
参
戦
し
た
功
績
と
し
て
、
日
本
の
領
土
で
あ
る
千
島
列
島
を
ソ
連

に
与
え
ま
し
た
。

　

ア
メ
リ
カ
が
日
本
か
ら
分
割
し
て
ソ
連
に
与
え
た
北
方
領
土
の

返
還
要
求
を
、
ソ
連
の
後
継
国
家
で
あ
る
ロ
シ
ア
に
対
し
て
、
ア

メ
リ
カ
を
抜
き
に
し
て
、
日
本
が
単
独
で
ロ
シ
ア
に
要
求
す
る
権

利
は
残
念
な
が
ら
あ
り
ま
せ
ん
。

　

北
方
領
土
の
日
本
返
還
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
北
方
領
土
を

日
本
か
ら
分
割
し
て
ソ
連
に
与
え
た
ア
メ
リ
カ
が
、
ロ
シ
ア
と
話

し
合
っ
た
結
果
、
米
露
合
意
に
基
づ
い
て
、
初
め
て
ロ
シ
ア
は
日

本
に
北
方
領
土
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
何な

ぜ故
な
ら

ば
戦
後
の
日
本
は
、
米
ソ
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
戦
後
体
制
、
つ
ま

り
ヤ
ル
タ
・
ポ
ツ
ダ
ム
体
制
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
か
ら
に
他

＜

第
三
章＞

　

歴
史
考
察
か
ら
見
え
る
歪
ん
だ
世
界
秩
序

　

〜
日
本
に
好
意
的
な
ロ
シ
ア
人
、

友
好
を
結
ぶ
べ
き
ロ
シ
ア
へ
の
偏
見
〜

　

―
―
米
露
関
係
で
あ
る
北
方
領
土
問
題
―
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

北
方
領
土
問
題
が
基
本
的
に
は
米
露
問
題
で
あ
る
こ
と
は
前
回

で
少
し
触
れ
ま
し
た
。

　

ヤ
ル
タ
協
定
を
受
け
て
出
さ
れ
た
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受じ

ゅ
だ
く諾

し
た

日
本
に
対
し
て
、
戦
勝
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
は
、
ソ
連
が
日
本
に

● 

第
20
回

な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

　

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
よ
っ
て
日
本
は
、
北
方
領
土

の
領
有
権
を
ア
メ
リ
カ
に
放
棄
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
ソ
連
は
調
印
し
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
つ
ま
り
北
方
領
土
は
、
ど
こ
の
国
が
統
治
管
理
す
る
の
か

明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。

　

ど
こ
の
国
が
統
治
、
管
理
す
る
の
か
明
確
で
な
い
千
島
列
島
を
、

ソ
連
が
実
効
支
配
し
て
お
り
、
そ
の
後
継
国
家
で
あ
る
ロ
シ
ア
に

よ
っ
て
今
日
も
支
配
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
に
北
方
領

土
問
題
の
複
雑
さ
が
あ
り
ま
す
。

　

今
日
の
ロ
シ
ア
は
、「
日
露
平
和
条
約
の
締
結
と
同
時
に
、
歯は

ぼ
ま
い舞

、

色し
こ
た
ん丹

の
二
島
は
無
条
件
で
引
き
渡
す
」と
し
て
、
ソ
連
時
代
か
ら
変

わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
ソ
連
時
代
は
、
東
西
冷
戦
の
最
中
で

あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ソ
連
に
対
し
て
四
島
一
括
返
還
を
要
求
し

な
け
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
沖
縄
を
還
さ
な
い
と
言
っ
て
、
日
本
政

府
に
対
し
て
圧
力
を
加
え
て
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
現
在
の
ロ
シ
ア
は
ソ
連
時
代
と
違
い
、
日
露
間
に
領

土
問
題
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
日
露
両
国
の
懸
案
事
項
と

な
っ
て
い
る
、
北
方
領
土
問
題
を
早
期
に
解
決
し
て
、
日
本
と
経

済
そ
の
他
の
分
野
に
お
い
て
、
ロ
シ
ア
は
新
し
い
関
係
を
築
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
日
露
両
国
に
は
、
常
に
北
方
領
土
問
題
が
大
き
く
横

