
【
報
告
】

「
戦
争
の
あ
っ
た
こ
ろ
の
こ
と
を
知
ろ
う
」
展

今
年
は
太
平
洋
戦
争
が
終
結
し
て
か
ら
七
十
七
年
で
す
。
世
界
戦
争

が
も
た
ら
し
た
惨
禍
は
今
も
人
々
の
心
と
体
に
消
え
な
い
傷
と
し
て
残
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
年
の
二
月
二
四
日
の
ロ
シ
ア
に

よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
侵

略
の
戦
乱
は
今
も
終
息
す

る
兆
し
を
見
出
し
て
い
ま

せ
ん
。
今
年
も
八
月
の
一

か
月
間
、
垂
水
市
立
図
書

館
で
「
戦
争
の
あ
っ
た
こ

ろ
の
こ
と
を
知
ろ
う
」
展

を
開
催
し
ま
し
た
。
一
人

一
人
が
歴
史
に
向
き
合
い
、

「
戦
争
」
を
考
え
る
き
っ

か
け
に
し
て
ほ
し
い
も
の

で
す
。

島
津
家
墓
地
な
ど
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
清
掃

八
月
七
日
（
日
）
、
垂
水
史
談
会
と
垂
水
市
文
化
協
会
（
西
尾
佐
代
子
会

長
）
の
約
二
〇
名
は
今
年
も
早
朝
六
時
か
ら
約
一
時
間
に
わ
た
り
垂
水
島

津
家
墓
所
、
第
六

垂
水
丸
遭
難
碑
付

近
、
そ
し
て
殿
様

水
周
辺
の
清
掃
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
を
行

い
ま
し
た
。
島
津

家
墓
所
に
集
合
し

た
後
、
三
グ
ル
ー

プ
に
分
か
れ
て
清

掃
活
動
を
行
い
ま

し
た
。

垂
水
島
津
家
墓

所
は
も
と
曹
洞
宗

の
心
翁
寺
の
跡
で
、

お
と
と
し
国
の
文

化
財
指
定
を
受
け

た
垂
水
島
津
家

代
々
の
当
主
が
眠

る
場
所
で
す
。
第

六
垂
水
丸
遭
難
碑

は
太
平
洋
戦
争
中

に
起
こ
っ
た
転
覆

事
故
の
五
四
〇
名

の
犠
牲
者
の
慰
霊

碑
、
そ
し
て
殿
様

水
は
山
城
の
垂
水
城
の
下
か
ら
今
も
こ
ん
こ
ん
と
山
水
が
湧
き
出
る
場
所

で
、「
垂
水
（
垂
る
る
水
）
」
の
語
源
と
も
伝

え
ら
れ

る
と
こ

ろ
で
す
。

こ
の
三

か
所
は

垂
水
の

史
跡
を

訪
れ
る

方
々
や
、

垂
水
中

央
中
学

校
、
垂
水
高
校
の
生
徒
た
ち
が
文
化
財
巡
り

で
立
ち
寄
る
場
所
で
も
あ
り
、
垂
水
を
発
信

す
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
お
盆
を
前
に

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
清
掃
で
す
っ
か
り
き
れ
い

に
な
り
ま
し
た
。

【
研
究
ノ
ー
ト
】

キ
ヌ
サ
ヤ
エ
ン
ド
ウ
の
栽
培
沿
革

新
原
清
実

『
広
報
た
る
み
ず
』
七
月
号
で
、
キ
ヌ
サ
ヤ
エ
ン
ド
ウ
栽
培
普
及
で
功

績
の
あ
っ
た
「
末
田
浅
一
」
に
つ
い
て
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、

普
及
し
て
い
っ
た
当
時
の
こ
と
を
祖
母
の
下
瀬
弘
子
に
よ
る
話
な
ど
を
も

と
に
掘
り
下
げ
て
い
き
た
い
。

キ
ヌ
サ
ヤ
エ
ン
ド
ウ
が
栽
培
さ
れ
る
以
前
は
、
葉
タ
バ
コ
が
多
く
の
農

家
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
が
、
タ
バ
コ
の
生
産
に
は
大
き
な
障
害
が
あ
っ
た
。

一
つ
は
、
壊
滅
的
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
病
気
の
発
生
で
あ
る
。
昭
和
三

十
（
一
九
五
五
）
年
に
、
モ
ザ
イ
ク
病
が
三

十
町
に
わ
た
り
発
生
し
た
と
記
録
が
あ
る
。

(

昭
和
三
十
年
六
月

垂
水
町
報)

