
日
本
の
時
代
史
　
２８

後
藤
道
夫
編

『岐
路
に
立
つ
日
本
』

青

山

永

久

「岐
路
に
立

つ
日
本
」
と
い
う
題
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
バ
ブ
ル
が
は
じ
け
、
高
度
経
済
成
長
が
も
は
や
望
め
な
い
な
か
、
新
自
由

主
義
路
線
を
進
め
て
い
く
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
の
路
線
は

「格
差
社
会
」
を

も
た
ら
す
の
だ
か
ら
立
ち
止
ま

っ
て
違
う
道
を
模
索
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い

う

「岐
路
」
に
今
の
日
本
が
さ
し
か
か

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
巻
は
最
初
に
後
藤
道
夫
が
か
な
り
長
め
の
総
論
的
な
も
の
を

「岐
路
に

立
つ
日
本
」
と
い
う
題
で
書
い
て
お
り
、
そ
れ
は
大
き
く
七
節
に
分
か
れ
て
い

る
が
、
そ
の
最
初
の
節

「大
転
換
の
時
代
」
の
な
か
で
後
藤
道
夫
は
こ
う
述
べ

て
い
る
。

本
シ
リ
ー
ズ
二
七
巻
が
、
企
業
社
会
を
含
む
開
発
主
義
国
家
体
制
と
軍
事

的
小
国
主
義
の
形
成
と
修
正
・展
開
を
描
い
た
と
す
れ
ば
、
本
巻
は
そ
の

崩
壊
と
転
換
の
時
代
を
―
そ
の
途
中
ま
で
―
描
く
こ
と
に
な
る
。

ま
さ
に
社
会
的
大
変
動
な
の
だ
が
、
後
藤
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
ｔ

た
大
変
動
に
見
舞
わ
れ
た
の
は
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る

「新
自
由

主
義
改
革
」
は
、
ア
メ
リ
ヵ
や
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
日
本
よ
り
も
早
く

一
九
八
ｏ
年
前
後
か
ら
始
ま
り

「福
祉
国
家
体
制
」
の
解
体
・転
換
が
は
か
ら

れ
た
と
あ
る
。
た
だ
し
日
本
は
も
と
も
と
福
祉
国
家
で
は
な
か

っ
た
か
ら
、
そ

の
転
換
と
は

「開
発
主
義
国
家
体
制
の
解
体
・転
換
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と

い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
開
発
主
義
国
家
体
制
の
解
体
・転
換
は
後
藤
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
ま

だ
途
中
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
か
、
最
初
の
章
で
あ
る

「岐
路
に
立
つ
日
本
」
が
総
論
的
内
容
な
の
で
、
そ
の
内
容

（七
つ
の
節
か
ら

な
る
）
を
述
べ
る
こ
と
で
、
本
巻
の
紹
介
と
し
た
い
。

以
下
、
こ
の
総
論
で
は
、
こ
う
し
た
開
発
主
義
国
家
体
制
の
巨
大
な
転
換

（＝
構
造
改
革
）
を
と
ら
え
る
べ
く
、
そ
の
経
済
的
原
動
力
と
な
っ
た
日

本
企
業
の
本
格
的
多
国
籍
企
業
化

（第
二
節
）、
「構
造
改
革
」
の
政
治
的

前
提
条
件
を
作
り
出
し
た
九
〇
年
代
前
半
の

「政
治
改
革
」
（第
三
節
）
、

橋
本
内
閣
下
で
始
ま
っ
た

「構
造
改
革
」
（第
四
節
）
、
「構
造
改
革
」
と

一
体
に
な
っ
て
進
ん
だ
日
本
型
雇
用
解
体
と
そ
の
影
響

（第
五
節
）、
小

泉
首
相
に
体
現
さ
れ
た
第
二
段
階
の
急
進
的

「構
造
改
革
」
（第
六
節
）

を
順
次
あ
つ
か
い
、
最
後
に
、
こ
う
し
た
激
し
い
社
会
変
動
に
よ
る
、
戦

後
型
の
平
等
主
義
的
社
会
合
意
の
解
体
に
触
れ
た
い

（第
七
節
）。

第
二
節
で
は
、
日
本
の
企
業
の
本
格
的
な
多
国
籍
企
業
化
が
九
ｏ
年
代
か
ら

急
激
に
進
ん
だ
が
、
そ
れ
は
海
外
の
圧
力
、
特
に
ア
メ
リ
カ
の
要
求
に
屈
す

る
形
で
日
本
が
経
済
構
造
の
転
換
を
図
る
中
で
進
ん
だ
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
た
だ
そ
れ
に
対
す
る
国
内
の
反
発
も
強
く
、
本
格
的
な
転
換
が
始
ま
る
の