た
わ
っ
て
い
る
以
上
、
日
本
の
国
民
感
情
か
ら
な
か
な
か
ロ
シ
ア

と
は
親
密
な
関
係
を
築
く
に
至
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　

た
だ
し
ロ
シ
ア
は
、
国く

な
し
り後

と
択え

と
ろ
ふ捉

を
日
本
に
返
還
す
る
際
に
は
、

返
還
し
や
す
い
環
境
が
必
要
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

日
米
安
保
条
約
体
制
下
で
、
国
後
、
択
捉
を
ロ
シ
ア
が
日
本
に

無
条
件
で
返
還
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
海
域
に
ア
メ
リ
カ
の
原
子

力
潜
水
艦
が
潜
航
し
て
、
ロ
シ
ア
に
照
準
を
定
め
た
核
ミ
サ
イ
ル

を
用
意
す
る
危
険
性
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

つ
ま
り
国
後
、
択
捉
は
、
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
絶
対
的
に
国
防
上

の
重
要
な
拠
点
と
な
る
た
め
、
日
米
安
保
体
制
と
い
う
美
名
に
隠

れ
た
、
事
実
上
の
ア
メ
リ
カ
軍
の
占
領
下
に
あ
る
日
本
に
は
、
容

易
に
返
還
す
る
わ
け
に
は
ゆ
き
ま
せ
ん
。
そ
の
危
険
性
を
な
く
す

た
め
に
、
ロ
シ
ア
の
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
、「
日
露
間
は
ま
ず
、
前

提
条
件
な
し
の
平
和
条
約
を
締
結
し
た
後
に
、
改
め
て
協
議
す
る
」

と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
を
絶
対
視
し
て

い
る
日
本
は
、
そ
の
条
件
に
は
乗
ら
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　

従
っ
て
北
方
領
土
問
題
は
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
堂
々
巡
り
に

な
る
わ
け
で
す
。

　

北
方
領
土
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
戦
後
体
制
を

構
築
し
た
ヤ
ル
タ
・
ポ
ツ
ダ
ム
体
制
お
よ
び
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
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体
制
と
い
う
、
戦
後
の
秩
序
を
打
破
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

何
故
か
と
い
う
と
、
ヤ
ル
タ
・
ポ
ツ
ダ
ム
体
制
を
受
け
て
締
結

さ
れ
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
よ
っ
て
日
本
は
、
北
方

領
土
を
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
破
棄
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
。

北
方
領
土
問
題
は
あ
く
ま
で
も
、
ア
メ
リ
カ
と
そ
れ
を
実
効
支
配

し
て
い
る
ロ
シ
ア
と
の
問
題
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

繰
り
返
し
て
述
べ
ま
す
が
、
北
方
領
土
は
、
日
本
の
本
土
決
戦

に
よ
る
多
大
な
ア
メ
リ
カ
兵
の
犠
牲
を
避
け
る
た
め
に
、
ソ
連
を

対
日
戦
争
に
引
き
摺ず

り
込
ん
だ
代
償
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
が
ソ
連

に
北
方
領
土
を
割
譲
し
て
与
え
た
も
の
で
す
。

　

換
言
す
る
な
ら
ば
、
北
方
領
土
は
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
ソ
連

に
与
え
ら
れ
た
、
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
の
対
日
戦
争
に
参
加
し
た
ソ

連
へ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
で
し
た
。

　

従
っ
て
北
方
領
土
は
、
当
事
者
で
あ
る
は
ず
の
日
本
の
存
在
は

黙
殺
さ
れ
て
、
米
ソ
の
二
か
国
に
よ
っ
て
勝
手
に
そ
の
領
域
が
決

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
日
で
は
、
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連
の
後
継

国
家
で
あ
る
ロ
シ
ア
が
、
北
方
領
土
を
日
本
に
返
還
す
る
の
か
否

か
を
決
め
る
決
定
権
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
ロ
シ
ア
は
、
北
方
領
土
に
つ
い
て「
第
二
次
世
界
大
戦

で
得
た
結
果
で
あ
る
」と
い
う
主
張
を
し
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り

北
方
領
土
問
題
は
、
常
に
米
露
関
係
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

