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昭
和
五
十
二
年
、
今
か
ら
三
十
五
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
私
が
、
崔
国
務
総
理
と
の
会
見
に
こ
の
こ
と

を
持
ち
出
し
た
の
は
、
丁
度
そ
の
一
ヶ
月
位
前
に
、
沿
岸
三
海
里
が
十
二
海
里
に
変
更
、
韓
国
の
沿
岸
三

海
里
の
主
張
で
さ
え
不
当
と
思
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
又
、
十
二
海
里
に
拡
張
す
る
と
は
、
漁
業
資
源

の
多
い
と
こ
ろ
だ
け
に
、
影
響
す
る
と
こ
ろ
極
め
て
大
で
あ
る
と
、
漁
民
が
強
く
反
撥
を
し
て
い
た
か
ら

で
あ
っ
た
。 

そ
の
後
も
国
際
司
法
裁
判
所
の
提
訴
に
つ
い
て
同
じ
よ
う
な
努
力
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
聞
い

て
い
な
い
が
、
今
回
、
政
府
は
韓
国
大
使
の
一
時
帰
国
と
併
せ
て
国
際
司
法
裁
判
所
へ
の
提
訴
を
行
う
こ

と
と
し
た
、
と
新
聞
が
伝
え
て
い
る
。
も
っ
と
早
く
、
か
つ
、
何
べ
ん
で
も
提
訴
す
べ
き
だ
っ
た
と
思
う
。 

竹
島
に
初
め
て
韓
国
の
大
統
領
が
入
っ
た
と
い
う
。
竹
島
が
日
本
の
領
土
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る

と
わ
れ
わ
れ
は
思
っ
て
い
る
が
、
韓
国
は
現
在
も
事
実
上
支
配
し
て
い
る
こ
と
で
テ
コ
で
も
譲
る
気
配
を

み
せ
な
い
。 

ア
ジ
ア
局
長
は
具
体
的
な
過
去
の
事
例
を
述
べ
て
、
竹
島
が
韓
国
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
て
い

た
。
当
時
は
当
然
そ
れ
に
反
論
を
加
え
て
い
た
が
、
先
方
は
急
に
一
枚
の
古
地
図
を
持
ち
出
し
て
、
こ
れ

を
見
よ
と
い
う
。
そ
れ
に
は
竹
島
は
韓
国
の
一
部
と
な
っ
て
い
た
が
、
監
修
者
は
日
本
の
幕
末
の
学
者
林

子
平
と
な
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
地
図
を
彼
が
作
っ
て
い
た
こ
と
は
聞
い
た
こ
と
も
な
か
っ
た
し
、
何
よ
り

も
突
然
の
こ
と
な
の
で
、
取
り
敢
え
ず
、
林
子
平
は
民
間
の
学
者
で
、
彼
の
意
見
は
と
て
も
政
府
の
公
式

見
解
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
、
と
反
論
し
て
お
い
た
。 

韓
国
が
国
際
委
司
法
裁
判
所
の
場
に
竹
島
の
領
有
権
問
題
を
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
忌
避
し
て
い

る
、
そ
の
真
意
は
、
韓
国
側
は
司
法
の
場
で
は
勝
ち
味
は
な
い
、
と
思
っ
て
い
る
の
か
、
と
思
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
若
し
、
假
に
自
己
の
主
張
に
つ
い
て
絶
対
に
自
信
を
持
っ
て
い
る
の
な
ら
、
何
故
、
国
際
司
法

私
は
、
竹
島
を
目
の
前
に
し
た
鳥
取
県
を
選
挙
区
と
し
、
山
陰
漁
業
対
策
自
民
党
国
会
議
員
連
盟
の
会

長
を
し
て
い
た
し
、
現
在
も
全
国
ま
き
網
漁
業
協
会
の
会
長
を
し
て
い
る
の
で
、
竹
島
の
問
題
は
深
く
関

心
を
持
っ
て
い
る
。
か
つ
て
、
自
民
党
の
広
報
副
委
員
長
と
し
て
韓
国
を
訪
ね
、
崔
国
務
総
理
に
表
敬
訪

問
の
際
、
竹
島
問
題
を
持
ち
出
し
、
先
方
の
ア
ジ
ア
局
長
を
含
め
て
、
議
論
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。 

現
在
に
至
る
ま
で
の
両
国
政
府
の
応
酬
に
つ
い
て
は
、
細
か
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
し
、
こ
こ
で
は
省

略
す
る
が
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
提
訴
す
べ
し
、
と
し
た
こ
と
は
過
去
に
も
あ
っ
た
が
、
韓
国
側
が
拒
否

し
た
。
関
係
国
の
了
解
な
し
に
は
訴
訟
問
題
と
し
て
採
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
国
際
司
法
裁

判
所
の
規
定
に
妨
げ
ら
れ
て
い
た
。
昭
和
二
十
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

そ
も
そ
も
他
人
の
領
土
に
の
こ
の
こ
出
か
け
て
自
分
の
土
地
だ
と
い
っ
て
家
を
建
て
た
り
す
る
こ
と

の
不
法
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
が
竹
島
に
関
し
て
は
、
ま
か
り
通
っ
て
い
る
か
の
ご
と
く

見
え
る
の
は
、
何
と
言
っ
て
も
不
当
で
あ
る
。 

竹
島
の
領
有
問
題
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
徳
川
時
代
か
ら
、
日
本
の
領
土
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す

る
様
々
な
事
実
の
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
が
、
と
に
か
く
韓
国
が
か
の
李
承
晩
ラ
イ
ン
の
内
側
に
あ

る
と
し
て
、
実
効
支
配
と
な
る
よ
う
な
事
実
を
積
み
重
ね
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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の
場
を
避
け
よ
う
と
す
る
の
か
。
全
く
理
解
し
難
い
。 

領
土
問
題
は
経
済
的
な
損
得
の
観
点
か
ら
の
み
取
り
扱
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
を
待
た

な
い
。
国
の
威
信
に
か
け
て
と
こ
と
ん
自
己
の
主
張
を
明
ら
か
に
し
て
争
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
う
が
、

如
何
。 


