
野
次
を
制
止
し
た
自
衛
官
も
い
ま
し
た

―
三
島
由
紀
夫
の
自
決
。
元
自
衛
官
の
荒
谷
先

生
は
あ
の
事
件
の
こ
と
、
そ
し
て
自
衛
官
の
野

次
を
ど
う
思
い
ま
す
か
？

荒
谷
 
あ
の
野
次
は
当
時
市
谷
駐
屯
地
に
あ
っ

た
幹
部
学
校
の
学
生
な
ん
か
が
飛
ば
し
た
そ
う

で
す
。

―
あ
れ
が
当
た
り
前
な
ん
だ
と
。

荒
谷
 
市
ヶ
谷
台
で
や
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ

る
意
味
、
野
次
は
予
想
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

最
初
に
集
ま
っ
て
き
た
の
は
東
部
方
面
総
監
部

の
人
間
と
、
幹
部
学
校
の
学
生
な
ん
で
す
。
あ

そ
こ
に
幹
部
学
校
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
ね
。
東

方
総
監
部
の
幕
僚
た
ち
に
し
て
み
れ
ば
、
指
揮

官
を
人
質
に
囚と

ら

わ
れ
た
の
だ
か
ら
反
発
の
心
情

は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
幹
部
学
校
の
学
生
た
ち

は
、
組
織
の
ト
ッ
プ
を
目
指
す
エ
リ
ー
ト
幹
部

で
す
。
当
時
、
彼
ら
は
口
々
に
、
旧
軍
と
の
断

絶
を
誇
り
と
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う

カ
ル
チ
ャ
ー
の
人
間
に
と
っ
て
三
島
は
、
狂
気
の

沙さ

汰た

と
言
い
ま
す
か
ね
、
そ
も
そ
も
考
え
方
が

間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

―
事
件
の
あ
と
、
自
衛
隊
内
で
ア
ン
ケ
ー
ト
を

取
っ
た
ら
、
三
島
さ
ん
に
対
す
る
反
発
が
ず
い

ぶ
ん
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

荒
谷
 
市
ヶ
谷
に
は
三
十
二
連
隊
と
い
う
普
通

科
連
隊
も
駐
屯
し
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
駆
け
つ

自
ら
の
肉
体
を
捨
て
、

天
皇
の
大
御
心
の
そ
ば
に
帰
一
す
る
精
神̶

̶

。

荒
谷
卓
・
特
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

荒
谷
卓（
あ
ら
や
・
た
か
し
）

　

昭
和
34
年（
１
９
５
９
）、
秋
田
県
大
館
市
出
身
。
武
道
家
（
明
治
神
宮
至
誠
館
三
代
目
館
長
）。

　

元
陸
上
自
衛
隊
一
等
陸
佐
、
特
殊
作
戦
群
初
代
群
長
。

三
島
は「
自
決
」に
よ
っ
て

日
本
人
の
覚
醒
を
期
待
し
た
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け
た
隊
員
は
、
何
だ
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
ど

三
島
が
バ
ル
コ
ニ
ー
で
叫
ん
で
い
る
の
に
幹
部

学
校
の
学
生
た
ち
の
野
次
で
聞
こ
え
な
い
か
ら
、

逆
に
「
う
る
さ
い
！　

黙
れ
！　

聞
こ
え
な
い

じ
ゃ
な
い
か
！
」
な
ん
て
や
っ
て
い
た
ら
し
い

で
す
け
ど
ね
。

―
そ
う
で
す
か
！　

そ
う
い
う
人
も
い
た
ん
で

す
ね
。

荒
谷
 
も
ち
ろ
ん
。
少
数
で
し
ょ
う
け
ど
ね
。

僕
の
感
触
か
ら
言
っ
て
も
、
下
の
階
級
で
若
い

人
ほ
ど
、
三
島
の
精
神
に
共
鳴
す
る
も
の
が
あ

る
人
の
比
率
は
高
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う

隊
員
は
、
自
衛
隊
に
入
る
動
機
そ
の
も
の
が
比

較
的
純
粋
な
ん
で
す
よ
。

　