北
方
領
土
の
返
還
は
、
本
来
の
筋
論
で
言
え
ば
、
全
千
島
お
よ

び
南
樺か

ら
ふ
と太

だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
講
和
条
約
に
お
い
て
、
北
方
領
土
の
領
有
を
放
棄
し
た
の

み
な
ら
ず
、
戦
争
末
期
の
対
米
和
平
交
渉
に
対
し
て
ソ
連
を
頼
っ

た
日
本
は
、
対
米
和
平
交
渉
が
実
現
し
、
講
和
に
至
っ
た
時
に
は
、

ソ
連
に
北
方
領
土
を
渡
す
密
約
ま
で
交
わ
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
経
緯
の
下
で
は
、
全
千
島
お
よ
び
南
樺
太
の
返
還
は
、

ロ
シ
ア
と
全
面
戦
争
を
し
て
勝
利
を
得
る
こ
と
な
し
に
は
、
到と

う
て
い底

実
現
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
北
方
四
島
と
言
わ
れ
て
い
る
歯
舞
、
色
丹
、
国
後
、

択
捉
は
、
正
確
に
は
千
島
列
島
を
意
味
す
る
北
方
領
土
で
は
な
く
、

北
海
道
の
一
部
で
す
。
従
っ
て
、
日
本
に
こ
の
四
島
に
つ
い
て
領

有
権
が
あ
る
こ
と
は
当
然
な
こ
と
で
す
。

　

ソ
連
も
そ
れ
を
理
解
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、「
平
和
条
約
締
結
と

同
時
に
即
時
、
歯
舞
、
色
丹
を
日
本
に
引
き
渡
す
」と
言
っ
て
い
た

の
で
す
。

　

た
だ
し
、
東
西
冷
戦
下
で
は
、
国
後
と
択
捉
の
二
島
は
ソ
連
に

と
っ
て
、
対
米
防
衛
の
拠
点
と
し
て
の
重
要
地
域
で
あ
っ
た
た
め
、

ア
メ
リ
カ
の
軍
事
的
支
配
体
制
下
の
日
本
に
無
条
件
で
返
還
す
る

こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
と

対
峙
す
る
現
在
の
ロ
シ
ア
も
か
つ
て
の
ソ
連
と
同
様
な
状
況
下
に

あ
り
ま
す
。

　

ソ
連
時
代
に
は
、「
領
土
問
題
は
存
在
し
な
い
」と
言
っ
て
、
北

方
四
島
に
関
す
る
返
還
に
つ
い
て
、
議
題
に
す
ら
な
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
日
の
ロ
シ
ア
は
、
は
っ
き
り
と
領
土
問

題
が
日
露
間
に
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
日
本
と
様
々
な
話
し

合
い
を
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
こ
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
我
々

は
し
っ
か
り
と
認
識
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

北
方
四
島
、
特
に
国
後
、
択
捉
の
返
還
に
つ
い
て
ロ
シ
ア
が
心

配
し
て
い
る
こ
と
は
、
北
方
四
島
の
海
域
に
ア
メ
リ
カ
の
対
露
戦

略
の
前
線
基
地
が
置
か
れ
た
り
、
ア
メ
リ
カ
の
原
子
力
潜
水
艦
が

や
っ
て
来
た
り
し
た
ら
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ロ
シ
ア
に
と
っ
て
、
北
方
四
島
の
日
本
へ
の
返
還
は
、
即
時
に

ロ
シ
ア
の
安
全
保
障
の
問
題
に
な
り
ま
す
。
中
国
や
北
朝
鮮
か
ら

の
日
本
防
衛
を
考
え
た
時
に
、
私
は
日
米
安
保
で
は
、
そ
れ
ら
の

国
々
は
抑
え
ら
れ
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
は

日
本
の
軍
事
的
な
支
配
を
継
続
し
、
ア
メ
リ
カ
製
の
高
額
な
兵
器

を
売
り
つ
け
る
た
め
に
、
戦
争
の
危
機
さ
え
煽あ

お

る
危
険
性
が
十
分

に
あ
り
ま
す
。

　

