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代
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上
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官

よ
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よ
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界
を
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私
は
、
平
成
十
五
年
、
米
軍
特
殊
作
戦

学
校
通
称
「
グ
リ
ー
ン
ベ
レ
ー
」
に
留
学

し
、
そ
の
成
果
を
持
ち
帰
っ
て
特
殊
部
隊

を
創
設
し
ま
し
た
。
特
殊
作
戦
と
は
、
例

え
ば
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
た
め
の
政
府
転
覆

と
か
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
望
ま
し
い
政

権
の
維
持
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
ア
メ
リ

カ
側
は
、
当
然
日
本
も
こ
う
い
う
活
動
の

中
に
積
極
的
に
参
加
す
べ
き
だ
と
の
考
え

で
す
。

　

し
か
し
、
私
個
人
は
、
こ
の
よ
う
な
特

殊
作
戦
の
実
態
を
目
に
し
て
、
グ
ロ
ー
バ

ル
資
本
主
義
の
考
え
に
積
極
的
に
追
随
す

る
と
い
う
こ
と
が
、
本
当
に
日
本
に
と
っ

て
良
い
事
な
の
か
と
疑
問
を
も
ち
、
平
成

二
十
年
に
自
衛
隊
の
職
を
辞
す
る
決
断
を

し
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
一
年
、
明
治
神
宮
武
道
場
至

誠
館
の
館
長
に
な
り
、
毎
年
、
欧
州
を
中

心
に
海
外
に
武
道
指
導
に
行
っ
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
武
道
人
口
は
減
少
し
て
お
り
ま

そ
し
て
そ
の
精
神
は
日
本
人
の
エ
ー
ト
ス

と
も
言
え
る
基
礎
を
形
成
し
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
我
々
は
世
界
の
運
命
を
正

し
く
豊
か
な
道
へ
と
導
く
た
め
、
民
族
間

の
理
解
と
親
和
を
強
化
す
る
に
努
め
よ
う

と
思
う
」
と
記
し
て
お
り
ま
す
。

　

平
成
二
十
三
年
に
は
、
同
じ
様
な
趣
旨

の
組
織
が
ロ
シ
ア
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
組
織
の
代
表
は
、
こ
ん
な
こ
と
を
言

っ
て
い
ま
す
。「
武
士
道
は
私
達
に
、
人

間
の
原
点
に
戻
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま

す
。
心
と
精
神
と
肉
体
が
調
和
し
、
正
し

い
判
断
の
も
と
誠
実
に
道
徳
的
に
行
動
す

る
こ
と
や
、
他
人
の
利
益
の
た
め
に
自
己

を
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
恐
れ
な
い
日
本
の

武
士
道
は
、
世
界
に
類
を
見
な
い
崇
高
な

精
神
で
す
」。

　

何
故
彼
ら
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
か

聞
い
て
み
ま
す
と
、
現
在
の
グ
ロ
ー
バ
ル

資
本
主
義
、
自
由
競
争
主
義
が
行
き
過
ぎ

て
い
る
と
い
う
認
識
が
背
景
に
あ
る
よ
う

す
が
、
海
外
で
は
武
道
人
口
が
急
増
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
色
々
な
背
景
が
あ
っ
て

一
概
に
言
え
な
い
の
で
す
が
、
多
く
の

方
々
が
日
本
武
道
に
関
心
を
示
す
理
由
は
、

そ
の
精
神
性
に
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
日
本
よ
り

先
に
青
少
年
の
倫
理
教
育
に
日
本
武
道
を

取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
教
会
倫
理
に
従
属

的
な
騎
士
道
が
政
教
分
離
で
消
え
う
せ
た

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
人
間
の
力
で
自
ら
の
精

神
性
を
高
め
て
い
く
日
本
の
武
道
の
価
値

を
認
め
、
青
少
年
の
教
育
に
取
り
入
れ
て

い
る
の
で
す
。

　

私
が
館
長
に
就
任
し
て
、
欧
州
に
国
際

至
誠
館
武
道
連
盟
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

設
立
の
主
旨
に
は
、「
武
道
は
日
本
の
伝

統
文
化
に
根
ざ
し
た
も
の
で
、
今
日
の

世
界
的
人
類
遺
産
の
中
で
も
極
め
て
価
値

の
あ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
日
本
武
道

の
力
と
簡
潔
な
美
し
さ
は
、
人
間
を
惹
き

つ
け
る
特
有
の
精
神
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
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識
さ
れ
、
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま

し
た
。
こ
の
「
感
謝
の
こ
こ
ろ
」
が
、
日

本
だ
け
で
な
く
世
界
の
国
々
の
多
く
の
文

化
で
共
感
で
き
る
価
値
観
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
「
感
謝
の
こ
こ
ろ
」
を
持
つ
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
々
が
同
じ
土
台
に
立
て
る
の

で
す
』。

　

日
本
人
の
中
に
は
こ
う
い
う
受
容
と
和

の
文
化
が
自
然
に
根
付
い
て
お
り
、
他
者

を
排
除
し
な
い
と
い
う
社
会
の
空
気
が
あ

る
と
言
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
の
外
人
が

共
通
し
て
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

八
年
前
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
至
誠
館
武

道
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
た
時
、
イ
ギ
リ
ス

人
の
参
加
者
の
方
の
親
友
が
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
訃
報
が
届
き

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
セ
ミ
ナ
ー
に
同
行
し

て
い
た
明
治
神
宮
の
神
官
が
「
そ
れ
で
は

貴
方
の
ご
親
友
の
鎮
魂
祭
を
や
り
ま
し
ょ

う
」
と
提
案
し
ま
し
た
。

　

次
の
日
早
朝
に
み
ん
な
が
集
ま
っ
て
、

会
場
に
あ
る
一
番
大
き
な
木
に
し
め
縄
を

張
っ
て
、
鎮
魂
祭
を
執
り
行
い
ま
し
た
。

そ
の
時
の
神
職
の
祝
詞
は
、「
か
け
ま
く

も
、
か
し
こ
き
キ
リ
ス
ト
の
大
神
の
御
前

に
か
し
こ
み
か
し
こ
み
も
白
さ
く
・
・
・
」

と
、
亡
く
な
っ
た
方
が
信
仰
し
て
い
た
キ

リ
ス
ト
様
に
鎮
魂
を
お
願
い
す
る
内
容
で

し
た
。

　

そ
う
し
た
ら
、
そ
こ
に
集
ま
っ
て
い
た

約
百
名
の
欧
州
各
国
の
参
加
者
は
、
皆
大

感
激
な
の
で
す
。
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
の

か
と
い
う
ぐ
ら
い
の
大
感
動
な
の
で
す
。

イ
ン
タ
ー
・
レ
リ
ジ
ョ
ン
と
で
も
申
し
ま

す
か
。
宗
教
の
境
界
を
意
図
も
簡
単
に
乗

り
越
え
、
鎮
魂
際
を
為
し
え
た
の
で
す
。

　

ま
た
、
祭
典
の
様
子
を
見
て
い
た
ポ
ー

ラ
ン
ド
人
が
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
に
改
宗
す
る

前
の
ス
ラ
ブ
の
民
族
信
仰
の
様
子
を
描
い

た
絵
に
も
、
木
に
縄
を
巻
い
て
、
神
道
の

祭
儀
と
同
じ
様
な
こ
と
を
行
っ
て
い
る
、

と
言
っ
て
き
ま
し
た
。
同
じ
よ
う
に
、
ド

で
す
。
今
世
界
で
は
、
ポ
ス
ト
・
グ
ロ
ー

バ
ル
資
本
主
義
を
模
索
し
、
万
民
に
と
っ

て
よ
り
よ
い
世
界
秩
序
の
方
向
性
を
出
そ

う
と
い
う
段
階
ま
で
来
て
い
ま
す
。
そ
う

し
た
世
界
的
大
き
な
潮
流
と
、
武
道
精

神
は
関
連
し
て
い
る
わ
け
で
、
彼
ら
は
、

我
々
日
本
人
が
考
え
て
い
る
よ
り
も
っ
と

大
き
な
意
味
で
、
日
本
武
道
の
精
神
的
意

義
を
捉
え
て
い
る
の
で
す
。　

　

