
「
・
ン
 

今
年
は
戦
後
八
十
年
の
節

目
を
迎

へ
る
わ
け

で
あ
る

が
、
心
情
的
に
は
極
め
て
怪

泥
た
る
念
ひ
に
陥
ら
ざ
る
を

得
な
い
。
 

昭
和
二
十
年
の
敗
惨
の
結

果
、
未
曾
有
の
占
領
と
い
ふ

事
態
を
招
き
、
国
際
条
約
違

反
の
不
条
理
な
施
策
を
強
制

さ
れ
た
屈
辱
に
対
し
、
其
の

国
難
の
因
由
を
総
括
す
る
事

無
く
、
再
生
再
起
を
図
る
事

無
く
、
年
月
の
み
が
経
過
し

て
行
つ
た
次
第
で
あ
る
。
 

占
領
の
最
大
眼
目
は
、
「
降

伏
後
二
於
ケ
ル
米
国
ノ
初
期

ノ
対
日
方
針
」
と
し
て

「
究

極
ノ
目
的
」
 
に示
す
「
日
本

国
ガ
再
ビ
米
国
ノ
脅
威
ト
ナ

ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
確
実
ニ
ス
ル

コ
ト
」
を
着
実
に
実
行
す
る

こ
と
で
あ
り
、
其
の
た
め
の
 

様
々
な
施
策
が
次
々
に
行
は

れ
て
い
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
 

今
日
に
至
る
迄
の
影
響
力

の
大
き
さ
を
考
へ
る
と
、
擬

似
憲
法

（皇
室
典

範
を

含

む
）
、神
道
指

令
、
東
京
裁

判
に
代
表
さ
れ
る
で
あ
ら
う

が
、
其
の
他
に
二
千
件
以
上

に
及
ぶ
対
日
指
令
が
発
せ
ら

れ
て
カ
る
。
 

昭
和
二
十
六
年
九
月
四
日

か
ら
桑
港
市
に
於
い
て
購
和

会
議
が
開
催
さ
れ
、
其
の
歓

迎
式
で
、
デ
ィ
ー
ン
・
ジ
ー
・

ア
チ
ソ
ン
合
衆
国
国
務
長
官

が

「
わ
れ
わ
れ
は
、
日
本
国

と
の
戦
争
を
公
式
に
集
結
す

る
最
後
的
措
置
を
執
る
に
あ

た
り
」
と
述
べ
て
カる
如
く
、
 

吾
が
国

が
米
軍
に

対
す
る
 

「
隷属

s
u
b
je
c
t
t
o
」
 
か
ら脱

し
て
、
完
全
な
る
主
権
を
回

復
し
た
時
、
占
領
諸
施
策
を

改
め
る
の
に
努
め
る
こ
と
は

可
能
で

あ

つ
た
は
ず
で

あ

る
 。

 購
和
条
約
に
対
す
る
昭
和

二
十
六
年
一
月
二
十
日
付
吉

田
茂
首
相
の
 
「
わ
が方
の
見

解
」
に
、
「
占
領
下
に

樹
立
 
 さ

れ
た
諸
法
令
及
び
諸
制
度

を
そ
の
ま
ま
恒
久
化
す
る
こ

と
を
意
図
す
る
よ
う
な
規
定

を
平
和
条
約
に
設
け
る
こ
と

は
、
避
け
ら
れ
た
い
」
と
示

し
て
カ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
 

当
初
は
占
領
施
策
を
改
め
よ

う
と
す
る
意
志
の
存
し
て
カ

た
こ
と
が
窺
へ
る
が
、
現
実

的
に
は
何
ら
実
際
の
行
動
に

移
さ
れ
ず
、
今
日
に
至
つ
て

し
ま
つ
た
の
が
様
々
な
問
題

を
生
じ
さ
せ
て
カ
る
所
以
で

あ
る
。
 

吉
田
茂
は

「
臣茂
」
と
署

名
し
て
カ
た
