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戦
後
五
十
年
と
い
う
節
目
の
年
で
あ
る
。
無
謀
な
戦
争
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
戦
争
に
全
く
関
与
し
て
い
な
い
多
く
の

人
々
の
生
命
財
産
を
奪
っ
た
。
日
本
国
民
も
ま
た
主
要
都
市
へ
の
空
爆
、
広
島
、
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
、
沖
縄
で
の
地
上
戦
に

お
い
て
、
多
大
な
犠
牲
を
被
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
交
戦
国
間
の
兵
士
の
死

傷

者

は
、
は
か
り
知
れ
な
い
に
及
ん
で
い

る
。
本
当
の
意
味
の
「
未
来
指
向
」
と
は
、
こ
の
五
十
年
の
節
目
の
年
に
「
戦
争
と
平
和
」
に
つ
い
て
根
本
的
に
考
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
次
の
各
項
目
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
た
い
。 

一 

日
本
の
政
界
は
与
野
党
を
問
わ
ず
、

い
ま
や
米
ソ
間
に
お
け
る
「
冷
戦
構
造
の
終
焉
」
に
異
論
を
は
さ
む
も
の
は
い
な

い
。
米
国
も
ま
た
「
冷
戦
構
造
は
終
焉
」
し
た
と
の
認
識
に
立
っ
て
い
る
と
解
す
る
。
こ
の
よ
う
な
時
期
こ
そ
、
日
米
安
保

条
約
に
基
づ
く
米
軍
基
地
の
縮
小
を
思
い
切
っ
て
、
日
米
両
国
の
外
交
課
題
と
す
べ
き
も
の
と
思
う
が
、
「

安
保
再
定
義
」

な
る
言
葉
で
、
「

安
保
堅
持
＝

安
保
固
定
化
」

と
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
念
を
い
だ
く
。
「
安
保
再
定
義
」
な
る
取

り
組
み
と
、「

安
保
堅
持
」
と
い
う
外
交
政
策
は
、
軍
縮
、
基
地
縮
小
な
ど
の
国
民
の
願
う
と
こ
ろ
と
逆
行
す
る
の
で
は
な

い
か
。
政
府
の
見
解
を
質
し
た
い
。 

二 

日
本
国
憲
法
第
二
十
九
条
は
、「
財
産
権
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
今
回
の
「
代
理
署
名
」
問 
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四 

前
記
第
二
十
九
条
第
二
項
は
、
「
財
産
権
の
内
容
」
を
「
公
共
の
福
祉
に
適
合
」
す
る
よ
う
に
「
法
律
で
定
め
る
」
と
し

て
い
る
が
、
本
質
問
主
意
書
の
「
三
」
に
お
い
て
質
問
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
と
き
の
政
権
の
有
権
解
釈
で
恣
意
的
と
な

る
可
能
性
が
心
配
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
項
に
よ
る
法
律
が
定
め
た
内
容
だ
と
形
式
的
に
認
め
て
し
ま
う
こ
と
は
、
第
一

項
の
「
財
産
権
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
憲
法
的
原
則
が
、
そ
の
と
き
ど
き
の
立
法
行
為
に
対
し
て
、
憲

法
的
効
果
を
失
い
、
憲
法
規
範
と
し
て
の
意
義
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

三 

も
し
、
こ
の
法
理
の
説
明
に
、
憲
法
第
二
十
九
条
の
後
段
の
「
財
産
権
の
内
容
は
、
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
や
う
に
、

法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」
と
し
、
「
私
有
財
産
は
、
正
当
な
補
償
の
下
に
、
こ
れ

を

公
共

の
た
め
に
用
ひ
る
こ
と
が
で
き

る
」
を
根
拠
と
す
る
な
ら
ば
、
米
ソ
の
「
冷
戦
構
造
の
終
焉
」
後
も
、
こ
れ
ま
で
同
様
、
米
軍
の
軍
事
基
地
に
兵
器
と
兵
員

が
配
備
さ
れ
る
こ
と
が
、

国
民
の
生
命
財
産
を
守
る
と
い
う
こ
と
で
、
「
公
共
の
福
祉
」
た
り
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
日
米
両
国
政
府
は
ロ
シ
ア
、
中
国
を
脅
威
と
考
え
て
い
な
い
と
思
う
が
、
い
っ
た
い
ど
の
国
の
ど
の
よ
う
な
軍
事
力
が