東
ア
ジ
ア
の
安
全
と
平
和
を
考
え
た
時
に
、
私
は
ロ
シ
ア
と
の

同
盟
関
係
が
必
要
不
可
欠
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

中
国
や
北
朝
鮮
の
膨
張
政
策
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ロ

シ
ア
を
措お

い
て
他
に
な
い
か
ら
で
す
。

　

日
本
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
独
立
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
可
能
に
な
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
日
の
よ
う
に
そ
れ
が
難
し
け
れ
ば
、
米

露
両
国
を
天
秤
に
か
け
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
片
や
日
米
安
保
協
定
、

も
う
片
方
は
日
露
同
盟
と
い
う
よ
う
に
、
日
本
の
安
全
保
障
を
天

秤
に
か
け
て
、
都
合
や
場
合
に
よ
っ
て
、
米
露
両
国
を
上
手
く
使

い
分
け
て
い
く
こ
と
で
す
。

　

そ
う
な
れ
ば
北
方
領
土
は
、
ア
メ
リ
カ
が
沖
縄
を
米
軍
基
地
と

し
て
使
っ
て
い
る
よ
う
に
、
国
後
、
択
捉
を
沖
縄
の
よ
う
に
ロ
シ
ア

軍
の
基
地
と
し
て
、
日
本
が
使
用
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
シ

ア
は
こ
の
二
島
を
日
本
に
返
還
す
る
可
能
性
は
高
く
な
り
ま
す
。

　

―
―
北
方
領
土
返
還
と「
ダ
レ
ス
恫
喝
」
―
―

　

平
成
二
八（
二
〇
一
六
）年
十
二
月
十
六
日
、
ロ
シ
ア
の
プ
ー
チ

ン
大
統
領
は
日
露
首
脳
会
談
の
後
に
、
安
倍
首
相
と
首
相
公
邸
で

開
い
た
共
同
記
者
会
見
の
席
上
、
北
方
領
土
問
題
に
関
し
て
、
日

本
が
昭
和
三
一（
一
九
五
六
）年
の「
日
ソ
共
同
宣
言
」に
お
い
て
北

方
四
島
の
同
時
返
還
を
主
張
し
た
背
景
に
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の

圧
力
、
い
わ
ゆ
る「
ダ
レ
ス
の
恫ど

う
か
つ喝

」が
あ
っ
た
と
い
う
見
方
を
示
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し
ま
し
た
。

　

記
者
会
見
に
て
、
記
者
か
ら「
共
同
経
済
活
動
を
ど
の
よ
う
に
平

和
条
約
締
結
に
結
び
つ
け
て
い
く
の
か
」な
ど
と
質
問
さ
れ
た
プ
ー

チ
ン
大
統
領
は
、
次
の
如
く
、
歴
史
的
な
経
緯
を
話
し
ま
し
た
。

 

「
一
九
五
六（
昭
和
三
一
）年
に
、
ソ
連
と
日
本
は
こ
の
問
題
の
解

決
に
向
け
て
歩
み
寄
っ
て
い
き
、『
五
六
年
宣
言
』（
日
ソ
共
同
宣

言
）を
調
印
し
、
批ひ

准じ
ゅ
んし

ま
し
た
。

　

こ
の
歴
史
的
事
実
は
皆
さ
ん
知
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
こ
の
時
、

こ
の
地
域
に
関
心
を
持
つ
米
国
の
当
時
の
ダ
レ
ス
国
務
長
官
が
日

本
を
脅
迫
し
た
わ
け
で
す
。“
も
し
日
本
が
米
国
の
利
益
を
損
な
う

よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
沖
縄
は
完
全
に
米
国
の
一
部
と
な
る
”」　

　

と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、「
私
た
ち
は
地
域
内
の
す

べ
て
の
国
家
に
対
し
て
敬
意
を
も
っ
て
接
す
る
べ
き
で
あ
り
、
そ

れ
は
米
国
の
利
益
に
対
し
て
も
同
様
で
す
」と
し
て
、
北
方
領
土
問

題
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
の
利
益
が
絡か

ら

ん
で
い
る
と
、
プ
ー
チ
ン
大

統
領
は
主
張
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
一
番
大
事
な
の
は
平
和
条
約