。
東
京
ド

ー
ム
が
約
四
・
七
町
の
広
さ
な
の
で
三
十
町

の
被
害
が
い
か
に
広
範
囲
で
あ
っ
た
か
が
わ

か
る
だ
ろ
う
。
確
認
で
き
た
広
さ
だ
け
で
三

十
町
な
の
で
、
被
害
は
も
っ
と
大
き
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
タ
バ
コ
モ
ザ
イ
ク
病
は
伝

染
力
が
極
め
て
強
く
、
接
触
す
る
葉
や
管
理

作
業
に
用
い
た
器
具
や
触
っ
た
手
な
ど
を
介

し
て
、
次
々
と
感
染
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
感
染
し
た
苗
は
、
葉
に
奇
形
が
生
じ
、
生
育
が
停
滞
、
葉
に
え
そ
班
を

生
じ
腐
敗
し
て
い
く
。
ま
た
、
病
原
ウ
イ
ル
ス
は
耐
性
が
極
め
て
強
く
、

一
度
感
染
が
広
が
っ
て
し
ま
う
と
手
に
負
え
な
い
の
で
、
収
入
は
見
込
め

な
い
。

そ
し
て
も
う
一
つ
が
、
桜
島
の
降
灰
に
よ
る
葉
の
品
質
低
下
で
あ
る
。

当
時
は
、
桜
島
の
噴
火
が
活
発
で
あ
り
、
そ
の
被
害
の
大
き
さ
を
物
語
る

記
事
が
、
昭
和
四
十
八
（
一
九
七
三
）
年
『
市
報
た
る
み
ず
』
四
月
号
に

記
さ
れ
て
い
る
。
四
月
十
、
十
六
日
に
衆
参
両
院
の
各
党
代
表
か
ら
な
る

桜
島
降
灰
被
害
調
査
団
が
二
班
に
わ
か
れ
て
本
市
の
現
地
を
調
査
し
た
。

衆
議
院
は
桜
島
口
で
参
議
院
は
脇
登
の
旧
道
に
そ
れ
ぞ
れ
テ
ン
ト
を
設
営

し
、
資
料
や
標
本
を
も
と
に
被
害
状
況
の
説
明
を
受
け
た
。
両
議
院
も
想

像
以
上
の
被
害
に
驚
き
の
色
を
示
し
て
い
た
そ
う
だ
。
こ
の
時
、
市
が
ま

と
め
た
農
作
物
の
被
害
は
二
億
九
千
万
円
と
あ
る
。
市
の
住
民
代
表
の
下

瀬
松
男(

弘
子
の
父
で
、
垂
水
町
農
協
常
任
理
事
、
垂
水
市
森
林
組
合
理
事
、

市
議
・
産
業
委
員
会
委
員
長
を
歴
任)

は
、
「
自
然
現
象
と
は
い
え
、
特
別

立
法
な
ど
な
ん
ら
か
の
救
済
処
置
を
講
じ
て
も
ら
わ
な
く
て
は
、
死
活
問

題
に
か
か
わ
る
」
と
訴
え
た
。
火
山
灰
で
汚
れ
た
タ
バ
コ
の
葉
を
、
近
く

の
川
で
一
枚
一
枚
洗
っ
て
出
荷
す
る
の
だ
が
、
タ
バ
コ
の
ベ
タ
ベ
タ
と
し

た
葉
に
付
着
し
た
火
山
灰
は
な
か
な
か
落
ち
な
い
。
刷
毛
で
奇
麗
に
落
と



そ
う
と
も
試
み
る
が
、
火
山
灰
の
付
着
跡
は
完
全
に
は
取
り
除
け
な
か
っ

た
よ
う
で
、
品
質
の
低
さ
か
ら
い
い
値
が
付
か
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
タ
バ
コ
に
代
わ
り
キ
ヌ
サ
ヤ
エ
ン
ド
ウ
の
栽
培
を
始
め
た
の

