
昭
和
四
十
三
年
の
新
春
を
こ
こ
に
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
年
頭
に
あ
た
っ
て
、
改
め
て
思
い
出
さ
れ
る

こ
と
は
、
百
年
前
の
一
八
六
八
年
の
慶
応
四
年
が
改
元
さ
れ
て
明
治
元
年
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
近
代

国
家
は
こ
の
歴
史
的
な
年
に
そ
の
基
礎
を
置
く
、
若
さ
の
あ
ふ
れ
た
新
国
家
で
あ
る
。
そ
の
指
導
者
達
は
、
英
知

と
勇
気
を
も
っ
て
内
外
に
わ
た
る
苦
難
の
道
を
切
開
く
た
め
に
一
身
を
捨
て
て
、
近
代
国
家
の
建
設
と
新
政
府
の

基
礎
づ
く
り
に
努
力
し
た
。

今
日
の
物
質
的
な
豊
饒
と
科
学
技
術
の
瞠
目
す
る
よ
う
な
発
展
と
対
比
す
れ
ば
、
�
明
治
は
遠
い
彼
方
�
の
歴

史
の
う
ち
に
埋
歿
し
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
当
時
の
国
民
生
活
の
物
質
的
環
境
が
、
今
日
の
青
少
年

の
目
の
前
に
、
仮
に
再
展
示
さ
れ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
彼
等
は
一
種
の
未
開
国
か
フ
ェ
ー
ブ
ル
の
世
界
に
映
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
は
後
世
史
家
が
評
価
す
る
よ
う
に
�
目
覚
し
い
明
治
維
新
の
離
れ
業
�
を
果
た
す
た

め
の
基
盤
は
、
既
に
幕
府
封
建
体
制
の
下
に
お
い
て
も
、
静
か
に
成
熟
し
て
い
た
。
行
政
機
構
に
し
て
も
、
藩
制

三
、
明
治
百
年
に
思
う
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は
今
日
の
府
県
の
地
方
自
治
体
と
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
し
、
幕
府
体
制
の
中
核
で
あ
る
幕
閣
は
、
総
理
大
臣
の

下
に
閣
僚
を
擁
す
る
今
日
の
内
閣
と
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
こ
う
し
た
行
政
体
制
が
確
立
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

近
代
的
な
中
央
政
府
と
府
県
自
治
制
に
転
換
す
る
の
に
、
多
く
の
摩
擦
を
引
き
起
こ
さ
ず
に
、
�
廃
藩
置
県
�
が
行

な
わ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
に
特
に
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
、
幕
府
封
建
体
制
の
下
に
お
い
て
教
育
が
大
い
に
進
ん
で
い
た
事
実
で
あ
る
。

今
日
、
し
ば
し
ば
�
人
つ
く
り
�
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
真
の
意
味
に
お
け
る
�
人
つ
く
り
�

の
た
め
に
、
近
代
的
な
ビ
ル
と
そ
の
輪
奐
の
美
を
競
う
新
制
大
学
と
、
百
年
前
の
幕
末
維
新
期
の
私
塾
や
藩
校
と

何
れ
が
優
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
師
と
弟
子
と
の
人
間
的
な
つ
な
が
り
の
深
か
っ
た
私
塾
―
―
そ
の
代
表
的
な

も
の
に
吉
田
松
陰
の
松
下
村
塾
や
福
沢
諭
吉
の
慶
応
義
塾
が
あ
る
―
―
に
お
い
て
こ
そ
、
今
日
の
大
学
よ
り
も
は

る
か
に
有
能
な
人
材
が
輩
出
し
て
い
る
。
開
国
を
求
め
て
き
た
ペ
リ
ー
の
使
節
団
が
も
た
ら
し
た
地
球
儀
を
前
に
、

当
時
の
幕
末
の
応
接
役
は
す
こ
し
も
あ
わ
て
ず
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
を
指
し
て
ア
メ
リ
カ
の
政
治
的
首
都
と
呼
び
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
指
し
て
商
工
業
の
中
心
地
と
し
て
あ
げ
、
か
え
っ
て
使
節
団
を
驚
か
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

和
魂
洋
本
は
既
に
そ
の
頃
に
お
い
て
も
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
産
業
革
命
を
経
過
し
た
そ
の
頃
の
欧
米
諸
国
に
対
比
し
て
、
既
に
日
本
に
お
い
て
は

幕
末
時
代
に
商
業
資
本
が
勃
興
し
つ
つ
あ
っ
た
し
、
あ
る
種
の
工
業
は
既
に
西
南
の
雄
藩
に
お
い
て
経
営
さ
れ
て

明治百年に思う



い
た
。
ま
た
民
間
商
業
資
本
は
一
種
の
マ
ニ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
段
階
に
ま
で
進
ん
で
い
た
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に