の
締
結
」だ
と
し
て
、
最
終
的
に
日
本
と
の
平
和
条
約
の
締
結
を
目

指
す
考
え
を
示
し
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で「
ダ
レ
ス
恫
喝
」と
は
、
当
時
、
ア
メ
リ
カ
の
国
務
長

官
ダ
レ
ス
が
、
重し

げ
み
つ光

葵ま
も
る外

相
に
対
し
て「
二
島
返
還
を
受
諾
し
た
場

合
、
ア
メ
リ
カ
が
沖
縄
を
返
還
し
な
い
」と
い
う
圧
力
を
か
け
て
恫

喝
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る「
ダ
レ
ス
恫
喝
」で
、
そ
の
内
容

は
具
体
的
に
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

　

昭
和
三
一（
一
九
五
六
）年
十
月
、
鳩
山
一
郎
首
相
と
ソ
連
の
ブ
ル

ガ
ー
ニ
ン
首
相
は
モ
ス
ク
ワ
で「
日
ソ
共
同
宣
言
」に
署
名
し
ま
し
た
。

　

こ
の
時
に
ソ
連
側
は
、
北
方
領
土
を
め
ぐ
っ
て
歯
舞
群
島
、
色

丹
島
の「
二
島
返
還
」を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
日
本
側
は
国
後

島
と
択
捉
島
を
含
む「
四
島
の
一
括
返
還
」を
主
張
し
、
継
続
協
議

を
要
求
し
た
た
め
、
日
ソ
両
国
の
交
渉
が
折
り
合
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
た
め『
日
ソ
共
同
宣
言
』で
は
、「
ソ
連
は
歯
舞
群
島
及
び
色

丹
島
を
日
本
国
に
引
き
渡
す
こ
と
に
同
意
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ

ら
の
諸
島
は
平
和
条
約
が
締
結
さ
れ
た
後
に
現
実
に
引
き
渡
さ
れ

る
も
の
と
す
る
」と
明
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

当
初
日
本
は
、
重
光
外
相
が
、「
四
島
返
還
が
困
難
の
場
合
に

は
、
二
島
返
還
を
目
指
せ
」と
訓
令
し
た
よ
う
に
、
歯
舞
群
島
、
色

丹
島
の「
二
島
返
還
」も
余
儀
な
し
、
だ
と
し
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、『
日
ソ
共
同
宣
言
』が
出
さ
れ
る
前
日
に
な
っ
て
、
何
故
か
急

き
ゅ
う

遽き
ょ

、「
四
島
一
括
返
還
」を
主
張
し
た
の
で
す
。

　

そ
の
背
景
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ダ
レ
ス
国
務
長
官
の
存
在
が
あ

り
ま
し
た
。
ダ
レ
ス
国
務
長
官
は
、
重
光
葵
外
相
に
対
し
て
、「
二

島
返
還
を
受
諾
し
た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
が
沖
縄
を
返
還
し
な
い
」と

い
う
圧
力
を
か
け
て
い
た
の
で
す
。

　

―
―
北
方
領
土
返
還
の

　
　
　
　
　
　
　

阻
止
を
謀は

か

る
ア
メ
リ
カ
―
―

　

ア
メ
リ
カ
は
、
日
ソ
間
で
領
土
問
題
が
進
展
し
て
、
日
ソ
が
接

近
す
る
こ
と
を
強
く
警
戒
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
行
わ
れ
た
の
が
、

「
ダ
レ
ス
恫
喝
」で
す
。

　

実
は
、
昭
和
三
〇（
一
九
五
五
）年
六
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、

翌
年
の『
日
ソ
共
同
宣
言
』へ
向
け
て
の
予
備
交
渉
が
、
イ
ギ
リ
ス

の
首
都
ロ
ン
ド
ン
の
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
パ
レ
ス
ガ
ー
デ
ン
に
あ
る
ソ

連
大
使
館
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

全
権
代
表
の
松
本
俊
一
に
鳩
山
一
郎
首
相
が
託
し
た
の
は
、
日

ソ
国
交
正
常
化
に
向
け
て
、
シ
ベ
リ
ア
な
ど
、
ソ
連
各
地
に
抑よ

く

留り
ゅ
う

さ
れ
て
い
る
邦
人
の
帰
還
を
は
じ
め
、
漁
業
問
題
な
ど
数
多
く
の

日
ソ
間
に
横
た
わ
る
課
題
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
最
大
の
課
題
が
、

