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と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

翻
っ
て
、
戦
後
米
軍
占
領
下
に
お
い
て

G
H
Q
主
導
で
定
め
ら
れ
た
日
本
国
憲
法

で
、
平
和
憲
法
と
し
て
の
象
徴
的
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
憲
法
第
2
章
第
9
条
で
あ

る
。
戦
後
の
長
き
に
わ
た
っ
て
日
本
は
平

和
を
享
受
し
て
き
た
。
そ
れ
に
は
様
々
な

要
因
が
あ
り
、
そ
の
中
の
一
つ
と
し
て
憲

法
9
条
が
果
た
し
て
き
た
役
割
は
確
か
に

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
日
本
国
憲
法

が
制
定
さ
れ
て
既
に
80
年
に
な
ろ
う
と
し

て
、
世
界
で
最
も
古
い
憲
法
と
言
わ
れ
て

い
る
。
制
定
当
時
の
状
況
と
今
の
日
本
を

取
り
囲
む
環
境
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い

る
。

　

日
本
国
憲
法
前
文
に
あ
る
「
平
和
を
愛

す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し

て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ

う
と
決
意
し
た
。
わ
れ
ら
は
、
平
和
を
維

持
し
、
専
制
と
隷
属
、
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
…
」
と
い
う
文
言

は
、
現
実
の
国
際
社
会
に
お
い
て
は
も
は

や
悪
い
冗
談
と
し
か
思
え
な
い
の
で
あ

る
。
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
、
イ
ス

ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
・
そ
れ
を
支
援
す

る
イ
ラ
ン
を
中
心
と
し
た
イ
ス
ラ
ム
勢
力

の
抗
争
、
中
国
の
台
湾
併
合
を
目
的
と
す

る
圧
迫
、
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
勢
力
拡
張

な
ど
、
武
力
を
背
景
と
し
た
紛
争
は
止
む

気
配
が
な
い
。
さ
ら
に
日
本
の
周
り
に
は

専
制
国
家
と
し
か
思
え
な
い
北
朝
鮮
、
中

国
、
ロ
シ
ア
が
存
在
し
て
い
る
。

　

憲
法
第
2
章
の
「
戦
争
の
放
棄
」
と
い

う
文
言
は
侵
略
目
的
の
戦
争
の
放
棄
と
説

明
さ
れ
て
い
る
が
、
国
際
法
上
認
め
ら
れ

て
い
る
自
衛
権
の
行
使
た
る
戦
争
を
も
放

棄
す
る
と
い
う
意
味
に
解
釈
で
き
る
可
能

性
が
あ
り
、
日
本
が
侵
略
さ
れ
た
場
合
に

は
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
視
点
が
曖
昧
で

あ
る
。
憲
法
に
あ
る
「
戦
争
の
放
棄
」
と

い
う
文
言
は
、
日
本
が
日
清
・
日
露
戦
争

以
来
大
陸
に
進
出
、
侵
攻
し
た
歴
史
を
踏

ま
え
て
の
文
言
で
あ
る
。
戦
後
の
混
乱
期

は
と
も
か
く
、
時
代
は
変
わ
っ
て
き
て
今

や
日
本
が
反
対
に
侵
攻
さ
れ
る
事
態
を
真

剣
に
予
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に

な
っ
て
き
て
い
る
。
日
本
が
勝
手
に
戦
争

の
放
棄
と
言
っ
て
い
る
時
に
そ
ん
な
こ
と

は
知
っ
た
こ
と
か
と
隣
国
に
侵
略
さ
れ
た

ら
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
避

け
る
た
め
に
は
ま
ず
憲
法
第
2
章
の
「
戦

争
の
放
棄
」と
い
う
文
言
を
修
正
し
て「
戦

争
の
抑
止
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
憲
法
第
9
条
第
1
項
は
そ
の
趣
旨

で
あ
る
「
武
力
に
よ
る
威
嚇
ま
た
は
武
力

の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段

と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
」

は
生
か
す
と
し
て
も
、「
国
権
の
発
動
た

る
戦
争
」
と
い
う
部
分
を
一
部
修
正
し
て

自
衛
権
の
発
動
と
し
て
の
戦
争
は
妨
げ
な

い
こ
と
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
し
て
第
2
項
は
「
我
が
国
の
平
和
と

