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戦
後
台
湾
外
交
の
出
発
点

ー
中
華
民
国
と
し
て
の
対
日
戦
後
処
理
外
交
ー

I
 
l
 

--ノ

島

真
(
北
海
道
大
学
法
学
部
助
教
授
)

は
じ
め
に

川
「
中
華
民
国
」
外
交
史
と
台
湾
外
交
史

本
稿
で
は
、
一
九
四
0
年
代
か
ら
五
0
年
代
初
に
か
け
て
の
中
華
民
国
の
対
日
戦
後
処
理
外
交
を
題
材
に
し
て
、
戦
後
台
湾
外
交
の
出
発

点
を
考
察
し
て
み
た
い
。
昨
今
、
台
湾
を
論
じ
る
に
際
し
、
鈴
木
論
文
に
あ
る
よ
う
な
「
台
湾
化
」
の
過
程
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

台
湾
化
の
シ
ナ
リ
オ
は
必
ず
し
も
戦
後
台
湾
の
既
定
路
線
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
九
四
O
i
五
0
年
代
に
お
い
て
は
当
然
「
中
華
民

(
l
)
 

国
」
と
し
て
の
色
彩
が
濃
厚
で
あ
っ
た
。

(2) 

台
湾
の
歴
史
学
界
の
状
況
は
、
こ
こ
五
年
か
ら
十
年
で
大
き
く
変
化
し
た
。
従
来
、
台
湾
に
お
け
る
「
歴
史
」
は
中
国
史
を
指
し
て
い
た
。

公
教
育
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
は
中
国
史
教
育
で
あ
っ
た
し
、
台
湾
は
そ
の
中
の
一
部
と
し
て
扱
わ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
大
学
の
歴

史
学
の
ポ
ス
ト
も
中
国
史
が
中
心
で
、
台
湾
史
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
体
制
が
急
速
に
崩
れ
て
始
め
て
い
る
。



国
家
符
号
の
か
け
か
え
の
中
で
、
あ
る
い
は
国
家
符
号
は
変
わ
ら
な
い
ま
で
も
、
実
質
的
な
台
湾
化
の
中
で
、
急
速
に
自
ら
の
歴
史
が
台
湾

史
な
の
だ
と
い
う
方
向
に
切
り
替
わ
っ
て
き
て
い
る
。
大
学
に
も
一
定
の
範
囲
内
で
台
湾
史
の
教
員
が
増
え
、
か
つ
て
の
中
国
史
の
専
門
家

が
突
然
台
湾
史
を
テ
1
マ
と
し
た
研
究
を
始
め
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
大
学
院
生
で
も
中
国
史
研
究
を
志
す
者
が
減
少
し
、
中
国
史

を
研
究
す
る
人
も
「
外
国
史
と
し
て
中
国
史
を
研
究
し
て
い
る
」
と
意
識
し
て
い
る
。

「
歴
史
」
が
変
わ
る
こ
と
は
何
も
人
々
の
関
心
の
あ
り
方
を
変
え
る
こ
と
だ
け
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
、
歴
史
の
「
秘
密
」
の
中
味
ま
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で
も
変
え
て
し
ま
う
。
か
つ
て
中
華
民
国
史
を
「
国
史
」
と
し
て
き
た
台
湾
の
人
々
は
、
た
と
え
ば
蒋
介
石
の
個
人
記
録
を
秘
密
の
中
の
秘

密
と
し
て
扱
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
台
湾
人
が
台
湾
史
を
記
述
し
は
じ
め
た
と
き
、
蒋
介
石
、
が
重
慶
で
何
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
秘
密
で

(
3
)
 

は
無
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
諸
公
私
文
書
が
二
斉
に
公
開
さ
れ
は
じ
め
た
。
こ
れ
は
、
台

湾
史
を
志
す
台
湾
人
の
思
恵
と
な
る
と
い
う
よ
り
、
皮
肉
な
こ
と
に
国
外
の
中
国
史
研
究
者
に
と
っ
て
最
高
の
恩
恵
と
な
り
、
日
本
の
中
国

近
現
代
史
研
究
者
も
、
九
十
年
代
の
半
、
は
か
ら
、
「
台
湾
詣
で
」
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
か
つ
て
は
一
種
の
政
治
的
立
場
か
ら

台
湾
へ
の
忌
避
感
を
明
確
に
し
て
い
た
中
国
近
現
代
史
研
究
者
も
、
民
主
化
と
経
済
発
展
、
そ
し
て
台
湾
化
に
向
か
う
現
状
に
接
し
、
急
速

に
台
湾
へ
の
関
心
を
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
、
国
民
政
府
期
か
ら
現
在
ま
で
綿
々
と
続
く
中
華
民
国
と
し
て
の
文
書
群
は
、
南
京
か
ら
重
慶
、
重
慶
か
ら
南
京
、
南
京
か
ら
台
北

(4) 

へ
と
い
う
政
策
集
団
の
流
れ
を
示
す
好
材
料
と
な
っ
た
。
中
国
史
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
一
九
四
九
年
で
政
権
が
代
わ
る
の
で
、
そ
こ
で
民

国
期
か
ら
人
民
共
和
国
期
へ
と
時
代
が
切
り
替
わ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
確
か
に
最
近
は
、
一
九
四
0
年
代
前
後
の
連
続
性
を
強
調

す
る
議
論
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
革
命
史
観
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
議
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
華
民
国
の
文
書
が
突
き
つ
け
て

来
る
世
界
は
、
四
九
年
を
超
え
て
台
湾
に
受
け
継
が
れ
た
中
華
民
国
と
し
て
の
「
連
続
性
」
で
あ
る
。

台
湾
に
即
し
て
見
れ
ば
全
く
異
な
る
ス
ト
ー
リ
ー
に
な
る
の
だ
が
、
地
域
に
即
し
て
い
な
い
、
中
華
民
国
と
し
て
の
ス
ト
ー
リ
ー
も
ま
た
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台
湾
に
は
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
最
近
は
色
槌
せ
て
し
ま
っ
て
残
淳
し
か
な
い
に
し
て
も
、
一
九
四
0
年
代
か
ら
五

