
今
年
（
平
成
七
年
）
は
戦
後
五
十
年
と
い
う
節
目
に
当
り
、
国
民

各
層
で
歴
史
へ
の
関
心
が
一
段
と
高
揚
し
、
日
本
人
の
歴
史
意
識
の

在
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
数
年
前
か
ら
欧
米
の
新
し
い
歴
史

理
論
が
数
多
く
翻
訳
さ
れ
た
り
、
歴
史
関
係
の
講
座
、
叢
書
が
相
次

い
で
刊
行
さ
れ
た
り
、
さ
ら
に
一
般
社
会
人
の
い
わ
ゆ
る
〃
自
分
史
〃

の
執
筆
も
非
常
に
盛
ん
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
も
、
日
本
人
の
歴
史
へ
の

関
心
の
様
相
を
史
的
に
追
究
す
る
日
本
史
学
思
想
史
な
い
し
日
本
歴

史
思
想
史
に
関
す
る
研
究
は
意
外
に
低
調
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
分

［
平
成
七
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集
・
歴
史
と
表
象

は
じ
め
に

歴
史
と
表
象
Ｉ
日
本
に
お
け
る
歴
史
叙
述
の
伝
統
Ｉ

野
の
研
究
は
お
お
む
ね
個
別
史
書
の
考
察
に
止
ま
っ
て
い
て
、
日
本

に
お
け
る
歴
史
意
識
な
い
し
歴
史
思
想
の
展
開
を
、
統
一
的
な
視
点

か
ら
通
時
的
・
共
時
的
に
ト
ー
タ
ル
に
描
き
出
す
よ
う
な
ス
ケ
ー
ル

の
大
き
い
本
格
的
な
成
果
は
こ
れ
か
ら
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

さ
て
今
年
度
の
日
本
思
想
史
学
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ

は
「
歴
史
と
表
象
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
日
本
人
の
歴
史
意
識
な
い

し
歴
史
思
想
を
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
新
し
い
視
点
で
検
討
す
べ
く
設

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
本
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で

歴
史
思
想
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
何
回
か
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ

の
場
合
も
主
と
し
て
特
定
の
史
書
を
対
象
と
し
、
そ
こ
に
認
め
ら
れ

る
歴
史
思
想
の
特
質
や
意
義
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

石
毛
忠

歴史と表象I



し
か
し
今
回
の
「
歴
史
と
表
象
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
す
で
に
書
き

上
げ
ら
れ
た
史
書
を
い
わ
ば
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
に
あ
れ
こ
れ
検
討
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
日
本
人
は
こ
れ
ま
で
歴
史
に
対
し
て
ど

う
い
う
姿
形
を
与
え
て
き
た
の
か
、
す
な
わ
ち
ど
う
い
う
表
象
で
歴

史
事
実
を
捉
え
よ
う
と
し
て
き
た
の
か
、
こ
う
い
う
点
に
つ
い
て
討

論
す
る
こ
と
を
狙
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
テ
ー
マ
は
現

在
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
歴
史
的
表
象
化
の
在
り
方
が
い
ろ
い
ろ
の

意
味
で
再
検
討
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
世
界
的
動
向
を
踏
ま
え
て
決

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
る
際
の
基
本
的
前

提
と
な
る
、
日
本
人
が
古
来
継
承
し
て
き
た
歴
史
的
表
象
化
の
ス
タ

イ
ル
す
な
わ
ち
歴
史
的
叙
述
の
伝
統
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
よ
う
と

田
守
『
ノ
○

現
存
す
る
我
が
国
最
初
の
史
書
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
奈
良
時
代