と
伝
は
る
が
、
 

そ
れ
は
全
く
の
偽
態
で
あ
つ

た
こ
と
が
購
和
後
の
行
動
に

よ
つ
て
明
確
に
示
さ
れ
て
カ

る
。
『芦
田

均
日
記
』
昭
和

二
十
一
年
三
月
五
日
条
に
、
 

畏
く
も
昭
和
天
皇
が
幣
原
喜

重
郎
首
相
に
米
軍
が
強
制
す

る
占
領
憲
法
草
案

の
「
国

会
ノ
制
定

ス
ル
皇
室
典
範
 

（
外
務

省
仮
訳

）

H甘
p
e
r
i

』
 

エ
oロ
の
①h
N国

mの
け
「①

U
ie
t
 

B
ay
e
na
c
t
J
に
関
し
て
、「皇

室
典
範
改
正
の
発
議
権
を
留

保
で
き
な
い
か
」
と
の
聖
慮
 
 を

御
示
し
給
は
れ
た
こ
と
が

記
載
さ
れ
て
カ
る
。
而
し
て

現
行
占
領
憲
法
の
第
二
条
に

は

「
国会
の
議
決
し
た
皇
室

典
範
」
 の
文
辞
に
な
つ
て
カ

る
が
、
畏
多
く
も
皇
室
の
家

法
（

H
ョ
p
e
r
i
a
l
H
o
u
s
e
 

[
m国
）
を
臣
で
あ
る
国
民
が

議
し
て
、
其
れ
を

一
法
律
化

す
る
の
は
吾
が
国
に
於
い
て

絶
対
に
有
り
得
べ
か
ら
ざ
る

事
態
で
あ
る
。
昭
和
天
皇
の

畏
多
い

御
憂
慮
に

対
し
奉

り
、
吉
田
茂
は
全
く
無
為
無

策
に
終
始
し
て
を
り
、
そ
れ

は

「
臣」
と
し
て
の
意
識
を

完
全
に
欠
如
し
て
カ
る
証
左

と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

米
軍
は
自
ら
の
優
位
を
永

久
に
保
つ
た
め
、
吾
が
国
の

井
然
と
整
へ
ら
れ
た
法
秩
序

を
横
暴
な
権
力
の
強
制
を
以

て
悉
く
破
壊
せ
し
め
、
不
当

に
作
成
し
た
歪
曲
せ
る
法
体

系
を
強
要
し
た
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
樫
桔
と
し
て
今

日
に
至
る
迄
の
忌
々
し
き
諸

問
題
の
根
源
と
な
つ
て
カ
る

の
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
 

而
し
て
今
日
論
議
さ
れ
て
 
 カ

る
様
々
な
事
象
も
並
べ
て

が
当
路
者
の
怠
慢
、
不
作
為

に
よ
つ
て
定
着
し
て
し
ま
つ

て
カ
る
占
領
施
策
の
枠
内
で

思
考
さ
れ
て
カ
る
の
が
実
相

で
あ
る
。
そ
れ
は
平
成
三
十

一
年
三
月
二
十
日
の
参
議
院

財
政
金
融
委

員
会
に
於

い

て
、
国
民
民
主
党
の
大
塚
耕

平
議
員
の
質
疑
に
対
し
て
、
 

安
倍
晋
三
首
相
が

「
私
自
身

が
G
H
Q
の
決
定
を
覆
す
と

い
う
こ
と
は
全
く
考
え
て
い

な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
」
 

と
答
弁
し
て
カ
る
の
に
明
瞭

に
示
さ
れ
て
カ
よ
う
。
安
倍

首
相
は
 
「
戦
後
加
ゆ
鳳B
ゆ
か

ら
の
脱
却
」
を
繰
り
返
し
唱

へ
て
カ
た
が
、
そ
れ
