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Book Review 

戦
後
七

0
年
を
迎
え
る

二
0
一
五
年
八

月
、
安
倍
首
相
に
よ
る
歴
史
認
識
に
関
す
る

談
話
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
に
先
だ
っ
て
公

【選評】
神戸大学大学院教授

梶谷懐
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表
さ
れ
た
21
世
紀
構
想
懇
談
会
の
報
告
書
で

は
、
一
九
三
一

年
の
満
洲
事
変
以
降
の
日
本

政
府
の
政
策
の
誤
り
と
そ
の
帰
結
と
し
て
の 税円細

著
年

良
201社

彰

／

戦

争

被

害

の

多

頂

性

を

流

巴

g

台
湾
の
ア
ウ
ト
ロ
ー
の
活
躍
を

1

通
し
て
活
写
し
た
直
木
賞
受
賞
作

侵
略
戦
争
が
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
。
安
倍
談

話
で
は
、
こ
の
有
識
者
懇
談
会
に
よ
る
戦
争

へ
の
認
識
が
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
、
反
省
の
意

思
が
示
さ
れ
た

一
方
で
、
明
治
以
降
の
近

代
化
や
、
戦
後
に
お
け
る
経
済
的
繁
栄
を
、

一
九
三
〇
＼
四

0
年
代
の
経
験
と
は
切
り
離

し
て
高
く
評
価
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
も
目

立
っ
た
。

こ
の
談
話
に
つ
い
て
は
、
保
守
的
な
価
値

観
を
持
つ
首
相
が
、
欧
米
の
価
値
観
と
も
一

致
す
る
リ
ベ
ラ
ル
な
歴
史
認
識
を
発
表
し
た

こ
と
を
評
価
す
る
声
が
あ
る
一
方
で
、
植
民

地
支
配
に
対
す
る
反
省
を
欠
く
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
批
判
も
見
ら
れ
た
。

本
稿
で
、
こ
の
談
話
の
評
価
に
つ
い
て
こ

れ
以
上
踏
み
込
む
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
、

こ
の
よ
う
な
首
相
に
よ
る
談
話
が
、
何
よ
り

も
戦
争
責
任
に
つ
い
て
の
権
力
に
よ
る
公
的

な
「
線
引
き
」
と
い
う
性
格
を
持
つ
こ
と
に

注
目
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
甚
大
な

被
害
を
与
え
た
過
去
の
戦
争
に
つ
い
て
、
ど
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こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
当
時
の
政
府
の
「
罪
」

と
し
て
非
難
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
そ
し
て

そ
の
「
贖
罪
」
の
責
任
の
、
ど
の
程
度
ま
で

を
現
在
の
日
本
政
府
が
負
っ
て
い
る
の
か
。

そ
れ
を
で
き
る
だ
け
明
確
に
し
よ
う
と
す
る

意
思
が
こ
れ
ら
の
「
談
話
」
に
は
働
い
て
い

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
内
外
か
ら
大
き

な
注
目
を
集
め
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
線
引
き
」
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
戦
争
に
関
す
る
責
任
を

果
た
す
こ
と
が
、
民
間
を
含
む
多
く
の
関
係

者
の
利
害
に
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
る
以
上
、
公
人
に
よ
る
過
去
の
戦
争

に
対
す
る
認
識
の
表
明
は
必
ず
政
治
的
な

色
彩
を
帯
び
る
。
戦
争
被
害
か
ら
の
救
済

に
あ
た
っ
て
は
金
銭
的
な
も
の
だ
け
で
は

な
く
、
「
尊
厳
」
の
回
復
も
含
ま
れ
る
こ
と

が
、
公
人
に
よ
る
歴
史
認
識
の
政
治
性
を
一

層
鮮
明
に
す
る
。
そ
し
て
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
政
治
的
な
立
場
に
よ
っ
て
そ
の
「
線
引