O
、
六
0
年
代
の
、
そ
れ
も

筆
者
の
専
攻
す
る
政
治
外
交
史
の
分
野
で
は
、
こ
の
中
華
民
国
と
し
て
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
理
解
し
た
方
が
、
台
湾
の
外
交
は
分
か
り
易
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
有
し
て
い
る
。

外
交
に
つ
い
て
言
え
ば
、
現
在
で
も
台
湾
を
台
湾
と
し
て
国
家
承
認
し
て
い
る
国
は
世
界
に
一
つ
も
な
い
。
二
十
数
カ
国
の
国
が
承
認
し

て
い
る
の
は
中
華
民
国
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
々
は
、
中
国
の
正
当
政
府
と
し
て
の
中
国
を
代
表
す
る
政
府
と
し
て
の
中
華
民
国
政
府
を
承

認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
鈴
木
論
文
で
は
、
司
法
の
民
主
化
・
本
土
化
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
外
交
の
分
野
で
の
「
本
土
化
」
は
難
し

い
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
周
知
の
と
お
り
、
李
登
輝
が
進
め
た
実
務
外
交
(
務
実
外
交
)
が
あ
る
に
し
て
も
、
や
は
り
外
交
部
が
担
う
外
交

(5) 

が
中
華
民
国
の
外
交
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
無
い
。
そ
の
相
手
は
公
式
に
は
二
十
数
カ
国
に
限
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ほ
ど
台
湾
化
が
進
ん
で

も
依
然
中
華
民
国
と
し
て
の
外
交
が
残
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
国
際
的
な
情
勢
や
両
岸
関
係
の
影
響
が
あ
る
し
、
他
方
で
台
湾
側
も
オ
ル

タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
準
備
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
外
交
を
分
析
す
る
際
に
「
台
湾
」
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー

だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
戦
後
五
十
年
の
台
湾
外
交
を
見
る
際
に
は
、
「
中
華
民
国
」
が
依
然
重
要
と
な
る
。

本
稿
で
は
、
一
九
四
五
年
に
中
華
民
国
が
日
本
に
勝
利
し
て
か
ら
お
こ
な
っ
た
戦
後
処
理
外
交
を
扱
う
。
こ
の
テ
l
マ
に
つ
い
て
は
、
こ

(6) 

れ
ま
で
石
井
明
や
殿
燕
軍
ら
の
研
究
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
戦
後
処
理
の
経
緯
を
論
じ
て
い
る
が
、
中
華
民
国
側
の
外
交
文
書
や
戦

後
処
理
関
連
の
文
書
を
使
用
し
て
い
な
い
と
い
う
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
丈
書
を
使
用
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
新
し
い
内
容
が

出
る
か
不
明
で
あ
る
が
、
総
点
検
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
中
国
の
外
交
文
書
に
即
し
て
、
主
に
中
華
民
国
前
期
の
外
交
史

を
研
究
し
て
き
た
が
、
今
後
お
な
じ
よ
う
な
手
法
で
「
中
華
民
国
」
九
十
年
の
外
交
史
を
記
述
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

(2) 

中
華
民
国
と
し
て
の
「
記
憶
」
の
創
出
と
総
仕
上
げ

北法51(4・282)1492
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中
華
民
国
外
交
史
全
体
の
見
と
お
し
を
述
べ
れ
ば
、
戦
前
期
に
は
中
華
民
国
北
京
政
府
が
し
い
た
一
種
の
近
代
主
義
的
レ

l
ル
の
上
に
、

国
民
政
府
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
革
命
」
的
要
素
が
加
わ
り
、
さ
ら
に
国
際
環
境
で
い
え
ば
北
京
政
府
期
に
は
被
動
者
で
あ
っ
た
も
の
が
、

国
民
政
府
期
に
は
国
際
政
治
の
ア
ク
タ
ー
と
な
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
国
際
政
治
の
主
要
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
、
あ
る

い
は
日
本
に
代
わ
る
東
ア
ジ
ア
の
盟
主
と
な
る
は
ず
の
中
華
民
国
は
、
現
実
の
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
革
命
」

の
担
い
手
で
あ
っ
た
中
華
民
国
も
、
少
な
く
と
も
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
中
国
革
命
の
担
い
手
に
は
な
ら
な
く
な
っ
た
。
残
っ
た
の
は
、

国
際
連
合
の
常
任
理
事
国
と
し
て
の
地
位
保
障
と
、
朝
鮮
戦
争
勃
発
後
の
米
華
相
互
防
衛
条
約
に
よ
っ
て
西
側
か
ら
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
前
線
基
地
と
し
て
の
役
割
と
尊
重
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
政
策
理
念
か
ら
見
れ
ば
、
中
華
民
国
前
期
に
「
文
明
国
」
で
あ
る
こ
と
を
標
携

し
て
国
際
的
な
場
で
の
地
位
を
維
持
し
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
中
華
民
国
が
「
台
湾
」
と
い
う
土
に
返
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
の
十
数
年
、
中
華

民
国
在
台
湾
は
国
際
社
会
の
中
で
民
主
主
義
と
経
済
発
展
と
い
う
、
二
十
世
紀
の
「
文
明
国
」
と
し
て
の
要
素
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

中
華
民
国
に
と
っ
て
第
二
次
世
界
大
戦
は
中
国
近
代
の
総
決
算
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
一
九
一

0
年
代
か
ら
作
ら
れ
て
き
た
敗
北
の
連

な
り
と
し
て
の
「
記
憶
」
、
た
と
え
空
想
で
あ
れ
本
来
帰
る
べ
き
状
態
と
し
て
刷
り
込
ま
れ
た
「
記
憶
」
が
漸
く
清
算
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。
外
交
史
的
に
見
れ
ば
、
『
清
季
外
交
史
料
』
な
ど
を
編
纂
し
て
作
り
上
げ
て
き
た
不
平
等
条
約
史
も
、
一
気
に
「
一
等
国
」
と
し
て
国

際
舞
台
で
振
る
舞
い
国
連
の
常
任
理
事
国
を
な
る
こ
と
で
、
決
着
が
つ
く
は
ず
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
不
平
等
条
約
は
撤
廃
さ
れ
、