独
立
を
守
り
国
の
安
全
を
保
つ
た
め
軍
事

力
を
保
有
す
る
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　

時
代
は
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

応
じ
て
日
本
も
変
化
し
な
け
れ
ば
生
き
残

れ
な
い
。

　

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
に
お
い
て
も
、

進
化
し
て
生
き
残
る
の
は
変
化
に
対
応
で

き
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
大
命
題
が
あ

る
。
日
本
が
今
後
と
も
平
和
と
安
全
に
生

き
残
る
た
め
に
は
変
化
へ
の
対
応
が
必
要

な
の
で
あ
る
。

　

大
日
本
国
帝
国
憲
法
が
発
布
さ
れ
て
か

ら
日
本
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
て
敗

戦
す
る
ま
で
56
年
、
日
本
国
憲
法
が
公
布

さ
れ
て
か
ら
す
で
に
78
年
が
た
っ
て
い

る
。
現
在
の
憲
法
も
既
に
時
代
の
変
化
に

対
応
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。

　

戦
前
の
統
帥
権
が
日
本
を
存
亡
の
淵
ま

で
追
い
込
ん
だ
よ
う
に
、
後
生
大
事
に
憲

法
第
2
章
第
9
条
を
守
っ
た
が
た
め
に
日

本
が
存
亡
の
淵
ま
で
追
い
込
ま
れ
な
い
よ

う
に
願
う
も
の
で
あ
る
。

　

令
和
6
年
8
月
15
日
敗
戦
記
念
日
（
戦

後
79
年
）
に
お
い
て

　

日
本
国
憲
法
施
行
の
年
生
ま
れ
の
筆
者　

記追
記　

岸
田
総
理
は
来
る
自
民
党
総
裁
選

に
は
出
馬
し
な
い
こ
と
を
表
明
し
た
。
事

実
上
、
9
月
に
は
新
し
い
総
理
大
臣
が
誕

生
す
る
こ
と
に
な
る
。
新
し
い
総
理
大
臣

が
憲
法
問
題
に
真
剣
に
取
り
組
ん
で
貰
う

こ
と
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
が
…

　

今
年
元
旦
に
起
き
た
能
登
半
島
地
震
で

被
災
し
て
か
ら
早
7
カ
月
以
上
の
月
日
が

経
っ
た
。
先
月
末
に
、
避
難
先
の
東
京
か

ら
2
カ
月
ぶ
り
に
帰
郷
し
、
早
速
、
輪
島

市
街
地
を
散
策
し
た
。
が
れ
き
が
散
乱
し

た
ま
ま
で
、
倒
壊
し
た
家
屋
も
撤
去
が
進

ん
で
お
ら
ず
、
ま
る
で
、
地
震
が
起
き
た

時
か
ら
時
間
が
止
ま
っ
た
か
の
よ
う
だ
。

街
全
体
が
寂せ

き

寥
り
ょ
う

感か
ん

に
包
ま
れ
て
い
る
。

街
中
に
は
全
く
人
が
い
な
い
。

　

実
際
に
、
今
回
の
震
災
を
機
に
輪
島
市

外
へ
の
移
住
が
進
ん
で
い
る
。
地
震
直
後

能
登
半
島
地
震

　

被
災
地
レ
ポ
ー
ト

賛
助
会
員　

江
上　

美
穂
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は
、
自
衛
隊
、
行
政
組
織
、
ま
た
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
方
が
被
災
地
に
結
集
し
、
活
気

が
あ
っ
た
が
、現
在
は
、そ
の
方
々
も
去
っ

て
い
き
、
街
は
ま
る
で
遺
跡
の
よ
う
だ
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
集
ま
ら
な
い
理
由
と
し

て
、
市
内
の
宿
泊
施
設
の
不
足
が
あ
る
そ

う
だ
。

　