に
完
成
し
た
『
古
事
記
』
（
以
下
『
記
』
）
と
『
日
本
書
紀
』
（
以
下
『
紀
』
）

で
あ
る
が
、
す
で
に
こ
の
両
書
の
歴
史
叙
述
に
、
そ
の
後
の
日
本
の

史
書
に
共
通
す
る
二
つ
の
タ
イ
プ
が
見
出
せ
る
。
周
知
の
よ
う
に

『
記
』
は
天
皇
一
代
ご
と
に
、
系
譜
、
説
話
、
歌
謡
な
ど
を
漢
字
表

記
の
和
様
文
で
ま
と
め
た
史
書
で
あ
り
、
『
紀
』
は
中
国
の
正
史
を

物
語
風
歴
史
叙
述
と
実
録
風
歴
史
叙
述
の
伝
統

、
、
、
、

意
識
し
た
編
年
体
を
基
本
と
す
る
漢
文
の
史
書
で
あ
る
。
歴
史
叙
述

、
、
、

の
筆
法
か
ら
見
た
両
書
の
特
色
に
つ
い
て
い
え
ば
、
『
記
』
で
は
こ

こ
に
登
場
す
る
神
々
や
人
間
が
歌
謡
や
会
話
を
交
え
て
実
に
ヴ
ィ
ヴ

ィ
ッ
ド
に
描
か
れ
て
い
て
、
豊
か
な
人
間
味
を
感
じ
さ
せ
る
の
に
対

し
、
『
紀
』
で
は
前
半
部
を
中
心
に
儒
教
的
道
徳
史
観
に
基
づ
く
潤

色
が
認
め
ら
れ
る
が
、
後
半
部
に
な
る
と
実
録
的
記
述
が
著
し
く
な

っ
て
お
り
、
『
記
』
に
比
し
て
神
も
人
も
存
在
感
が
希
薄
で
あ
る
。

ち
な
み
に
『
紀
』
に
は
中
国
正
史
を
特
徴
づ
け
る
「
論
賛
」
１
１
皇

帝
以
下
、
歴
史
上
の
人
物
を
忌
憧
な
く
論
評
す
る
Ｉ
が
欠
け
て
い

る
。
実
は
こ
う
し
た
『
記
』
的
歴
史
叙
述
と
『
紀
』
的
歴
史
叙
述
が

様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
伴
い
な
が
ら
、
そ
の
後
の
日
本
史
学
史

を
貫
く
二
大
潮
流
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
仮
に
前
者

を
（
Ａ
）
物
語
風
歴
史
叙
述
、
後
者
を
（
Ｂ
）
実
録
風
歴
史
叙
述
と

呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

さ
て
平
安
時
代
に
入
る
と
、
（
Ａ
）
型
の
史
書
と
し
て
『
栄
花
物
語
』

『
大
鏡
』
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
歴
史
物
語
が
、
（
Ｂ
）
型
の
史
書
と
し
て

『
続
日
本
紀
』
以
下
の
い
わ
ゆ
る
五
国
史
な
ど
が
著
さ
れ
た
。
と
こ

ろ
で
（
Ａ
）
型
の
『
栄
花
物
語
』
は
『
源
氏
物
語
』
螢
の
巻
の
物
語

論
吏
書
批
判
）
の
影
響
を
受
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
物
語
論
と
は
作
者
の
紫
式
部
が
物
語

の
主
人
公
で
あ
る
光
源
氏
の
口
を
借
り
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
主

要
な
と
こ
ろ
を
原
文
で
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
ｌ
「
［
物
語
は
］
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か
み
よ
、
、
、
、
、
、

神
代
よ
り
世
に
あ
る
事
を
記
し
お
き
け
る
な
な
り
。
日
本
紀
な
ど
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
み
ち
、
、
、
、
、
、
、
、
、

た
だ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
。
こ
れ
ら
に
こ
そ
道
々
し
く
詳
し
き
こ
と
は

、
、
、
Ｐ
つ
夕
へ

あ
ら
め
。

：
…
・
そ
の
人
の
上
と
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
言
ひ
出
づ
る
こ

ふ

と
こ
そ
な
け
れ
、
よ
き
も
あ
し
き
も
、
世
に
経
る
人
の
あ
り
さ
ま
の
、

あ

見
る
に
も
飽
か
ず
、
聞
く
に
も
あ
ま
る
こ
と
を
、
後
の
世
に
も
言
ひ

｝
）

伝
へ
さ
せ
ま
ほ
し
き
節
ぶ
し
を
、
心
に
籠
め
が
た
く
て
、
言
ひ
お
き

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
じ
め
た
る
な
り
。
よ
き
ざ
ま
に
言
ふ
と
て
は
、
よ
き
事
の
か
ぎ
り

・
え
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

選
り
出
で
て
、
人
に
従
は
む
と
て
は
、
ま
た
あ
し
き
さ
ま
の
め
づ
ら

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
き
事
を
と
り
集
め
た
る
、
み
な
か
た
が
た
に
つ
け
た
る
こ
の
世
の

ほ
か
、
、
、
、
、
、
、

外
の
事
な
ら
ず
か
し
」
（
傍
点
は
筆
者
）
こ
こ
で
式
部
が
説
こ
う
と
し

て
い
る
の
は
、
物
語
の
特
色
で
あ
る
潤
色
や
誇
張
は
決
し
て
こ
の
世

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

に
な
い
事
実
無
根
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
虚
構

を
通
し
て
こ
そ
人
間
世
界
の
普
遍
的
内
面
的
真
実
が
確
実
に
、
か
つ

典
型
的
に
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
物
語
は
、
人
間
世
界

の
外
面
的
事
実
の
一
端
し
か
伝
え
て
い
な
い
史
書
（
六
国
史
な
ど
官
撰

国
史
）
よ
り
遙
か
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
栄
花

物
語
』
の
作
者
は
こ
う
し
た
物
語
論
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
歴
史
を
物

