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”
歴
史
”
戦
争
、
日
本
は
再
び
負
け
て
は
な
ら
な
い 

 

わ
が
国
を
代
表
す
る
船
会
社
、
商
船
三
井
の
貨
物
船

が4

月19

日
、
突
然
、
上
海
市
の
裁
判
所
に
よ
っ
て

差
し
押
さ
え
ら
れ
た
。
同
時
進
行
で
、
戦
時
中
に
日
本

に
強
制
連
行
さ
れ
た
と
す
る
中
国
人
元
労
働
者
と
そ

の
遺
族
ら
が
、
三
菱
グ
ル
ー
プ
な
ど
日
本
企
業
を
被
告

と
し
て
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
次
々
と
起
こ
し
て
い

る
。 

 

中
国
で
は
司
法
は
共
産
党
の
指
導
下
に
あ
る
。
一
連

の
司
法
手
続
き
は
、
そ
の
ま
ま
中
国
共
産
党
政
権
の
意

向
を
反
映
し
て
い
る
。
中
国
が
い
ま
や
、
日
本
に
対
し

て
徹
底
的
な
戦
い
を
挑
み
、
戦
い
抜
く
覚
悟
で
攻
め
て

き
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。 

 

日
中
間
の
過
去
に
ま
つ
わ
る
請
求
権
問
題
は
、1972

年
の
日
中
共
同
声
明
の
第5

条
で
「
中
華
人
民
共
和
国

政
府
は
、
中
日
両
国
国
民
の
友
好
の
た
め
に
、
日
本 

国
に
対
す
る
戦
争
賠
償
の
請
求
を
放
棄
す
る
こ
と
を

宣
言
す
る
」
と
明
記
し
て
お
り
、
完
全
に
解
決
済
み
で

あ
る
。 

 

だ
が
、
中
国
政
府
は
国
と
国
と
の
関
係
は
清
算
済
み

で
も
、
国
と
個
人
の
関
係
は
別
だ
と
主
張
す
る
。
そ
の

よ
う
な
解
釈
は
ど
こ
の
世
界
で
も
成
り
立
た
な
い
。
し

か し
中
国
共
産
党
に
限
っ
て
は
、
法
の
支
配
を
遵
守
す
る

国
際
社
会
の
常
識
は
通
用
し
な
い
の
で
あ
る
。 

 

習
近
平
体
制
下
の
中
国
は
異
常
で
あ
る
。
対
日
問
係

に
お
け
る
こ
の
異
常
さ
は
、
強
硬
策
を
伴
っ
て
、
ま
す

ま
す
そ
の
度
合
い
を
強
め
て
い
く
だ
ろ
う
。
中
国
の
抱

え
る
問
題
が
深
刻
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
対
日
強
硬
策

も
烈
し
さ
を
増
し
、
日
本
は
彼
ら
の
狭
滑
こ
の
上
な
い

宣
伝
戦
に
晒
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
は
そ
う
覚
悟

し
て
し
っ
か
り
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

慰
安
婦
問
題
の
よ
う
に
、
反
論
し
な
い
と
い
う
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。
慰
安
婦
問
題
は
当
初
反
論
し
な
か
っ

た
た
め
に
、
私
た
ち
は
不
当
極
ま
る
濡
れ
衣
を
き
せ
ら

れ
て
今
日
に
至
る
。
幼
い
女
性
た
ち
を
含
む
多
く
の
女

性
を
強
制
連
行
し
性
奴
隷
に
し
た
と
い
う
捏
造
物
語

は
、
朝
日
新
聞
が91

年8

月
に
報
じ
た
記
事
に
端
を

発
す
る
。 

2014

年
の
現
在
で
は
、
日
本
国
民
の
多
く
が
強
制
連

行
は
な
か
っ
た
こ
と
、
女
性
た
ち
は
性
奴
隷
で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
、
日
本
人
で

さ
え
多
く
が
朝
日
新
聞
の
嘘
を
信
じ
た
。 

元
日
本
兵
が
証
言
一
旦
、
嘘
と
虚
構
の
横
行
を
許
せ
ば
、

そ
れ
を
正
す
に
は
長
い
時
問
と
大
変
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
要
す
る
。
慰
安
婦
問
題
を
朝
日
新
問
の
主
張
に
沿
っ