ま
た
半
島
故
の
道
路
状
況
の
悪
さ
も
関

係
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
震
災
当
初
に

比
べ
、
道
路
状
況
は
大
幅
に
改
善
さ
れ
た

も
の
の
、
慢
性
的
な
宿
泊
施
設
不
足
は
続

い
て
お
り
、
飲
食
店
そ
の
他
の
施
設
も
十

分
機
能
し
て
お
ら
ず
、
現
在
も
、
被
災
し

た
人
向
け
に
市
内
の
数
カ
所
で
入
浴
サ
ー

ビ
ス
が
行
わ
れ
て
い
る
。
今
後
数
年
は
、

こ
の
よ
う
な
状
態
が
続
く
の
だ
ろ
う
か
。

　

先
行
き
の
見
通
し
が
立
た
な
い
状
態
で

は
、
市
民
は
不
安
で
前
を
向
い
て
い
け
な

い
。
何
と
か
し
て
街
に
人
を
呼
び
込
め
な

い
だ
ろ
う
か
。
人
が
集
ま
れ
ば
、
街
は
活

気
づ
き
、
結
果
、
街
も
人
も
明
る
く
な
る
。

今
年
3
月
に
東
京
に
避
難
し
て
以
来
、
地

元
に
残
っ
て
い
る
父
か
ら
、
街
の
様
子
を

聞
く
た
び
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た
。
皆
か
ら
忘
れ
去
ら
れ

つ
つ
あ
る
能
登
半
島
を
何
と
か
盛
り
立
て

て
行
き
た
い
。
そ
れ
に
は
、
被
災
地
に
人

が
集
ま
る
必
要
が
あ
る
。
人
が
集
ま
れ
ば
、

開
業
す
る
飲
食
店
や
旅
館
も
出
て
く
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
ゴ
ー
ス
ト

タ
ウ
ン
の
よ
う
な
街
に
活
気
が
生
ま
れ

る
。

　

そ
し
て
、
今
回
能
登
で
起
き
た
こ
と
は
、

決
し
て
他
人
事
で
は
な
い
。
今
年
能
登
で

起
こ
っ
た
規
模
の
地
震
は
、
日
本
国
内
で
、

ど
こ
で
も
起
こ
り
得
る
可
能
性
が
あ
る
。

今
後
は
、
そ
れ
を
自
分
の
こ
と
と
捉
え
て
、

ま
ず
は
地
震
の
怖
さ
や
悲
惨
さ
を
知
り
、

そ
の
た
め
の
準
備
を
し
て
お
く
の
が
良
い

よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
、
能
登
半
島
地
震

を
、
将
来
、
日
本
国
内
で
確
実
に
起
こ
る

と
予
想
さ
れ
て
い
る
巨
大
地
震
へ
向
け
て

の
教
訓
に
し
て
い
た
だ
き
た
く
、
首
都
圏

在
住
の
方
向
け
の
防
災
ツ
ア
ー
を
、
協
力

者
の
賛
同
を
得
て
企
画
を
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　

地
震
に
よ
る
被
害
状
況
や
被
災
地
の
悲

惨
さ
は
、
実
際
に
現
地
を
視
察
し
た
人
で

な
け
れ
ば
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

思
う
。
将
来
確
実
に
起
こ
る
と
予
想
さ
れ

て
い
る
大
地
震
。
そ
の
時
の
た
め
に
、
準

備
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
多
く
あ
る
と
思

う
。
ま
ず
は
、
被
災
地
に
赴
き
、
地
震
に

よ
る
被
害
を
擬
似
体
験
し
、
自
分
自
身
の

こ
と
と
捉
え
て
、
来
た
る
天
変
地
異
に
備

え
て
、
考
え
て
い
た
だ
く
機
会
に
な
れ
ば

大
変
嬉
し
く
思
う
。

　

能
登
半
島
地
震
の
防
災
ツ
ア
ー
は
、
今

年
中
の
開
催
を
予
定
し
て
お
り
、
現
在
関

係
者
と
の
調
整
を
行
っ
て
い
る
。

　

能
登
半
島
が
一
日
も
早
く
復
興
す
る
こ

と
を
切
に
願
う
。
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