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第
二
次
世
界
大
戦
は
日
本
の
無
条
件
降
伏
で
幕
を
閉
じ
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
連
合
国
軍
に
占
領
さ
れ
た
。
占
領
軍

で
あ
る
連
合
国
側
は
、
東
京
に
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｑ
）
を
設
け
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
を
最
高
司
令
官
に
任

命
し
た
。
そ
れ
以
後
は
、
日
本
は
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｑ
の
指
令
、
勧
告
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
い
う
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｑ
の
間
接
統
治
、
も
っ
と

端
的
に
い
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
単
独
支
配
下
に
置
か
れ
た
。 

 

ア
メ
リ
カ
の
占
領
政
策
の
根
幹
は
、
日
本
の
非
軍
事
化
で
あ
り
、
民
主
化
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
終
戦
と
同
時
に

軍
は
解
体
さ
れ
、
兵
士
は
夫
々
郷
里
に
帰
さ
れ
た
。
一
方
、
戦
争
責
任
を
問
わ
れ
た
人
た
ち
は
公
職
か
ら
追
放
さ
れ
、
軍
国
主
義
的

色
彩
の
濃
い
人
は
官
職
か
ら
一
掃
さ
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
治
安
維
持
法
が
廃
止
さ
れ
て
、
そ
れ
ま
で
の
思
想
犯
、
政
治
犯
は
一
斉

に
解
放
さ
れ
、
国
民
一
人
一
人
に
政
治
活
動
の
自
由
が
保
証
さ
れ
た
。 

 

日
本
の
民
主
化
の
た
め
に
も
、
重
要
な
政
策
が
と
ら
れ
た
。
そ
の
一
つ
が
農
地
改
革
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
日
本
軍
国
主
義
の
基
盤

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
地
主
制
度
は
、
こ
の
政
策
で
大
き
く
揺
ぎ
出
し
た
。
白
鷹
町
に
お
い
て
も
、
こ
の
政
策
に
よ
っ
て
農
地
委

員
が
選
出
さ
れ
、
そ
の
人
た
ち
の
手
で
、
所
有
限
度
外
の
土
地
が
解
放
さ
れ
て
か
ら
、
そ
れ
ま
で
小
作
人
で
あ
っ
た
人
々
の
多
く
は

自
作
農
に
変
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
問
題
は
あ
っ
た
に
し
ろ
、
自
作
農
創
設
に
は
大
き
な
力
に
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。 

 

日
本
の
民
主
化
政
策
の
も
う
一
つ
は
、
教
育
制
度
の
改
革
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
公
布
の
教
育
基
本
法
に
則

っ
た
学
校
教
育
法
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
、
小
学
校
六
年
、
中
学
校
三
年
、
高
等
学
校
三
年
の
所
謂
六
・
三
・
三
制
が

実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
全
国
の
町
村
に
新
制
中
学
校
が
設
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
た
め
新
校
舎
建
築
な
ど
で
、
ど
の
町
村
も

大
き
な
財
政
的
負
担
に
苦
し
む
こ
と
と
な
っ
た
。 
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六
・
三
・
三
制
が
発
足
し
た
年
の
五
月
、
明
治
の
欽
定
憲
法
に
か
わ
っ
て
新
し
い
日
本
国
憲
法
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
新
憲
法
は
、

日
本
政
府
の
案
を
不
満
と
す
る
連
合
軍
が
、
み
ず
か
ら
改
正
案
を
示
し
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
出
来
上
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
主

権
在
民
を
明
示
し
た
こ
と
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
の
武
力
行
使
と
戦
力
保
持
を
否
認
し
た
こ
と
、
人
権
尊
重
を
謳
っ

た
こ
と
な
ど
の
点
か
ら
見
て
、
画
期
的
な
憲
法
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 

 

現
代
と
い
う
歴
史
上
の
流
れ
は
、
こ
う
し
た
目
ま
ぐ
る
し
い
動
き
の
中
で
幕
が
開
い
た
。
し
か
し
、
一
般
国
民
の
大
部
分
は
、
白

鷹
町
民
も
含
め
て
、
幕
が
開
い
た
こ
と
に
気
付
い
て
は
い
た
が
、
そ
の
目
ま
ぐ
る
し
い
政
治
の
動
き
に
気
を
と
ら
れ
る
余
裕
は
、
全

く
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
何
故
な
ら
、
人
々
は
毎
日
毎
日
、
そ
の
日
そ
の
日
の
生
活
に
追
わ
れ
通
し
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

人
口
は
増
え
て
も
食
糧
は
不
足
、
仕
事
も
不
足
、
生
活
必
需
品
も
不
足
、
と
何
も
か
も
不
足
と
い
う
統
制
経
済
の
暗
さ
は
、
無
い
筈

の
品
物
も
「
ヤ
ミ
」
な
ら
ば
出
て
く
る
と
い
う
矛
盾
に
よ
っ
て
増
々
そ
の
暗
さ
を
増
し
、
人
々
は
言
い
知
れ
ぬ
苛
立
ち
の
中
で
、
押

し
寄
せ
る
物
価
高
と
闘
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
戦
争
に
よ
る
大
き
な
混
乱
も
、
や
が
て
静
ま
る
時
が
き
た
。
昭
和
二
十
五
年
を
境
と
し
て
訪
れ
た
好
景
気
の
お
蔭
で
あ

る
。
こ
の
好
景
気
が
皮
肉
に
も
隣
国
朝
鮮
に
起
き
た
戦
争
、
所
謂
朝
鮮
動
乱
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
生
活
の
安
定
を
求
め
る
あ

ま
り
、
そ
れ
を
咎
め
る
ゆ
と
り
な
ど
、
一
般
国
民
は
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
民
衆
の
生
活
の
陰
で
、

日
本
は
い
つ
と
は
な
く
そ
の
進
路
を
大
き
く
変
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
戦
争
を
放
棄
し
、
戦
力
を
否
認
し
た
筈
の
日
本
に
、

警
察
予
備
隊
創
設
が
指
令
さ
れ
、
そ
れ
は
や
が
て
保
安
隊
、
自
衛
隊
へ
と
拡
大
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
方
、
朝
鮮
動
乱
に
よ
る
景

気
は
戦
後
の
「
鍋
底
景
気
」
か
ら
、
一
気
に
「
神
武
景
気
」
へ
と
飛
躍
し
、
こ
れ
が
や
が
て
日
本
の
高
度
経
済
成
長
へ
と
つ
な
が
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
白
鷹
町
誕
生
と
い
う
、
吾
々
に
と
っ
て
の
歴
史
的
事
実
も
、
そ
の
よ
う
な
社
会
の
渦
巻
の
中
で
行
な
わ
れ
た
の

で
あ
る
。 

 

で
は
、
そ
の
よ
う
な
波
の
中
で
、
郷
土
の
人
た
ち
は
ど
う
生
き
て
き
た
の
か
、
以
下
順
を
追
っ
て
述
べ
て
い
こ
う
。 