き
」
を
批
判
す
る
者
も
出
て
く
れ
ば
、
肯
定

す
る
者
も
現
れ
る
。
戦
後
七

0
年
た
っ
た
現

在
、
首
相
談
話
に
象
徴
さ
れ
る
歴
史
認
識
に

つ
い
て
の
議
論
が
絶
え
な
い
の
は
、
そ
の
よ

う
な
公
的
な
救
済
の
問
題
が
現
在
に
お
い
て

も
な
お
終
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て

い
よ
う
。

し
か
し
、
戦
争
体
験
と
は
、
そ
の
よ
う
に
、

政
府
に
よ
っ
て
公
式
に
線
引
き
が
さ
れ
た

り
、
公
的
な
救
済
が
な
さ
れ
た
り
す
る
も
の

ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
歴
史
認

識
を
め
ぐ
る
政
府
の
公
式
な
語
り
口
と
は
ま

た
別
の
語
ら
れ
方
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は

個
人
的
な
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
、
あ
る
い
は

文
学
の
形
を
と
る
以
外
に
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。

「
公
的
救
済
」
か
ら
外
れ
た
人
々

平
成
二
七
年
度
上
期
の
直
木
賞
を
受
賞
し

た
束
山
彰
良
の
『
流
』
は
、
一
九
七

0
年
代
、

戒
厳
令
下
の
台
湾
を
舞
台
と
し
た
青
春
小
説

で
あ
る
。
物
語
は
王
人
公
が
高
校
の
時
に
起

き
た
、
祖
父
の
殺
人
事
件
の
真
相
追
及
を
め

ぐ
る
ミ
ス
テ
リ
ー
を
軸
に
、
主
人
公
の
恋
と

友
情
、
そ
し
て
ケ
ン
カ
の
模
様
が
生
き
生
き

と
描
か
れ
て
お
り
、
終
始
読
者
を
飽
き
さ
せ

な
い
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
と
し
て
、
受
賞

前
か
ら
話
題
作
と
な
っ
て
い
た
。

著
者
の
東
山
は
王
人
公
と
同
じ
く
大
陸
か

ら
台
湾
に
渡
っ
て
き
た
父
を
持
ち
、
五
歳
ま

で
台
湾
で
生
活
し
た
。
日
本
の
一
般
読
者
に

と
っ
て
必
ず
し
も
馴
染
み
の
な
い
は
ず
の
、

台
湾
や
大
陸
中
国
の
地
名
や
人
名
が
頻
出
す

る
こ
の
小
説
が
直
木
賞
を
受
賞
し
た
こ
と

は
、
研
究
者
と
し
て
中
華
圏
に
関
心
を
持
っ

て
き
た
評
者
に
も
感
慨
深
い
。
一
方
で
評
者

は
、
こ
の
「
小
説
」
は
、
戦
争
被
害
と
そ
の

救
済
と
い
う
重
い
テ
ー
マ
を
扱
う
、
も
う
一

つ
の
顔
を
持
つ
作
品
と
し
て
も
読
む
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。

冒
頭
、
一
九
八

0
年
代
に
主
人
公
が
初
め

て
祖
父
の
故
郷
で
あ
る
中
国
山
東
省
を
訪
れ

る
く
だ
り
で
、
主
人
公
の
祖
父
が
日
中
戦
争
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時
に
日
本
軍
に
協
力
関
係
に
あ
っ
た
村
の
住

人
を
惨
殺
し
た
と
い
う
情
報
が
い
き
な
り
読

者
に
示
さ
れ
る
。
物
語
が
進
む
に
つ
れ
て
明

ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
こ
の
情
報
は
、
祖
父

が
殺
害
さ
れ
た
背
景
と
も
深
い
つ
な
が
り
を

持
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
戦
時
下

に
生
じ
た
住
民
の
惨
殺
は
、
明
ら
か
に
悲
惨

な
戦
争
被
害
の
一
例
で
あ
る
は
ず
だ
。
だ
が
、

物
語
で
描
か
れ
る
戦
争
被
害
は
、
決
し
て
公

的
な
救
済
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
ま

ず
、
被
害
者
た
ち
が
絶
対
的
な
「
敵
」
で
あ

る
日
本
軍
と
内
通
し
て
い
た
「
漢
奸
」
だ
と

み
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
公
的
に
は

決
し
て
「
被
害
者
」
と
は
み
な
さ
れ
な
い
存

在
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
物
語
の
―
つ
の
重
要

な
背
景
と
し
て
、
当
時
の
台
湾
11

中
華
民
国

が
大
陸
中
国
と
の
内
戦
モ
ー
ド
に
あ
っ
た
こ

と
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
内
戦
の
「
終
結
」
を

迎
え
て
い
な
い
以
上
、
台
湾
と
大
陸
中
国
と

の
間
で
、
戦
争
被
害
に
関
す
る
公
的
な
「
線

引
き
」
が
行
わ
れ
る
状
態
に
は
な
い
。
ま
た
、

戦
争
被
害
の
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
日
本
と

中
華
民
国
は
一
九
七
二
年
に
断
交
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
物
語
の
舞
台
と
な
っ

