
り

批

評

戦
争
地
理
學
研
究

紹

介小
川
琢
治
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
十
四
年
七
月
十
五
日
古
今
書
院
発
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
月
二
六
六
頁

　

或
は
自
然
地
理
學
の
研
究
に
、
或
は
人
文
地
理
學
の
研
究
に
、
學
は
東

西
を
兼
ね
、
老
い
て
益
々
盛
に
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
瓦
つ
て
透
徹
明
快
な
る

名
論
卓
説
を
護
表
せ
ら
れ
て
、
常
に
學
界
に
清
新
の
気
を
注
入
せ
ら
る
ｉ

博
士
の
御
精
進
は
、
’
我
々
の
崇
敬
措
く
能
は
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今

回
博
士
は
又
従
来
地
學
雑
誌
・
地
球
等
に
於
て
曼
表
せ
ら
れ
た
る
戦
９
　
に

闘
す
ろ
論
文
を
一
部
の
書
に
纒
め
て
學
界
に
附
ら
れ
た
。
時
局
下
我
々
の

喜
び
こ
れ
に
過
ぐ
る
も
の
は
な
い
。
木
書
の
内
容
は
、

　

第
一
篇

　

戮
争
地
理
學
の
内
容
と
分
科

　
　
　
　

一
、
職
争
の
地
理
的
意
義
及
び
そ
の
研
究

　
　
　
　

ニ
、
黄
河
下
流
平
地
の
戦
略
地
理
的
意
義

　
　
　
　

三
、
再
び
城
場
と
し
て
の
支
那
の
地
勢
に
就
い
て

　

第
二
篇

　

戦
略
地
理
學
概
況

　

第
三
篇

　

戦
乎
の
搬
史
地
理
學
的
考
察
（
上
）

　

第
四
篇

　

戦
争
の
歴
史
地
理
學
的
考
察
（
中
）

　

第
五
．
篇

　

戦
争
の
歴
史
地
理
學
的
考
察
（
下
）

　
　
　

一
、
戦
争
の
康
史
地
理
學
的
考
察

　
　
　

二
、
昭
和
十
年
の
同
顧
と
十
一
年
の
展
望

　
　
　

三
、
太
平
洋
上
に
於
け
る
日
本
帝
國
の
地
位

　

第
六
篇

　

最
近
北
支
那
に
於
け
る
琉
争
の
地
理
學
的
考
察

　
　
　

一
、
北
支
那
黄
土
地
域
に
於
け
る
戦
争
の
地
形
的
考
察

　
　
　

二
、
職
争
に
反
映
す
る
支
那
の
地
理
的
特
色
に
就
い
て

　
　
　

三
、
北
支
那
大
１
　
野
の
諸
戦
場
と
そ
の
地
名
の
意
義
及
び

　
　
　
　
　

蹟
み
方

　

‐

の
六
篇
よ
り
成
り
、
何
れ
の
篇
、
何
れ
の
頁
を
見
て
も
必
蹟
の
文
字
に
充

さ
れ
て
ゐ
る
が
、
元
来
本
書
は
多
く
の
論
文
を
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
内
容
は
多
岐
に
瓦
り
、
限
ら
れ
た
紙
面
に
各
篇
の
内
容
を
詳
細

に
紹
介
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
．
よ
っ
て
今
試
に
第
一
篇
の

「
黄
河
下
流
平
地
の
戦
略
地
理
的
意
義
」
に
っ
し
て
見
る
に
．
北
支
那
の

大
平
野
は
東
亜
地
域
の
中
心
に
な
っ
て
居
り
、
そ
の
周
湊
の
地
理
上
の
開

係
を
見
る
に
、
こ
の
大
平
野
は
凡
そ
南
北
に
延
び
た
等
脚
三
角
形
を
な
し

天
津
・
北
京
は
そ
の
頂
角
を
し
め
、
屈
曲
し
た
揚
子
江
は
そ
の
底
避
を
成

し
、
荊
州
・
漢
口
附
近
と
南
京
・
鎚
口
・
上
海
附
近
は
そ
の
爾
端
の
底
角

に
雷
っ
て
居
り
、
而
し
て
京
漢
鍛
道
と
大
遁
河
及
び
津
浦
鍛
道
線
と
は
そ

の
桐
脚
逼
を
な
し
．
て
居
る
と
し
て
巧
に
こ
の
大
平
野
の
大
勢
を
段
明
さ
れ

つ
い
で
「
大
平
野
の
西
側
は
山
嶽
が
大
廣
間
の
障
壁
を
造
っ
て
、
處
々
に

-

69

ｌ

ｌ

ｉ



ひ

　
　