は
、　
一
九
九
三
年
の
自
民
党
分
裂
＝
下
野
と

「政
治
改
革
」
を
経
て
、
九
ｏ
年

代
半
ば
以
降
で
あ
る
こ
と
が
最
後
に
書
か
れ
て
い
る
。

第
三
節

「
一
九
九
三
年
政
変
と

『政
治
改
革
』」
で
、
筆
者
は
、
「九
三
年
政

変
と
そ
の
後
の
選
挙
制
度
改
革
、
政
界
再
編
成
は
、
九
ｏ
年
代

『構
造
改
革
』

の
政
治
的
前
提
条
件
を
形
作
る
も
の
と
な
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
。
選
挙
制
度

改
革

（九
四
年

一
月
）
の
結
果
い
わ
ゆ
る
中
選
挙
区
は
廃
止
さ
れ
、
結
果
と
し

て
社
会
党
は
解
体
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
「大
企
業
群
の
多
国
籍
企
業
化
で
加
速

さ
れ
た
、
大
企
業
労
働
組
合
と
都
市
新
中
間
層
の
保
守
化

（新
自
由
主
義
化
）」

が
解
体
の
社
会
的
基
盤
で
あ

っ
た
、
と
も
筆
者
は
述
べ
て
い
る
。

都
市
新
中
間
層

（大
中
企
業
の
事
務
職
、技
術
職
、管
理
職
）
は
、
「個
別
利
益
」

ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
内
部
の
利
益
集
団

（大
企
業
経
営
・管
理
者
層
と
農
村
部
住
民

及
び
都
市
自
営
業
者
。中
小
企
業
経
営
者
層
）
に
対
す
る
反
発
、
違
和
感
を
蓄

積
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
書
い
て
あ
る
が
、
確
か
に
そ
れ
が
後
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ま
ず
第

一
節
の

「大
転
換
の
時
代
」
の
最
後
に
筆
者
自
身
が
、
こ
の
総
論
の

主
旨
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
の
で
そ
れ
を
取
り
上
げ
た
い
。



の

「構
造
改
革
」
を
断
固
と
し
て
推
し
進
め
る
こ
と
を
公
言
し
た
小
泉
内
閣
に

対
す
る
高
い
支
持
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
も
考
え
る
。

第
四
節
は
、
橋
本
内
閣
が
進
め
た

「構
造
改
革
」
が
、
社
会
保
障
、
と
く
に

医
療
制
度
な
ど
の
改
悪
を
も
た
ら
し
た
り
、
大
規
模
店
舗
法
の
廃
上
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
な
都
市
の
中
小
自
営
業
者
を
廃
業
に
追
い
込
む
も
の
で
あ

っ
た
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
結
果
、
自
民
党
の
旧
来
支
持
基
盤
は
縮
小
せ
ざ
る
を

得
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
現
在
も
続
い
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
今

回

（二
〇
〇
七
年
七
月
二
九
日
）
の
参
議
院
選
挙
は
そ
の
こ
と
を
良
く
示
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

自
民
党
は
そ
う
や
っ
て
旧
来
の
支
持
基
盤
を
掘
り
崩
し
な
が
ら
政
権
を
維
持

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
て
お
り
、
「
一
九
九
ｏ
年
代
後
半
は
、
そ
う
し
た

意
味
で
も
相
当
に
大
き
な
歴
史
的
転
換
期
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

第
五
節
の
題
は

「
日
本
型
雇
用
の
解
体
の
開
始
と
企
業
主
義
統
合
の
解
体
・

再
編
成
」
で
あ
る
。
日
本
型
雇
用
の
本
質
は
年
功
賃
金
と
終
身
雇
用
制

（実
際

に
は
大
企
業
だ
け
で
あ
る
が
）
に
あ
る
が
、
そ
れ
が
構
造
改
革
の
進
展
と
と
も

に
崩
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
九
〇
年
代
の
終
わ
り
こ
ろ
か
ら
企
業
は
学