で
あ
る
。

当
時
は
、
栽
培
す
る
人
数
も
少
な
く
、
試
行
錯
誤
の
繰
り
返
し
だ
っ
た

と
い
う
。
最
初
は
支
柱
に
竹
は
用
い
ず
、
伸
び
た
蔓
は
横
に
倒
し
て
い
た

そ
う
だ
。
ハ
サ
ミ
で
一
つ
一
つ
収
穫
し
、
片
面
取
っ
た
ら
蔓
を
反
対
側
に

倒
し
、
ま
た
収
穫
し
て
い
く
。
収
穫
し
た
莢
（
さ
や
）
に
付
い
て
い
る
花

を
取
り
除
い
て
木
箱
に
い
れ
、
中
俣
海
岸
か
ら
出
港
す
る
園
田
丸
や
中
俣

丸
で
鹿
児
島
市
の
競
市
に
送
っ
て
い
た
そ
う
だ
。（
園
田
丸
は
現
在
、
園
田

陸
運
と
し
て
日
本
の
流
通

を
支
え
て
い
る
）
出
荷
が

終
っ
た
空
の
木
箱
は
、
垂

水
帰
船
の
船
に
乗
せ
て

も
ら
い
後
日
受
け
取
っ

て
い
た
。

最
初
は
、
何
も
支
え
が

な
い
栽
培
方
法
だ
っ
た

が
、
次
第
に
竹
で
固
定
す

る
よ
う
に
な
る
。
細
く
て

長
い
枝
の
な
い
竹
を
輝

北
な
ど
の
竹
売
り
か
ら

買
い
、
そ
の
竹
を
必
要
な

長
さ
で
切
り
使
用
し
た
。

そ
し
て
現
在
は
、
ネ
ッ
ト

を
使
用
す
る
な
ど
し
て
、

蔓
を
上
に
伸
ば
し
て
作
業
効
率
も
良
く
な
っ
た
。

有
村
一
同
祖
先
歷
代
之
總
塔

―
鹿
児
島
市
有
村
共
同
墓
地
（
桜
島
）
―

【
高
さ
７
３
、
５
㎝
×
正
面
横
幅
２
５
、
８
㎝
×
側
面
横
幅
２
６
、
０
㎝
】

桜
島
の
有
村
集
落
の
北
、
共
同
墓
地
の
一
隅
に
建
て
ら
れ
た
供
養
塔
で

あ
る
。
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
一
月
十
二
日
の
桜
島
大
爆
発
に
よ
っ
て
、

集
落
や
墓
域
が
埋
没
し
た
こ
と
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

【
転
写
】

（
正
面
）

有
村
一
同
祖
先
歷
代
之
總
塔

（
左
側
面
）

大
正
三
乙
卯
年
一
月
十
有
二
日
櫻
島
大
爆
発

吐
岩
石
吹
灰
土
噴
火
猛
烈
山
岳
鳴
動
地
軸
将

啐
人
畜
死
傷
実
曠
古
之
大
変
事
也
村
落
全
滅

不
存
舊
態
墓
地

マ

マ理
没
不
辨
彼
此
痛
又
歎
矣
茲

共
同
建
碑
石
為
擧
村
全
戸
祖
先
歷
代
之
總
塔

于
時
大
正
五
年
十
二
月
□
日
也

＊
□
は
刻
字
な
し

（
背
面
）
（
右
面
）

―
刻
字
な
し
―

【
読
み
下
し
】

（
左
側
面
）

大
正
三

い
つ乙
ぼ
う卯

の
年
一
月
十
有
二
日
、
桜
島
大
爆
発
し
て
岩
石
を
吐
き
灰

土
を
吹
く
。
噴
火
猛
烈
に
、
山
岳
は
鳴
動
し
、
地
軸
は

ま
さ将

に
お
ど
ろ啐

か
ん
と
す
。

人
畜
の
死
傷
す
る
こ
と
、
実
に

こ
う曠
こ古

の
大
変
事
な
り
。
村
落
は
全
滅
し
て

旧
態
を
存
せ
ず
、
墓
地
は
埋
没
し
て

か
れ
こ
れ

彼
此
を
弁
ぜ
ず
。
痛
又
た
嘆
。

こ
こ茲

に

共
同
し
て
碑
石
を
建
て
、
挙
村
全
戸
の
祖
先
歴
代
之
総
塔
と
為
す
。

時
に
大
正
五
年
十
二
月
□
日
な
り
。

【
口
語
訳
】

大
正
三
年
一
月
十
二
日
、
桜
島
が
大
爆
発
し
て
熔
岩
を
噴
出
し
、
火
山

灰
を
噴
き
だ
し
た
。
噴
火
が
猛
烈
な
た
め
、
桜
島
の
山
体
は
鳴
動
し
、
地

軸
は
ま
さ
に
驚
く
よ
う
で
あ
っ
た
。
大
爆
発
に
よ
っ
て
人
々
や
牛
馬
な
ど

の
家
畜
が
死
傷
し
た
の
は
、
実
に
未
曽
有
の
大
災
害
で
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
、
有
村
集
落
は
全
滅
し
て
も
と
の
形
を
留
め
ず
、
墓
地
は
熔
岩
や
火
山

灰
の
た
め
に
埋
没
し
て
、
ど
れ
が
ど
れ
か
判
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

痛
嘆
の
極
み
で
あ
る
こ
と
よ
。
そ
こ
で
集
落
民
は
共
同
し
て
碑
石
を
建
て

て
、
有
村
集
落
全
戸
の
祖
先
歴
代
之
総
塔
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