入
口
を
開
け
て
ゐ
る
。
沿
水
渓
谷
を
占
め
た
山
西
省
、
洛
水
渓
谷
の
洛
陽

　
　
　

等
は
其
奥
の
小
座
敷
で
、
隣
西
省
川
水
浮
谷
の
西
安
平
野
は
廣
い
奥
座
敷

　
　
　

と
し
て
最
玉
挺
要
で
、
又
長
い
揚
子
江
廊
下
の
奥
に
あ
る
四
川
省
成
都
平

　
　
　

地
は
奥
ま
っ
た
別
室
で
あ
る
。
北
京
は
上
段
の
床
間
に
常
っ
て
居
る
が
、

　
　
　

是
か
ら
東
北
に
は
山
海
開
の
杉
戸
を
開
け
ば
板
側
倅
ひ
に
廣
い
否
な
廣
ろ

　
　
　

過
ぎ
る
所
の
遼
河
及
び
松
花
江
渓
谷
の
大
廣
間
た
る
術
洲
に
通
じ
、
又
西

　
　
　

に
は
居
碓
開
の
出
人
口
か
ら
宜
化
府
の
小
房
を
通
っ
て
更
に
廣
漠
た
る
蒙

　
　
　

古
の
唯
野
に
通
ず
る
の
で
、
此
の
北
京
の
背
面
は
甚
だ
物
騒
で
、
契
丹
・

　
　
　

女
侃
・
蒙
古
・
諾
洲
等
の
民
族
は
此
の
出
人
口
を
破
っ
た
強
盗
が
居
直
っ

　
　
　

て
四
百
餓
州
の
主
人
公
と
な
っ
た
形
で
あ
る
。
」
と
そ
の
四
周
と
の
開
係
を

　
　
　

説
明
さ
れ
る
。
つ
い
で
戦
國
時
代
に
於
け
る
黄
河
々
道
を
常
時
の
史
責
を

　
　
　

根
糠
と
し
て
明
快
に
説
明
せ
ら
れ
、
北
京
・
開
封
・
南
陽
・
蘇
陽
・
武
漢

　
　
　

三
鎚
等
の
軍
事
的
嬰
地
を
歴
史
に
基
い
て
。
能
組
な
き
迄
に
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ

　
　
　

る
が
、
例
へ
ば
襄
陽
に
つ
い
て
、
「
襄
陽
の
荊
採
に
跨
り
油
り
南
北
を
控
制

　
　

‐
す
る
戦
略
地
理
上
の
意
義
は
三
國
鼎
立
の
時
代
に
。
特
に
活
躍
し
て
現
は
れ

　
　
　

て
居
る
。
蜀
が
之
を
持
て
ば
北
に
魏
を
脅
か
し
、
東
に
呉
を
脅
か
す
こ
と

　
　
　

が
出
来
る
し
、
魏
が
持
て
ば
蜀
を
西
方
に
封
鎖
し
て
、
臭
を
攻
め
る
こ
と

　
　
　

が
出
来
る
。
開
刺
が
蘇
陽
に
於
て
曹
仁
を
焚
城
に
攻
め
于
禁
を
檎
に
し
た

　
　
　

時
に
、
威
華
夏
に
震
ひ
曹
操
が
許
都
か
ら
都
を
遷
さ
ん
と
議
し
た
。
開
刹

　
　
　

が
臭
の
呂
蒙
の
脆
計
に
陥
っ
て
、
腹
背
か
ら
襲
撃
さ
れ
て
戦
死
す
る
に
及

　
　
　

ん
で
、
蜀
は
全
く
出
口
を
失
っ
て
、
孔
明
の
智
も
院
西
に
出
て
西
安
を
攻

め
、
魏
の
背
面
を
衝
く
以
外
に
施
す
べ
き
策
が
な
く
な
っ
て
叉
だ
中
原
に

手
ふ
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
。
臭
も
亦
た
魏
に
蘇
陽
を
渡
し
て
後
は
洛