国
連
の
常
任
理
事
国
に
な
っ
た
。
清
末
以
来
、
「
こ
れ
以
上
は
奪
わ
れ
な
い
、
奪
わ
れ
た
も
の
は
奪
い
返
す
」
と
い
う
政
策
が
あ
っ
た
こ
と

は
別
稿
で
述
べ
た
が
、
戦
争
で
勝
利
し
て
「
こ
れ
以
上
は
奪
わ
れ
な
い
」
こ
と
は
達
成
し
た
に
し
て
も
、
「
奪
わ
れ
た
も
の
は
奪
い
返
す
」

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
主
権
の
根
本
た
る
「
国
土
」
と
「
国
民
」
の
大
部
分
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
中
華
民
国
台
北
政

府
は
、
台
湾
に
「
擬
似
」
中
華
民
国
を
つ
く
る
べ
く
、
台
湾
島
民
を
「
中
華
民
国
国
民
」
化
し
、
国
土
に
つ
い
て
は
「
大
陸
反
攻
」
と
い
う

ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
る
こ
と
で
、
空
想
上
の
国
土
を
つ
く
っ
た
。
一
九
七
0
年
代
ま
で
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
状
態
が
続
い
た
が
、
国
連
脱

北法51(4・283)1493
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退
、
日
米
に
よ
る
断
交
な
ど
に
よ
っ
て
、
い
よ
い
よ
中
華
民
国
と
し
て
の
外
交
が
難
し
い
局
面
に
入
り
、
特
に
安
全
保
障
の
面
で
の
み
、
地

位
が
担
保
さ
れ
る
だ
け
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

中
華
民
国
の
戦
後
処
理

中
華
民
国
か
ら
見
れ
ば
、

な
ら
な
い
厳
し
い
戦
争
で
あ
っ
た
が
、

一
面
で
共
産
党
を
意
識
し
な
が
ら
、
も
う
一
面
で
日
本
と
戦
わ
な
け
れ
ば

ア
メ
リ
カ
の
指
示
の
下
、
戦
力
の
消
耗
を
避
け
な
が
ら
、
重
慶
に
逃
げ
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
三
七
年
か
ら
の
日
中
戦
争
は
、

四
一
年
の
日
米
開
戦
は
、
中
華
民
国
に
と
っ
て
日
中
戦
争
の
勝
利
を
意
味
し
て
い
た
。
一
九
四
二
年
に
は
戦
後
構
想
を
具
体
的
に
討
議
し
は

じ
め
て
い
る
。
日
米
戦
は
一
九
四
一
年
の
十
二
月
に
は
じ
ま
っ
た
が
、
そ
の
僅
か
一
年
後
に
は
も
う
終
戦
を
予
想
し
た
行
動
を
と
っ
て
い
る
。

連
合
国
側
に
与
し
て
い
た
中
華
民
国
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
一
等
国
、
最
低
で
も
東
ア
ジ
ア
唯
一
の
戦
勝
国
と
し
て
の
地
位
を
保
障
さ
れ

た
に
等
し
く
、
ま
さ
に
清
末
以
来
百
年
の
国
際
社
会
に
お
け
る
苦
し
い
立
場
を
挽
回
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。

他
方
、
対
日
賠
償
に
つ
い
て
は
、
「
奪
わ
れ
た
も
の
は
奪
い
返
す
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
可
能
な
限
り
多
く
の
賠
償
を
獲
得
し
、
同
時
に

(
7
)
 

日
本
を
再
び
戦
争
に
向
か
わ
せ
な
い
こ
と
、
ま
た
強
固
に
し
な
い
う
よ
う
に
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
た
。
ま
た
、
戦
後
処
理
政
策
全
体
を
見

れ
ば
、
そ
の
対
象
は
、
刑
事
に
相
当
す
る
戦
犯
問
題
と
、
民
事
に
相
当
す
る
賠
償
問
題
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
司
法
部
、

国
防
部
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
国
際
的
な
平
等
性
の
担
保
や
具
体
的
な
調
整
も
必
要
だ
っ
た
の
で
外
交
部
も
加
わ
っ
て
い
た
。
後
者
は
、
後

述
の
よ
う
に
行
政
院
下
の
各
部
局
が
参
加
す
る
形
態
に
な
っ
て
い
た
。
政
策
を
展
開
し
て
い
く
際
の
理
念
に
つ
い
て
は
、
今
後
詳
細
な
検
討

が
必
要
で
あ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
三
つ
の
原
理
が
働
い
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
第
一
は
、
対
日
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
前
面
に
出
し
て

い
く
方
向
性
。
こ
れ
は
、
国
防
部
に
顕
著
に
見
ら
れ
た
。
第
二
は
、
国
際
基
準
(
国
際
法
遵
守
、
諸
連
合
諸
国
と
の
協
調
性
、
平
等
)
に
合

北法51(4・284)1494
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わ
せ
て
い
こ
う
と
い
う
方
向
性
。
こ
れ
は
特
に
外
交
部
に
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
第
三
は
、
取
れ
る
も
の
か
ら
取
っ
て
い
く
と
い
う
現
実

的
な
方
向
性
。
こ
れ
は
日
本
軍
徴
用
な
ど
に
見
ら
れ
る
が
、
担
当
部
局
に
よ
る
方
向
性
と
い
う
よ
り
も
、
状
況
に
応
じ
て
採
用
さ
れ
た
論
理

で
あ
っ
た
。
中
華
民
国
の
対
日
戦
後
処
理
政
策
は
、
必
ず
し
も
一
枚
岩
で
展
開
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
主
に
外
交
部
お
よ

び
行
政
院
賠
償
委
員
会
の
残
し
た
桔
案
を
利
用
し
て
、
具
体
的
に
そ
の
経
緯
を
説
明
し
て
い
き
た
い
。

一
九
四
三
年
の
末
、
臨
時
首
都
重
慶
に
お
い
て
聞
か
れ
た
国
民
参
政
会
に
お
い
て
、
黄
炎
培
ら
四
三
一
名
の
議
員
が
対
日
賠
償
準
備
に
関
す

る
緊
急
動
議
を
お
こ
な
っ
た
。
且
ハ
体
的
に
は
、
戦
争
被
害
調
査
機
関
の
設
置
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
設
置
目
的
は
第
一
に
歴
史
を