時
に
大
正
五
年
十
二
月
□
日
。

【
注
】

〇
大
正
三
年
乙
卯
・
・
一
九
一
四
年
。
乙
卯
は
誤
り
、
甲
寅
が
正
し
い
。

〇
十
有
二
日
・
・
十
二
日
。「
有
」
は
ま
た
、
さ
ら
に
の
意
。
〇
啐
・
・
お

ど
ろ
く
。
ま
た
は
碎
（
く
だ
け
る
）
の
誤
か
。
〇
曠
古
・
・
前
例
の
な
い

こ
と
。
未
曽
有
。
〇
大
変
事
・
・
非
常
な
異
変
。
噴
火
の
大
災
害
の
こ
と
。

〇
理
没
・
・
「
理
」
は
「
埋
」
の
誤
か
。
埋
没
と
し
て
読
み
下
し
た
。
〇

大
正
五
年
・
・
一
九
一
六
年

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

【
垂
水
市
史
料
集
（
一
）】
よ
り

西
南
之
役

私
学
校
生
徒
の
従
軍
譚

③

―
立
山
健
氏
へ
の
聞
き
書
き
―

（
山
口
栄
之

筆
記
）

熊
本
城
に
懸
か
る

そ
の
晩
の
十
時
頃
、
自
分
は
番
兵
に
出
て
い
た
が
、
今
か
ら
す
ぐ
出
発

と
い
う
こ
と
で
そ
の
ま
ま
歩
い
て
行
っ
た
。
途
中
、
宇
土
で
ち
ょ
っ
と
休

ん
で
翌
十
日
（
二
十
二
日
）
払
暁
、
川
尻
に
着
い
た
。
こ
こ
で
今
ま
で
携

帯
し
て
い
た
荷
物
の
内
、
戦
い
に
不
要
な
物
や

が
い
と
う

外
套
な
ど
を
人
家
に
頼
ん

で
置
い
て
、
そ
れ
か
ら

か
け
あ
し

駈
足
で

ま
っ
し
ぐ

驀
進

ら
にと

熊
本
城
へ
と

は馳
せ
向
か
っ
た
。

熊
本
は
三
日
前
か
ら
市
中
の
家
を

ち
ん
だ
い

鎮
台
が
焼
き
払
い
つ
つ
あ
っ
た
そ
う

で
、
今
は
そ
の
煙
で
た
だ

も
う
も
う

濛
々

ば
く
ば
く

漠
々
と
し
て

じ
ょ
う
ろ
う

城

楼
ど
こ
ろ
か
何
も
見
ゆ
る

も
の
は
無
か
っ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
安
政
橋
の
上
に
来
か
か
っ
た
時
、
大
砲

を
打
ち
か
け
ら
れ
た
。
そ
の
音
で
初
め
て

か彼
の
方
角
に
城
が
あ
る
の
だ
と

い
う
見
当
が
つ
い
た
。
そ
れ
を
こ
ち
ら
か
ら
は
小
銃
で
応
戦
す
る
の
で
あ

っ
た
。

い
よ
い
よ

愈
々
本
舞
台
と
な
っ
た
訳
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
た
だ

い
ん
い
ん

殷
々

ご
う
ご
う

轟
々
、
空
中
が
鳴
り
渡
っ
て
い
た
。

そ
し
て
負
傷
者
が
追
々
出
来
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
は
ど
う

し
て
も
前
方
に
進
ん
で
、
彼
の
城
壁
の
真
下
に
行
っ
て
、
そ
の

え
ん
が
い

掩
蓋
（
お

お
い
）
の
下
に
安
全
を
図
る
が
第
一
と
の
事
で
、
皆
々

む

に

無
二

む無
さ
ん三

に
突
進

し
て
い
っ
た
。
し
か
る
に
行
け
ば
行
く
ほ
ど

ち

ま

み

血
塗
れ
に
な
っ
て
後
退
す
る

負
傷
者
や
、
道
に
横
た
わ
る
吾
が
軍
の
死
骸
が
次
第
に
多
く
な
る
こ
と
に



驚
い
た
。
そ
こ
で
ち
ょ
っ
と

ち
ゅ
う
ち
ょ

躊

躇
し
た
け
れ
ど
も
や
は
り
先
導
に

し
た
が

随

っ

て
進
み
、
漸
く
例
の
掩
蓋
下
に
達
し
た
。
な
る
ほ
ど
こ
れ
な
ら
軒
下
に
雨

を
し
の凌

ぐ
と
同
じ
で
あ
る
。
城
兵
も
ま
さ
か
自
家
の
軒
下
に
敵
が
避
難
し
て

来
よ
う
と
は
思
い

も
う設

け
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
す
べ
て
こ
れ
ら
は
熊
本

隊

の
き
ょ
う
ど
う

嚮

導

（

み

ち

び

き

）

に

よ

る

も

の

で

あ

っ

た

。

―
以
下
次
号
―