三
島
と
富
士
学
校
と
か
で
一
緒
に
訓
練
し
た

レ
ン
ジ
ャ
ー
の
隊
員
だ
と
か
は
、
自
衛
隊
全
体

で
い
う
と
下
々
の
隊
員
な
わ
け
で
す
よ
。
そ
う

い
う
人
た
ち
に
は
、
真
面
目
に
国
を
守
ろ
う
と

思
い
、
死
ぬ
場
所
を
探
し
て
入
隊
し
た
連
中
が

い
っ
ぱ
い
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
三
島
と
は
極

め
て
共
鳴
し
た
で
し
ょ
う
ね
。
と
こ
ろ
が
市
ヶ

谷
台
は
上
級
司
令
部
と
エ
リ
ー
ト
学
校
で
す
か

ら
心
情
的
に
は
か
な
り
違
っ
て
い
ま
し
た
。

武
士
が
肉
体
を
滅
ぼ
す
時
と
は

―
あ
の
自
決
と
い
う
の
は
、
荒
谷
先
生
か
ら
見

て
、
何
を
意
味
し
て
い
た
の
か
、
何
を
訴
え
た

か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。

荒
谷
 
切
腹
と
い
う
の
は
、
死
に
対
す
る
主
体

的
な
行
為
で
す
。
自
分
の
生
死
に
関
し
て
主
体

的
に
決
定
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
主
体
性

の
根
底
と
い
う
の
は
、
物
質
的
な
肉
体
を
精
神

が
超
越
す
る
と
い
う
象
徴
的
な
行
為
で
す
。
精

神
的
な
存
在
と
し
て
の
自
己
と
い
う
こ
と
を
考

え
た
と
き
に
、
身
体
と
い
う
の
は
ど
う
し
た
っ

て
環
境
的
な
要
因
が
強
す
ぎ
て
制
約
が
多
す
ぎ

ま
す
。「
作
家
・
三
島
由
紀
夫
」、
あ
る
い
は
著

名
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
か
、
い
ろ
ん
な
こ

と
を
考
え
た
と
き
に
、
身
体
と
し
て
の
三
島
由

紀
夫
が
取
れ
る
可
能
性
と
い
う
の
は
極
め
て
限

ら
れ
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
武
士
が
切
腹
す
る

と
き
も
そ
う
で
す
。
志

こ
こ
ろ
ざ
しを

達
成
せ
ん
が
た
め
に

肉
体
を
駆
使
で
き
る
間
は
当
然
、
心
身
と
も
に

そ
の
方
向
に
向
か
っ
て
動
い
て
い
る
わ
け
で
し
ょ

う
け
れ
ど
も
、
物
的
存
在
と
し
て
の
自
己
に
付

随
す
る
身
分
だ
と
か
立
場
だ
と
か
、
そ
う
い
っ

た
も
の
が
邪
魔
に
な
っ
て
精
神
の
発
動
が
妨
げ

ら
れ
る
と
感
じ
た
と
き
に
は
肉
体
を
滅
ぼ
す
わ

け
で
す
。
そ
う
し
な
い
と
、
精
神
が
腐
敗
す
る

と
い
い
ま
す
か
、
滞

と
ど
こ
おっ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。

　

精
神
が
滞
る
と
い
う
こ
と
は
、「
気
」
が
滞
る
、

「
気
が
枯
れ
る
」、
つ
ま
り
「
穢け

が

れ
」
で
す
。
身

体
を
保
全
す
る
が
ゆ
え
に
精
神
の
発
動
が
停
滞

し
て
、
気
持
ち
と
い
う
も
の
が
衰
退
し
て
い
き
、

気
が
枯
れ
て
穢
れ
る
。
そ
う
い
う
穢
れ
を
嫌
っ

て
自
ら
肉
体
を
滅
ぼ
す
。
そ
こ
か
ら
魂
の
自
由
、

精
神
的
な
自
由
を
勝
ち
取
る
わ
け
で
す
。
そ
う

い
う
境
地
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
三
島
が
日
本
の
伝
統
文
化

と
い
う
も
の
の
行
動
的
な
側
面
を
象
徴
す
る
武

士
道
に
則
っ
て
実
行
し
た
と
、
そ
う
い
う
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
よ
。

―
そ
れ
は
、
文
学
者
や
評
論
家
に
は
見
え
な
い

こ
と
で
す
ね
。
さ
て
、
三
島
さ
ん
は
、
未
来
の

日
本
を
予
言
し
な
が
ら
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
書

き
、
憲
法
に
つ
い
て
も
研
究
会
を
つ
く
り
ま
し

た
。
い
ま
荒
谷
先
生
も
憲
法
を
研
究
さ
れ
て
い

る
と
伺
い
ま
し
た
。

荒
谷
 
ま
ず
日
本
人
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
魂
に

宿
っ
て
い
る
性
質
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
日

本
は
「
君
民
一
体
の
お
国
柄
」
と
よ
く
言
う
わ

け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
は
日
本
人

と
し
て
の
強
烈
な
価
値
観
が
前
提
に

あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
も
っ
と
も
簡
単
に

言
え
ば
「
世
の
た
め
、
人
の
た
め
に
心

を
尽
く
し
力
を
尽
く
す
」
と
い
う
こ
と

な
ん
で
す
。「
帰
属
す
る
社
会
に
対
す

る
貢
献
の
精
神
と
い
う
も
の
は
尊
い
」

と
い
う
社
会
的
価
値
慣
習
が
、
最
も
重

要
な
土
台
で
あ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
は
お
そ
ら
く
は
、
天あ

ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神

の
神
勅
に
よ
り
天
孫
が
稲
作
を
広
め

た
結
果
、
非
常
に
長
い
時
間
を
か
け

な
が
ら
、
育
ま
れ
て
き
た
価
値
観
で
し
ょ
う
。

稲
作
と
い
う
の
は
、
み
ん
な
で
協
力
し
な
い
と

で
き
ま
せ
ん
。
お
互
い
が
助
け
合
わ
な
い
と
お

米
は
穫と

れ
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
稲
作
が
、
協
力
し

て
人
々
を
育
て
社
会
を
育
む
と
い
う
慣
習
を
根

付
か
せ
、
文
化
と
し
て
定
着
さ
せ
た
ん
で
す
。

獲
物
を
先
に
獲と

っ
た
方
が
勝
ち
と
い
う
社
会
慣

習
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。

　

そ
う
考
え
た
と
き
に
、
誰
が
一
番
世
の
た
め

人
の
た
め
に
心
を
尽
く
し
て
い
る
か
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、「
国
安
か
れ
、

民
安
か
れ
と
、
た
だ
ひ
た
す
ら
祈
り
を
奉
げ
る

天
皇
陛
下
の
ご
存
在
は
極
め
て
尊た

っ
とい
」
と
い
う

こ
と
が
成
り
立
つ
ん
で
す
。

　

天
皇
陛
下
の
統
治
と
い
う
の
は
「
し
ろ
し
め

す
」
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
し
ろ
し
め

▼総監部のあった建物は、いま
市ヶ谷記念館として敷地内に移
築されている。そこにいき事件
を思うにつれ、三島精神を強く
感じる

自
衛
官
の
下
の
階
級
で
、ま
た
若
い
人
ほ
ど

三
島
の
精
神
に
共
鳴
す
る
比
率
は
高
か
っ
た
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す
、
き
こ
し
め
す
、
み
そ
な
わ
す
と
言
っ
て
、

差
別
な
く
心
を
知
っ
て
く
れ
る
、
差
別
な
く
聞

い
て
く
れ
る
、
そ
し
て
差
別
な
く
見
て
く
れ
る
。

日
本
の
神
社
の
神
さ
ま
は
、
み
ん
な
そ
う
で
、

お
参
り
に
詣
で
た
人
々
の
心
を
し
ろ
し
め
し
て

く
だ
さ
る
わ
け
で
す
か
ら
。
天
皇
陛
下
は
ま
っ

た
く
神
々
し
い
ご
存
在
な
ん
で
す
。

な
ぜ
天
皇
は
し
ろ
し
め
す
だ
け
で

統
治
で
き
る
の
か

―
な
ぜ
、
し
ろ
し
め
す
だ
け
で
統
治
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
か
。

