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戦
後
ほ
ぼ
半
世
紀
を
経
て
、
日
本
は
巨
大
な
変
化
を
遂
げ
た
。
敗
戦
に
よ
っ
て
焦
土
と
化
し
た
日
本
は
、
今
で
は
世
界
に

冠
た
る
経
済
大
国
で
あ
る
。
日
本
人
の
平
均
余
命
は
男
女
と
も
世
界
最
長
と
な
っ
た
。
戦
前
は
「
人
生
五
十
年
」
と
い
っ
た

が
、
今
で
は
八
十
年
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
変
化
の
方
向
性
を
規
定
し
、
そ
の
変
化
を
促
し
、
現
在
の
日
本
を
実
現
さ
せ
た
も
の
が
、
ま
ず
日
本
国
憲
法

で
あ
っ
た
こ
と
は
何
人
も
否
定
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
憲
法
こ
そ
は
、
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、
現
在
の
日
本
を
作

り
だ
し
た
最
大
の
責
任
者
で
あ
る
。
戦
前
と
戦
後
の
日
本
の
社
会
で
最
も
顕
著
な
違
い
の
一
つ
は
、
平
等
、
と
く
に
男
女
平

等
の
進
展
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
「
平
等
」
と
「
個
人
の
尊
重
」
と
を
繰
り
返
し
規
定
し
て
い
る
憲
法
の
お
か
げ
で
あ
る
。

女
性
の
地
位
向
上
は
、
ま
ず
女
性
を
め
ぐ
る
教
育
環
境
の
変
化
に
現
れ
た
。
た
と
え
ば
、
最
近
で
は
東
大
に
入
学
し
た
女

子
学
生
の
数
は
五
百
名
を
オ
ー
バ
ー
し
、
入
学
者
数
の
約
二
割
を
占
め
て
い
る
。
帝
国
大
学
に
入
学
し
た
女
性
の
数
は
、
こ

の
五
十
年
間
の
間
に
、
は
じ
め
若
干
名
か
ら
数
パ
ー
セ
ン
ト
、
そ
し
て
さ
ら
に
約
二
割
に
ま
で
増
加
し
た
の
で
あ
る
。
時
の

経
過
と
と
も
に
、
そ
の
数
も
割
合
も
増
大
し
、
女
子
学
生
が
過
半
数
を
占
め
る
日
も
遠
く
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
教
育
が
平

等
で
あ
る
以
上
、
女
性
の
雇
用
を
め
ぐ
る
条
件
も
変
化
す
る
。
女
性
の
職
業
選
択
の
範
囲
は
拡
大
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で

女
性
が
活
躍
し
て
い
る
。
女
性
の
労
働
力
は
全
労
働
力
の
四
割
に
達
し
、
女
性
は
管
理
職
に
も
進
出
し
て
い
る
。

「
レ
デ
ィ
・
フ
ァ
ー
ス
ト
」
の
国
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
で
、
女
性
の
地
位
が
根
本
的
・
決
定
的
に
変
化
し
て
し
ま
っ
た
よ
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う
に
、
日
本
の
女
性
の
地
位
の
変
化
も
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
も
は
や
ポ
イ
ン
ト
・
オ
ブ
・
ノ
ー
・
リ
タ
ー
ン
を
越
え
た
の

で
あ
る
。
女
性
兵
士
が
出
征
し
、
捕
虜
に
な
り
、
戦
死
す
る
と
い
う
現
実
の
前
で
、
従
来
の
「
女
性
論
」
は
す
べ
て
色
褪
せ

て
し
ま
っ
た
。

親
子
重
視
か
ら
夫
婦
重
視
の
家
族
観
へ

こ
の
両
性
の
平
等
と
個
人
の
尊
厳
の
原
則
は
、
当
然
な
が
ら
身
分
法
の
領
域
の
指
導
原
理
と
も
な
っ
た
。
憲
法
二
十
四
条

