
毎
日
、
「
あ
の
日
か
ら
七
十
年
」
と
い
う
何

か
が
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
、
戦
後
七

十
年
は
大
切
な
年
で
す
。

私
は
一
九
八
六
年
に
新
聞
記
者
に
な
り
ま
し

た
の
で
、
一
九
九
五
年
の
戦
後
五
十
年
、
二

〇
〇
五
年
の
戦
後
六
十
年
、
二
つ
の
節
目
で

の
取
材
を
体
験
し
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
二
つ
の
節
目
と
決
定
的
に
違

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
体
験
者
の

方
々
ご
本
人
の
話
を
う
か
が
え
る
の
は
、
こ

の
七
十
年
と
い
う
節
目
を
過
ぎ
た
後
は
、
非

常
に
難
し
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

今
年
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
が
、

今
年
は
特
に
、
よ
り
多
く
の
戦
争
体
験
者
の

方
々
に
、
お
話
を
聞
か
な
け
れ
ば
、
と
思
っ

て
い
ま
す
。
ど
な
た
も
日
々
、
お
忙
し
い
と

思
い
ま
す
し
、
ご
健
康
が
優
れ
な
い
方
も
多

い
と
思
い
ま
す
。
も
し
、
私
ど
も
の
記
者
が

取
材
に
う
か
が
う
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
つ
ら

い
体
験
を
お
話
し
い
た
だ
く
の
は
心
苦
し
い

で
す
が
、
少
し
の
時
間
で
も
け
っ
こ
う
で
す

の
で
、
み
な
さ
ま
の
貴
重
な
証
言
を
、
お
聞

か
せ
下
さ
い
。

二
月
に
も
、
戦
争
に
か
か
わ
る
、
い
ろ
い

ろ
な
節
目
が
あ
り
ま
す
。
二
月
十
九
日
は
、

硫
黄
島
に
米
軍
が
上
陸
し
た
日
で
す
。

私
は
一
度
、
硫
黄
島
へ
取
材
に
行
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
一
九
九
四
年
の
こ
と
で
す
。

硫
黄
島
は
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
日

本
が
領
有
宣
言
を
し
て
以
降
、
日
本
人
が
移
り

住
み
、
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
な
ど
の
果
樹
や
冬
野
菜

な
ど
の
農
業
カ
ツ
オ
、
マ
グ
ロ
な
ど
の
漁
業
、

捕
鯨
な
ど
を
営
み
、
大
正
後
期
の
人
口
は
七
千

人
を
超
え
て
い
た
そ
う
で
す
。
荒
川
区
の
コ
ツ

通
り
周
辺
、
南
千
住
七
丁
目
の
人
口
が
だ
い
た

い
六
千
人
だ
そ
う
で
す
か
ら
、
小
さ
な
島
に
、

い
か
に
多
く
の
人
が
暮
ら
し
て
い
た
か
が
わ
か

る
と
思
い
ま
す
。

太
平
洋
戦
争
で
日
本
の
敗
色
が
濃
く
な
り
、

サ
イ
パ
ン
島
に
米
軍
が
上
陸
し
た
一
九
四
四
年

六
月
ご
ろ
に
は
、
硫
黄
島
に
も
空
襲
が
続
い
た

た
め
、
硫
黄
島
民
は
本
土
へ
強
制
疎
開
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。

翌
一
九
四
五
年
二
月
十
九
日
、
硫
黄
島
に
米

軍
が
上
陸
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
日
本
軍
二
万

一
千
人
、
米
軍
六
千
八
百
人
が
命
を
奪
わ
れ
る

恐
ろ
し
い
戦
闘
が
続
き
ま
し
た
。

私
は
、
強
制
疎
開
か
ら
五
十
年
の
節
目
で
、

硫
黄
島
へ
取
材
に
行
き
ま
し
た
。
強
制
疎
開
さ

せ
ら
れ
、
そ
の
後
も
島
に
戻
れ
な
い
ま
ま
半
世

紀
が
過
ぎ
た
旧
島
民
の
方
々
の
、
島
へ
の
訪
問

に
同
行
し
ま
し
た
。

硫
黄
島
に
は
、
自
衛
隊
員
の
方
々
な
ど
以
外

に
は
、
住
民
は
い
ま
せ
ん
。
旧
島
民
の
方
が
、

「
私
の
家
が
こ
の
へ
ん
に
あ
る
は
ず
」
と
い
う

所
へ
、
一
緒
に
歩
い
て
行
き
ま
し
た
。
ジ
ャ
ン

グ
ル
の
よ
う
な
森
の
中
で
し
た
。

そ
の
方
の
家
が
あ
っ
た
は
ず
の
場
所
は
結
局
、

わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
硫
黄
島
は
猛
烈
な
艦

砲
射
撃
や
空
襲
で
、
地
形
が
す
っ
か
り
変
わ
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
ふ
る
さ
と
の
名

残
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
で
も
、
そ
の
方
は
「
島
に
帰
り
た
い
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

ど
ん
な
に
変
わ
っ
て
し
ま
お
う
と
も
、
ふ
る

さ
と
は
か
け
が
え
の
な
い
も
の
な
の
だ
と
思
い

ま
す
。

二
〇
〇
六
年
に
公
開
さ
れ
た
映
画
「
硫
黄
島

か
ら
の
手
紙
」
が
最
近
、
テ
レ
ビ
で
も
放
映
さ

れ
ま
し
た
。
あ
の
ダ
ー
テ
ィ
ー
・
ハ
リ
ー
で
有

名
な
ク
リ
ン
ト
・
イ
ー
ス
ト
ウ
ッ
ド
さ
ん
が
監

督
を
務
め
た
米
国
映
画
で
す
。
主
演
は
今
、
お

そ
ら
く
日
本
人
で
は
い
ち
ば
ん
世
界
に
知
ら
れ

て
い
る
俳
優
の
一
人
で
あ
る
渡
辺
謙
さ
ん
。
国

民
的
人
気
を
誇
る
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
「
嵐
」

の
二
宮
和
也
さ
ん
も
出
演
し
た
の
で
、
若
い
人

も
、
か
な
り
こ
の
映
画
を
見
た
そ
う
で
す
。

戦
争
の
恐
ろ
し
さ
、
む
ご
さ
、
無
意
味
さ
。

語
り
、
文
章
、
映
画
、
ど
の
よ
う
な
形
で
も
い

い
か
ら
、
次
世
代
に
し
っ
か
り
伝
わ
る
よ
う
に

伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
私
は
戦

争
を
知
ら
な
い
世
代
で
す
が
、
戦
争
を
体
験
さ

れ
て
い
る
両
親
や
祖
父
母
の
世
代
か
ら
、
た
く

さ
ん
の
証
言
を
直
接
、
伝
え
て
い
た
だ
い
た
世

代
で
す
。
そ
れ
を
、
子
ど
も
た
ち
の
世
代
に
伝

え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
東
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聞
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