
〔歴
史
随
想
〕

一
九
四
七
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
も
う
五
十
年
以
上
も
前
の
こ

と
、
宮
本
又
次
先
生
か
ら

「肥
前
国
名
護
屋
組
文
書
の
中
に
無
足
人

と
い
う
の
が
出
て
く
る
。
無
足
人
は

一
般
的
に
は
武
士
の
中
で
も
地

方
知
行
を
も
た
ぬ
軽
輩
の
者
を
云
う
が
、
名
護
屋
組
の
無
足
人
は
武

士
で
は
な
く
て

一
般
の
民
衆
の
よ
う
だ
。
調
べ
て
み
な
い
か
」
と
云

わ
れ
て
、
ま
だ
古
文
書
も
よ
く
読
め
な
い
の
に
盲
蛇
に
怖
じ
ず
で
名

護
屋
組
の
文
書
に
取
り
組
ん
だ
。
名
護
屋
組
は
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
の

拠
点
と
な
っ
た
名
護
屋
城
が
あ
っ
た
処
で
、
近
世
で
は
唐
津
藩
の
支

配
を
受
け
、
組
内
に
は
名
護
屋
村
な
ど
三
ケ
村
と
捕
鯨
で
有
名
な
小

川
島
な
ど
四
つ
の
島
が
そ
の
中
に
あ
っ
た
。
面
白
い
の
は
中
心
部
の

名
護
屋
村
で
、
こ
の
村
は
村
分

・
野
元
分

・
町
分

・
浦
分

・
海
士
分

秀
　
村
　
湘送
　
〓
一

を
抱
え
る
大
き
な
村
で
大
庄
屋
が
い
た
。
名
護
屋
組
文
書
は
大
庄
屋

松
尾
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
文
書
で
、
以
前
長
沼
賢
海
先
生
が
宗
門

人
別
改
を
研
究
さ
れ
て
い
た
時
に
調
査
さ
れ
、
九
州
大
学
九
州
文
化

史
研
究
所
に
寄
贈
を
受
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
宗
門
人
別
改
帳

や
万
覚
帳

・
御
用
記
録

・
諸
願
留
帳
等
々
多
数
の
文
書
が
あ
っ
て
、

何
か
ら
手
を
つ
け
た
ら
よ
い
の
か
迷

っ
た
が
、　
一
番
読
み
や
す
い
近

世
後
期
の
宗
門
人
別
改
帳
か
ら
読
み
始
め
た
。

宗
門
人
別
改
帳
に
は
本
百
姓

・
半
百
姓
と
と
も
に
多
数
の
無
足
人

が
見
出
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
近
世
中
後
期
の
万
覚
帳
や
御
用
記
録
の

中
に
も
無
足
人
が
見
出
さ
れ
、
読
め
な
い
文
字
を
写
字
生
の
事
務
官

に
教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
読
み
進
め
た
。
今
か
ら
考
え
る
と
読
み
誤

処
女
論
文
か
ら
半
世
紀
を
経
て
新
史
料
に
接
し
て

―
―
無
足
人
の
こ
と
―
―
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り
、
読
み
落
し
も
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
無
足
人
は
土

地
を
所
持
せ
ず
、
小
作
を
し
た
り
、
作
間
商
を
す
る
と
か
、
日
雇
稼

に
出
た
り
し
て
い
る
者
で
、
本
百
姓

・
半
百
姓
と
は
異
な
る
下
層
の

民
衆
と

一
応
考
え
ら
れ
た
。

し
か
し
他
方
で
は
無
足
人
の
中
に
は
裕
福
な
名
護
屋
町
分
の
商
人

も
い
た
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
伊
藤
家
は

献
金
に
よ
っ
て
苗
字
を
も
ち
、
「御
得
居
」
の
身
分

（こ
の
意
味
は
ま

だ
適
確
に
お
さ
え
て
は
い
な
い
が
、　
一
種
の
特
権
商
人
身
分
か
）
を
与

え
ら
れ
て
お
り
、
名
護
屋
村
は
同
家
か
ら
年
貢
の
不
足
米
二
百
四
十

俵
を
借
用
し
て
い
た
。
ま
た
藩
の
代
官
所
は
、
献
金
に
よ
っ
て
帯
刀

を
許
さ
れ
た
山
中
家
に
対
し
て
名
護
屋

・
串
両
村
の
大
豆
五
百
俵
を

売
り
払

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
特
殊
な
事
例
で
は
な

く
、
在
郷
商
人
と
し
て
経
済
活
動
を
し
て
い
る
無
足
人
を
ほ
か
に
も

見
出
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
四
七
年
秋
の
名
護
屋
は
私
が
初
め
て