(
8
)
 

残
す
た
め
、
第
二
は
将
来
の
賠
償
に
備
え
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
動
議
は
可
決
さ
れ
、
国
防
最
高
委
員
会
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
蒋
介
石
に
承

(9) 

認
さ
れ
、
ま
た
国
民
党
の
支
持
も
得
て
実
行
に
移
さ
れ
、
四
四
年
に
行
政
院
抗
戦
損
失
委
員
会
が
発
足
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
組
織
は
必
ず

し
も
安
定
し
た
状
況
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
所
属
先
も
内
政
部
な
ど
を
転
々
と
し
、
最
終
的
に
は
行
政
院
に
属
す
る
賠
償
委
員
会

と
な
っ
た
。
組
織
が
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
調
査
作
業
が
そ
れ
ほ
ど
は
か
ど
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
意
味
し
て
い
た
。
最
終
的
に
勝

利
す
る
確
信
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
現
実
的
な
戦
局
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
の
余
裕
が
あ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
一
般
的
な
背
景
と
し

て
考
え
ら
れ
る
。

調
査
は
終
戦
前
後
か
ら
本
格
的
に
開
始
さ
れ
て
い
る
。
賠
償
の
た
め
の
調
査
は
、
中
央
政
府
が
地
方
行
政
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
か
た
ち

で
進
行
、
地
方
に
あ
る
中
央
各
機
関
の
財
産
に
つ
い
て
は
、
地
方
に
あ
る
中
央
政
府
の
出
先
機
関
が
担
当
し
た
。
海
外
の
華
僑
に
つ
い
て
は
、

領
事
館
と
い
う
よ
り
も
、
華
僑
団
体
が
そ
れ
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
式
を
採
用
し
た
た
め
、
中
華
民
国
系
の
行
政
系
統
が
無

い
地
域
(
共
産
党
占
領
区
、
旧
日
本
軍
占
領
区
で
荒
廃
の
著
し
い
地
域
)
は
、
積
算
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
。
従
っ

て
、
被
害
総
額
は
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
、
ま
た
限
ら
れ
た
地
域
で
実
行
し
た
調
査
結
果
で
あ
り
、
こ
れ
を
以
っ
て
、
実
際
の
被
害
額
と
す

北法51(4・285)1495
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の
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。
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他
方
、
戦
犯
方
面
に
つ
い
て
は
、
軍
関
係
に
権
限
が
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
部
分
も
あ
っ
た
が
、
た
と
え
ば
「
南
京
事
件
」
(
当
時
の
桔
案

で
は
こ
れ
が
一
般
的
で
、
必
ず
し
も
「
南
京
大
屠
殺
」
と
記
し
て
い
な
い
)
な
ど
の
重
要
案
件
に
つ
い
て
は
、
中
央
政
府
が
人
員
を
派
遣
し

北法51(4・286)1496

て
聞
き
取
り
調
査
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。

だ
が
、
こ
こ
で
特
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
前
者
の
調
査
方
法
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
外
交
部
の
役
割
が
重
要
な
の
だ
が
、

当
時
の
中
華
民
国
は
連
合
国
の
一
員
で
あ
り
、
戦
勝
諸
国
と
連
絡
を
と
り
な
が
ら
賠
償
問
題
や
戦
犯
処
理
を
進
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
対
日

ア
メ
リ
カ
か
ら
、
彼
ら
が
お
こ
な
っ
た
対
独
賠
償
請
求
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
も
と
に
し
て
お
こ
h

な
う
よ
う
に

要
請
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
枢
軸
国
に
対
す
る
戦
後
処
理
の
平
等
性
を
担
保
す
る
う
え
で
必
要
な
措
置
で
あ
る
。
外
交
部
は
、
戦
勝
国
と
し

賠
償
に
つ
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
、

て
英
米
仏
と
同
じ
よ
う
な
手
法
で
戦
後
処
理
を
お
こ
な
い
、
そ
う
す
る
こ
と
で
主
要
戦
勝
国
で
あ
る
証
を
立
て
よ
う
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。

上
記
の
賠
償
委
員
会
で
は
、
国
際
基
準
に
照
ら
し
た
調
査
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
作
成
し
、
そ
れ
を
各
機
関
に
配
布
し
、
調
査
を
進
め
よ
う
と
し

た
。
無
論
、
個
人
ベ

l
ス
の
摘
発
を
お
こ
な
う
地
方
も
あ
っ
た
が
、
総
じ
て
こ
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
即
し
た
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

(
叩
)

一
件
一
件
に
つ
い
て
、
証
言
や
具
体
的
な
物
的
証
拠
を
集
め
、
「
立
件
」
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
確
か
に

」
の
よ
、
つ
に
し
て
、

「
近
代
的
」
で
、
国
際
基
準
に
叶
っ
て
お
り
、
昨
今
の
戦
争
問
題
で
の
議
論
と
は
位
相
を
異
に
す
る
側
面
が
あ
る
。

(
日
)

中
華
民
国
は
、
東
ア
ジ
ア
の
あ
ら
た
な
「
領
袖
国
家
」
と
な
る
と
自
負
し
て
い
た
。
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
国
防
部
と
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
標
携
す
る
外
交
部
に
路
線
の
対
立
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
こ
の
点
は
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
領
袖
国
家
」

へ
の
道
の
り
は
遠
か
っ
た
。
約
束
さ
れ
た
そ
の
地
位
は
、
中
国
に
お
け
る
正
当
性
を
中
華
民
国
が
喪
失
し
、
ま
た
冷
戦
構
造
が
深
ま
る
中
で
、

次
第
に
「
絵
に
描
い
た
餅
」
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
よ
り
に
よ
っ
て
、
西
側
が
選
ん
だ
東
ア
ジ
ア
の
防
波
堤
と
し
て
の
領
袖
は
、
日

本
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
日
本
の
経
済
復
興
は
必
須
の
課
題
と
な
り
、
中
華
民
国
の
企
図
と
し
た
日
本
の
非
工
業
国
家
化
は
立
ち
消