荒
谷
 
天
皇
陛
下
は
一
切
、
命
令
は
さ
れ
ま
せ

ん
。「
お
前
こ
う
し
な
さ
い
」
と
か
「
あ
あ
し

な
さ
い
」
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
お
っ
し
ゃ

ら
な
い
。
知
っ
て
く
れ
る
だ
け
で
な
ぜ
統
治
が

成
り
立
つ
か
と
い
う
と
、
国
民
側
が
（
天
皇
陛

下
を
）
尊
い
ご
存
在
だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で

す
。
で
す
か
ら
、
国
民
の
心
が
そ
こ
に
集
っ
て
、

自
ら
そ
れ
を
範
に
し
、
主
体
的
に
そ
れ
に
従
っ

て
自
分
の
力
を
尽
く
そ
う
と
す
る
。
天
皇
陛
下

の
万
分
の
一
で
も
い
い
か
ら
、
そ
の
ご
心
境
に

近
づ
い
て
、
自
分
も
自
分
の
立
場
で
、
世
の
た

め
人
の
た
め
に
力
を
尽
く
そ
う
と
、
国
民
側
が

主
体
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。
だ
か
ら
統
治
に

な
る
わ
け
で
す
。
逆
に
、
天
皇
陛
下
の
大
御
心

を
他
人
に
強
要
す
る
よ
う
な
や
り
方
は
断
じ
て

よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
、
国
民
一
人
一

人
の
主
体
性
が
大
事
な
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
日
本
の
し
ろ
し
め
す
統
治
と
い

う
の
は
、
天
皇
陛
下
の
大お

お
み
こ
こ
ろ

御
心
と
国
民
の
側
の

主
体
的
忠
義
で
成
り
立
つ
わ
け
で
す
。
こ
こ
で

大
変
重
要
な
の
は
、
天
皇
陛
下
だ
け
い
ら
っ

し
ゃ
っ
て
も
君
民
一
体
の
国
は
成
立
し
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
神
社
の
神
さ
ま
と
同
じ
で
、

▲稲作文化が消えてしまった時、日本は亡んでしまうのではないか

日本人の魂は神勅により天孫が
稲作を広めた結果、長い時間、
育まれてきた価値観。
助け合わないとお米は穫れませんから。
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そ
の
神
さ
ま
が
尊
い
と
思
っ
て
参
拝
に
来
る
人

が
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
神
社
は
さ
び
れ
て
朽
ち

果
て
て
し
ま
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
国
民
側

が
天
皇
陛
下
を
尊
ん
で
、
な
お
か
つ
自
分
が
社

会
に
積
極
的
に
貢
献
し
よ
う
と
い
う
主
体
的
な

意
識
と
行
為
が
な
い
と
、
日
本
の
国
は
成
立
し

な
い
。「
君
民
一
体
の
国
柄
」
と
い
う
の
は
、

そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

　

だ
か
ら
僕
は
、
こ
の
三
島
の
行
動
と
い
う
の

は
、
伝
統
文
化
を
防
衛
す
る
立
場
の
日
本
国
民

と
し
て
の
気
概
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と

思
う
ん
で
す
。「
三
島
由
紀
夫
」
と
い
う
肉
体

を
持
っ
た
存
在
と
し
て
強
烈
に
極
ま
り
、
い
っ

た
ん
精
神
を
忠
心
に
帰き

一い
つ

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

君
民
一
体
と
い
う
も
の
を
示
し
た
。だ
か
ら「
そ

の
あ
と
に
続
く
者
を
信
ず
る
」
と
い
う
の
は
、

た
だ
思
想
的
に
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
か
、

同
じ
よ
う
な
こ
と
を
す
る
と
か
、
狭
い
意
味
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
。
自
ら
の
肉
体
を
捨
て
て

ま
で
も
天
皇
の
大
御
心
の
そ
ば
に
帰
一
し
よ
う

と
い
う
精
神
を
、
国
民
側
と
し
て
強
烈
に
顕
現

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
人
の
覚
醒
を
期
待

し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
そ
う
思
い
ま
す
ね
。

　

要
す
る
に
、
文
化
防
衛
と
い
う
の
は
そ
う
い

う
こ
と
で
す
よ
。
国
民
の
一
人
一
人
が
、
天あ

ま

津つ

日ひ

嗣つ
ぎ

た
る
天
皇
陛
下
の
大
御
心
に
帰
一
し
よ
う

と
い
う
思
い
と
行
為
が
な
い
と
、
日
本
文
化
は

防
衛
で
き
な
い
ん
で
す
よ
。『
文
化
防
衛
論
』

に
も
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
お
茶
と
か
お
花
を

や
っ
て
い
て
も
ダ
メ
な
ん
で
す
よ
。
武
道
だ
っ

て
、
道
場
で
稽
古
し
て
い
る
だ
け
じ
ゃ
何
の
意

味
も
な
い
わ
け
で
す
。

―
そ
う
で
す
ね
。

荒
谷
 
そ
れ
を
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
に

天
皇
陛
下
の
大
御
心
に
副そ

い
奉
る
か
と
い
う
こ

と
が
大
切
な
ん
で
す
。
そ
こ
で
培
っ
た
自
分
の

心
身
の
力
と
い
う
も
の
を
、
ど
の
よ
う
に
社
会

に
貢
献
で
き
る
形
に
し
て
実
行
す
る
か
。
そ
う

い
う
心
と
工
夫
が
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
身
体
を

鍛
え
よ
う
が
全
然
、
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

統
帥
権
と
は
天
皇
の
権
限
で
あ
っ
て
、

軍
の
権
限
で
は
な
い
。

荒
谷
 
檄
文
で
も
、
結
局
、
自
衛
官
の
国
家
を

思
う
忠
誠
心
が
天
皇
陛
下
に
む
か
っ
て
な
い
と

意
味
が
な
い
ん
だ
と
説
い
て
い
ま
す
ね
。
憲
法

だ
と
か
法
律
だ
と
か
、
日
米
関
係
だ
と
か
、
そ

ん
な
と
こ
ろ
に
忠
誠
を
示
し
て
い
た
の
で
は
、

日
本
を
守
る
と
い
う
根
本
的
な
考
え
方
に
お
い

て
不
十
分
な
ん
で
す
よ
。

　