明
治
神
宮
至
誠
館
で
は
、
海
外
か
ら
武

道
と
神
道
の
研
修
生
を
受
け
入
れ
て
い
ま

す
。
海
外
研
修
生
の
論
文
の
例
を
紹
介
す

る
と
『
日
本
の
「
調
和
」
の
精
神
は
心
を

和
ら
げ
て
く
れ
ま
し
た
。
私
達
は
皆
、
恩

恵
を
与
え
て
く
れ
た
祖
先
に
借
り
が
あ
り
、

そ
の
借
り
を
次
世
代
に
返
す
役
割
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
恩
恵
に
対
す
る
「
感
謝
の
こ

こ
ろ
」
は
伝
統
的
社
会
で
は
受
け
継
が

れ
て
い
て
も
、
個
人
主
義
的
な
現
代
社
会

で
は
失
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の
社
会
に

は
「
感
謝
の
こ
こ
ろ
」
が
し
っ
か
り
と
認
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イ
ツ
で
神
道
の
祭
典
を
執
り
行
っ
た
と
き

も
、
神
道
の
祭
儀
は
ゲ
ル
マ
ン
人
の
森
の

信
仰
そ
の
も
の
だ
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

　

日
本
武
道
の
中
に
人
類
共
通
の
エ
ー
ト

ス
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味

な
の
で
す
。

　

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
催
さ
れ
た
武
道
講
習

会
に
指
導
者
と
し
て
呼
ば
れ
と
き
の
開
催

場
所
は
、
欧
州
原
子
力
核
研
究
機
構
（
Ｃ

Ｅ
Ｒ
Ｎ
）
と
い
う
世
界
最
大
の
素
粒
子
物

理
学
の
研
究
施
設
で
す
。

　

こ
の
施
設
で
は
、
宇
宙
は
ど
の
よ
う
に

出
来
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
実
験
的
に
証

明
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
大
体
今
分
っ

て
い
る
の
は
、
宇
宙
の
最
初
に
は
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
よ
う
な
非
物
質
し
か
な
か
っ
た
。

そ
の
非
物
質
が
高
密
度
に
凝
縮
し
た
と
こ

ろ
で
ビ
ッ
グ
バ
ン
が
起
き
て
、
エ
ネ
ル
ギ

ー
が
拡
散
し
て
い
く
中
で
物
質
が
凝
固
し

星
が
出
来
た
。
そ
の
物
質
は
、
一
定
期
間

経
つ
と
ま
た
非
物
質
に
変
換
す
る
。
こ
う

い
う
こ
と
は
、
実
験
で
証
明
さ
れ
て
い
る

そ
う
で
す
。

　

こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
者
や
ニ

ュ
ー
ト
ン
力
学
に
閉
じ
こ
も
っ
た
科
学
者

に
は
、
今
ま
で
正
し
い
と
思
っ
て
い
た
こ

と
が
ど
ん
ど
ん
否
定
さ
れ
て
い
く
非
常
に

シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
こ
と
で
す
。

　

わ
た
し
は
そ
こ
で
、
日
本
の
神
道
の
宇

宙
観
、
自
然
観
、
人
間
観
を
「
古
事
記
」

を
題
材
に
し
て
話
を
し
ま
し
た
。
古
事
記

の
冒
頭
は
、『
天
地
初
発
之
時
、
於
高
天
原

成
神
名
、
天
之
御
中
主
神
』
と
あ
り
ま
す
。

　

宇
宙
の
最
初
は
、
天あ
め
の
み
な
か
ぬ
し
の
か
み

之
御
中
主
神
が
自

ら
中
心
と
な
っ
て
成
り
ま
し
た
。
同
時
に
、

高た
か
み
む
す
ひ
の
か
み

御
産
霊
神
と
神か
み
む
す
ひ
の
か
み

御
産
霊
神
が
成
り
ま
す
。

産む
す
ひ霊
と
は
、
創
造
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
こ
と
で
、

高
御
産
霊
神
は
膨
張
す
る
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
、

神
御
産
霊
神
は
収
縮
す
る
陰
エ
ネ
ル
ギ
ー

で
す
。

　

中
心
が
出
来
る
と
中
心
の
周
り
を
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
循
環
・
還
元
す
る
と
い
う
宇
宙

平成 28 年「青少年国際武道講習会」の一環で、
日、露、仏の青少年が房総で武道合宿をした時の朝稽古の風景
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こ
の
様
な
武
の
考
え
は
、
日
本
神
話
の