は
、「
婚
姻
は
両
性
の
合
意
の
み
に
基
づ
い
て
成
立
し
、
夫
婦
が
同
等
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
相
互
の
協

力
に
よ
り
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
配
偶
者
の
選
択
・
財
産
権
・
相
続
な
ど
、
婚
姻
お
よ
び
家
族
に
関
す
る

そ
の
他
の
事
項
に
関
し
て
は
、
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
し
て
法
律
は
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
る
。

実
際
、
戦
前
、
日
本
人
は
す
べ
て
「
家
」
に
属
し
、
家
の
長
た
る
戸
主
の
統
率
、
身
分
上
の
監
督
に
服
し
た
。
ま
た
家
の

財
産
は
家
督
相
続
に
よ
っ
て
、
戸
主
が
相
続
し
た
。
し
か
し
戦
後
、
日
本
人
は
こ
の
よ
う
な
「
家
」
制
度
か
ら
解
放
さ
れ
た
。

女
性
は
同
時
に
「
家
」
に
お
け
る
男
性
支
配
か
ら
も
解
放
さ
れ
た
。
日
本
の
民
法
は
、
身
分
法
か
ら
家
族
法
へ
と
変
化
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
い
か
に
大
き
な
変
化
で
あ
っ
た
か
は
、
た
と
え
ば
姦
通
罪
の
廃
止
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
戦
前
は
夫
の
姦
通

は
処
罰
の
対
象
で
も
な
く
、
離
婚
の
原
因
で
も
な
か
っ
た
。
妻
は
不
倫
に
よ
っ
て
、
夫
の
告
訴
に
基
づ
い
て
で
は
あ
る
が
、

姦
通
罪
と
し
て
処
罰
を
受
け
、
ま
た
そ
の
妻
と
関
係
し
た
男
性
も
処
罰
の
対
象
と
な
っ
た
。
も
は
や
不
倫
が
不
倫
で
は
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
現
在
の
日
本
人
に
、
か
つ
て
こ
の
よ
う
な
制
度
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
信
じ
が
た
い
に
違

い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
制
度
の
存
在
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
心
中
も
の
」
も
本
当
に
は
人
々
を
感
動
さ
せ

え
な
い
の
で
あ
る
。
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し
か
も
こ
の
変
化
は
、
あ
ま
り
に
も
急
激
で
あ
っ
た
。
明
治
時
代
の
民
法
典
の
身
分
法
の
改
正
は
、
多
く
の
抵
抗
の
た
め

に
数
十
年
を
要
し
た
。
し
か
し
今
回
は
新
憲
法
が
公
布
・
施
行
さ
れ
る
と
同
時
に
、
応
急
措
置
法
に
よ
り
「
家
」
制
度
は
た

だ
ち
に
廃
止
さ
れ
、
憲
法
典
施
行
の
翌
年
で
あ
る
昭
和
二
十
三
年
一
月
一
日
に
は
新
し
い
親
族
・
相
続
法
が
施
行
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

そ
こ
で
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
妻
の
無
能
力
や
相
続
権
の
否
定
な
ど
が
改
正
さ
れ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
配
偶
者
の
相

続
権
は
き
わ
め
て
優
遇
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
配
偶
者
は
い
つ
で
も
相
続
権
が
あ
り
、
た
と
え
ば
妻
と
子
供
が
残
さ
れ
た

場
合
に
は
、
妻
と
子
供
の
み
が
相
続
権
が
あ
り
、
親
や
兄
弟
の
相
続
権
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
戦
前
の
「
家
」
制
度
を
否
定
す
る
あ
ま
り
、
こ
の
民
法
は
家
族
と
い
う
も
の
の
構
成
単
位
を
夫
婦
と
し
、「
旧
憲

法
下
の
旧
民
法
に
お
い
て
は
親
子
関
係
（
い
わ
ば
上
下
の
縦
の
関
係
）
が
家
族
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
思
想
を
根
本
的
に
改