過
去
、
日
本
の
実
質
的
な
政
治
・
政
体
の
権

勢
を
誇
っ
た
武
士
団
は
、
武
門
の
統
領
に
忠
誠

を
尽
く
し
ま
す
ね
。
そ
の
統
領
が
天
皇
陛
下
に

対
す
る
忠
誠
心
が
あ
る
と
き
に
は
、
間
接
的
に

天
皇
陛
下
に
対
す
る
忠
誠
に
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
き
ま
す
が
、
そ
の
統
領
に
そ
の
精
神

が
な
い
と
、
そ
こ
で
断
ち
切
れ
て
し
ま
う
。
い

つ
の
世
も
、
そ
こ
が
政
権
の
末
期
で
す
よ
ね
。

北
条
に
し
て
も
、
足
利
に
し
て
も
、
徳
川
に
し

て
も
ね
。
統
領
が
一
番
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、

天
皇
陛
下
に
対
す
る
忠
誠
心
が
な
く
な
っ
た
途

端
、
日
本
全
体
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
欠
き
、

社
会
が
混
乱
す
る
わ
け
で
す
。
残
念
な
が
ら
、

ど
ん
な
立
派
な
統
領
で
も
、
ど
ん
な
立
派
な
総

理
大
臣
で
も
、
一
門
一
党
に
偏
向
し
て
ま
す
し
、

政
治
と
い
う
俗
の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
か
ら
、

損
得
、
勝
ち
負
け
、
立
身
出
世
、
そ
う
い
う
心

境
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
す
。

天
皇
陛
下
の
大
御
心
に
は
、
と
て
も
な
り
え
な

い
。
そ
う
し
た
人
間
が
精
神
的
な
中
枢
に
は
な

れ
な
い
し
、
な
っ
て
は
い
け
な
い
ん
で
す
。

　

日
本
の
国
民
の
大
多
数
は
、
そ
こ
は
未
だ
に

ち
ゃ
ん
と
し
て
い
る
感
じ
は
あ
り
ま
す
よ
ね
。

大
震
災
の
と
き
な
ん
か
、
み
ん
な
で
被
災
者
を

助
け
な
き
ゃ
と
い
う
意
識
が
働
い
て
、
そ
し
て

や
は
り
、
天
皇
陛
下
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
本
当

に
あ
り
が
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
天
皇
陛
下

が
本
当
に
国
民
の
こ
と
を
思
っ
て
く
だ
さ
る
ご

存
在
と
い
う
こ
と
が
、
み
ん
な
の
求
め
て
い
る

も
の
だ
か
ら
そ
う
感
じ
る
ん
で
す
よ
。
そ
こ
に

菅か
ん

さ
ん
と
か
が
来
た
と
こ
ろ
で
心
う
ち
が
違
う

の
で
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
。

―
今
回
の
震
災
で
、
天
皇
陛
下
の
尊
さ
と
い
う

も
の
は
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
ね
。

荒
谷
 
え
え
。
今
回
は
本
当
に
、
日
本
人
み
ん

な
が
そ
こ
に
気
づ
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

―
さ
て
統
帥
権
の
問
題
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

三
島
由
紀
夫
も
「
楯
の
會
」
会
員
に
問
題
提
起
を

し
て
会
内
の
憲
法
研
究
会
で
討
論
し
て
い
ま
す
。

荒
谷
 
あ
た
か
も
統
帥
権
が
あ
っ
た
か
ら
軍
が

暴
走
し
た
ん
だ
と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
統
帥
権
と
い
う
の
は
天
皇
陛
下
の
権
限

で
、
軍
隊
の
権
限
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
だ
か

ら
、
軍
隊
に
何
か
特
別
の
権
限
を
与
え
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
軍
側
が
、
と

い
う
よ
り
は
行
政
権
を
持
つ
役
人
的
性
質
に

よ
っ
て
法
律
を
う
ま
く
解
釈
し
て
、
自
分
た
ち

の
権
力
を
拡
張
し
よ
う
い
う
こ
と
が
出
て
く
る

わ
け
で
す
。

　

歴
史
を
見
て
み
ま
す
と
、
突
然
軍
隊
が
そ
う

な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
政
府
側
が
、
軍
側

の
要
求
、
た
と
え
ば
予
算
権
と
か
編
成
権
だ
と

か
、
本
来
、
大
日
本
帝
国
憲
法
で
は
、
帝
国
議

会
が
権
限
を
持
っ
て
い
る
は
ず
の
と
こ
ろ
ま
で

妥
協
す
る
わ
け
で
す
。

　

そ
の
妥
協
を
重
ね
た
結
果
、
軍
側
が
憲
法
の

規
定
を
超
え
て
、
自
分
た
ち
の
考
え
を
主
張
す

る
よ
う
な
仕
組
み
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
わ
け
で

す
よ
。
で
も
そ
れ
は
、
ひ
と
え
に
、
本
来
権
限

を
持
っ
て
い
る
政
治
の
立
場
の
方
が
ち
ゃ
ん
と

憲
法
に
従
っ
て
、
ダ
メ
な
も
の
は
ダ
メ
だ
と

言
っ
て
お
け
ば
い
い
も
の
を
、
遠
慮
し
た
り
、

強
く
出
る
者
に
対
し
て
引
き
下
が
っ
た
り
、
と

い
う
こ
と
が
重
大
な
原
因
だ
っ
た
。
統
帥
権
が

あ
っ
た
か
ら
軍
が
暴
走
す
る
と
か
と
い
う
の
は
、

安
易
な
分
析
だ
し
、
正
し
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

本
来
崇
高
な
考
え
を
持
っ
て
い
る
の
に
、
実

行
す
る
側
が
そ
れ
を
曲
げ
て
解
釈
し
て
、
自
分

た
ち
の
権
力
志
向
の
道
具
に
し
て
き
た
と
い
う

の
は
世
界
中
で
起
こ
っ
て
き
た
こ
と
で
す
。
天

皇
陛
下
の
大
権
と
い
う
も
の
を
、
自
分
た
ち
の

組
織
権
益
の
た
め
に
拡
大
解
釈
し
た
り
、
本
来

与
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
権
利
を
施
行
し
な

か
っ
た
り
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
っ

た
わ
け
だ
か
ら
、
正
す
の
な
ら
、
そ
う
い
う
と

こ
ろ
を
正
す
べ
き
で
す
ね
。

権
威
を
権
力
と
し
て
利
用
す
る
者
を

ど
う
防
止
す
る
か

　