陽
、
開
封
の
間
に
出
て
戦
ふ
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
、
晋
の
羊
紡
、
杜

預
相
総
い
で
此
を
鎚
し
て
、
哭
を
滅
す
策
源
地
と
な
し
た
。
三
國
の
形
勢

は
宮
に
魏
の
長
陽
占
領
に
よ
っ
て
決
定
し
た
と
い
ふ
も
過
言
で
な
か
っ

た
。
」
と
説
き
、
つ
い
で
蒙
古
軍
の
箭
陽
攻
撃
を
論
ぜ
ら
る
。
説
き
去
り
詮

キ
莱
っ
て
、
沈
滞
す
る
と
こ
ろ
な
く
、
一
篇
を
終
る
ま
で
我
々
を
惹
き
っ

け
ず
に
は
置
か
な
い
。

　

第
二
篇
戦
略
地
理
學
概
説
は
戦
争
と
地
理
｀
と
の
開
係
を
論
ぜ
ら
れ
た
も

の
、
廣
く
欧
洲
・
支
那
・
日
本
の
戦
史
に
熊
っ
て
地
形
と
戦
９
　
と
の
開
係

を
論
ぜ
ら
れ
、
こ
の
方
面
の
文
献
に
乏
し
い
我
が
國
に
於
て
特
に
そ
の
價

値
が
大
き
く
、
第
三
篇
・
第
四
篇
・
第
五
篇
は
地
域
を
我
が
奥
剥
・
開
東
・

中
部
に
と
っ
て
、
古
今
の
戦
史
に
基
い
て
仔
細
に
要
所
々
々
の
戦
略
的
意

義
を
嶮
討
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
就
中
甲
府
戴
地
を
戦
略
的
根
捷
地
と

す
る
武
田
氏
の
四
方
八
方
へ
の
進
出
を
甲
陽
軍
鑑
等
の
文
献
に
よ
っ
て
最

も
詳
細
に
論
じ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
研
究
方
法
は
博
士
掲
特
の
も
の
と
い
ふ

べ
く
、
興
味
津
々
た
る
も
の
が
あ
る
。
第
五
篇
は
博
士
最
近
の
執
筆
に
な

る
も
の
で
あ
っ
て
、
我
が
同
胞
が
如
何
な
る
地
理
的
條
件
の
下
に
あ
っ
て

奮
戦
せ
ら
れ
っ
ｉ
あ
る
か
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
時
局

下
絶
好
の
読
物
で
あ
る
。

　
　
　

‐

　

思
ふ
に
博
士
の
學
識
は
東
西
を
兼
ね
、
支
那
の
地
理
。
日
本
の
地
理
を
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説
明
さ
る
ゝ
に
営
っ
て
も
、
常
に
獣
洲
の
そ
れ
に
比
較
せ
ら
れ
、
又
廣
く

世
界
の
戦
史
に
噛
っ
て
説
明
を
施
こ
さ
れ
る
。
而
も
そ
れ
は
一
々
根
本
的

史
料
に
擦
ら
れ
て
居
り
、
そ
の
研
究
は
徹
底
的
で
あ
り
、
判
断
は
明
快
に

し
て
鑑
則
の
如
く
、
我
々
の
読
野
は
一
１
　
の
廣
み
を
加
へ
ら
れ
る
。
我
々

の
大
い
に
學
ぶ
べ
き
鮎
で
あ
る
。

　

凡
そ
支
那
の
文
献
は
最
恥
機
富
に
し
て
而
も
そ
の
記
述
り
方
法
は
多
く

非
科
學
的
で
あ
る
。
さ
れ
ば
複
雑
多
岐
な
る
支
那
の
文
献
を
整
理
し
、
之

を
系
統
立
て
ん
が
た
め
に
は
一
の
標
準
を
立
っ
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
文
献

に
拘
束
さ
れ
て
支
離
滅
裂
と
な
る
危
瞼
性
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
標

準
と
し
て
地
理
を
川
ふ
る
こ
と
が
、
一
つ
の
有
効
な
る
方
法
で
あ
る
こ
と

は
博
士
の
こ
の
書
に
最
も
よ
く
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
１
　
て
繍
鮮
歴
史
地
理
研