日
ソ
間
の
戦
争
状
態
の
終
結
と
国
交
回
復
、
そ
し
て
北
方
領
土
問

題
の
解
決
で
し
た
。

　

重
光
葵
外
相
か
ら
松
本
全
権
に
下
さ
れ
た
訓
令
は
、

（
１
）国
後
、
択
捉
、
歯
舞
、
色
丹
の
四
島
返
還

（
２
）四
島
返
還
が
困
難
な
場
合
、
歯
舞
、
色
丹
の
二
島
返
還

　

と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

松
本
全
権
と
ソ
連
側
全
権
だ
っ
た
マ
リ
ク
駐
英
大
使
と
の
間
で

六
月
三
日
に
始
ま
っ
た
交
渉
の
当
初
、
日
本
は
四
島
返
還
を
主
張
し
、

交
渉
は
膠こ

う

着ち
ゃ
く状

態
と
な
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
ソ
連
側
が
八
月
初
め
、
歯
舞
、
色
丹
の
引
き
渡
し

の
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
二
島
返
還
で
、
日
ソ
両
国
の

折
り
合
い
が
着
き
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
重
光
の
訓
令（
２
）に「
四
島
返
還
が
困
難
の

場
合
、
二
島
返
還
を
目
指
せ
」と
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
同
月
二
七
日
、
外
務
省
か
ら
急
遽
、「
四
島
返
還
」

の
訓
令
が
発
せ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
国
後
島
と
択
捉
島
を
含
め
た

四
島
の
一
括
返
還
を
求
め
る
姿
勢
へ
と
、
松
本
全
権
が
戻
っ
て
し

ま
っ
た
た
め
、
ソ
連
側
も
態
度
を
硬
化
さ
せ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、

日
ソ
間
の
領
土
返
還
交
渉
は
決
裂
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

外
務
省
か
ら
の
こ
の
訓
令
は
、
対
ソ
融
和
に
乗
り
気
で
な
い
重

光
外
相
の
意
向
が
強
く
働
い
て
い
た
、
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

実
は
、
そ
の
背
景
に
は
、
ダ
レ
ス
国
務
長
官
か
ら
の
圧
力
が
あ
っ

た
の
で
す
。

　

昭
和
三
〇（
一
九
五
五
）年
八
月
二
九
日
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
行
わ

れ
た
日
米
外
相
会
談
に
て
、
ダ
レ
ス
国
務
長
官
が
四
島
返
還
を
主

張
し
て
、
二
島
返
還
に
よ
る
日
ソ
間
の
領
土
問
題
決
着
を
牽け

ん
せ
い制

し

ま
し
た
。
日
ソ
接
近
を
制
止
す
る
た
め
で
す
。

　

翌
昭
和
三
一（
一
九
五
六
）年
七
月
三
一
日
に
再
開
し
た
国
交
回
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復
交
渉
に
お
い
て
、
そ
の
前
ま
で
四
島
一
括
返
還
を
主
張
し
て
い
た
、

首
席
全
権
の
重
光
外
相
で
し
た
が
、
交
渉
途
中
で
突
如
、
二
島
返

還
に
よ
る
平
和
条
約
の
締
結
を
独
断
で
図
ろ
う
と
い
う
姿
勢
に
豹

ひ
ょ
う

変へ
ん

し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
閣
僚
た
ち
が
重
光
首
席
全
権
の
態
度
に
反
対

し
た
た
め
に
、
日
ソ
間
の
交
渉
は
頓と

ん

挫ざ

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

八
月
一
九
日
、
重
光
首
席
全
権
は
、
在
ロ
ン
ド
ン
の
ア
メ
リ
カ

大
使
館
に
お
い
て
、
ダ
レ
ス
国
務
長
官
か
ら
、「
も
し
日
本
が
国
後
、

択
捉
を
ソ
連
に
帰
属
せ
し
め
た
な
ら
、
沖
縄
を
米
国
の
領
土
と
す
る
」

と
圧
力
を
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
前
述
し
た「
ダ
レ
ス
の
恫
喝
」で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
日
本
は
、
昭
和
三
〇（
一
九
五
五
）年
の
ロ
ン
ド
ン