え
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
対
日
賠
償
も
放
棄
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
台
湾
人
の
「
悲
哀
」
と
は
位
相
が
異
な
る
が
、
戦
後
中
華
民
国
の



「
悲
哀
」
も
ま
た
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

日
華
条
約
へ
の
道
程
1
消
え
ゆ
く
対
日
賠
償
項
目
1

一
九
四
五
年
八
月
、
中
華
民
国
は
日
本
に
勝
利
し
た
。
蒋
介
石
は
ラ
ジ
オ
で
戦
争
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
中
国
全
土
に
放
送
し
た
が
、
そ
の

時
の
日
本
お
よ
び
日
本
人
に
対
す
る
基
本
姿
勢
は
「
以
徳
報
怨
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
四
文
字
は
、
後
に
な
っ
て
蒋
介
石
が
賠
償
を
放
棄
し
た

と
い
う
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
側
面
が
あ
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
対
日
賠
償
放
棄
と
は
重
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
確
か
に
、
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蒋
介
石
は
後
の
台
湾
で
の
教
育
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
寛
大
」
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
た
。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
一
部
の
ナ
シ
ヨ

ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
傾
向
に
歯
止
め
を
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
国
際
社
会
の
一
等
国
で
あ
り
、
「
文
明
」
的
で
あ
る
余
裕
を
表
現
し
、

(ロ)

さ
ら
に
は
領
袖
国
家
、
す
な
わ
ち
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
兄
貴
分
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
中
国
大
陸
の

残
さ
れ
た
日
本
兵
や
日
本
人
に
対
し
て
残
虐
な
報
復
を
加
え
ず
、
粛
々
と
本
国
に
送
還
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

一
九
四
五
年
か
ら
四
九
年
に
か
け
て
、
中
華
民
国
は
連
合
国
の
一
員
と
し
て
戦
後
処
理
を
お
こ
な
う
。
東
京
に
も
代
表
団
を
送
り
込
み
、

東
京
裁
判
に
も
判
事
と
し
て
中
華
民
国
の
法
律
家
を
派
遣
し
た
。
他
方
、

B
-
C級
戦
犯
に
つ
い
て
は
一
貫
し
て
大
陸
各
地
で
処
罰
を
し
て

い
た
。
こ
の
過
程
の
中
で
興
味
深
い
の
は
、
中
華
民
国
側
が
連
合
国
側
の
思
惑
と
は
別
の
動
き
を
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
前
述
の
と
お
り
、
国
防
部
に
強
い
傾
向
で
あ
る
。
た
と
え
ば
酒
井
隆
の
処
罰
に
つ
い
て
、
東
京
裁
判
の
証
人
と
し
て
喚
問
す
る
の

で
、
東
京
に
送
る
よ
う
に
東
京
か
ら
連
絡
が
あ
っ
た
際
に
、
中
華
民
国
内
部
で
は
侃
侃
誇
誇
の
議
論
が
あ
り
、
外
交
部
は
即
刻
護
送
を
主
張
、

国
防
部
は
無
視
し
て
処
刑
し
、
東
京
に
は
電
報
遅
着
を
理
由
と
し
て
処
罰
済
み
と
報
告
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
聞
に
入
っ
た
司
法
部
は
、

当
初
外
交
部
に
理
解
を
示
し
て
い
た
が
、
最
終
決
定
の
場
で
国
防
部
を
支
持
し
、
酒
井
隆
は
処
刑
さ
れ
る
。

一
種
近
代
的
な
立
件
を
お
こ
な

~tì去51(4 ・ 287)1497
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ぃ
、
国
際
基
準
で
戦
後
処
理
を
お
こ
な
お
う
と
し
た
外
交
部
の
思
惑
が
、
国
家
の
政
策
と
し
て
は
実
現
し
な
か
っ
た
一
例
で
あ
る
。

前
述
の
と
お
り
、
戦
後
間
も
な
い
時
期
の
中
華
民
国
の
日
本
の
将
来
像
は
、
平
和
国
家
、
非
工
業
国
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
国
共
内
戦

の
状
況
お
よ
び
社
会
主
義
諸
国
の
動
静
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
中
華
民
国
の
描
い
た
日
本
像
は
否
定
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
周
知
の

と
お
り
、
一
九
四
九
年
五
月
、
ア
メ
リ
カ
が
対
日
賠
償
取
立
て
を
打
ち
切
っ
た
。
こ
れ
は
、
日
本
を
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
反
共
防
波
堤
に
す

る
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
意
図
を
明
確
に
示
し
て
お
り
、
中
華
民
国
に
と
っ
て
は
大
き
な
衝
撃
と
な
っ
た
。
中
華
民
国
政
府
は
た
だ
ち
に
声
明

を
発
表
し
て
抗
議
し
た
が
、
も
は
や
中
国
に
お
け
る
実
質
的
な
代
表
権
の
な
い
固
か
ら
の
声
明
は
国
際
政
治
に
お
い
て
意
味
を
も
た
な
く
な
っ

て
い
た
。
一
九
四
九
年
十
月
に
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
す
る
と
、
い
よ
い
よ
そ
の
立
場
は
微
妙
と
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
も
台
湾
の
戦
略
的

な
重
要
性
を
認
知
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
共
産
主
義
政
権
を
政
府
承
認
で
き
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
の
で
、
か
ろ
う
じ
て
中
華
民
国

は
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
「
領
袖
国
家
」
と
し
て
の
中
華
民
国
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

ア
ヘ
ン
戦
争
以
来
の
歴
史
の
大

清
算
は
、
全
く
空
虚
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
一
九
五
O
年
に
ア
メ
リ
カ
国
務
長
官
ダ
レ
ス
が
ア
ジ
ア
諸
国
を
回
っ
て
講
和
条
約
締
結
の
じ
な
ら
し
と
し
て
、
対
日
賠
償
放
棄

を
含
む
七
原
則
を
説
い
て
回
り
、
多
く
の
国
々
は
賠
償
を
放
棄
す
る
方
向
で
検
討
を
始
め
、
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
が
中
華
人
民
共
和
国
よ
り
の

立
場
を
と
る
よ
う
に
な
る
と
、
中
華
民
国
は
対
日
賠
償
ど
こ
ろ
か
、
講
和
条
約
に
参
加
す
る
こ
と
さ
え
危
ぶ
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
中
華
民

