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一
九
じ
五
年
は．一
卜
附一
紀
結
後
の
四
下
川
紀へ
の
門

口
で
あ
る
と
と
も
に、
昭
和
の
五
十
年
間
を、
わ
れ
わ

れ
の
同
時
代
史
の
な
か
で
ふ
り
か
えっ
て
み
るべ
き
鹿

史
の
ト〈
き
な
結
節
で
も
あ
る。

過
去
五
卜
年
間
の
後
半
は、
小
国
が
新
し
い
革
命
同

家
と
し
て
の
道
を
歩
ん
で
き
た
過
程
で
あっ
た
が、
そ

の
中
国
も、
小
説
人
民
共
和
固
と
し
て
よ
う
や
く
四
半

世
紀
を
経
過
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
思
う
と、
四
半

世
紀
と
い
う
歳
月
の
流
れ
は、
急
に
し
て
ま
た
綬
だ
と

い
え
よ
う。
今
後
二
十一
世
紀
ま
で
の
四
半
世
紀
を
n

．
＠
外
交
時
評

発
生
し
た。
」ハ
0
年
代
の
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は、
そ
の

革
命
外
交
や
造
反
外
交
に一部
さ
れ
る
よ
う
に、
中
国
が

グ
問
題
児d
で
あっ
た
と
す
る
な
ら、
七
0
年
代
前
半

の
グ
問
題
児d
は
明
ら
か
に
U
本
で
あっ
た。
皮
肉
な

ζ
と
に、
六
0
年
代
の
グ
刷
出
児H
中
国
は、
七
0
年

代
に
入
る
と
物
冊以
の
柔
ら
か
な
行
年
に
成
長
し
つ
つ
あ

る
の
に、
わ
が
円
本
は
い
ま
グ
問
題
児d
か
ら
や
が
て

グ
非
行HM
年d
に
な
る
の
か、
そ
れ
と
も、
グ
問
題
児d

で
あっ
た
体
験
が
逆
に
プ
ラ
ス
し
て
期
待
さ
れ
る
リ
ー

ダ
ー
に
・な
る
の
か
の
岐
路
K
I
た
さ
れ
て
い
る。

今
日
の
日
本
と
「
大
国
認
識」

中
嶋
嶺
雄（東京外誇大学助教授）

本
は
ど
の
よ
う
に
歩
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
か。

そ
う
し
た
な
か
で
ア
ジ
ア
の
反
日
論
に
山
迦っ
た
と

「二
十一
世
紀
は
日
本
の
世
紀」
だ
と、
ρ
I
マ
ン

き、
日
本
人
は、
い
と
も
手
軽
に
反
省
と
い
う
言
葉
を

・
ヵ
l
ン
氏
に
お
だ
て
ら
れ
て
い
い
気
で
い
ら
れ
た
七

μ
に
し
た。
だ
が
い
か
に
深
刻
ぶっ
て
反
行
し、
ざ
ん

0
年
代
初．副
は、
日
本
が
息つ
く
川
も
な
い
ρ
イ・
ピ

げ
し
て
み
た
と
と
ろ
で、
そ
れ
だ
け
で
は
到
災
の
問
題

ツ
チ
な
時
の
流
れ
を
刻
ん
で
過
ぎ
て
き
た一
時
期
で
あ

が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い。
日
本
と
ア
ジ
ア
諸
問
と

っ
た
か
に
見
え
る。
そ
し
て、
出
度
成
長
で
肥
大
化
し

の
深
い
関
係
は、
す
で
に
宿
命
的
な
も
の
で
あ
る
と
も

た
日
本の
対
外
的
存
在
が
急
激
に
指
附
さ
れ
る
よ
う
に

い
え
る
の
で
あ
り、
そ
れ
は、
υ
を
き
わ
め
て
対
円
批

な
り、
と
く
に
ア
ジ
ア
各
地
の
反
日
論
が
高
まっ
た。

判
を
展
開
す
る
ア
ジ
ア
の
イ
ン
テ
リ
や
留
学
生
た
ち
に

今
か
ら
ち
ょ
う
ど一
年
前、
東
南
ア
ジ
ア
を
訪
問
し

「
で
は、
すべ
て
あ
な
た
が
た
で
や
る
べ
き
で
は
・な
い

た
田
中
前
向
相
に
た
い
し
て
は、
恐
夢
の
よ
う
な
反
日

か」
と
問
う
と、
今
度
は
「
そ
れ
で
は
紙
立
保
だ」
と

デ
モ
がバ
ン
コ
ク、
そ
し
て、
と
く
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
で

立
め
ら
札
る
到
突
を
考
え
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で、
も
し
も
日
本
が
太
田

志
向
型
の
外
交
だ
け
を
求
め
た
り、
い
わ
ゆ
る、
大
国

意
疎
を
ち
ら
つ
か
せ
た
り
す
る
と
と
は、
厳
に
偵
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う。
だ
が、
そ
の
よ
う
な
点

に
%
を
つ
か
う
あ
ま
り、
み
ず
か
ら
を
不
必
要
に
卑
下

し、
「
自
己
否
定」
し
て
ま
で
相
手
に
お
も
ね
る
と
と

は、
けっ
し
て
正
し
い
選
択
で
は
な
い。
そ
の
よ
う
な

態
度
で
は
相
手
の
け旧
制
を
得
る
ζ
と
は
で
き
ず、
結

品、
一
人
よ
が
り
の
自
己
満
足
に
沿
わ
る
の
が
関
の
山

で
あ
る。

私
は
む
し
ろ、
わ
れ
わ
れ
が
正
当
な
「
大
国
認
ぷ」

を
欠
如
し
て
い
る
と
と
ろ
に
と
そ
問
題
が
あ
る
よ
う
に

思
う。
つ
ま
り、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら

ず、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本の
影
併
方
は
今
日
き
わ
め

て
大
き
い
と
と
に
た
い
す
る
無
自
覚
を
ζ
の
際
ま
ず
是

正
すべ
き
だ
と
い
い
た
い。
そ
の
よ
う
念
「
大
国
認

議」
を
欠
如
し
て
い
る
か
ら
と
そ、
身
勝
手
な
海
外
で

の
諸
行
動
が
横
行
す
る
の
で
あ
り、
し
ば
し
ば
大
国
窓

織
を
ち
ら
つ
か
せ
る
と
と
に
も
な
る
の
で
あ
る。

わ
れ
わ
れ
は
と
の
点
で
正
当
で
さ
わ
や
か
な
「
大
国

認
峨」
の
も
と
に、
た
と
え
ば
ア
ジ
ア
で
J
論
の
白
山

が
完
全
に
保
証
さ
れ
て
い
る
の
は
日
本
だ
け
で
あ
る
と

と
に一刑
さ
れ
る
円
本
の
グ
よ
さd
に
つ
い
て
は、
もっ

と
胸
を
は
っ
て
堂々
と
主
張
すべ
き
で
あ
り、
そ
の
よ

う
な
白
山
の
尊
さ
を
ア
ジ
ア
諸
国
に
輸
出
すべ
き
で
も

あ
ろ
う。
と
の
よ
う
な
「
大
国
認
識」
は
つ
ま
り
自
己

認
踏
で
あ
り、
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く、
大
同
意
品

や
大
国
主
義
と
は
根
本
的
K
異
な
る
も
の
で
あ
る。
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外交時評-今日の日本と「大国認識」　時事解説-1975.01.14