語
風
に
書
こ
う
と
い
う
構
想
を
思
い
つ
い
た
の
で
あ
る
。
『
大
鏡
』

に
な
る
と
体
裁
が
一
段
と
洗
練
さ
れ
、
全
体
が
対
話
形
式
で
統
一
さ

れ
、
逸
話
の
挿
入
な
ど
に
よ
っ
て
藤
原
道
長
ら
貴
族
た
ち
の
個
性
が

鮮
や
か
に
描
出
さ
れ
て
い
る
。

中
世
～
近
世
に
著
さ
れ
た
史
書
を
見
て
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は

（
Ａ
）
型
か
（
Ｂ
）
型
の
歴
史
叙
述
で
あ
り
、
（
Ａ
）
型
を
代
表
す
る
も

の
と
し
て
『
平
家
物
語
』
『
太
平
記
』
『
日
本
外
史
』
な
ど
が
あ
り
、

（
Ｂ
）
型
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
『
吾
妻
鏡
』
『
本
朝
通
鑑
』
『
徳

川
実
紀
』
な
ど
が
あ
る
。
普
通
、
学
術
的
見
地
か
ら
（
Ｂ
）
型
の
方

が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
日
本
人
の
歴
史
理
解
に
大
い
に
貢

献
し
、
そ
の
歴
史
意
識
の
形
成
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
た
の
は
（
Ａ
）

型
の
方
で
あ
っ
た
。
（
Ａ
）
型
に
は
『
日
本
外
史
』
の
よ
う
な
漢
文

体
の
も
の
も
あ
る
が
、
和
文
・
漢
文
い
ず
れ
の
場
合
も
、
豊
か
な
想

像
力
と
深
い
共
感
に
基
づ
く
魅
力
的
で
読
み
や
す
い
文
章
で
あ
り
、

躍
動
感
に
満
ち
た
歴
史
群
像
の
形
象
化
に
成
功
し
て
い
る
。
た
だ
し

臨
場
感
あ
ふ
れ
る
表
現
を
求
め
る
あ
ま
り
事
実
の
吟
味
が
不
足
し
て
、

客
観
性
に
欠
け
る
描
写
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

と
は
い
え
荒
唐
無
稽
の
時
代
小
説
と
は
異
な
る
も
の
で
、
お
お
む
ね

史
実
に
沿
っ
た
内
容
で
あ
る
。
現
代
の
歴
史
家
と
い
え
ど
も
人
物
に

焦
点
を
当
て
て
中
世
～
近
世
の
時
代
史
を
叙
述
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

こ
れ
ら
（
Ａ
）
型
の
史
書
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

近
代
に
な
る
と
、
当
代
の
ョ
－
ロ
ッ
パ
歴
史
学
の
影
響
を
受
け
つ

つ
、
啓
蒙
史
学
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
、
唯
物
史
観
史
学
な
ど
の
新

し
い
歴
史
学
が
活
動
し
始
め
、
そ
れ
に
応
じ
て
歴
史
叙
述
の
ス
タ
イ

ル
も
多
様
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
中
で
上
述
し
た
（
Ａ
）
（
Ｂ
）
二
種

の
歴
史
叙
述
の
う
ち
、
（
Ｂ
）
型
の
方
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
に
継

承
さ
れ
さ
ら
に
発
展
し
て
い
っ
た
が
、
（
Ａ
）
型
の
方
は
非
科
学
的

歴史と表象3



な
も
の
と
し
て
歴
史
学
の
世
界
か
ら
排
除
さ
れ
、
潜
在
化
し
て
い
っ

た
。
と
こ
ろ
で
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
日
本
に
お
け
る
歴
史
観
の

主
流
は
皇
国
史
観
か
ら
唯
物
史
観
へ
と
大
き
く
転
換
し
、
唯
物
史
観

に
よ
る
歴
史
研
究
が
隆
盛
を
極
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
他
方

で
、
科
学
的
歴
史
観
と
称
し
歴
史
の
法
則
性
を
主
張
す
る
唯
物
史
観

の
欠
陥
も
次
第
に
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
う
い
う
中
で

い
わ
ゆ
る
「
昭
和
史
」
論
争
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
論
争
は
日

本
史
学
史
上
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
今

こ
こ
で
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
日
本

人
の
歴
史
叙
述
の
伝
統
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
注
目
さ
れ
る
点
に
つ

い
て
だ
け
言
及
す
る
に
止
め
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
「
昭
和
史
」
論
争
は
、
昭
和
三
十
年
に
岩
波
新
書

の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
遠
山
茂
樹
他
著
『
昭
和
史
』
に
対
し
、

文
芸
評
論
家
の
亀
井
勝
一
郎
が
真
っ
向
か
ら
批
判
の
矢
を
放
っ
た
と

こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
遠
山
は
唯
物
史
観
に
た
つ

著
名
な
近
代
史
家
で
あ
り
、
こ
の
『
昭
和
史
』
は
当
時
類
書
が
な
か

っ
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
刊
行
後
多
大
の
反
響
を
呼
び
、
た
ち
ま
ち
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
。
『
昭
和
史
』
に
対
す
る
亀
井
の
批
判
は
多