つ
い
て
も
、
政
府
刊
行
で
は
あ
る
が
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
年
）
に
「
官
板
バ
タ
ビ
ヤ
新
聞
」
や
「
官
板
海
外

新
聞
」
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
民
間
新
聞
と
し
て
は
明
治
元
年
（
慶
応
四
年
）
に
、
柳
河
春
三
（
春
蔭
）
に
よ
り

「
中
外
新
聞
」、
福
地
源
一
郎
（
桜
痴
）
に
よ
り
「
江
湖
新
聞
」
が
、
そ
し
て
、
岸
田
吟
香
（
洋
画
家
劉
生
の
父
）

に
よ
っ
て
「
横
浜
報
知
も
し
ほ
草
」
等
が
相
つ
い
で
創
刊
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
革
新
へ
の
素
地
を
も
っ
た

日
本
が
、
明
治
維
新
を
経
過
し
て
近
代
国
家
に
跳
躍
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
故
な
し
と
し
な
い
。
し
か
し
当
時

の
指
導
者
達
に
国
際
情
勢
の
認
識
と
把
握
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
日
本
の
近
代
国
家
樹
立
の
コ
ー
ス
は
失
敗
し
た

か
も
し
れ
な
い
。
中
国
大
陸
に
市
場
と
植
民
地
を
う
る
た
め
欧
米
の
列
強
は
、
先
ず
中
国
（
清
国
）
の
開
港
を
求

め
て
く
る
。
ア
ヘ
ン
戦
争
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
武
力
に
よ
る
中
国
開
国
の
経
過
が
、
そ
の
ま
ま
日
本
に
移
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
幕
末
維
新
の
指
導
者
達
は
、
た
と
え
、
薩
英
戦
争
や
下
関
戦
争
と
い
う
危
機
が
あ

っ
た
に
せ
よ
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
て
日
本
の
植
民
地
化
を
排
除
し
、
内
紛
を
お
さ
め
て
明
治
へ
の
道
を
切
り
開
い

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

お
も
え
ば
、
こ
の
明
治
維
新
を
契
機
と
し
て
の
日
本
の
近
代
国
家
へ
の
成
長
は
、
正
に
百
年
の
歳
月
を
経
過
し

て
現
代
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
確
か
に
明
治
は
遠
く
去
っ
た
時
代
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
明
治
の
人
々
が
、
よ
く
当

時
の
国
際
環
境
に
順
応
し
な
が
ら
、
そ
の
能
力
を
最
大
限
に
発
揮
し
て
、
外
国
に
追
い
つ
き
追
い
越
そ
う
と
し
た
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そ
の
努
力
と
英
知
と
勤
勉
さ
こ
そ
は
、
今
日
に
お
い
て
こ
そ
再
び
高
く
評
価
さ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
こ
で
は
、
い
た
ず
ら
に
昔
を
回
顧
し
詠
嘆
に
ふ
け
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
た
だ
戦
後
も
既
に
四
半
世
紀
ち

か
く
な
り
、
厳
し
か
っ
た
終
戦
時
の
混
乱
を
克
服
し
、
日
本
が
経
済
的
に
奇
蹟
の
復
興
を
し
た
と
は
い
い
な
が
ら
、

現
代
日
本
を
取
り
巻
く
国
際
的
環
境
は
、
か
つ
て
幕
末
維
新
期
の
そ
れ
に
も
お
と
ら
ず
厳
し
い
も
の
が
あ
る
と
い

え
る
。
特
に
目
覚
し
い
戦
後
の
科
学
の
進
歩
は
、
か
つ
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
復
原
を
以
て
し
て
は
、
こ
れ
に

対
応
し
き
れ
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
し
、
新
し
い
国
家
意
識
と
観
念
が
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
要
請
さ
れ
て
く
る
。
そ

れ
に
は
国
際
社
会
に
お
い
て
日
本
の
占
め
る
座
標
を
し
っ
か
り
把
握
す
る
と
共
に
、
平
和
と
進
歩
に
向
っ
て
果
た

す
べ
き
日
本
の
役
割
を
は
っ
き
り
理
解
し
て
、
い
わ
ば
二
十
一
世
紀
へ
の
新
し
い
世
界
の
未
来
像
へ
向
っ
て
勇
敢

に
取
組
む
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
明
治
の
先
人
達
の
も
っ
た
指
導
精
神
と
国
家
意
識
と
が
、
現
時
点
に
お

い
て
、
新
た
な
る
認
識
と
理
念
の
照
明
の
下
に
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
信
ず
る
。

（
昭
、
四
三
・
一
・
一
五
　
「
政
策
月
報
」）
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