た
七

0
年
代
の
台
湾
は
、
戦
争
被
害
の
傷
跡

が
生
々
し
く
残
る
一
方
で
、
そ
の
救
済
を
公

的
に
担
つ
主
体
が
不
在
の
状
態
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

ア
ウ
ト
ロ
ー
が
担
っ
た
「
救
済
」

被
害
か
ら
の
救
済
が
公
的
に
行
わ
れ
る
可

能
性
が
な
い
以
上
、
そ
れ
が
行
わ
れ
る
に
は

被
害
者
が
私
人
と
し
て
の
自
力
救
済
に
乗
り

出
す
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
暴
力
に
よ
る

問
題
解
決
の
手
段
を
「
国
家
」
が
独
占
す
る

近
代
国
家
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
「
自
力

救
済
」
を
行
お
う
と
す
れ
ば
、
ヤ
ク
ザ
の
よ

う
な
ア
ウ
ト
ロ
ー
、
す
な
わ
ち
法
的
秩
序
の

埒
外
に
置
か
れ
た
存
在
に
な
る
し
か
な
い
。

こ
の
小
説
に
は
、
頭
は
決
し
て
悪
く
は
な

い
が
、
や
た
ら
と
ケ
ン
カ
っ
早
い
人
物
が
数

蒋
介
石
軍
顧
問
は
旧
日
本
軍
将
兵

多
く
登
場
し
、
彼
ら
に
よ
る
切
っ
た
張
っ
た

の
暴
カ
シ
ー
ン
が
多
く
登
場
す
る
。
彼
ら
は

は
み
な
公
的
な
権
力
に
頼
る
こ
と
を
潔
し
と

せ
ず
、
自
ら
の
腕
力
と
胆
力
に
頼
っ
て
「
自

力
救
済
」
を
行
お
う
と
す
る
、
半
ば
ヤ
ク
ザ

の
よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

徹
底
し
た
自
力
救
済
へ
の
強
い
意
志
は
、
何

よ
り
も
警
察
に
頼
ら
ず
、
己
の
力
の
み
を
頼

り
に
し
て
祖
父
殺
し
の
謎
に
迫
ろ
う
と
す
る

主
人
公
に
体
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

ア
ウ
ト
ロ
ー
た
ち
の
活
躍
か
ら
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
の
は
、
戦
争
の
傷
跡
か
ら
の
「
自

力
救
済
」
を
必
要
と
す
る
、
当
時
の
台
湾
社

会
の
姿
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『流』

一
方
、
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
前

面
に
は
出
て
こ
な
い
が
、
戦
後
台
湾
社
会
に

お
け
る
戦
争
の
傷
跡
と
そ
こ
か
ら
の
救
済
を

語
る
上
で
、
「
影
の
主
役
」
と
も
い
え
る
存

在
は
、
か
つ
て
植
民
地
支
配
と
大
陸
中
国
へ
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の
侵
略
戦
争
の
主
体
だ
っ
た
旧
日
本
軍
と
日

本
人
だ
っ
た
は
ず
だ
。

そ
の
冷
戦
期
の
台
湾
に
お
け
る
戦
争
の
傷

跡
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
「
影
の
主
役
」

II
旧
日
本
軍
の
果
た
し
た
役
割
に
焦
点
を
当

て
た
の
が
、
野
嶋
剛
に
よ
る
渾
身
の
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
『
ラ
ス
ト
・
バ
タ
リ
オ
ン
」

で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
旧
日
本
陸
軍
の
将

校
た
ち
が
、
蒋
介
石
の
軍
事
顧
問
団
「
白

団
」
と
し
て
国
民
党
政
府
の
「
大
陸
反
攻
」

政
策
の
一
炭
を
担
っ
て
い
た
事
実
を
、
近
年

公
開
さ
れ
た
蒋
介
石
日
記
の
解
読
と
、
関
係

者
へ
の
綿
密
な
取
材
に
よ
り
明
る
み
に
出
し

た
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
も
警
戒
の

目
を
も
っ
て
見
ら
れ
た
「
白
団
」
が
、
戦
後

一
九
六
0
年
代
後
半
ま
で
活
動
を
続
け
た
背

景
に
は
、
日
本
軍
と
日
本
人
の
強
さ
、
勤
勉

さ
に
対
す
る
蒋
介
石
の
高
い
評
価
が
あ
っ
た

と
い
う
。
白
団
の
メ
ン
バ
ー
は
い
ず
れ
も

旧
日
本
軍
の
中
で
高
い
地
位
に
上
り
詰
め
た

l品t;バタリオン
講談社/2015年/2500円＋税

軍
属
で
あ
る
。
そ
の
存
在
が
戦
後
の
日
本
社

会
で
忘
れ
去
ら
れ
る
一
方
で
、
か
つ
て
の
敵

国
で
あ
る
中
華
民
国
の
政
治
体
制
の
中
で
非

公
式
の
存
在
、
い
わ
ば
ア
ウ
ト
ロ
ー
と
し
て

一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
っ
た
と
い
う
事

実
に
は
、
「
歴
史
の
皮
肉
」
と
い
っ
た
言
葉

を
超
え
た
因
縁
の
深
さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な

、
。
し

国
家
権
力
が
強
く
関
与
し
な
が
ら
国
家
の

枠
外
に
あ
る
と
い
う
複
雑
な
位
置
に
置
か
れ

た
白
団
の
存
在
は
、
『
流
j

で
描
か
れ
た
戦

争
被
害
と
と
も
に
、
戦
後
の
東
ア
ジ
ア
社
会

に
お
い
て
戦
争
に
関
す
る
公
式
な
線
引
き
と

そ
れ
に
基
つ
く
救
済
が
い
か
に
難
し
い
も
の

で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
も
の

で
あ
る
。
戦
後
七

0
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ

て
、
日
本
に
住
む
私
た
ち
は
、
国
家
と
い
う

公
的
な
線
引
き
の
中
で
救
済
さ
れ
得
な
か
っ

た
戦
争
被
害
者
の
存
在
に
も
、
改
め
て
思
い

を
は
せ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
●
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