国
も
、
こ
の
大
き
な
国
際
政
治
の
流
れ
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
き
、
最
終
的
に
は
対
日
賠
償
を
放
棄
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
つ
い
て
、
中
華
民
国
が
全
く
蚊
帳
の
外
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
実
は
ア
メ
リ
カ
と
の
聞
で

議
題
交
渉
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
し
、
対
日
賠
償
放
棄
も
受
諾
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
の
代
表
権
の
問
題
、
イ
ギ
リ
ス
の
反

対
な
ど
に
よ
っ
て
、
北
京
も
台
北
も
参
加
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
戦
争
の
最
大
の
被
害
者
で
あ
る
中
園
、
そ

し
て
日
本
の
植
民
地
支
配
を
う
け
た
朝
鮮
半
島
、
台
湾
、
樺
太
、
「
満
洲
」
と
い
う
地
域
の
代
表
者
が
含
ま
れ
て
い
な
い
会
議
が
サ
ン
フ
ラ
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ン
シ
ス
コ
講
和
会
議
で
あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
、
日
本
の
戦
争
責
任
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
く
一
つ
の
要
因
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
の
中
華
民
国
の
対
日
戦
後
処
理
政
策
の
根
幹
は
、
「
盟
国
」
(
同
盟
国
て
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
に

連
な
る
同
盟
国
と
し
て
の
位
置
は
絶
対
に
崩
さ
な
い
、
同
盟
国
の
一
員
と
し
て
の
位
置
は
絶
対
に
崩
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
戦
勝
国
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
で
も
あ
り
、
そ
れ
が
国
際
連
合
を
含
め
国
際
的
な
地
位
の
源
泉
と
な
り
、
さ
ら
に
は
中
華
人
民
共
和
国
に
対

す
る
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
と
も
な
っ
た
。

中華人民共和国・台湾の50周年一歴史・現状・未来一

ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
「
無
賠
償
原
則
」
受
諾
と
い
う
譲
歩
を
お
こ
な
い
な
が
ら
も
、
結
局
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約

に
参
r加
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
最
低
で
も
形
式
的
に
戦
勝
国
で
あ
る
こ
と
を
維
持
す
る
た
め
、
日
本
と
二
国
間
で
講
和
条
約
を
締
結
す

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
連
合
国
の
一
員
で
あ
り
た
い
と
い
う
中
華
民
国
の
拘
り
が
、
あ
る
意
味
で
交
渉
主
の
不
利
な
要
件
と
し
て
働
い

中
華
民
国
は
、

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

一
九
五
二
年
二
月
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
中
華
民
国
側
の
草
案
に
賠
償
規
定
が
盛
り
込
ま
れ

(
日
)

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
側
は
当
初
か
ら
相
手
に
賠
償
放
棄
を
要
求
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
中
華
民
国
は
戦
勝
国
で
あ
り
、
日
本
は

敗
戦
国
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
点
で
は
既
に
立
場
、
が
変
わ
っ
て
い
た
。
戦
後
復
興
以
前
か
ら
、
日
本
の
対
ア
ジ
ア
外
交
は
、
既
に
「
格
上
」

と
し
て
の
そ
れ
に
近
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
日
本
側
全
権
は
マ
ツ
カ
!
サ
!
と
共
に
台
北
に
乗
り
込
み
、
ア
メ
リ
カ
を
た
て
に
し
て
賠
償
放
棄

を
迫
る
の
で
あ
る
。
中
華
民
国
は
戦
勝
国
と
し
て
の
地
位
を
保
た
ね
ば
な
ら
ず
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
の
発
効
と
同
時
、
あ
る
い

は
そ
れ
以
前
に
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
。
日
本
側
は
そ
れ
を
十
分
に
承
知
し
て
お
り
、
賠
償
問
題
を
め
ぐ
っ
て
交
渉
が
頓

挫
し
た
際
に
、
日
本
の
全
権
の
方
か
ら
中
華
民
国
の
外
交
部
に
対
し
て
、
ま
も
な
く
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
が
発
効
す
る
と
い
う
、

日
本
と
中
華
民
国
の
交
渉
が
始
ま
っ
た
の
は
、
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中
華
民
国
に
対
す
る
「
最
後
通
牒
」
を
突
き
つ
け
、
四
月
二
入
日
に
条
約
が
締
結
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
発
効
わ
ず

か
七
時
間
前
で
あ
っ
た
。
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こ
れ
も
ま
た
、
中
華
民
国
の
「
悲
哀
」
で
あ
ろ
う
。
重
慶
、
南
京
、
台
北
へ
と
移
動
し
て
い
き
、
最
後
は
「
領
袖
国
家
」
ど
こ
ろ
か
、
敗

戦
国
の
要
求
ま
で
の
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
苦
渋
、
二
二
八
事
件
は
じ
め
台
湾
人
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
圧
政
的
な
中
華
民
国
で
あ
る
が
、

東
ア
ジ
ア
国
際
政
治
史
的
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
「
等
身
大
」
感
覚
を
常
に
つ
か
め
な
か
っ
た
政
府
と
し
て
の
難
し
さ
が
あ
る
。

こ
の
条
約
に
よ
っ
て
、
中
華
民
国
が
お
こ
な
っ
て
き
た
対
日
戦
後
処
理
の
た
め
の
調
査
が
反
故
と
な
り
、
そ
し
て
そ
の
膨
大
な
記
録
だ
け

が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
中
華
民
国
は
、
っ
き
つ
け
ら
れ
た
現
実
に
よ
っ
て
、
国
際
連
合
に
お
け
る
常
任
理
事
国
と
し
て
の

地
位
を
保
ち
、
ま
た
現
実
的
に
は
反
共
の
防
波
堤
と
し
て
の
役
割
を
担
う
べ
く
、

ア
メ
リ
カ
や
日
本
と
良
好
な
関
係
を
維
持
し
な
く
て
は
な

ら
な
く
な
っ
て
い
く
。

お
わ
り
に

中
華
民
国
は
、

一
方
で
「
屈
辱
の
歴
史
」
を
払
拭
し
、

一
九
一
一
一
年
の
成
立
以
来
、
「
近
代
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
革
命
」
を
標
傍
し
、