一
人
で
史
料
調
査
に

行

っ
た
所
で
懐
か
し
い
。
ま
だ
呼
子
か
ら
小
さ
な
船
で
行
く
時
代
で

あ

っ
た
。
大
戦
末
期
に
私
は
松
浦
の
海
の
守
り
に
つ
い
て
い
て
、
魚

雷
艇
に
乗
り
荒
波
を
か
ぶ
っ
て
走
る
の
は
、
き
び
し
い
が
爽
快
で

「よ
く
ぞ
男
に
生
れ
け
り
」
を
実
感
し
た
。
浦
や
島
の
美
し
さ
に
こ

の
国
を
文
字
通
り

「浦
安
の
国
」
に
し
な
け
れ
ば
と
気
負

っ
て
い
た

だ
け
に
戦
後
も
海
に
は
郷
愁
が
あ
っ
て
、
名
護
屋
城
阻
か
ら
見
る
景

観
に
感
動
し
た
。
は
じ
め
に
訪
ね
た
大
庄
屋
松
尾
家
の
当
主
松
尾

悠

氏
は
総
髪
の
野
武
士
然
た
る
方
で
昂
然
と

「
わ
が
家
は
松
浦
党
」

と
云
わ
れ
て
い
た
。
御
宅
の
天
丼
に
は
無
数
の
瓢
箪
が
提
げ
ら
れ
て

い
て
驚
い
た
が
、
こ
の
ほ
か
訪
ね
た
家
々
で
見
せ
て
下
さ
る
古
文
書

に
は
、　
一
人
で
読
め
る
か
な
と
常
に
不
安
な
気
持
で
、
戦
後
の
質
の

悪
い
ザ
ラ
紙
に
写
し
取

っ
た
記
憶
が
あ
る
。

帰
途
、
唐
津
で
は

「経
済
史
研
究
」
に
唐
津
藩
の
育
児
政
策
や
百

姓

一
揆
な
ど
を
書
か
れ
て
い
た
郷
土
史
家
の
植
村
平
八
郎
氏
を
訪
ね

た
が
、
同
氏
の
写
さ
れ
た
正
徳
二
年
二
月
の

「当
家
中
諸
法
度
」
を

見
せ
て
頂
き
、
唐
津
藩
で
も
武
士
に
知
行
取
の
ほ
か
に
無
足
人
が
い

た
こ
と
を
知

っ
た
。
ま
た
年
代
不
詳
、
表
題
不
明
で
あ
る
が
大
庄
屋

が
配
下
の
村
々
の
状
況
を
藩
に
報
告
し
た
文
書

（主
屋
太
田
勇
吉
家

文
書
）
を
見
せ
て
頂
き
、
そ
の
中
に
は

「村
中
百
姓
、
無
足
人
迄
年

中
三
日
宛
其
村
庄
屋
方

へ
一屋
来
申
候
」
と
あ
る
の
を
見
出
し
た
。
庶

民
層
の
中
の
無
足
を
再
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
武
家
の
無
足
人
の
ほ
か
に
庶
民
層
の
中
に
も
二

つ
の
タ
イ
プ
の
無
足
人
が
お
り
、
こ
れ
ら
三
者
に
共
通
す
る
も
の

は
、
い
ず
れ
も
封
建
社
会
の
基
盤
た
る
土
地
か
ら
遊
離
し
、
土
地
に

基
盤
を
置
い
て
い
な
い
こ
と
で
、
武
士
身
分
の
ほ
か
庶
民
層
に
は
小
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作
、
作
間
商
、
旦
屋
、
さ
ら
に
在
郷
商
人
と
し
て
裕
福
な
者
が
い
る

こ
と
に
封
建
社
会
の
変
質
を
見
出
す
と
し
て
稚
拙
な
小
論
文
を
曲
が

り
な
り
に
ま
と
め
た
の
で
あ

っ
た
。

ま
た
、
そ
れ
ま
で
に
寺
尾
宏
二
氏
は
武
家
の
無
足
人
を
研
究
さ
れ

て
い
て
、
太
宰
春
台
が
武
家
の
無
足
人
は

「農
人
ノ
中
ニ
テ
田
地
ヲ

持
テ
在
者
ヲ
百
姓
卜
称
シ
、
田
地
無
ヲ
無
足
人
卜
称
ス
ル
ニ
倣

ヘ
ル

也
」
（経
済
録
）
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
農
民
の
間
の
慣
称
に
発
し