歴
史
の
教
訓
と
し
て
は
、
不
当
に
権
威
を
権
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力
的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
を
ど
の
よ
う
に

防
止
す
る
か
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
た
方

が
い
い
。
今
の
憲
法
だ
っ
て
「
国
民
主
権
」
な

ん
て
い
っ
て
、
国
民
が
一
番
上
位
に
来
て
い
る

は
ず
な
ん
だ
け
ど
、
ど
う
見
て
も
実
際
的
に
は

そ
う
な
っ
て
い
ま
せ
ん
よ
ね
、
現
実
の
社
会
は
。

と
い
う
こ
と
は
、
何
か
の
形
で
歪
め
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
す
よ
。
そ
の
歪
め
て
い
る
も
の
は
、

い
ま
現
に
権
力
を
行
使
し
て
い
る
組
織
で
あ
っ

た
り
、
人
物
で
あ
っ
た
り
。
我
が
国
の
伝
統
文

化
と
全
く
違
う
価
値
観
の
現
憲
法
で
す
け
ど
も
、

そ
の
現
憲
法
で
す
ら
、
根
本
的
な
思
想
は
現
に

歪
め
ら
れ
て
施
行
さ
れ
て
い
る
。

　

も
し
、
統
帥
権
が
だ
め
だ
か
ら
解
体
し
た
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
い
ま
の
状
態
だ
っ
て
、
現

憲
法
の
理
想
と
す
る
理
屈
通
り
に
な
っ
て
い
な

い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
れ
な
ら
即
刻
、
今
の

憲
法
を
や
め
た
ら
い
い
で
す
よ
ね
。
国
民
主
権

の
実
態
な
ん
か
な
い
で
し
ょ
う
。

―
あ
あ
！　

な
る
ほ
ど
。

荒
谷
 
軍
人
は
、
ふ
つ
う
の
一
般
公
務
員
と

違
っ
て
、
生
き
死
に
の
問
題
を
国
家
の
命
令
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
と
い
う
こ
と

は
、
そ
の
命
令
に
は
生
死
を
超
え
た
ひ
と
つ
の

社
会
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
ら
れ
て
い
る
価

値
観
が
な
い
と
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
生
死
の

問
題
で
す
か
ら
ね
、
損
得
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ら
、

こ
れ
は
。
命
令
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
そ

の
命
令
を
発
す
る
に
値
す
る
人
物
が
統
帥
権
を

持
つ
べ
き
で
し
ょ
う
。

―
天
皇
陛
下
で
す
ね
。

荒
谷
 
総
理
大
臣
は
コ
ロ
コ
ロ
変
わ
る
。
次
は

誰
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
う
い
う
人
た
ち

と
天
皇
陛
下
を
比
べ
た
と
き
に
、「
生
き
死
に
」

に
関
わ
る
決
断
を
命
令
と
し
て
兵
士
に
下
せ
る
、

そ
う
い
う
ご
存
在
と
し
て
ど
ち
ら
が
ふ
さ
わ
し

い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
ら
い
い
わ
け

で
す
よ
。統
帥
権
と
は
そ
う
い
う
も
の
な
ん
で
す
。

　

指
揮
権
は
別
で
す
。
指
揮
権
は
作
戦
上
の
合

理
的
な
指
示
で
す
か
ら
。
だ
か
ら
、
指
揮
権
は

組
織
的
に
軍
隊
の
長
に
与
え
れ
ば
い
い
の
で

あ
っ
て
。
で
も
、
人
間
の
生
死
に
か
か
わ
る
最

終
決
断
を
で
き
る
人
は
…
…

―
や
っ
ぱ
り
天
皇
陛
下
で
す
よ
ね
。

荒
谷
 
軍
人
と
し
て
将
軍
と
し
て
優
秀
な
軍
人

は
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
間
が
本
当
に
「
生

き
死
に
」
の
問
題
に
関
し
て
全
兵
士
が
全
幅
の

信
頼
を
置
け
る
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

可
能
性
と
し
て
は
き
わ
め
て
低
い
わ
け
で
す
。

だ
か
ら
、
政
治
に
し
た
っ
て
、
政
治
能
力
に
長

け
た
政
治
家
で
あ
っ
て
も
、
人
格
的
に
必
ず
し

も
万
全
と
は
言
え
な
い
。
た
だ
、
政
治
機
能
と

か
軍
事
機
能
を
考
え
た
場
合
は
、
や
は
り
そ
う

い
う
能
力
を
持
っ
た
人
間
に
や
ら
せ
な
い
と
、
政

治
と
戦
争
は
う
ま
く
運
用
で
き
な
い
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
す
べ
か
ら
く
国
民

