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『日本外交文書』80 年（臼井）

私
が
『
日
本
外
交
文
書
』
の
編
纂
官
と
し
て
外
務
省
に
入
省
し
た
の
は
、
昭
和

二
四
年
の
こ
と
で
す
。
京
都
大
学
を
卒
業
し
、
東
京
で
就
職
し
た
い
と
考
え
て
、

当
時
文
部
省
教
科
書
局
に
い
ら
し
た
箭
内
健
次
先
生
に
ご
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
先

生
ご
自
身
が
以
前
お
勤
め
だ
っ
た
外
務
省
の
「
外
交
文
書
室
」
が
よ
い
の
で
は
な

い
か
と
紹
介
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。
た
ま
た
ま
ポ
ス
ト
に
空
き
が
あ
っ
て
、

す
ぐ
に
採
用
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

当
時
外
務
省
は
戦
前
の
霞
ヶ
関
の
庁
舎
が
戦
災
で
焼
け
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、

港
区
田
村
町
（
現
在
の
西
新
橋
一
丁
目
）
の
「
日
産
館
」
を
使
用
し
て
い
ま
し
た
。

「
外
交
文
書
室
」
は
そ
の
ビ
ル
の
二
階
に
あ
り
ま
し
た
。

当
時
の
「
外
交
文
書
室
」
で
は
明
治
二
〇
年
前
後
の
編
纂
を
行
っ
て
い
た
と
記

憶
し
て
い
ま
す
。
先
輩
に
は
、
長
岡
新
治
郎
さ
ん
や
大
山
梓
さ
ん
が
お
ら
れ
ま
し

た
が
、
お
二
人
と
も
「
先
輩
・
後
輩
」
の
意
識
が
希
薄
な
方
な
の
で
、
随
分
と
気

楽
な
思
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
文
書
課
記
録
班
に
は
栗
原
健
さ
ん
が
い
ら
し
て
、
書
庫
か
ら
記
録
を
借

り
出
す
都
度
、
鍵
を
お
借
り
す
る
た
め
に
栗
原
さ
ん
を
訪
ね
ま
し
た
。
記
録
班
に

は
他
に
も
職
員
が
大
勢
い
て
、
記
録
の
配
架
場
所
な
ど
に
つ
い
て
把
握
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
そ
の
記
録
が
歴
史
上
の
ど
の
よ
う
な
事
件
と
関
係
が
あ
る
の
か
、
つ
ま
り

記
録
の
中
身
に
つ
い
て
一
番
理
解
し
て
い
る
方
は
栗
原
さ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
栗
原
さ
ん
か
ら
お
借
り
し
た
鍵
を
持
っ
て
向
か
っ
た
書
庫
は
、
霞
ヶ
関

の
庁
舎
の
焼
け
跡
に
あ
り
ま
し
た
。
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
四
階
建
、
昭
和
一
七
年

の
外
務
省
火
災
や
同
二
〇
年
の
東
京
大
空
襲
で
外
務
省
庁
舎
が
全
焼
し
た
際
に
も

記
録
を
守
っ
た
堅
牢
な
建
物
で
す
。
た
だ
し
、
日
産
館
か
ら
は
か
な
り
の
距
離
が

あ
り
ま
し
た
の
で
、
編
纂
で
記
録
を
使
用
す
る
際
や
、
外
部
の
研
究
者
が
閲
覧
を

申
請
し
た
場
合
に
は
、
書
庫
ま
で
記
録
を
取
り
に
行
く
の
は
我
々
の
役
目
で
、
そ

れ
が
な
か
な
か
の
重
労
働
で
し
た
。
一
度
に
運
べ
る
記
録
は
フ
ァ
イ
ル
五
〜
六
冊

分
、
そ
れ
を
持
参
し
た
風
呂
敷
に
包
ん
で
長
い
棒
に
通
し
、
棒
の
両
端
を
二
人
で

担
い
で
運
び
ま
し
た
。そ
れ
で
も
編
纂
に
使
用
す
る
場
合
に
は
、ま
ず
書
庫
で
じ
っ

く
り
記
録
に
目
を
通
し
て
慎
重
に
選
び
ま
す
か
ら
、
必
要
な
記
録
を
持
っ
て
こ
ら

れ
る
の
で
す
が
、
閲
覧
用
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
は
目
録
に
あ
る
件
名
の
情
報
だ

け
で
記
録
を
選
び
ま
す
の
で
、一
所
懸
命
に
担
い
で
き
た
記
録
を
お
渡
し
し
て
も
、

も
の
の
数
分
で
閲
覧
を
終
了
し
、「
次
の
フ
ァ
イ
ル
を
出
し
て
」
と
言
わ
れ
て
が
っ

く
り
す
る
こ
と
も
度
々
あ
り
ま
し
た
。

私
が
『
日
本
外
交
文
書
』
の
編
纂
を
行
う
に
あ
た
っ
て
心
が
け
た
の
は
、
自
分

の
好
み
だ
け
で
史
料
を
見
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。外
務
省
記
録
に
お
い
て
は
、

『
日
本
外
交
文
書
』
編
纂
の
思
い
出

元
『
日
本
外
交
文
書
』
編
纂
委
員
・
筑
波
大
学
名
誉
教
授　
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思
い
が
け
な
い
フ
ァ
イ
ル
に
思
い
が
け
な
い
文
書
が
収
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い

の
で
す
。
で
す
か
ら
、
一
見
し
て
自
分
の
探
し
て
い
る
記
録
で
は
な
い
と
思
っ
て

も
、
一
応
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
ぐ
ら
い
の
こ
と
は
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
若
い
頃
に
は
、
ど
う
し
て
も
自
分
が
見
て
面
白
い
と
思
う
史
料
を
先