た
と
い
う
春
台
の
説
を
跡
づ
け
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
典
拠
と
な
る

史
料
に
は
接
し
が
た
い
。
か
え
っ
て
中
世

・
近
世
を
通
じ
無
足
人
は

武
家
の
中
に
広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
て
い
た
が
、

名
護
屋
組
に
お
け
る
無
足
人
は
太
宰
春
台
の
い
う
と
こ
ろ
も
無
視
で

き
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
も
述
べ
た
。

こ
の
小
論
文
は
社
会
経
済
史
学
会
の
部
会
で
は
じ
め
て
報
告
の

後
、
宮
本
先
生
か
ら
三
橋
時
雄
先
生
に
頼
ん
で
い
た
だ
き

「日
本
史

研
究
」
第
八
号
に
載
せ
て
い
た
だ
い
た
。
稚
拙
な
も
の
で
あ
る
が
処

女
作
な
の
で
な
つ
か
し
く
、
い
つ
か
は
書
き
直
し
た
い
と
思
い
な
が

ら
も
積
極
的
に
書
き
直
す
動
機
を
長
い
問
つ
か
み
得
な
い
で
い
た
。

気
に
な
る
の
は
名
護
屋
組
文
書
の
御
用
記
録

・
万
覚
帳

・
諸
願
留

帳
等
を
繰

っ
て
ゆ
く
と
、
名
護
屋
村
の
町
分

・
村
分
か
ら
多
く
の
民

衆
が
平
戸
藩
領
の
生
月
島

。
大
島

二
τ
岐
勝
本
、
五
島
藩
領
玉
ノ
浦

・

柏
浦
、
福
岡
藩
領
大
島
、
薩
摩
藩
領
甑
島
、
さ
ら
に
長
州
、
佐
渡
等

の
鯨
組
の
納
屋
へ
旦
雇
と
し
て
数
ケ
月
の
出
稼
ぎ
に
、
ま
た
浦
分

・
海

士
分
の
者
が
鯨
組
の
付
船
等
二
屋
わ
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
の
は
注

目
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
者
の
中
に
は
お
そ
ら
く
無
足

人
が
い
た
と
思
わ
れ
、
そ
れ
は
ど
の
程
度
い
た
の
か
、
鯨
組
と
い
う

当
時
と
し
て
は
大
規
模
な
労
働
組
織
を
知
る
た
め
に
も
明
ら
か
に
し

た
い
こ
と
で
あ
る
。
と
も
か
く
彼
等
は
単
純
な
日
雇
労
働
者
で
は
な

く
、
な
ん
ら
か
の
技
術
を
も
っ
た
お
そ
ら
く
鯨
組
納
屋
場
の
諸
種
の

職
人
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
察
し
て
い
る
が
、
長
い
間
課
題
と
し
て

残
し
た
ま
ま
で
あ
る
。

一
九
六
〇
年
代
私
は
鯨
組
の
史
料
を
求
め
て
毎
年
秋
、
海
が
蒼
さ

を
増
す
頃
に
生
月
島
の
鯨
組
主
益
冨
家
は
じ
め
対
馬

・
壱
岐

・
五
島

の
島
々
を
廻

っ
た
。
宇
久
島

（五
島
藩
）
で
は

「無
足
人
附
帳
」
と

い
う
文
書
に
接
し
た
が
、
こ
の
無
足
も
庶
民
層
の
者
で
あ

っ
た
。

以
前
日
本
経
済
史
研
究
所
の
研
究
会
で
網
野
善
彦
氏
が
能
登
時
国

家
の
下
人
が
必
ず
し
も
最
下
層
の
者
と
は
言
え
ず
、
広
く
商
業
活
動

を
し
て
い
る
こ
と
を
話
さ
れ
た
時
、
私
も
無
足
人
も
下
層
と
は
限
ら

れ
ず
在
郷
商
人
が
い
る
こ
と
を
述
べ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
網
野
氏
は

百
姓
は
農
民
と
は
限
ら
れ
ず
廻
船

・
商
業

・
塩
浜
な
ど
に
従
事
す
る

人
々
が
い
る
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
近
世
の
五
島
で
は
地
百
姓
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の
ほ
か
竃
百
姓