岐
に
わ
た
る
が
、
本
稿
と
の
関
連
で
最
も
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
る
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

は
、
本
書
は
歴
史
の
人
間
性
を
忘
れ
て
い
る
と
し
、
人
間
の
描
写
に

、
、
、
、
、
、

失
敗
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
歴
史
家

は
死
者
の
声
を
代
弁
し
、
そ
の
魂
を
よ
み
が
え
ら
せ
」
な
け
れ
ば
な

以
上
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
史
学
史
に
お
い
て
は
（
Ａ
）

、
、
、

物
語
風
歴
史
叙
述
と
（
Ｂ
）
実
録
風
歴
史
叙
述
へ
の
志
向
が
一
貫
し

、
、
、
、
、
、
、

て
併
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
日
本
に
お
け
る
歴
史
叙
述
の

伝
統
が
見
出
せ
る
。
な
お
そ
の
他
に
中
世
以
降
（
Ｃ
）
特
定
の
歴
史

観
に
よ
っ
て
歴
史
を
理
論
的
に
考
察
し
た
『
愚
管
抄
』
を
は
じ
め
と

す
る
史
論
書
の
系
統
が
あ
り
、
（
Ａ
）
（
Ｂ
）
型
と
異
な
る
叙
述
ス
タ

イ
ル
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
（
Ｃ
）
型
の
歴
史
叙
述
は
そ
の

事
例
が
近
代
以
前
で
は
極
め
て
少
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
中
世
以
来

現
在
ま
で
大
方
の
日
本
人
の
歴
史
意
識
に
与
え
た
影
響
力
が
甚
だ
微

弱
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
盧
す
れ
ば
、
（
Ａ
）
（
Ｂ
）
型
の
よ
う
に
日

本
に
お
け
る
歴
史
叙
述
の
伝
統
を
形
成
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
（
こ
の
（
Ｃ
）
型
の
歴
史
叙
述
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に

詳
述
し
た
い
）

冒
頭
述
べ
た
よ
う
に
現
在
欧
米
諸
国
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
的

ら
ず
、
死
者
へ
の
「
共
感
能
力
の
欠
如
は
、
そ
れ
だ
け
で
歴
史
家
の

資
格
を
欠
く
」
と
断
言
す
る
亀
井
の
主
張
に
は
、
古
代
以
来
連
綿
と

続
い
て
き
た
（
Ａ
）
物
語
風
歴
史
叙
述
Ｉ
歴
史
的
人
間
像
を
浮
き

彫
り
に
す
る
Ｉ
の
精
神
に
通
底
す
る
も
の
が
看
取
さ
れ
る
。
亀

井
の
所
論
は
す
べ
て
『
現
代
史
の
課
題
』
〈
中
央
公
論
社
〉
に
よ
る
）

お
わ
り
に
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表
象
化
の
方
法
す
な
わ
ち
歴
史
叙
述
の
在
り
方
が
批
判
的
に
検
討
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
ど
ん
な
歴
史
叙
述
が
相
応
し
い
の

か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
た

だ
日
本
に
お
い
て
多
く
の
国
民
に
支
持
さ
れ
る
よ
う
な
新
し
い
歴
史

叙
述
の
ス
タ
イ
ル
を
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
大
学
の
日
本

、
、
、

近
代
史
の
授
業
で
小
説
家
司
馬
遼
太
郎
の
『
坂
の
上
の
雲
』
が
テ
キ

ス
ト
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
を
直
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

紙
幅
の
制
約
の
た
め
と
は
い
え
、
論
ず
べ
く
し
て
論
じ
え
な
か
っ

た
所
が
あ
ま
り
に
多
い
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
他
日
改
め
て
論
究

し
た
い
と
思
う
。

○
栄
田
卓
弘
『
歴
史
と
歴
史
家
た
ち
』
（
大
明
堂
、
一
九
九
三
年
）

○
ソ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
ラ
ン
ダ
ー
編
、
上
村
忠
男
他
訳
『
ア
ウ
シ
ュ
ヴ

ィ
シ
シ
と
表
象
の
限
界
』
（
未
来
社
、
一
九
九
四
年
）

〔
付
記
〕

小
論
の
構
想
段
階
で
、
一

○
堀
米
庸
三
『
歴
史
と
人
頭

版
協
会
、
一
九
六
五
年
）

●
段
階
で
、
左
記
の
著
書
を
部
分
的
に
参
照
し
た
。

『
歴
史
と
人
間
』
〈
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
兇
〉
（
日
本
放
送
出

（
防
衛
大
学
校
教
授
）

歴史と表象ラ