究
報
告
が
斯
界
の
最
高
腹
威
と
し
て
世
に
洽
ら
れ
た
こ
ろ
、
こ
の
地
理
的

方
面
の
研
究
に
主
力
が
注
が
れ
た
様
で
あ
る
が
、
そ
の
後
は
そ
の
反
動
と

し
て
地
理
的
方
面
の
こ
と
が
不
営
に
軽
覗
さ
れ
て
ゐ
る
傾
向
が
な
い
で
も

な
い
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
地
理
の
研
究
屯
単
な
る
地
お
の
考
誕
と
か
、
地

理
書
の
文
献
學
的
研
究
に
終
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
書
に
於
て
模
範

的
に
示
さ
れ
な
る
が
如
き
方
法
に
よ
っ
て
、
地
理
に
郎
し
て
歴
史
を
考
へ

る
な
ら
ば
、
歴
史
の
理
脈
と
整
理
に
ど
れ
だ
け
役
立
つ
か
解
ら
な
い
。
こ

の
意
味
に
於
て
博
士
も
第
一
に
推
薦
せ
ら
る
ｉ
と
こ
ろ
の
讃
史
方
輿
紀
要

の
如
き
先
人
の
稼
き
業
績
は
も
っ
と
く
利
用
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ら

　

今
や
大
陸
の
経
管
は
着
々
と
し
て
進
行
し
っ
＾
４
Ｓ
-
Ｃ
<
。
我
が
國
人
の
開

心
は
大
陸
に
集
注
ざ
れ
て
ゐ
る
。
今
こ
そ
東
洋
史
の
學
徒
は
そ
の
研
究
を

現
官
と
結
び
つ
け
、
東
亜
新
秩
序
形
成
の
礎
石
と
も
な
す
べ
き
の
秋
で
あ

る
。
而
し
て
そ
の
現
官
と
の
結
合
の
地
磐
と
し
て
地
理
を
も
っ
こ
と
が
最

も
有
効
適
切
な
る
方
法
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
博
士
が
、
「
日
本

の
學
者
で
多
少
漢
文
の
素
養
の
あ
る
も
の
に
も
支
那
の
材
料
を
科
學
的
に

便
ひ
こ
な
し
得
な
い
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
の
學
ん
だ
所
の
漢
文
の

教
科
書
た
る
紺
史
子
集
の
四
部
共
に
之
を
教
へ
る
學
者
す
ら
そ
の
文
句
に

含
ま
れ
た
現
官
的
意
義
を
解
輝
し
得
ぬ
所
が
多
く
、
唯
だ
文
字
の
解
鐸
だ

け
で
既
に
一
生
を
費
す
に
足
り
、
活
眼
を
開
い
て
活
書
を
讃
む
方
針
を
學

生
に
吹
き
込
み
得
な
い
。
従
っ
て
現
在
の
高
等
教
育
を
受
け
た
科
學
者
に

指
を
鼎
に
染
め
し
め
る
様
に
導
き
得
な
い
の
も
敢
て
怪
し
む
に
足
ら
ぬ
。
」

と
警
告
さ
れ
た
こ
と
は
我
々
の
と
く
と
服
腎
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ら
５
．

　

限
ら
れ
た
紙
数
の
中
に
こ
の
内
容
嫂
富
な
書
を
紹
介
せ
ん
と
し
て
筆
及

ば
ず
、
紹
介
の
宜
し
き
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
恐
れ
っ
ｔ
東
洋
史
を
學

ぶ
者
に
限
ら
ず
、
廣
く
一
般
人
士
に
必
読
の
讃
物
と
し
て
こ
の
書
を
推
薦

ナ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
北
山
康
夫
）

　
　
　

縫
靭
漂
流
記
の
研
究

　
　
　

園
ｍ
一
喩
著

　
　
　
　
　
　

康
徳
六
年
七
月
二
十
五
日
南
清
洲
但
道
株
式
會
祀
鏃
道

　
　
　
　
　
　

總
局
庶
務
課
良
行
、
菊
判
三
二
八
頁
、
圖
版
一
四
葉

　

著
者
園
田
氏
は
多
年
縫
転
漂
流
記
を
研
究
さ
れ
、
そ
の
成
果
は
既
に
本

-－７