に
見
て
し
ま
う
の
で
す
。
当
時
編
纂
し
た
『
日
本
外
交
文
書
』
を
あ
ら
た
め
て
見

て
み
ま
す
と
、
自
分
で
は
極
力
客
観
的
な
視
点
で
文
書
を
選
ん
だ
つ
も
り
で
も
、

好
み
が
出
て
し
ま
っ
て
い
た
り
、
な
ん
だ
か
妙
に
気
取
っ
た
編
纂
を
し
て
い
た
り

し
て
い
て
、
気
恥
ず
か
し
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
中
で
、
我
々
が
模
範
と
し
て
い
た
の
は
、
長
岡
さ
ん
の
編
纂
で
す
。

あ
ま
り
に
公
平
な
編
纂
は
面
白
み
が
な
く
な
る
も
の
で
す
が
、
長
岡
さ
ん
の
編
纂

し
た
『
日
本
外
交
文
書
』
は
、
好
み
を
感
じ
さ
せ
つ
つ
、
非
常
に
バ
ラ
ン
ス
が
と

れ
て
い
る
の
で
す
。
今
で
こ
そ
、
東
京
か
ら
遠
隔
地
に
お
住
ま
い
の
方
で
も
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
通
じ
て
史
料
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
当
時
、
地

方
在
住
の
研
究
者
は
、
大
学
の
図
書
館
な
ど
で
『
日
本
外
交
文
書
』
を
読
ん
で
、

そ
れ
を
手
が
か
り
に
は
る
ば
る
原
史
料
の
閲
覧
に
や
っ
て
き
た
の
で
す
。
そ
う
し

た
方
た
ち
の
た
め
に
は
、『
日
本
外
交
文
書
』
を
偏
頗
な
く
作
る
と
い
う
こ
と
が
大

事
で
し
た
。

よ
い
研
究
者
と
よ
い
編
纂
者
と
い
う
の
は
全
く
異
な
る
も
の
で
す
。
私
は
大
学

に
転
出
し
た
後
、
編
纂
委
員
と
し
て
特
集
「
満
州
事
変
」
の
編
纂
に
携
わ
り
ま
し

た
が
、
こ
れ
は
以
前
か
ら
研
究
者
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
た
テ
ー
マ
で
し
た
。
以

前
研
究
者
と
し
て
見
た
記
録
を
再
度
編
纂
者
の
目
で
見
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、

や
は
り
目
の
付
け
所
も
、
目
を
通
す
史
料
の
量
も
違
い
ま
す
か
ら
、
新
た
な
発
見

が
あ
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
見
つ
け
た
文
書
を
採
録
候
補
か
ら
外
し
て
し
ま
っ
た

場
合
、
そ
の
史
料
を
他
の
研
究
者
が
自
力
で
見
つ
け
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い

こ
と
も
分
か
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
う
し
た
点
で
も
、
編
纂
者
と
し
て
の
責
任

を
感
じ
ま
し
た
。

ど
れ
だ
け
公
平
に
あ
ろ
う
と
し
て
も
、
編
纂
者
に
も
個
性
は
あ
り
ま
す
か
ら
、

た
と
え
同
じ
記
録
を
見
て
も
そ
れ
ぞ
れ
に
選
ぶ
文
書
に
は
差
が
出
ま
す
。し
か
し
、

編
纂
者
と
し
て
の
経
験
を
積
ん
で
い
く
う
ち
に
、
一
〇
の
史
料
が
あ
る
と
し
て
、

そ
こ
か
ら
五
つ
選
ぶ
場
合
に
は
、
同
じ
文
書
を
選
ぶ
よ
う
に
な
る
の
で
す
。『
日
本

外
交
文
書
』
の
編
纂
に
お
い
て
は
、
そ
こ
で
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
文
書
が
別
の
機

会
に
選
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
選
文
の
作
業
に
は
十

分
な
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

私
が
編
纂
者
と
し
て
の
仕
事
を
振
り
返
っ
て
、
と
り
わ
け
世
に
出
せ
て
よ
か
っ

た
と
思
う
の
が
、『
日
本
外
交
文
書
』の
別
冊
と
し
て
昭
和
三
〇
年
に
刊
行
し
た『
日

本
外
交
年
表
並
主
要
文
書　

上
・
下
巻
』
で
す
。
こ
う
し
た
も
の
が
あ
れ
ば
自
分

に
と
っ
て
便
利
だ
し
、
他
の
研
究
者
に
も
便
利
で
あ
ろ
う
と
思
い
、
提
案
し
た
と

こ
ろ
、
当
時
外
交
文
書
室
長
だ
っ
た
栗
原
さ
ん
を
は
じ
め
、
み
ん
な
が
す
ぐ
に
賛

成
し
て
く
れ
た
の
で
す
。
年
も
ま
だ
若
か
っ
た
の
で
、
ま
さ
に
怖
い
も
の
知
ら
ず

と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
一
人
で
文
書
を
選
び
、
校
正
も
や
り
ま
し

た
。
そ
れ
こ
そ
、
タ
イ
ト
ル
を
付
け
る
の
に
も
非
常
に
苦
労
し
ま
し
た
。
な
か
な

か
「
並
（
な
ら
び
）」
と
い
う
字
が
出
て
こ
な
か
っ
た
の
で
す
。
今
か
ら
考
え
ま

す
と
、よ
く
物
怖
じ
せ
ず
に
出
せ
た
な
、と
思
い
ま
す
し
、後
押
し
し
て
く
だ
さ
っ

た
「
外
交
文
書
室
」
の
方
々
に
は
感
謝
し
て
い
ま
す
。