卒
正
規

一
括
採
用
を
減
ら
し
始
め
、
正
規
社
員
に
代
わ
っ
て
ア
ル
バ
イ
ト
・パ
ー

ト
、
派
遣
労
働
な
ど
を
増
や
し
て
い
っ
た
。
賃
金
に
つ
い
て
も

「成
果
主
義
」

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
年
功
の
占
め
る
割
合
の
低
下
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
。日

本
型
雇
用
の
解
体
は
何
よ
り
も
若
者
と
女
性
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し

た
と
い
え
よ
う
。
筆
者
が
言
う
よ
う
に
、
「若
者
は
低
位
の
職
業
別
労
働
市
場

に
参
入
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
し
か
も
、
そ
こ
で
不
熟
練
労
働
力
と
し
て
出

発
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
」
の
で
あ
る
。

第
六
節

「小
泉
フ
ィ
ー
バ
ー
と
急
進
派
構
造
改
革
政
権
の
誕
生
」
は
、
急
進

的
構
造
改
革
に
よ
っ
て
市
町
村
の

「平
成
の
大
合
併
」
や
国
立
大
学
の
行
政
法

人
化
、
健
康
保
険
の
本
人
三
割
負
担
や
郵
政
民
営
化
と
い
つ
た
賛
否
両
論
あ
る

よ
う
な
施
策
が
次
々
と
決
め
ら
れ
て
し
ま
い
、
「開
発
主
義
国
家
体
制
解
体

ヘ

の
抵
抗
」
が
、
自
民
党
内
で
は
影
が
薄
く
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
た
だ
小
泉
フ
イ
ー
バ
ー
が
な
ぜ
起
こ
り
、
な
ぜ
そ
れ
が
持
続
し
た
の

か
と
い
っ
た
こ
と
の
分
析
は
十
分
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

第
七
節

「戦
後
型
社
会
合
意
の
解
体
」
は
、
総
論
の
さ
ら
に
ま
と
め
と
い
う

性
格
の
も
の
で
あ
り
、
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

日
本
型
雇
用
の
解
体
と
国
家
機
構
の
各
種
の
所
得
再
分
配
機
能

（社
会
保

障
、
各
種
補
助
金
・交
付
税
交
付
金
、
低
効
率
産
業
部
門
に
対
す
る
各
種

の
保
護
的
規
制
）
の
後
退
が
低
所
得
層
の
拡
大
と
所
得
階
層
分
化
を
も
た

ら
し
、
そ
れ
が
学
校
教
育
、
医
療
、
年
金
、
高
齢
者
介
護
な
ど
の
諸
領
域
が
、

階
層
別
に
機
能
で
き
る
二
層
型
制
度
に
移
行
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
と
見

ら
れ
る
。
だ
が
こ
う
い
つ
た
こ
と
は

〈
国
民
的
平
等
〉
の
規
範
の
後
退
を

意
味
し
、
「平
等
」
は

「機
会
の
平
等
」
と
し
て
の
解
釈
が
主
流
と
な
り
、

「結
果
平
等
」
は
退
け
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
新
自
由
主
義
思
想
が
隆
盛
し
、
「戦

後
思
想
」
（敗
戦
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
て
戦
後
日
本
の
民
主
主
義
的
改

革
を
思
想
的
に
押
し
進
め
よ
う
と
し
た
思
想
群
）
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
も
解
体

し
て
し
ま
ら
た
の
で
あ
る
。

こ
の
あ
い
だ

（七
月
二
九
日
）
の
参
議
院
選
挙
で
自
民
党
は
歴
史
的
な
大
敗

を
喫
し
た
が
、
「構
造
改
革
」
の
進
行
が
旧
来
の
自
民
党
の
支
持
層
を
掘
り
崩

す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
総
論
を
読
む
こ
と
で
再
認
識
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

で
は
こ
れ
か
ら
自
民
党
は

一
直
線
に
衰
退
、
分
裂
し
、
民
主
党
政
権
が
誕
生
す

る
な
ど
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
が
、
「構

造
改
革
」
が
多
く
の
人
々
に
と

つ
て
少
な
く
と
も
今
ま
で
は
生
活
の
悪
化
を
も

た
ら
す
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
こ
の
巻
を
読
ん
だ
人
は
改
め
て
思
う
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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