て
当
初
信
じ
た
日
本
国
民
の
誤
解
が
解
か
れ
、
い
ま
、

よ
う
や
く
、
国
際
社
会
に
歴
史
の
真
実
が
発
信
さ
れ
始

め
、
ア
メ
リ
カ
で
は
日
本
人
に
よ
る
司
法
紺
争
が
始
ま

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
思
い
を
共
有
す
る
の
に
、
実
に
四

半
世
紀
近
く
の
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
の
だ
。 

 

そ
れ
で
も
慰
安
婦
問
題
の
騒
い
で
、
私
た
ち
は
よ
う

や
く
反
論
の
と
ば
口
に
立
っ
た
ば
か
り
だ
。
ま
だ
長
い

時
問
が
必
要
で
、
真
の
闘
い
は
こ
れ
か
ら
だ
。
だ
か
ら

こ
そ
、 

私
た
ち
は
、
中
国
が
い
ま
日
本
に
突
き
つ
け
て
い
る
歴

史
非
難
に
迅
速
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら

の
非
難
の
ど
こ
ま
で
が
事
実
か
、
ど
の
部
分
が
捏
造
か

を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
観
点
か
ら
「
中
国

人
労
働
者
の
強
制
連
行
」
問
題
を
見
る
と
、
私
た
ち
が

余
り
に
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
知
ら
な
い
と
い
う
事

実
に
直
面
し
て
博
然
と
す
る
。 

、 
 

調
べ
始
め
る
と
す
ぐ
に
わ
か
る
の
は
、
中
国
人
労
働

者
の
強
制
連
行
に
つ
い
て
左
翼
的
な
人
々
が
ま
と
め

た
「
日
本
が
強
制
連
行
し
た
」
「
酷
い
扱
い
を
し
た
」

と
い
う
内
容
の
書
物
や
資
料
は
容
易
に
見
つ
か
る
の

に
対
し
て
、
反
対
の
見
地
に
立
っ
た
も
の
が
非
常
に
少

な
い
と
い
う
点
だ
。
保
守
派
に
よ
る
同
問
題
の
研
究
は
、

ま
だ
余
り
な
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。 

 

そ
う
し
た
中
で
参
考
に
な
る
の
が
、
『「
強
制
連
行
」

は
あ
っ
た
の
か
」
朝
鮮
人
・
中
国
人
「
強
制
連
行
」
論

の
虚
構
』（
日
本
政
策
研
究
セ
ン
タ
ー
、『
明
日
へ
の
選

択
』
編
集
部
編
）
で
あ
る
。 

 

そ
れ
に
よ
る
と
、
労
工
（
当
時
中
国
人
労
働
者
を
こ

う
呼
ん
で
い
た
）
の
日
本
へ
の
「
移
入
」
は
昭
和17

年
に
閣
議
決
定
さ
れ
、
翌
年4

月
か
ら11

月
ま
で
試

験
的
に
実
施
さ
れ
た
。
結
果
が
「
概
ね
良
好
」
だ
っ
た

た
め
に
、
昭
和19

年2

月
末
に
「
本
格
移
入
」
が
決

定
さ
れ
、
昭
和20

年5

月
ま
で
に3

万8935

人
の

中
国
人
が
移
入
さ
れ
た
と
い
う
。 

 

ち
な
み
に
中
国
政
府
は
、
労
工
の
数
は
最
初
、276

万
人
と
言
い
、
次
に569

万
人
と
主
張
し
て
い
る
と
い

う
。
日
中
戦
争
に
お
け
る
中
国
人
の
犠
牲
者
数
が
、
当

初
の320

万
人
か
ら579

万
人
、2168

万
人
、
さ
ら

に3500

万
人
へ
と
増
え
て
い
っ
た
の
と
同
じ
現
象
が
、

労
工
問
題
で
も
起
こ
つ
て
い
る
の
だ
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
同
書
を
読
ん
で
慄
然
と
し
た
。
書
中

で
岡
田
邦
宏
氏
が
「
『
中
国
人
強
制
連
行
』
論
へ
の
疑

問
」
を
ま
と
め
て
い
る
が
、
「
労
工
」
を
捕
ら
え
、
強



制
連
行
し
た
と
い
う
詰
も
、
や
は
り
日
本
人
の
告
発
か

ら
生
ま
れ
て
い
た
の
だ
。
慰
安
婦
を
「
狩
り
集
め
、
強

制
連
行
し
た
」
と
い
う
偽
り
の
話
を
、
自
分
自
身
の
体

験
談
と
し
て
書
い
た
悪
名
高
い
吉
田
清
治
な
る
人
物

を
想
起
し
た
件
だ
っ
た
。 

第
二
の
慰
安
婦
開
運 

 