・
浜
百
姓
が
あ

っ
て
塩
屋
や
海
民
を
百
姓
と
言

っ
て

い
る
。
松
浦
地
方
に
は
近
世
後
期
ま
で
無
足
人
と
か
百
姓
な
ど
、
そ

の
言
葉
の
原
意
を
と
ど
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く

社
会
構
造
の
上
で
も
中
世
的
な
も
の
を
随
分
残
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る

（た
と
え
ば
譜
代
下
人
な
ど
）。

最
近
、
無
足
人
に
関
す
る
新
史
料
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
再

び
無
足
人
の
こ
と
を
考
え
る
契
機
を
与
え
ら
れ
た
。
か
つ
て
無
足
人

の
こ
と
を
調
べ
て
い
た
頃
か
ら
ま
さ
に
半
世
紀
以
上
も
経

っ
て
の
こ

と
で
あ
る
が
、
再
び
無
足
人
な
り
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
か
つ
て
書

い
た
鯨
組
の
労
働
組
織
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
の
村
、
浦
、
町
を
も

含
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

そ
の
新
史
料
の

一
つ
は
、
高
田
茂
廣
氏
よ
り
教
え
て
頂
い
た
も
の

で
、
同
氏
の
御
所
蔵
で
最
近
福
岡
市
総
合
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
整
理

中
の
唐
津
藩
入
野
組
大
庄
屋
諸
岡
家
文
書
の
中
の
断
簡
で
、
お
そ
ら

く

「男
女
井
家
数
御
改
帳
」
と
も
い
う
べ
き
帳
簿
の

一
断
片
と
推
定

さ
れ
る
が
、
文
化
七
年
午
四
月
の
時
点
で
男
女
人
数
、
家
数
を
書
き

上
げ
、
代
官
御
役
所
宛
に
大
庄
屋
と
他
二
人

（庄
屋
か

，
↓

か
ら
報

告
し
た
も
の
で
、
お
そ
ら
く
控
で
あ
ろ
う
。
宛
名
の

「御
代
官
役
所

様
」
の
下
に
心
覚
え
の
よ
う
に

持
高
七
石
以
上
　
本
百
姓
、
持
高
弐
石
以
上
　
半
百
姓
、
持
高

弐
石
迄
　
無
足
人

と
録
し
て
い
る
。
無
足
人
は
す
べ
て
が
全
く
土
地
を
所
持
し
て
い
な

い
の
で
は
な
く
、
零
細
な
が
ら
土
地
を
も
つ
者
も
お
り
、
他
か
ら
の

小
作
を
も
し
た
の
で
あ
る
。
以
前
文
書
を
見
て
い
た
時
に

「農
業
心

懸
宜
敷
、
第

一
御
年
貢
米
大
切

二
相
心
得
」
る
無
足
人
が
い
た
こ
と

も
よ
り
よ
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
次
掲
の
史
料
に
も

「小

一局
作
り
」
と
い
う
の
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
の
二
は
、
宮
崎
克
則
氏
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
、
名

護
屋
組
の
文
書
で
あ
る
が
、
松
尾
家
か
ら

一
九
五
〇
年
代
に
第
二
次

の
寄
贈
を
う
け
、
九
州
文
化
史
研
究
所
で
は

「名
護
屋
組
松
尾
家
文

書
」
と
し
て
い
る
中
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
も
と
は
書
冊
の

一
部
分

で
あ

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
書
綴
で
、
虫
損
、
破
損
が
相
当
に
あ
り
読