世
界
の
一
等
国
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
き
た
。
中
で
も
そ
の
外
交
は
、
当
初
は
近
代
性
を
、
後
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
要
素
を
加
え
た
も

の
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
果
実
は
収
穫
目
前
で
零
れ
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
自
業
自
得
だ
と
の
見
解
も
あ
ろ
う
し
、
ま
た
歴
史
の
必

然
だ
と
の
解
釈
も
あ
ろ
う
。
だ
が
、
当
事
者
が
こ
の
よ
う
な
展
開
を
想
定
し
て
い
た
形
跡
は
な
く
、
中
華
民
国
が
自
ら
を
等
身
大
の
存
在
と

し
て
見
て
い
く
に
は
、
戦
後
四
十
年
以
上
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。
戦
後
五
十
年
た
っ
て
、
中
華
民
国
が
よ
う
や
く
台
彫
金
馬
四
島
に
限
定

し
た
主
権
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
台
湾
を
台
湾
と
し
て
国
家
承
認
し
て
い
る
国
は
無
く
、
全
て
が

中
国
の
代
表
政
府
と
し
て
の
承
認
を
与
え
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
意
味
で
は
中
華
民
国
は
生
き
て
い
る
。
ま
た
、
両
岸
関
係
に
お
い
て
も
、

大
陸
か
ら
中
国
で
あ
る
こ
と
を
標
携
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
中
華
民
国
は
残
さ
れ
て
い
る
。
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台
湾
の
外
交
を
考
え
る
と
き
、
昨
今
は
李
登
輝
の
「
務
実
外
交
」
が
話
題
と
さ
れ
る
が
、
台
湾
と
し
て
の
外
交
空
間
は
大
い
に
限
定
さ
れ

て
い
る
。
他
方
で
、
中
華
民
国
と
し
て
の
外
交
は
、
少
な
く
と
も
国
家
と
国
家
の
関
係
で
あ
り
、
互
い
に
外
交
官
を
派
遣
し
、
大
使
館
を
聞

く
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
の
台
湾
で
は
、
こ
の
双
方
か
ら
な
る
二
重
外
交
を
展
開
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
中
華
民
国
と
い
う
装
置
が
外

交
で
依
然
生
き
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
台
湾
が
台
湾
と
し
て
外
交
を
な
か
な
か
構
想
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
現

状
維
持
の
一
面
と
し
て
の
実
務
外
交
は
、
中
華
民
国
外
交
が
一
方
に
あ
っ
て
始
め
て
輝
く
も
の
で
あ
り
、
実
務
外
交
だ
け
で
は
、
た
だ
の
現

実
的
な
外
交
に
過
ぎ
な
い
。
台
湾
の
外
交
が
将
来
的
に
ど
の
よ
う
に
構
想
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

中華人民共和国・台湾の50周年一歴史・現状・未来一

【
付
記
】
筆
者
は
中
華
民
国
前
期
(
北
京
政
府
期
)

の
外
交
を
専
門
と
し
、
台
湾
外
交
に
つ
い
て
は
勉
強
を
始
め
た
ば
か
り
で
あ
る
。
本
稿

は
現
時
点
で
の
考
え
を
問
題
提
起
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
1
)
拙
稿
「
歴
史
学
か
ら
見
た
戦
後
補
償
」
(
奥
田
安
弘
・
川
島
真
ほ
か
『
共
同
研
究
・
中
国
戦
後
補
償
l
歴
史
・
法
・
裁
判
』
明
石
書
応
、
二
O

O
O
年
、
十
三
l
四
七
頁
)
参
照
。
ら
お
、
本
稿
の
お
お
ま
か
な
内
容
は
、
「
埋
も
れ
る
抗
戦
損
失
調
査
」
(
日
本
放
送
協
会
教
養
番
組
、

E
T

V
特
集
、
一
九
九
九
年
八
月
十
九
日
日
放
映
)
に
て
既
に
示
し
て
い
る
。

(
2
)
戦
後
の
台
湾
史
研
究
の
展
開
と
日
本
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
呉
密
祭
・
若
林
正
丈
『
台
湾
対
話
録
』
(
自
力
晩
報
、
一
九
八
九
年
)
参
照
。

(
3
)
台
湾
で
の
文
書
公
開
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
台
湾
に
お
け
る
史
料
公
開
状
況
1

外
交
部
結
案
資
訊
処
・
国
防
部
史
政
局
を
中
心
に
」

(
『
近
代
中
国
研
究
葉
報
』
十
九
号
、
一
九
九
七
年
)
参
照
。

(
4
)
現
在
の
中
華
民
国
台
北
政
府
は
、
南
京
国
民
政
府
の
継
承
政
権
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
中
華
民
国
北
京
政
府
と
直
接
に
繋
が
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
国
璽
は
国
民
政
府
期
に
入
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
し
、
国
旗
も
五
色
旗
で
は
な
く
青
天
白
日
紅
旗
で
あ
る
。
二
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0
0
0
年
三
月
の
選
挙
で
崩
れ
た
の
は
、
国
民
党
を
執
政
党
と
す
る
一
九
二
八
年
以
来
の
中
華
民
国
で
あ
り
、
国
民
党
を
執
政
党
と
し
な
い
中

華
民
国
で
あ
れ
ば
、
一
九
一
一
一
年
か
ら
二
七
年
ま
で
十
五
年
存
在
し
て
い
た
。
中
華
民
国
北
京
政
府
が
清
か
ら
中
華
民
国
国
民
政
府
へ
の
過
渡

期
に
位
置
付
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
現
在
の
中
華
民
国
台
北
政
府
は
台
湾
に
根
ざ
し
た
新
た
な
政
体
へ
の
過
渡
期
の
産
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

(
5
)
象
徴
的
な
の
は
、
外
交
部
の
正
門
を
入
っ
た
玄
関
に
こ
れ
ら
の
国
々
の
国
旗
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(
6
)
特
に
段
燕
箪
『
中
日
戦
争
賠
償
問
題
l
中
国
国
民
政
府
の
政
治
・
戦
後
対
日
政
策
を
中
心
に
』
(
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
六
年
)
の
巻
末
に