ま
ず
日
本
人
が
言
い
出
し
た
中
国
で
の
「
労
工
狩

り
」
と
「
強
制
連
行
」
だ
っ
た 

が
、
同
書
に
は
到
底
耐
え
ら
れ
な
い
凄
ま
じ
い
話
が
載

っ
て
い
る
。
「
労
工
」
問
題
を
研
究
し
て
き
た
田
辺
敏

雄
氏
が
ま
と
め
た
「
『
労
工
狩
り
』
証
言
は
作
り
話
」

の
部
分
で
あ
る
。
氏
が
引
用
し
た
日
本
兵
の
「
労
工
狩

り
」
の
証
言
の
ひ
と
つ
は
次
の
よ
、
つ
な
も
の
だ
。 

「
中
国
人
の
娘
を
殺
し
て
ス
ラ
イ
ス
に
し
て
討
伐
中

の
隊
員70

人
に
配
っ
た
」 

 

こ
の
よ
う
な
悪
魔
的
行
為
を
日
本
軍
が
行
っ
た
と
、

元
日
本
兵
が
証
言
し
た
と
い
う
の
だ
。
日
本
人
は
、
如

何
な
る
状
況
に
置
か
れ
て
も
こ
ん
な
行
為
に
及
ぶ
民

族
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
誰
よ
り
も
私
た
ち
が
知

っ
て
い
る
。
穏
や
か
な
文
明
を
育
ん
で
き
た
日
本
の
歴

史
も
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。 

 

一
体
、
こ
ん
な
証
言
に
及
ん
だ
日
本
兵
は
ど
ん
な
人

物
だ
っ
た
の
か
。 

 

田
辺
氏
は
、
数
々
の
資
料
に
当
た
る
内
に
あ
る
奇
妙

な
事
柄
に
気
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
労
工
狩
り
」

を
証
言
し
た
の
は
１
１
人
の
元
日
本
兵
に
限
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
も
こ
のH

人
は
全
員
が
、

戦
後
、
中
国
に
抑
留
さ
れ
て
お
り
、
内9

人
は
北
支
那

方
面
軍
第12

軍
の
第59

師
団
に
所
属
し
て
い
た
将
兵

だ
っ
た
。 

 

田
辺
氏
が
取
材
と
調
査
で
解
明
し
た
の
は
、
中
国
共

産
党
に
抑
留
さ
れ
た
日
本
兵
、
計1109

人
が
「
認
非

運
動
」
に
直
面
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
同
運
動
は
、
罪
を

認
め
な
け
れ
ば
帰
国
さ
せ
な
い
と
い
う
圧
力
下
で
の

思
想
改
造
教
育
だ
と
、
氏
は
説
明
す
る
。 

 

あ
り
も
し
な
い
日
本
軍
の
罪
を
暴
き
出
せ
と
、
日
夜

責
め
た
て
ら
れ
、
自
殺
す
る
兵
も
出
た
。
そ
つ
し
て
作

り
上
げ
ら
れ
た
嘘
が
「
労
工
狩
り
」
で
あ
る
。1109

人
中47

人
が
死
亡
し
、
残
り
は
昭
和31

年
以
降
、
日

本
に
帰
国
し
た
。
内
約
半
数
が
中
国
帰
還
者
連
絡
会
を

結
成
し
、
主
に
彼
ら
が
「
労
工
狩
り
」
を
は
じ
め
と
す

る
日
本
軍
の
悪
事
を
日
本
で
発
信
し
た
。
そ
の
先
導
役

が
、
朝
日
新
聞
の
本
多
勝
一
民
ら
で
あ
っ
た
と
、
田
辺

氏
は
述
べ
て
い
る
。 

朝
日
の
罪
は
、
慰
安
婦
問
題
の
捏
造
記
事
に
と
ど
ま
ら

な
い
の
で
あ
る
。 
 

重
要
な
こ
と
は
、
い
ま
、
「
労
工
狩
り
や
「
強
制
連

行
」
の
実
態
、
中
国
人
労
働
者
の
日
本
で
の
労
働
環
境

な
ど
に
つ
い
て
、
日
本
人
の
手
で
研
究
を
進
め
る
こ
と

だ
。 

早
急
に
事
実
関
係
を
把
握
し
な
け
れ
ば
、
第
二
の
慰
安

婦
問
題
と
し
て
日
本
を
苦
し
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。 