脅
威
な
の
か
、
そ
の
見
解
を
聞
き
た
い
。 

題
は
、
自
己
の
所
有
す
る
財
産
の
活
用
、
処
分
な
ど
、
通
常
「
財
産
権
」
と
言
わ
れ
る
も
の
を
公
権
力
が
侵
す
も
の
と
な
っ

て
お
り
、
憲
法
違
反
の
疑
い
が
あ
る
。
政
府
は
こ
れ
を
合
憲
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
法
理
を
尋
ね
た
い
。 

四 

 



 

五 

直
接
的
に
は
「
日
米
安
保
を
堅
持
す
る
」
と
の
建
前
か
ら
、
沖
縄
県
民
の
「
財
産
権
」
を
「
代
理
署
名
」
な
る
法
的
手
続

き
に
よ
っ
て
奪
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
手
続
き
は
「
日
米
安
保
条
約
」
の
履
行
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
る
。
主
権
国
家
の
憲

法
と
国
際
条
約
と
が
矛
盾
す
る
と
き
、
ど
ち
ら
に
優
先
順
位
を
お
く
べ
き
か
。 

も
し
日
米
安
保
条
約
へ
の
現
実
的
考
慮
を
も
っ
て
、
条
約
優
位
説
に
立
た
れ
る
場
合
は
、
憲
法
の
授
権
に
よ
っ
て
条
約
の

締
結
が
行
わ
れ
た
意
味
が
失
わ
れ
る
。
「
憲
法
の
最
高
法
規
性
」
は
ど
う
な
る
の
か
の
疑
念
が
わ
い
て
く
る
。
こ
の
こ
と
を

考
え
る
と
、
憲
法
の
条
文
を
も
っ
て
、
そ
の
条
約
が
憲
法
以
上
の
国
内
法
的
効
力
を
与
え
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
な
ど
の
解
釈
に
立
つ
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
こ
の
際
、
見
解
を
聞
き
た
い
。 

す
ぐ
る
大
戦
に
お
い
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
唯
一
の
地
上
戦
が
行
わ
れ
た
の
は
沖
縄
県
で
あ
っ
た
。
多
大
の
沖
縄
県
民
た

る
非
戦
闘
員
が
生
命
を
奪
わ
れ
た
こ
と
を
も
考
慮
に
入
れ
、
わ
が
国
憲
法
の
前
文
の
「
日
本
国
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念
願

し
、
人
間
相
互
の
関
係
を
支
配
す
る
崇
高
な
理
想
を
深
く
自
覚
す
る
の
で
あ
つ
て
、
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義

に
信
頼
し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
」
、
及
び
第
二
章
「
戦
争
放
棄
」
の
「
国
権
の
発
動
た 

今
回
の
「
代
理
署
名
」
問
題
は
、
沖
縄
県
民
の
激
し
い
怒
り
を
か
っ
て
い
る
こ
と
は
政
府
も
深
刻
に
受
け
止
め
て
い
る
こ

と
と
思
う
が
、
村
山
内
閣
の
説
得
力
あ
る
見
解
を
聞
き
た
い
。 

五 

 



 

 

六 

る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す

る
」
の
明
文
に
か
か
わ
っ
て
、
日
米
安
保
条
約
と
の
関
係
に
お
い
て
矛
盾
し
な
い
と
の
政
府
見
解
は
い
か
な
る
法
理
論
展
開

に
よ
る
も
の
か
お
尋
ね
し
た
い
。 

そ
の
一
つ
は
、
前
文
の
文
意
か
ら
し
て
、
「
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
」
と
い
う
の
は
、
日
米

安
保
条
約
の
「
仮
想
敵
国
」
を
前
提
と
す
る
考
え
方
と
合
致
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
の
点
の
政
府
見
解
を
質
し
た
い
。 

そ
の
二
つ
め
は
、
日
米
安
保
条
約
に
よ
る
軍
事
力
行
使
は
、
「
国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力

の
行
使
」
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
の
か
。
そ
の
と
き
、
「
自
衛
の
た
め
」
と
か
「
防
衛
の
た
め
」
と
か
の
文
言
で
「
国
際

紛
争
を
解
決
す
る
手
段
」
で
は
な
い
と
の
憲
法
制
定
時
の
芦
田
均
氏
（
憲
法
改
正
委
・
委
員
長
）
の
論
法
を
援
用
さ
れ
る
こ

と
と
思
う
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
と
き
の
吉
田
首
相
の
「
自
衛
の
た
め
」
と
の
口
実
の
つ
か
な
か
っ
た
「
武
力
行
使
」
は

な
か
っ
た
と
の
見
解
を
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
整
合
性
の
あ
る
見
解
を
聞
き
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