の
生
活
と
「
生
き
死
に
」
に
関
わ
っ
て
く
る
わ
け

で
す
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
最
終
的
に
決
断
で
き

る
、
あ
る
い
は
行
政
権
、
指
揮
権
を
与
え
ら
れ

た
者
が
模
範
と
す
る
べ
き
ご
存
在
、
こ
れ
が
統

帥
権
を
持
て
る
人
で
す
よ
ね
。
あ
る
い
は
憲
法

上
の
天
皇
の
大
権
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
よ
。

そ
も
そ
も
陛
下
は
、
し
ろ
し
め
す
ご
存
在
な
の

で
、
専
制
的
な
命
令
は
下
さ
な
い
ん
で
す
よ
。
自

分
の
心
を
推
し
量
れ
と
、
朕ち

ん

が
意
を
体た

い

せ
よ
と
い

う
と
こ
ろ
ま
で
し
か
言
わ
な
い
わ
け
で
す
。
で
も
、

そ
の
「
朕
が
意
を
体
せ
よ
と
い
う
崇
高
な
る
精

神
の
ご
存
在
」
が
あ
っ
た
方
が
、
な
い
よ
り
よ
っ

ぽ
ど
ま
し
だ
と
思
わ
な
い
の
か
？　

と
い
う
の
が
、

逆
に
僕
が
不
思
議
に
思
う
と
こ
ろ
で
ね
。
政
治

だ
と
か
経
済
だ
と
か
の
能
力
の
あ
る
人
間
を
国

政
に
任
ず
る
も
の
と
し
て
選
ん
だ
と
し
て
も
、
そ

の
上
で
ひ
た
す
ら
「
国
安
か
れ
民
安
か
れ
」
と

祈
る
天
皇
陛
下
の
御
存
在
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ

の
お
気
持
ち
を
体
し
て
く
れ
よ
と
。
そ
う
で
な
い

と
、
今
の
経
済
の
よ
う
に
、
何
で
も
合
理
的
に

功
利
的
に
パ
ッ
パ
、
パ
ッ
パ
と
や
っ
ち
ゃ
う
も
ん

だ
か
ら
、
下
々
の
人
た
ち
が
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
ん

な
思
い
を
し
て
生
活
を
し
て
い
る
か
と
い
う
と
こ

ろ
に
心
配
り
が
行
き
届
か
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

―
今
の
お
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
日
本
に
憲
法

な
ん
て
い
ら
な
い
で
す
ね
。
江
戸
時
代
だ
っ
て

ち
ゃ
ん
と
天
皇
陛
下
が
お
ら
れ
た
ん
で
す
か
ら
。

憲
法
は
限
り
な
い
妥
協
の
産
物

荒
谷
 
幕
末
に
植
民
地
化
さ
れ
か
け
て
、
不
平

等
条
約
を
結
ば
れ
て
、
そ
の
条
約
を
平
等
に
改

正
す
る
た
め
に
は
、
西
洋
近
代
列
強
と
同
じ
よ

う
な
政
体
を
作
ら
な
い
と
彼
ら
が
国
際
交
渉
の

相
手
と
し
て
認
め
な
い
か
ら
、
い
か
に
日
本
の
伝

統
精
神
を
保
守
し
な
が
ら
、
西
欧
式
の
成
文
憲

法
を
作
る
か
に
多
大
な
苦
心
を
し
た
わ
け
で
す
。

―
大
日
本
帝
国
憲
法
も
欧
米
に
対
す
る
妥
協
と

苦
心
が
あ
っ
た
と
。

荒
谷
 
本
来
日
本
は
、
成
文
憲
法
が
な
く
て
も

社
会
が
運
営
で
き
る
社
会
慣
習
が
あ
る
ん
で
す

か
ら
。
江
戸
時
代
ま
で
は
、
地
方
自
治
は
中
央

政
府
は
直
接
的
に
は
管
理
し
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
庄
屋
・
名
主
、
組
頭
・
年
寄
、
百
姓
代
等

の
地
方
三
役
等
の
制
度
が
あ
っ
て
、
地
方
の
都

市
は
地
方
自
治
で
運
営
さ
れ
て
い
た
。
江
戸
だ

と
、
一
番
下
は
向
こ
う
三
軒
両
隣
と
い
う
五
人

組
で
し
ょ
。
そ
し
て
、
そ
の
五
人
組
が
、
誰
か

が
今
日
は
一
銭
も
な
く
て
飯
も
食
え
な
い
と

な
っ
た
ら
、
必
ず
そ
の
ま
わ
り
の
家
が
ご
飯
を

荒
谷

軍
人
と
し
て
将
軍
と
し
て
優
秀
な
軍
人

は
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
間
が
本
当
に
「
生

き
死
に
」
の
問
題
に
関
し
て
全
兵
士
が
全
幅
の

信
頼
を
置
け
る
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

総
理
大
臣
で
も
損
得
、立
身
出
世
の

心
境
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

天
皇
陛
下
の
大
御
心
に
は

と
て
も
な
り
え
な
い
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作
っ
て
く
れ
る
し
、
病
気
だ
っ
た
ら
み
ん
な
世

話
を
み
る
し
、
そ
う
や
っ
て
共
助
の
体
制
が
で

き
て
い
て
、
お
金
が
一
文
も
な
く
て
も
、
米
び

つ
に
お
米
が
一
粒
も
な
く
て
も
、
何
も
困
ら
な

い
わ
け
で
す
よ
。
田
舎
は
ま
し
て
田
ん
ぼ
を

や
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
も
っ
と
大
き
い
集

団
で
そ
れ
を
や
っ
て
い
た
。
今
の
よ
う
に
孤
独

死
だ
と
か
ス
ト
レ
ス
な
ん
か
な
い
。
当
た
り
前

の
よ
う
に
生
涯
を
完か

ん

遂す
い

す
る
わ
け
で
す
。
お
互

い
に
助
け
あ
う
慣
習
が
日
本
の
隅
々
に
ま
で
行

き
届
い
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら
。
だ
か
ら
、
外

国
の
連
中
が
来
た
と
き
に
、
日
本
人
は
た
だ
の

一
人
も
不
幸
と
い
う
心
の
顕あ

ら
わ

れ
と
い
う
も
の
を

知
ら
な
い
と
、
と
に
か
く
み
ん
な
が
心
か
ら
平

和
を
喜
ん
で
い
る
と
驚
愕
し
て
い
る
わ
け
で

し
ょ
う
。
も
し
、
当
時
の
国
民
の
幸
福
度
を
調

べ
た
ら
、
日
本
は
ダ
ン
ト
ツ
で
世
界
一
だ
っ
た

ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

　