め
る
意
味
を
持
つ
」（
佐
藤
功
）
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
立
法
者
は
両
性
の
平
等
と
個
人
の
尊
厳
と
い
う
原
則
の
下
で
、

家
族
が
ど
の
よ
う
な
形
態
を
取
る
か
に
つ
い
て
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら

は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
、
形
式
的
平
等
を
貫
く
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
結
婚
す
る
夫
婦
の
姓
に
つ
い

て
も
、
ど
ち
ら
の
姓
を
選
ぶ
か
は
当
事
者
間
の
合
意
に
委
ね
る
こ
と
と
し
、
ま
た
夫
婦
の
財
産
に
つ
い
て
も
、
稼
い
だ
者
の

特
有
財
産
と
す
る
と
い
う
別
産
制
を
採
用
し
た
。
そ
れ
が
い
か
に
実
質
的
に
平
等
に
反
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
目
を
つ

ぶ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
家
族
は
横
の
関
係
と
と
も
に
、
縦
の
関
係
も
持
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
夫
と
妻
と
い
う
、
も
と
も
と
個

人
主
義
の
理
念
の
下
に
結
ば
れ
た
緩
や
か
な
結
合
と
、
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
親
と
子
と
い
う
血
縁
の
関
係
と
が
あ
い

ま
っ
て
、
家
族
と
い
う
布
地
を
織
り
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
し
私
た
ち
が
縦
の
関
係
を
断
ち
切
る
な
ら
ば
、
切
れ
や
す
い
横
糸
し
か
な
い
家
族
と
い
う
布
は
脆
い
も
の
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
民
法
は
、
前
述
の
と
お
り
夫
と
妻
と
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
名
で
稼
い
だ
財
産
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
で
あ
る
と
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い
う
、
き
わ
め
て
個
人
主
義
的
な
夫
婦
別
産
制
と
い
う
財
産
制
度
を
取
り
な
が
ら
、
一
方
で
は
夫
婦
同
姓
と
い
う
、
個
人
の

尊
厳
に
反
す
る
制
度
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
妻
は
嫁
と
し
て
夫
の
家
に
入
る
と
い
う
伝
統
と
慣
行
が
、
夫
ま
た
は

妻
の
姓
を
夫
婦
が
選
択
す
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
形
式
的
な
平
等
を
保
障
す
る
形
で
温
存
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
も
し

私
た
ち
が
「
家
」
を
全
く
否
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
現
在
の
相
続
制
度
の
根
拠
を
大
幅
に
否
定
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
子
供
に
相
続
権
が
あ
り
な
が
ら
、
子
供
（
つ
ま
り
親
に
と
っ
て
は
孫
）
が
い
る
か
ぎ
り
、
親
は
自
分
の
子
供
の
財
産
を
相

続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
、
ま
た
、
な
ぜ
遺
留
分
な
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
個
人
の
尊
重
、
つ
ま
り

個
人
の
所
有
権
を
尊
重
す
る
な
ら
、
法
定
相
続
や
遺
留
分
の
根
拠
を
さ
が
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

家
庭
は
国
の
文
化
の
基
本
に
位
置
す
る

し
か
し
こ
の
よ
う
な
身
分
法
の
改
正
が
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
の
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
間
違
い
で
あ
る
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
で
は
、
憲
法
二
十
四
条
に
相
当
す
る
二
十
三
条
の
冒
頭
に
、「
家
庭
は
人
間
社
会
の
基
礎
で
あ
り
、
そ

の
伝
統
は
良
く
も
悪
く
も
国
家
全
体
に
浸
透
す
る
」
と
前
置
き
し
た
上
で
、「
結
婚
は
相
互
の
同
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ

て
、
両
親
の
強
制
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
男
性
支
配
で
は
な
く
、
相
互
の
協
力
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
婚
姻
は
両
性
の
合
意
の
み
に
基
づ
い
て
成
立
し
、
夫
婦
が
同
等
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を

基
本
と
し
て
、
相
互
の
協
力
に
よ
り
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
憲
法
二
十
四
条
の
規
定
は
、
こ
の
草
案
の
正