に
お
け
る
予
備
交
渉
と
、
同
年
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
お
け
る
日
米
外

相
会
談
、
そ
し
て
翌
三
一（
一
九
五
六
）年
の
モ
ス
ク
ワ
で
の
交
渉

の
三
度
に
わ
た
っ
て
、
ダ
レ
ス
国
務
長
官
か
ら
恫
喝
さ
れ
て
い
た

の
で
し
た
。

　

三
度
に
わ
た
る「
ダ
レ
ス
恫
喝
」は
、
ダ
レ
ス
国
務
長
官
の
個
人

的
な
発
言
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
国
家
意
思
に
基
づ
い
た
も
の

で
し
た
。
東
西
冷
戦
時
代
の
北
方
領
土
問
題
の
影
の
主
役
が
、
ア

メ
リ
カ
だ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　

今
日
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
を「
人
殺
し
」と
発
言
し
た
、
対
露
強

硬
姿
勢
を
と
る
バ
イ
デ
ン
大
統
領
が
率
い
る
ア
メ
リ
カ
は
、
中
国

や
ロ
シ
ア
が
国
際
社
会
に
台
頭
す
る
こ
と
を
許
し
ま
せ
ん
。

　

ア
メ
リ
カ
の
日
本
に
対
す
る
軍
事
占
領
が
、
終
戦
以
来
七
十
六

年
間
も
続
い
て
い
る
現
在
、
北
方
領
土
問
題
の
影
の
主
役
が
ア
メ

リ
カ
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
北
方
領
土
問
題
は
、
日
露
関
係
で
は
な
く
米
露
関
係
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

ア
メ
リ
カ
は
本
来
、
米
露
問
題
で
あ
る
北
方
領
土
問
題
を
、
あ

た
か
も
日
露
問
題
で
あ
る
か
の
よ
う
に
す
り
替
え
、
政
治
的
な
宣

伝
を
施ほ

ど
こ

し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
日
露
接
近
を
阻
止
す
る
た
め
に
、

日
本
国
民
が
ロ
シ
ア
に
対
し
て
、
悪
印
象
や
不
信
感
を
持
た
せ
る

こ
と
に
効
を
奏
し
た
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
特
務
工
作
な
の
で
す
。

　
『
日
ソ
共
同
宣
言
』の
ス
タ
ン
ス
に
基
づ
い
て
、
プ
ー
チ
ン
大
統

領
は
、「
前
提
条
件
な
し
に
平
和
条
約
を
結
ぶ
。
そ
の
後
、
争
い
の

あ
る
問
題
は
友
人
と
し
て
解
決
す
る
」と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
日
本
の
世
論
は
朝

ち
ょ
う

野や

を
挙
げ
て
、「
平
和
条
約
を

先
行
す
れ
ば
、
結
果
と
し
て
北
方
領
土
問
題
は
棚
上
げ
に
な
る
」と

し
て
、
ロ
シ
ア
に
対
し
て
強
く
反
発
し
て
い
ま
す
。

　
「
北
方
領
土
は
わ
が
国
固
有
の
領
土
」だ
と
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
を
煽
る
、
ア
メ
リ
カ
を
背
景
と
し
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
が
、
今

日
ま
で
日
本
国
民
世
論
を
先
導
し
て
来
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
般
的
な
日
本
国
民
は
、
日
本
全
土
を
絨

じ
ゅ
う

毯た
ん

爆
撃
し
た
上
、
二
度
に
渡
る
原
爆
投
下
に
よ
っ
て
、
日
本
国
民
を

大
量
に
虐
殺
し
た
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
悪
印
象
を
持
つ
よ
り
も
、

ロ
シ
ア
に
対
し
て
悪
印
象
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

―
―
ソ
連
の
北
方
四
島
占
領
に

協
力
し
た
ア
メ
リ
カ
―
―

　

昭
和
二
〇（
一
九
四
五
）年
八
、九
月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
ソ
連
軍