中
の
、「
国く
に

譲ゆ
ず
り
」
の
中
に
あ
り
ま
す
。
高

天
原
の
使
者
で
あ
る
武た
け
み
か
つ
ち
の
お
お
か
み

甕
槌
大
神
、
が
大

国
主
神
と
国
譲
り
の
交
渉
を
す
る
と
き
、

「
大
国
主
神
が
ウ
シ
ハ
ク
統
治
を
し
て
い
る

こ
と
は
宜
し
く
な
い
、
天
孫
に
よ
る
シ
ロ

シ
メ
ス
統
治
、
す
な
わ
ち
人
々
の
心
を
知

る
統
治
が
大
切
な
の
だ
」
と
言
葉
を
向
け

和
を
求
め
ま
す
。

　

大
国
主
神
は
こ
れ
に
納
得
し
ま
す
が
、

息
子
の
猛
々
し
い
建た
け
み
な
か
た
の
み
こ
と

御
名
方
命
は
有
無
を

言
わ
ず
武
甕
槌
大
神
に
戦
い
を
挑
ん
だ
の

で
す
。
い
ざ
戦
う
と
、
武
甕
槌
大
神
の

武
威
は
凄
ま
じ
く
、
圧
倒
さ
れ
た
建
御
名

方
命
は
、
逃
げ
に
逃
げ
諏
訪
湖
の
湖
畔
に

来
て
降
参
を
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

武
甕
槌
大
神
は
殺
す
こ
と
な
く
、
そ
こ
に

お
社
を
建
て
て
建
御
名
方
命
の
武
威
を
祀

っ
た
の
が
諏
訪
大
社
。
そ
れ
か
ら
日
本
で

一
番
大
き
い
お
社
で
あ
る
出
雲
大
社
を
建

て
て
、
大
国
主
神
を
お
祀
り
し
た
。
こ
こ

に
は
、
勝
っ
た
者
が
負
け
た
者
を
尊
び
敬

う
と
い
う
思
想
が
出
て
く
る
の
で
す
。

　

私
は
、
ド
イ
ツ
で
ケ
ル
ン
の
大
聖
堂
を

見
ま
し
た
。
ケ
ル
ン
は
ロ
ー
マ
の
植
民
地

と
い
う
意
味
で
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
大
聖
堂

の
真
下
に
は
ゲ
ル
マ
ン
の
御
社
跡
が
あ
り
、

そ
れ
が
発
掘
さ
れ
て
見
学
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
ロ
ー
マ
軍
が
侵

攻
し
た
時
に
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
神
の
社

を
潰
し
て
、
そ
の
上
に
教
会
を
建
て
キ
リ

ス
ト
以
外
の
神
を
抹
消
し
て
い
っ
た
の
で

す
。

　

日
本
で
は
、
全
国
に
、
そ
の
土
地
の

産う
ぶ
す
な
の土
神
様
、
郷
の
氏
神
様
等
八
百
万
の

神
様
の
神
社
が
い
っ
ぱ
い
残
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
信
仰
上
の
排
他
的
活
動
は
し
な
か

っ
た
と
い
う
証
で
す
。
日
本
の
武
神
は
、

戦
い
の
後
は
相
手
を
尊
び
、
そ
の
尊
厳
を

損
な
わ
ず
祀
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
、
武

士
の
礼
と
い
わ
れ
る
こ
と
の
根
底
の
発
想

に
な
っ
て
い
ま
す
。　

の
基
本
構
造
は
、
素
粒
子
物
理
学
で
い
っ

て
い
る
宇
宙
創
造
の
イ
メ
ー
ジ
で
、
日
本

神
話
の
イ
メ
ー
ジ
も
最
新
の
素
粒
子
物
理

学
と
全
く
同
じ
で
は
な
い
か
と
話
が
盛
り

上
が
り
ま
し
た
。

　

武
道
で
は
、
心
身
の
中
心
で
あ
る
丹
田

に
気
を
充
実
さ
せ
、
丹
田
を
中
心
に
気
と

力
を
循
環
・
還
元
さ
せ
る
わ
け
で
す
が
、

Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｎ
で
実
験
し
て
い
る
宇
宙
の
真
理

を
、
武
道
で
は
自
分
の
心
身
を
素
材
に
し

て
探
求
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
人
も
宇

宙
も
、
素
粒
子
物
理
学
の
真
理
も
武
道
の

心
理
も
夫そ
れ
ぞ
れ々

が
ハ
ー
モ
ナ
イ
ズ
さ
れ
て
い

る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
参
加
者
は
興
奮
を

覚
え
て
お
り
ま
し
た
。

　