確
な
翻
訳
と
は
言
い
が
た
い
。

そ
れ
に
も
ま
し
て
民
法
の
立
法
者
が
無
視
し
た
の
は
、
こ
の
家
庭
の
意
味
に
関
す
る
冒
頭
の
規
定
で
あ
っ
た
。
家
庭
は
次

の
世
代
に
、
そ
の
家
庭
の
歴
史
・
文
化
・
行
動
様
式
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
家
庭
こ
そ
は
そ
の
国
の
文
化
の
基
本
に
位
置

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
日
本
の
母
は
、「
先
祖
の
祀
り
」「
家
の
昔
の
伝
わ
る
か
ぎ
り
の
も
の
を
正
し
く
記
憶
し
て
、

後
裔
に
語
り
継
ぎ
」「
さ
ら
に
そ
の
歴
史
を
将
来
に
向
か
っ
て
、
清
く
汚
れ
な
く
編
み
続
け
よ
う
と
す
る
念
慮
」（
柳
田
国
男
）
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に
満
た
さ
れ
て
い
た
。

家
族
の
持
つ
、
こ
の
よ
う
な
文
化
的
な
意
味
を
抹
殺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
憲
法
と
民
法
は
家
庭
の
教
育
機
能
を
否

定
し
、
日
本
の
歴
史
と
文
化
、
と
く
に
先
祖
と
子
孫
の
連
続
性
に
た
い
す
る
責
任
感
を
否
定
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
繰
り
返
し
て
言
う
が
、
決
し
て
占
領
軍
の
強
制
で
は
な
い
。
占
領
軍
へ
の
過
度
の
迎
合
と
、
過
去
を
否
定
し
よ
う

と
し
た
日
本
の
軽
佻
浮
薄
な
「
進
歩
的
」
立
法
者
の
責
任
な
の
で
あ
る
。

大
平
さ
ん
は
国
民
全
体
の
「
お
父
さ
ん
」

「
現
在
は
未
来
と
過
去
と
の
相
反
し
た
方
向
に
働
く
力
の
相
剋
の
上
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
過
去
的
な
引
力
を
無
視
し
て
、

未
来
を
の
み
志
向
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
革
命
と
な
り
、
未
来
に
目
を
覆
い
、
過
去
に
の
み
執
着
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ

る
反
動
と
な
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
歴
史
的
実
践
と
は
い
え
な
い
」
と
す
る
真
剣
な
保
守
主
義
者
で
あ
り
、「
超
越
的
な
価

値
に
し
た
が
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
エ
ゴ
を
克
服
し
他
者
を
愛
す
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
の
教
え
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
協
調
の
思

想
」
を
大
切
に
さ
れ
て
い
た
大
平
さ
ん
が
、
家
庭
基
盤
の
充
実
を
主
張
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
「
家
庭
」
に
つ
い
て
、
大
平
さ

ん
は
ど
の
よ
う
な
お
考
え
を
持
た
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

大
平
さ
ん
は
子
煩
悩
な
父
親
で
あ
っ
た
。
愛
娘
の
森
田
芳
子
さ
ん
は
、
生
徒
の
頃
「
忘
れ
も
の
を
す
る
と
学
校
へ
父
が
届

け
て
く
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
」
と
述
懐
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
大
平
さ
ん
が
「
お
風
呂
の
中
で
は
ど
う
い
う
わ
け
か
讃
美

歌
」
を
歌
っ
て
い
ら
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

こ
の
よ
う
な
父
親
の
姿
は
、
私
自
身
の
思
い
出
す
私
の
父
の
姿
で
も
あ
る
。
私
は
、
試
験
の
日
に
父
親
が
私
の
忘
れ
た
お

弁
当
を
届
け
て
く
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
ま
た
日
曜
日
な
ど
、
父
が
畳
の
上
に
寝
っ
こ
ろ
が
っ
て
、
讃
美
歌
を
歌
っ
て