あ
る
参
考
文
献
リ
ス
ト
は
、
こ
の
分
野
を
学
ぶ
者
に
は
有
用
。

(
7
)
結
果
的
に
中
華
民
国
が
は
じ
き
出
し
た
一
九
三
七
年
以
降
の
被
害
総
額
は
五
一
五
億
七
五
O
O
万
ド
ル
(
東
北
部
、
台
湾
、
共
産
党
支
配
区

を
除
く
、
レ
ー
ト
は
一
九
三
七
年
開
戦
当
時
)
、
死
傷
者
は
一
二
七
八
万
人
強
で
あ
っ
た
。

(
8
)
こ
こ
で
「
歴
史
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
重
慶
に
お
い
て
は
、
大
学
教
員
な
ど
に
よ
っ
て
、
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
テ
イ
ツ

ク
で
は
あ
る
が
同
時
に
リ
ベ
ラ
ル
さ
を
備
え
た
学
術
研
究
が
展
開
さ
れ
て
い
た
が
、
一
方
で
官
僚
た
ち
に
よ
っ
て
も
旧
仲
間
案
の
整
理
な
ど
が
盛

ん
に
進
め
ら
れ
た
。
外
交
結
案
も
調
査
委
員
会
が
お
か
れ
、
清
末
以
来
の
桔
案
が
改
め
て
整
理
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
9
)
抗
戦
被
害
調
査
に
関
す
る
組
織
の
変
遷
を
、
国
史
館
の
史
料
に
即
し
て
整
理
し
た
先
行
研
究
と
し
て
、
遅
景
徳
『
中
国
対
日
抗
戦
損
失
調
査

史
述
』
(
国
史
館
、
一
九
八
七
年
)
参
照
。

(
叩
)
こ
の
調
査
は
、
殺
害
事
件
な
ど
の
刑
事
面
と
、
鍋
一
つ
に
至
る
ま
で
の
財
産
に
関
す
る
民
事
的
な
も
の
と
分
け
て
記
録
を
作
っ
て
い
る
。
「
南

京
事
件
」
も
、
殺
傷
数
な
ど
を
問
題
に
し
た
記
録
と
、
葬
式
費
用
・
家
屋
の
損
傷
と
い
っ
た
こ
と
を
問
題
に
し
た
記
録
が
分
け
ら
れ
て
残
さ
れ

て
い
る
。

(
日
)
中
華
民
国
は
日
本
の
経
済
力
を
自
ら
の
下
位
に
お
く
べ
く
、
日
本
を
農
業
国
と
す
る
こ
と
を
提
案
、
ま
た
軍
備
を
持
た
せ
ず
、
教
育
・
思
想

面
も
刷
新
さ
せ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。
天
皇
制
に
つ
い
て
は
、
廃
止
論
者
も
い
た
が
、
蒋
介
石
ら
の
判
断
で
は
連
合
国
に
従
う
と
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
沖
縄
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
と
と
も
に
連
合
で
委
任
統
治
す
る
案
を
提
起
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
に
却
下
さ
れ
て
い
る
。

(
ロ
)
無
論
、
こ
の
ほ
か
に
各
地
に
残
さ
れ
た
武
装
し
た
日
本
人
が
抵
抗
す
る
こ
と
を
防
ぎ
、
ま
た
は
共
産
党
側
に
つ
く
こ
と
を
避
け
、
場
合
に
よ
っ

て
は
中
華
民
国
側
に
つ
く
よ
う
に
す
る
た
め
と
い
う
現
実
的
な
側
面
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
日
)
中
華
民
国
が
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
賠
償
放
棄
を
申
し
出
な
が
ら
、
二
国
間
交
渉
で
こ
の
項
目
を
復
活
さ
せ
た
の
は
、
別
の
項
目
で
の
日
本
側
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の
譲
歩
を
引
き
出
す
た
め
だ
と
い
う
説
明
も
あ
る
。
前
掲
「
埋
も
れ
る
抗
戦
損
失
調
査
」
(
日
本
放
送
協
会
教
養
番
組
、

E
T
V特
集
、

九
年
八
月
十
九
日
日
放
映
)
に
お
け
る
中
華
民
国
側
交
渉
担
当
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

九
九

あ
と
が
き

掲
載
さ
れ
た
諸
論
文
は
、
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ

1
シ
ヨ
ン
研
究
会
寄
与
え
言
芸
ご

E
3・Z
E
E
-
R
-言、
1
包
czh)
が
一
九
九
九
年
十
二
月
四
日
・
五
日
の

中華人民共和国-台湾の50周年一歴史・現状・未来

両
日
に
、
北
海
道
大
学
法
学
部
会
議
室
で
開
催
し
た
「
中
華
人
民
共
和
国
・
台
湾
の
五
十
年
1
歴
史
・
現
状
・
未
来
i
」
と
題
す
る
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
で
の
報
告
内
容
で
あ
る
(
参
加
者
の
べ
百
二
十
名
)
。
ま
た
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
第
一
セ
ッ
シ
ョ
ン
「
中
華
人
民
共
和
国
五
十
年
と
未
来
を
考
え

る
」
は
、
近
現
代
中
国
懇
話
会
と
の
共
催
で
開
か
れ
、
同
会
を
代
表
し
て
城
谷
武
男
氏
(
北
海
道
文
教
大
学
外
国
語
学
部
)
が
司
会
を
担
当
し
た
。
そ

し
て
第
二
セ
ッ
シ
ョ
ン
「
台
湾
の
五
十
年
と
未
来
を
考
え
る
」
は
、
同
じ
く
近
現
代
中
国
懇
話
会
と
共
催
で
、
日
本
台
湾
学
会
第
八
固
定
例
研
究
会
を

兼
ね
て
関
か
れ
、
同
学
会
の
定
例
研
究
会
担
当
理
事
で
あ
る
塚
本
元
氏
(
法
政
大
学
法
学
部
)
が
司
会
を
担
当
し
た
。
な
お
、
各
論
考
に
あ
る
筆
者
肩

書
き
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
当
時
の
も
の
で
あ
る
。
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