せ
て
海
外

に
も
伝
道
領
域
を
広
げ
て
い
き
︑
こ
れ
が
最
終
的
に
満
州
国
の
滅
亡
で
終
焉

を
迎
え
た
と
い
う
本
書
の
物
語
の
筋
書
き
に
お
い
て
︑
最
初
の
植
民
地
で
あ

る
台
湾
領
有
時
の
組
合
教
会
の
反
応
に
全
く
言
及
が
な
い
の
は
画
竜
点
睛
を

欠
く
感
が
あ
る
︒
組
合
教
会
の
帝
国
へ
の
関
心
が
明
治
以
来
︑
首
尾
一
貫
し

て
い
た
と
す
れ
ば
︑
台
湾
伝
道
こ
そ
が
試
金
石
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
︑
実

際
に
台
湾
伝
道
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑
な
ん
ら
か
の
議
論
が
あ
っ

た
の
か
に
つ
い
て
言
及
が
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
と
は
い
え
︑
こ
う

し
た
限
界
点
も
含
め
て
本
書
の
提
示
す
る
物
語
は
日
本
や
東
ア
ジ
ア
の
キ
リ

ス
ト
教
史
や
帝
国
史
に
関
心
を
寄
せ
る
読
者
に
は
刺
激
的
で
あ
り
︑
ぜ
ひ
と

も
邦
訳
が
望
ま
れ
る
︒