結
局
、
欧
米
的
近
代
化
に
よ
っ
て
物
質
的
に

は
豊
か
に
な
っ
た
が
、
肝
心
な
心
が
不
幸
に

な
っ
て
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
欧
米
で
は
、

伝
統
的
に
国
民
が
不
幸
な
中
の
社
会
を
ど
う

や
っ
て
ま
と
も
に
し
よ
う
か
と
い
う
契
約
的
な

憲
法
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
で
も
、

日
本
は
、
そ
ん
な
契
約
的
成
文
憲
法
を
作
ら
な

く
て
も
平
和
な
社
会
が
営
ま
れ
て
い
た
わ
け
で

す
よ
。
で
も
、
明
治
に
入
っ
て
西
欧
と
の
関
係

を
お
も
ん
ぱ
か
っ
て
、
彼
ら
と
同
じ
仕
組
み
の

憲
法
を
作
っ
た
。
で
も
、
も
う
一
回
考
え
た
ら

い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

―
「
憲
法
を
変
え
る
」
で
は
な
く
て
「
欧
米
的

思
想
の
憲
法
を
捨
て
る
」。
素
晴
ら
し
い
。

国
民
典
範
を
作
れ

荒
谷
 
そ
の
う
ち
ま
た
世
界
的
な
大
き
な
時
代

の
波
が
来
ま
す
か
ら
ね
、
そ
の
と
き
、
今
や
っ

て
い
る
よ
う
な
チ
マ
チ
マ
し
た
憲
法
改
正
議
論

を
考
え
て
い
て
も
ね
。
僕
な
ん
か
い
ま
考
え
て

る
の
は
、
皇
室
典
範
と
国
民
典
範
。
な
ぜ
な
ら
、

日
本
な
君
民
一
体
で
す
か
ら
。

―
国
民
典
範
で
す
か
！

荒
谷
 
そ
う
で
す
よ
。
君
民
一
体
で
、
日
本
全

体
と
し
て
一
つ
に
ま
と
ま
る
に
は
、
さ
っ
き
言
っ

た
よ
う
に
、
天
皇
陛
下
を
尊
い
と
思
っ
て
、
天

皇
の
ま
わ
り
に
日
本
国
民
が
集
結
し
て
、
お
互

い
に
「
世
の
た
め
人
の
た
め
力
を
尽
く
す
」
価

値
観
で
社
会
を
営
ん
で
い
こ
う
と
い
う
、
八は

っ

紘こ
う

為い

宇う

を
実
現
す
る
の
は
国
民
で
す
よ
。
八
紘
為

宇
を
祈
る
の
は
天
皇
だ
け
ど
も
、
そ
れ
を
実
現

す
る
の
は
国
民
な
ん
で
す
よ
。
そ
の
国
民
に
そ

の
性
質
が
な
か
っ
た
ら
で
き
な
い
ん
で
す
よ
。

と
い
う
こ
と
は
、
僕
は
、
憲
法
よ
り
上
位
の
国

体
規
範
と
し
て
、
皇
室
典
範
と
と
も
に
、「
国

民
は
か
く
あ
る
べ
し
」
と
い
う
国
民
典
範
が
な

い
と
い
け
な
い
と
思
う
。

　

難
し
い
話
は
い
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
世
の

た
め
人
の
た
め
力
を
尽
く
す
と
い
う
こ
と
だ
け

で
も
い
い
と
思
い
ま
す
よ
。
逆
に
言
う
と
、
そ

の
二
つ
が
あ
れ
ば
、
あ
と
は
諸
処
の
状
況
に
お

い
て
適
時
適
切
に
考
え
て
あ
た
れ
と
言
っ
て
も

い
い
わ
け
で
す
よ
ね
。

―
国
防
的
な
こ
と
は
？

荒
谷
 
憲
法
で
規
定
し
な
い
と
日
本
国
民
は
国

を
守
ら
な
い
と
思
い
ま
す
か
。
こ
ま
ご
ま
し
た

手
続
き
は
法
律
で
定
め
て
お
け
ば
い
い
。

―
外
国
が
攻
め
て
き
た
ら
…
…
。

荒
谷
 
日
本
が
本
当
は
戦
争
に
も
の
す
ご
く
強

い
の
は
、
本
当
に
平
和
を
探
求
す
る
が
ゆ
え
で

す
。
そ
れ
も
、
主
体
的
に
平
和
な
世
界
を
自
分

た
ち
で
創
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

そ
れ
を
乱
そ
う
と
す
る
も
の
は
絶
対
に
許
さ
ん

と
い
う
正
義
の
心
が
強
い
ん
で
す
。
も
し
、
合

理
的
・
功
利
的
に
利
益
を
考
え
て
い
れ
ば
、
戦

争
で
も
相
手
の
方
が
強
か
っ
た
ら
「
相
手
が
強

い
か
ら
、
こ
れ
で
や
め
て
お
こ
う
」
と
。
と
こ

▲天孫降臨して九州に稲作を中心とする豊かで平和な農業社会を築いた神
武天皇は、高天原の精神を部族抗争に明け暮れ混乱する東方に向けて遠征し、
荒ぶる神となって征した。そして「正しきを養い」「慶を積み」「暉を重ね」た偉
大な統一国家（瑞

みずほ
穂国）を建設しようとした。その心が日本人の魂の中にある。

江戸時代、外国人が日本を訪れて驚愕したのは、日本人が礼儀正しく、貧しく
ても笑顔をみせて、幸福な顔をしていることだった。明治になって西欧の近
代化に追いつこうとしたが、いつの間にか豊かな心まで変貌してしまった!?

欧
米
的
近
代
化
に
よ
っ
て

国
民
は
不
幸
に
な
っ
て
き
た
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ろ
が
、
本
当
に
平
和
を
創
造
し
よ
う
思
っ
て
い

る
人
間
は
、
そ
ん
な
妥
協
は
し
ま
せ
ん
。
事
大

主
義
を
嫌
う
ん
で
す
。

　

平
和
と
い
う
の
は
受
容
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。

創
造
し
て
い
く
ん
で
す
よ
、
つ
く
っ
て
い
く
ん
で

す
。
日
本
人
は
、
創
っ
て
行
く
側
の
立
場
に
な

ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
世
界
の
平
和
は
日
本

人
が
創
る
ん
だ
と
い
う
ぐ
ら
い
の
使
命
感
を
持

て
ば
、
そ
れ
を
乱
す
や
つ
は
こ
ら
し
め
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。
だ
か
ら
強
い
ん
で
す
よ
。
相
手
が
仮

に
自
分
よ
り
強
く
て
も
、
日
本
の
侍
は
「
弱
き

を
助
け
、
強
き
を
く
じ
く
」
を
名
誉
と
し
て
い

た
わ
け
で
あ
っ
て
、
相
手
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど

戦
闘
力
が
上
が
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
強
さ

を
武
道
で
育
成
し
て
い
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

―
そ
れ
を
三
島
さ
ん
は
、

戦
後
体
制
、
ア
メ
リ
カ

の
思
う
よ
う
に
生
き
て

い
る
日
本
人
と
い
う
の

を
糾
弾
し
て
い
く
わ
け

で
す
よ
ね
。

荒
谷
 
た
と
え
ば
シ
リ

ア
問
題
に
し
た
っ
て
、

日
本
は
ア
メ
リ
カ
が
や

る
と
言
え
ば
す
ぐ
「
は

い
」
と
言
う
。
ド
イ
ツ

な
ん
か
反
対
し
て
い
る

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
反

対
し
た
ら
ド
イ
ツ
と
ア

メ
リ
カ
の
関
係
が
悪
く
な
る
か
と
言
え
ば
、
悪

く
な
ら
な
い
で
す
よ
。
ち
ゃ
ん
と
も
の
を
言
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
ん
で
す
。
と
こ