い
た
こ
と
も
覚
え
て
い
る
。
大
平
さ
ん
は
、
お
嬢
さ
ま
に
「
早
く
か
わ
い
い
嫁
に
な
れ
、
早
く
行
け
」
と
そ
れ
だ
け
を
言
わ

れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
婦
人
参
政
権
獲
得
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
市
川
房
枝
氏
が
、
国
会
で
質

大平総理の家庭観



問
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
、
大
平
さ
ん
は
「
そ
れ
も
娘
の
幸
せ
を
祈
る
父
親
の
気
持
ち
で
す
」
と
軽

く
い
な
さ
れ
た
。

恐
ら
く
、
戦
後
の
巨
大
な
社
会
の
変
化
を
貫
く
黄
金
の
糸
は
、
娘
の
幸
福
を
願
う
父
親
の
気
持
ち
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

父
親
は
、
個
人
主
義
の
旗
の
下
の
男
性
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
主
張
や
夫
婦
の
衝
突
を
許
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
男
性
の
み
ず
か
ら
の
劣
等
感
の
は
け
口
と
し
て
の
女
性
に
た
い
す
る
差
別
や
虐
待
も
、
許
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
娘
の
幸
せ
を
願
う
父
親
は
、
娘
が
そ
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
欲
求
に
応
じ
て
、
多
様
な
家
庭
の
あ
り
方

を
希
望
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
許
容
し
喜
ん
で
支
持
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、「
政
府
が
望
ま
し
い
家
庭
像
の
あ
り
方
な
ど
を
示
す
こ
と
は
適
当
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
現
に
い
ろ

い
ろ
な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
家
庭
の
基
盤
を
充
実
し
た
も
の
と
し
、
ゆ
と
り
と
風
格
の
あ
る
安
定
し
た
家
庭
の
実
現
を
図

っ
て
ゆ
く
上
で
、
家
庭
自
ら
の
自
主
的
努
力
と
あ
い
ま
っ
て
、
政
府
が
何
か
お
手
伝
い
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
」
と
い
う
「
家
庭
基
盤
充
実
研
究
グ
ル
ー
プ
」
の
第
一
回
会
合
に
お
け
る
大
平
総
理
の
ご
発
言
は
、
こ
の
よ
う
な
父
親

の
心
情
あ
ふ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
世
代
を
通
じ
て
、
伝
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
親
の
子
供
に
た

い
す
る
念
慮
、
子
供
の
福
祉
へ
の
限
り
な
い
配
慮
で
あ
る
。
経
済
単
位
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
教
育
・
文
化
の
基
本
的
単

位
と
し
て
の
家
庭
の
重
要
性
を
認
識
し
、
そ
れ
を
溢
れ
る
よ
う
な
親
子
の
情
愛
で
包
も
う
と
し
た
大
平
さ
ん
は
、
そ
の
愛
し

い
家
族
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
日
本
国
民
全
体
に
と
っ
て
の
「
お
父
さ
ん
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
日
本
に
お
け
る
親
子
の
情
は
、
す
で
に
枯
渇
し
つ
つ
あ
る
。「
親
孝
行
」
は
死
語
と
な
り
、
世
界
青
年
意
識
調
査

に
よ
れ
ば
、
年
老
い
た
親
の
扶
養
を
で
き
る
か
ぎ
り
や
り
た
い
と
い
う
青
年
の
割
合
は
、
欧
米
諸
国
に
比
べ
て
も
日
本
は
き

わ
め
て
低
い
。
人
口
の
急
激
な
高
齢
化
の
も
た
ら
す
影
響
も
、
は
か
り
し
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
戦
後
の
憲
法
と
民
法
は
半

世
紀
を
へ
て
、
そ
の
功
罪
を
問
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

大
平
総
理
の
遺
さ
れ
た
課
題
は
か
ぎ
り
な
く
重
い
。

(

弁
護
士
・
八
千
代
国
際
大
学
教
授
）

大平正芳―政治的遺産
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