武
道
に
も
産む
す
ひ霊
が
あ
り
ま
す
。
剣
と
剣

を
合
わ
せ
る
こ
と
を
「
斬
り
結
び
」
と
言

い
ま
す
。「
切
り
結
び
」
と
言
う
言
葉
に
は
、

戦
い
に
お
い
て
さ
え
も
、
敵
の
殺
傷
で
は

な
く
共
生
と
創
造
を
託
す
思
い
が
こ
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
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 第十八回 美し国誌上講座

昭和 34年秋田県出身
武道家
明治神宮武道場至誠館第三代館長、
予備役ブルーリボンの会幹事。
元陸上自衛官（陸上自衛隊特殊作
戦群初代群長）。

合気道六段、銃剣道三段、空手道
初段、柔道初段。日本国外での武
道講習開催にも力を注いでおり、
現地での開催の模様は動画投稿サ
イトでも紹介されている。

荒
あら

谷
や

　卓
たかし

戦
う
者
た
ち
へ

〜
日
本
の
大
義
と
武
士
道
〜■本体：1,500円＋税

並木書房

 

荒
谷　

卓 

著 

　

こ
う
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
こ
れ
か
ら

の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
方
向
性
を

ど
う
す
る
の
か
と
い
う
大
き
な
課
題
の
中

で
、
世
界
の
人
々
が
、
ポ
ス
ト
・
グ
ロ
ー

バ
ル
資
本
主
義
を
模
索
し
て
い
る
段
階
と

思
い
ま
す
が
、
実
は
、
日
本
人
は
答
え
を

持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が

し
て
い
る
の
で
す
。

　

神
武
建
国
以
来
、「
一
つ
の
家
の
よ
う
な

国
家
の
創
造
」、
と
い
う
考
え
で
国
を
運
営

し
て
き
た
こ
と
が
、『
世
の
た
め
人
の
た
め
』

と
い
う
社
会
倫
理
に
昇
華
し
、
無
自
覚
で

利
他
の
精
神
を
発
揮
で
き
る
ま
で
に
進
化

し
た
の
が
日
本
文
化
で
す
。

　

武
士
道
精
神
と
は
、
さ
ら
に
自
己
犠
牲

も
い
と
わ
ず
社
会
に
貢
献
す
る
崇
高
な
精

神
で
す
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
自
己
利
益
追

求
の
競
争
に
偏
向
し
す
ぎ
た
現
代
の
世
界

が
必
要
と
し
て
い
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
日
本
の
伝
統
的
文
化
を
、
武
道
を

通
じ
て
世
界
中
の
人
々
に
一
生
懸
命
発
信

し
て
、
日
本
文
化
に
は
「
今
世
界
に
と
っ

て
必
要
な
崇
高
な
価
値
観
が
あ
る
の
だ
」

と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
し
っ
か
り
伝
え
て

い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

日
本
建
国
の
理
念
は
、
神じ
ん

武む

建け
ん

国こ
く
の
詔
み
こ
と
の
り

に
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
天
下
に
一
つ
の

家
の
よ
う
な
国
家
を
作
り
為
す
よ
う
天
皇

と
国
民
が
協
心
努
力
し
よ
う
で
は
な
い
か
。

「
八
紘
為
宇
」
と
い
う
国
民
へ
の
呼
び
か
け

で
す
。
聖
徳
太
子
が
十
七
条
の
憲
法
で
い

う
『
和
を
も
っ
て
貴
し
と
な
す
』
も
、
明

治
天
皇
が
五
箇
条
の
御
誓
文
に
記
し
た『
万

機
公
論
に
決
す
べ
し
』
も
、
そ
し
て
現
在
、

『
思
い
や
り
』『
絆
』
等
と
い
っ
て
い
る
の

も
全
て
八
紘
為
宇
の
『
和
』
の
精
神
で
す
。

だ
か
ら
国
の
名
も
『
大
和
』
と
定
め
た
の

で
す
。

Ｐ
16
の
写
真
武
蔵
御
岳
山
の
綾
広
の
滝
で
禊
を
す
る
筆
者