ろ
が
日
本
は
「
は
い
」
と
言
う
ん
だ
け
ど
、
現

実
に
は
何
も
し
な
い
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
見
た
ら
、

や
る
と
言
っ
た
の
に
何
で
や
ら
な
い
ん
だ
と
な

る
。
よ
け
い
に
軽
蔑
さ
れ
て
し
ま
う
。
防
衛
問

題
は
全
部
そ
う
で
す
。
米
国
か
ら
見
た
ら
、
ま

る
で
「
や
る
や
る
」
詐
欺
に
見
え
る
ん
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
か
。

―
さ
て
三
島
さ
ん
は
、「
楯
の
會
」の
会
員
に「
米

作
り
も
工
業
化
し
て
、
い
ず
れ
日
本
で
稲
作
を

す
る
の
は
天
皇
家
だ
け
に
な
る
だ
ろ
う
」
と

言
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
日
本
に
し
て
は
い
け
な

い
。
し
か
し
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
を
見
て
い
る
と
、
そ
う

な
っ
て
き
て
い
る
ん
だ
な
あ
と
思
い
ま
す
。

荒
谷
 
本
当
に
そ
こ
は
、
文
化
防
衛
の
か
な
り

瀬
戸
際
で
す
よ
。
世
の
た
め
人
の
た
め
と
い
う

よ
り
も
、
自
分
の
た
め
に
生
き
る
こ
と
の
方
が

正
し
い
ん
だ
と
い
う
意
識
に
転
換
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
。
も
し
日
本
国
民
の
意
識
が
そ
う
変

わ
っ
て
し
ま
う
と
、
日
本
の
国
は
解
体
す
る
ん

で
す
よ
。
三
島
が
一
番
恐
れ
て
い
た
の
は
そ
れ

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

だ
か
ら
、
伝
統
的
な
「
他
者
の
た
め
に
頑
張

る
こ
と
が
尊
い
」
と
い
う
国
民
の
価
値
観
を
高

め
る
社
会
制
度
を
つ
く
ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

三
島
の
精
神
そ
の
も
の
を
宿
し
て
い
る

日
本
人
が
い
ま
す
よ

―
三
島
さ
ん
が
考
え
た
民
兵
組
織
「
楯
の
會
」

は
い
い
考
え
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ど
う
で
す
か
。

荒
谷
 
自
衛
隊
の
性
質
を
日
米
同
盟
の
た
め
の

も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
皇
軍
的
な
性
質

の
軍
隊
が
い
な
い
と
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
で
す
ね
。

で
も
、
そ
れ
を
国
家
が
つ
く
ら
な
い
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
国
民
の
側
か
ら
そ
う
し
た
性
質
の

義
勇
軍
を
つ
く
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
国
家
緊
急
時
の
た
め
の
非
武
装
の
義
勇

軍
は
法
的
に
は
問
題
な
い
で
し
ょ
。

―
そ
う
か
！　

そ
の
手
が
あ
る
ん
で
す
ね

（
笑
）。
最
後
に
、
も
し
と
当
時
の
三
島
由
紀
夫

に
何
か
言
葉
を
か
け
る
と
し
た
ら
、
ど
ん
な
こ

と
を
言
わ
れ
ま
す
か
。

荒
谷
 
三
島
さ
ん
に
対
し
て
何
か
を
言
う
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
で
す
け
ど
「
そ
う
い
う
精
神

は
ま
だ
生
き
て
い
ま
す
よ
」
と
ご
報
告
い
た
し

ま
す
。
第
三
者
的
に
、
三
島
の
外
に
立
っ
て
三

島
を
評
価
す
る
の
で
は
な
く
て
「
三
島
の
精
神

を
宿
し
て
い
る
日
本
人
が
い
ま
す
よ
」と
。『
文

化
防
衛
論
』
で
、
書
い
て
い
る
よ
う
な
、『
日

本
文
化
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
コ
ピ
ー
の
弁
別
を

持
た
な
い
』
継
承
と
い
う
、
日
本
独
特
の
文
化

の
ス
タ
イ
ル
で
ね
。

―
連
続
性
で
す
ね
。

荒
谷
 『
文
化
防
衛
論
』
で
い
う
と
コ
ピ
ー
が

オ
リ
ジ
ナ
ル
と
な
る
、
と
い
う
連
続
性
。
い
く

ら
三
島
を
評
価
し
て
い
て
も
ね
。
特
に
文
学
者

の
人
な
ん
か
は
、
や
っ
ぱ
り
自
分
は
自
分
な　
　
　

ん
で
す
よ
ね
。
外
側
に
い
て
、
亡
き
三
島
を
評

価
し
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
よ
。
自
分
の
外
の

存
在
と
し
て
の
三
島
を
語
っ
て
い
る
人
が
多
い
。

　

僕
は
、
そ
れ
は
三
島
が
期
待
し
た
も
の
で
は

な
い
と
思
う
ん
で
す
。
要
す
る
に
、
三
島
の
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
、
記
念
碑
み
た
い
に
考
え
て
い
る
。

そ
ん
な
記
念
碑
を
つ
く
っ
て
も
ら
う
の
は
彼
の

本
意
で
も
な
ん
で
も
な
い
し
、
む
し
ろ
彼
が

嫌
っ
て
い
た
部
分
、
つ
ま
り
「
死
ん
だ
文
化
」

で
す
よ
。
文
化
と
し
て
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
で

す
か
ら
。

　

そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
の
精
神
を
コ
ピ
ー
し

て
、
コ
ピ
ー
し
て
い
る
う
ち
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
に

な
っ
て
い
く
、
そ
こ
が
三
島
精
神
の
継
承
と
い

う
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
、
当

時
の
三
島
を
と
や
か
く
言
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、

今
の
状
態
で
「
三
島
の
精
神
」
を
顕け

ん

現げ
ん

す
る
と

い
う
こ
と
が
、
僕
は
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

 

（
了
）

▲自衛隊体験
入隊の三島

三
島
の
精
神
を
コ
ピ
ー
し
て

オ
リ
ジ
ナ
ル
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
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