は
現
状

の
占
領
体
制
を
容
認
し
た
上

で
の
情
勢
論
と
し
て
の
論
議

を
行
ふ
と
云
ふ
意
味
で
し
か

な

い
の
が
顕
ら
か

で
あ
ら

う
。
こ
れ
が
所
謂
「
戦
後
保

守
」
 
の
限界
で
あ
る
と
云
へ

よ
、つ
。
 

現
在
「
安
定
的
な
皇
位
継

承
に
関
す
る
諸
課
題
」
 
につ

い
て
有
識
者
会
議
の
「
報告
」
 

に
、
「
皇
族
に
は
認
め
ら
れ

て
い
な
い
養
子
縁
組
を
可
能

と
し
、
皇
統
に
属
す
る
男
系

の
男
子
を
皇
族
と
す
る
」
と

の
案
が
示
さ
れ
て
を
り
、
こ

れ
を
現
行
皇
室
典
範
第
九
条
 

「
天
皇
及
び
皇
族
は
、
養
子

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
 

の
改
正
で
は
無
く
、
特
例
法

と
云
ふ
限
時
法
で
糊
塗
し
よ

う
と
す
る
動
き
が
あ
る
の
に

は
唯
々
唖
然
と
す
る
し
か
無
 

（ニ
面
へ
続
く
）
 

し
ん

ぷ
う
し

う
 
う
 

新

風
腺
雨
 

▼
令
和
七
年
一
月
十
七
日
午
前
五

時
四
十
六
分

の
阪
神
淡
路
大
震
災

か
ら
三
十
年
を
迎

へ
た
。当
時
小
さ

な
雑
居
ビ

ル
の
四
階
に
住
ん
で
居

た
が
、
あ
の
朝
突
然
の
激
し
い
縦
揺

れ
で
目
覚
め
た
。
布
団
の
中
で
こ
の

ま
ま
床
が
抜
け
て
下
ま
で
落
下
す

る
の
で
は
な
い
か
と
冷
静
に
天
井

を
見
な
が
ら
思
つ
た
。神
戸
で
の
大

き
な
地
震
が
あ
つ
た
と
分

つ
た
が
、
 

そ
の
後
仕
事
で
滋
賀
県
へ
向

つ
た

が
そ
の
帰
路
、
道
路
が
全
く
動
か
な

い
。
▼
帰
所
し
て
テ
レ
ビ
で
神
戸
が

大
火
災
に
包
ま
れ
て
カ
る
様
子
を

見
て
、
こ
れ
は
大
変
な
事
態
だ
と
知

る
事
と
な
る
。
▼
約
ー
ケ
月
後
の
神

戸
で
阪
神
高
速
道
路
が

転
倒
し
て

カ
る
様
や
崩
壊
し
た
街
並
み
を
間

近
に
し

て
改
め
て
被
害

の
甚
大
さ

に
言
葉
を
失

つ
た
事
が
鮮
明
に
匙

る
。
▼
あ
れ
か
ら
東
日
本
大

震
災
、
 

熊
本
地
震
、
北
大
阪
地
震
、
能
登
地

震
他
な
ど
の
大
災
害
が
わ
が
国
を

襲
ひ
続
け
て
カ
る
。国
土
強
靴
化
が

説
か
れ
る
所
以
で
あ
る
が
、
そ
の
初

期
対
応
を
各
地
方
自
治
体
主
導
で

は
な
く
国
の
全
面
的
な
主
導
に
よ

る
復
旧
復
興
対
策
が
必
要
で
あ
り
 

（勿
論
、
住
民
の
意
向
を
踏

へ
な
が

ら
）
、
そ
の
為
に
現
在
検
討
さ
れ
て

カ
る
防
災
庁
設
立
の
早
期
実
施
が

の
ぞ
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
▼
こ

の
平
成
七
年
の
十
二
月
九
日
に
維

新
政
党
・
新
風
が
結
党
さ
れ
た
。
 

（
晋
）
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