の
北
方
四
島
占
領
作
戦
に
、
ア
メ
リ
カ
が
艦
船
十
隻
を
貸
与
し
て

い
ま
し
た
。
大
量
の
艦
船
の
提
供
の
み
な
ら
ず
、
ソ
連
兵
の
訓
練

も
行
っ
て
お
り
、
北
方
四
島
占
領
の
背
景
に
ア
メ
リ
カ
の
強
力
な

軍
事
援
助
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ヤ
ル
タ
会
談
の
直
後
、
連
合
国
だ
っ
た
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連
は
、

「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ラ
」と
い
う
極
秘
作
戦
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

ア
メ
リ
カ
は
、
昭
和
二
〇（
一
九
四
五
）年
五
月
か
ら
掃そ

う
か
い
て
い

海
艇

五
十
五
隻
、
上
陸
用
舟
艇
三
〇
隻
、
護
衛
艦
二
十
八
隻
な
ど
計

一
四
五
隻
の
艦
船
を
ソ
連
に
無
償
貸
与
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
ソ
連
兵
約
一
万
二
千
人
を
、
ア
メ
リ
カ
・
ア
ラ
ス
カ
州

の
基
地
に
集
め
、
千
五
百
人
の
ア
メ
リ
カ
軍
人
が
、
艦
船
や
レ
ー

ダ
ー
の
習
熟
訓
練
を
ソ
連
兵
に
対
し
て
行
い
ま
し
た
。

　

昭
和
二
〇（
一
九
四
五
）年
八
月
二
八
日
に
開
始
さ
れ
た
ソ
連
兵

に
よ
る
択
捉
、
国
後
、
色
丹
、
歯
舞
の
占
領
作
戦
に
は
、
ア
メ
リ

カ
か
ら
借
り
た
、
艦
船
一
〇
隻
を
含
む
十
七
隻
が
参
加
し
て
い
ま

し
た
。

　

か
く
し
て
、
各
島
に
お
い
て
日
本
兵
の
武
装
解
除
を
行
っ
た
ソ

連
軍
の
北
方
四
島
の
占
領
は
、
九
月
五
日
ま
で
に
完
了
し
ま
し
た
。

　

こ
の
事
実
か
ら
北
方
四
島
の
占
領
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
野
心
に

よ
っ
て
ソ
連
軍
が
勝
手
に
行
っ
た
の
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
主
導

に
よ
る
連
合
国
の
作
戦
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

北
方
領
土
返
還
の
交
渉
に
当
り
、
ロ
シ
ア
政
府
が
、「
北
方
四
島

は
、
第
二
次
大
戦
の
結
果
だ
」と
主
張
す
る
根
拠
の
一
つ
が
、
ソ
連

軍
の
北
方
四
島
占
領
に
協
力
し
た
ア
メ
リ
カ
軍
の
存
在
だ
っ
た
の

で
す
。

　

ま
さ
に
北
方
領
土
問
題
は
、
米
露
問
題
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
歴
史
の
秘
話
で
す
。田

中 

健
之
（
た
な
か
・
た
け
ゆ
き
）

歴
史
作
家
・
維
新
運
動
家
。
昭
和
38
年
11
月
５
日
生
ま
れ
。
福
岡
市
出
身
。

玄
洋
社
初
代
社
長
平
岡
浩
太
郎
の
直
系
の
曾
孫
で
、
黒
龍
會
を
創
立
し
た
内

田
良
平
の
血
脈
道
統
を
継
承
す
る
親
族
。
拓
殖
大
学
日
本
文
化
研
究
所
近
現

代
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
研
究
員
を
経
て
、
現
在
、
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

東
洋
学
研
究
所
及
び
モ
ス
ク
ワ
市
立
教
育
大
学
外
国
語
学
部
客
員
研
究
員
。

日
露
善
隣
協
會
々
長
、
2
0
0
8
年
に
黒
龍
會
を
再
興
し
会
長
に
就
任
。

主
な
著
書
に『
靖
国
に
祀
ら
れ
ざ
る
人
々
』、『
昭
和
維
新
』、『
北
朝
鮮
の
終

幕
』、『
実
は
日
本
人
が
大
好
き
な
ロ
シ
ア
人
』『
横
浜
中
華
街
』な
ど
。『
中
央

公
論
』『
正
論
』、『
歴
史
群
像
』な
ど
の
論
壇
誌
に
多
数
執
筆
。
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