み
辛
い
が
、
整
理
に
あ
た

っ
て
享
保
十
二
年

「万
覚
帳
」
と
仮
題
が

付
せ
ら
れ
て
い
る
文
書
の
な
か
に
、
名
護
屋
組
の
無
足
人
の
総
数
、

そ
の
内
訳
を
書
上
げ
て

「御
代
官
所
御
手
代
衆
中
」

へ
届
け
出
て
い

る
。
無
足
人
は
弐
百
四
拾
六
人
で
、
内
百
五
十
九
人
は

「家
頭
ノ

分
」
、
八
十
七
人
は

「家
内
十
五
才
よ
り
六
十
歳
迄
ノ
も
の
」
で
、

後
者
の
内
訳
は
足
軽
奉
公

（十
人
）
中
間
御
家
中
奉
公
人

（十
二
人
）

ぼ
て
ふ
り
渡
世

（
一
人
）
状
持

含
一人
）
砥
石
山
日
用

公
二
人
）
郷

中
奉
公
人

盆
ハ
十
二
人
）
病
身
者

五

十
二
人
）
日
用
取

（四
十
二

フアO



人
）
小
高
作
り

（十
四
人
）
嶋
々
無
足
人

（二
十

一
人
）
遠
嶋
□
□

所
々
日
用
取

（二
十
五
人
）
と
あ
り
、
さ
ら
に
各
村
、
各
島
ご
と
に

も
内
訳
が
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
史
料
で
無
足
人
が
家
頭
と
家
内
十
五
歳
か
ら
六
十
歳
ま
で
の

労
働
可
能
の
男
子
で
あ
り
、
家
単
位
の
も
の
と
個
人
単
位
の
も
の
に

分
け
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
、
本
百
姓

・
半
百
姓
と
と
も
に
家

の
身
分

（？
↓

で
あ
る
と
と
も
に
成
年
男
子
の
夫
役
に
か
か
わ
る
も

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
上
記
の

「
日
用
取
」

に
つ
い
て

「是

ハ
当
分
百
姓
難
成
、
不
□
□
日
用
取
仕
渡
世
仕
候
、

併
、
状
持
所
之
御
公
役

。
村
普
請

。
道
作
り

。
出
銭
等
其
者
見
か
け

相
応

ニ
ロ
さ
せ
百
生
□
助

二
罷
成
申
候
」
と
か

「嶋
々
無
足
人
」
に

つ
い
て

「加
子
役
、
地
方
ノ
少
□
出
銭
等
致
さ
せ
見
か
け
相
応
二
相

勤
さ
せ
申
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
も
夫
役
と
関
わ
り
が
あ
る
よ

う
で
あ
る
。

以
前
の
小
論
で
も
触
れ
た
が
、
同
じ
年
度
ま
た
は

一
年
違
い
で
で

本
百
姓
日
本
役
、
半
百
姓
＝
半
役
、
無
足
人
＝
無
役
と
断
定
で
き
る

場
合
も
あ
り
、
し
か
も
浦
で
の
民
衆
の
区
分
は
本
役

・
半
役

・
無
役

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
組
全
体
で
本
百
姓

。
半
百
姓

・
無
足

人
と
本
役

。
半
役

・
無
役
と
さ
れ
て
い
る
と
き
は
村
分

・
町
分
と
浦

分

・
海
士
分
と
で
の
民
衆
の
区
分
の
仕
方
に
は
差
違
が
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
無
足
人
を
唐
津
藩
の
民
衆
の

一
身
分
と
見
て
き
て
い
た

が
、
夫
役
の
視
点
か
ら
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
よ
う
に

な

っ
た
。
こ
と
に
無
足
人
が
家
頭
の
者
と
成
人
男
子
家
族
に
分
け
ら

れ
て
い
る
の
は
今
回
の
文
書
で
初
め
て
知
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ

る
。
年
代
的
に
こ
れ
ま
で
は
宝
暦
以
降
の
文
書
を
見
て
き
た
が
、
今

回
の
享
保
の
無
足
人
と
い
か
に
関
連
さ
せ
る
か
も
大
切
で
あ
る
。
さ

ら
に
以
前
の
小
論
文
で
は
よ
く
取
り
組
め
な
か
っ
た

「無
家
」
「無

家
無
足
人
」
も
今
度
は
併
せ
て
考
え
た
い
も
の
で
あ
る
。
名
護
屋
の

「無
家
」
は
陸
尺
棒
頭

・
山
伏
お
よ
び
無
足
人
の
後
家
な
ど
の
家
で

あ
る
が
、
宇
久
島
で
も
家
数
の
中
に

「無
家
」
と
い
う
家
が
あ
げ
ら

れ
て
お
り
、
在
村
の
足
軽
で
若
年
者

一
人
の
み
の
家
数
軒
が
無
家
の

事
例
が
あ
る
。
他
の
身
分
に
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に

し
ろ
何
ら
か
の
役
負
担
と
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

新
し
い
史
料
に
接
し
て
嬉
し
い
け
れ
ど
、
反
っ
て
迷

い
も
深
く

な

っ
て
い
く
気
が
し
て
い
る
。

（ひ
で
む
ら
　
せ
ん
で
う
。
九
州
大
学
名
誉
教
授
）
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