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常
に
「
和
」
に
向
か
っ
て
生
活
す
る
の
で
す

『大天狗が教えてくれた本当のスピのこと』
著者／窪寺伸浩　発行／かざひの文庫　価格／ 1,430 円（税込）

窪寺伸浩（くぼでら・のぶひろ）

（神棚マイスター・クボデラ株式会社代表取締役）
昭和 36 年東京都生まれ。東洋大学文学部卒。昭和 21 年創業の老舗木材問屋の三男として生まれ、神棚
マイスターとして、神棚の販売を通じて神棚の大切さとその存在意義を普及する活動を行い、様々な企
業の朝礼で神棚の祀り方などをアドバイスしている。「木を哲学する企業」を名乗るクボデラ（株）代
表取締役社長。東京神棚神具事業協同組合理事長。著書に『なぜ、成功する人は神棚と神社を大切にす
るのか ?』（あさ出版）、『幸せを呼ぶ「住まい」づくり』（アートデイズ）がある。

写真右から、荒谷卓氏、窪寺伸浩氏。江戸総鎮守・神田神社にて。

入魂の最新刊、大好評発売中！

陸
上
自
衛
隊
に
幹
部
候
補
生
と
し
て
入
隊
し
、
陸
上
幕
僚
監
部
で
の
勤
務
以
降
10
年
以
上
か
け
て
エ
リ
ー
ト

部
隊
「
特
殊
作
戦
群
」
を
創
設
し
た
荒
谷
卓
氏
。
退
職
後
は
明
治
神
宮
の
武
道
場
「
至
誠
館
」
館
長
を
9
年

間
務
め
た
後
、
三
重
県
熊
野
市
に
「
熊
野
飛
鳥
む
す
び
の
里
」
を
設
立
し
、
稲
作
を
中
心
と
す
る
「
農
」
と
、

日
本
の
歴
史
や
神
話
を
学
ぶ
「
教
学
」
と
「
武
道
」
を
三
本
の
柱
と
し
て
、
日
本
の
国
を
守
る
共
同
体
作
り
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
武
士
道
を
体
現
し
歩
み
続
け
る
荒
谷
氏
に
、
神
棚
マ
イ
ス
タ
ー
・
窪
寺
伸
浩
氏
が
、

日
本
の
国
を
守
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
？
　
を
じ
っ
く
り
と
お
伺
い
し
ま
し
た
。

荒谷 卓（あらや・たかし）

（武道家・ 「熊野飛鳥むすびの里」代表）
昭和 34 年、秋田県大館市に生まれる。昭和 57 年、東京理
科大学卒業。陸上自衛隊に幹部候補生として入隊。自衛隊
暦は 19 普通科連隊（福岡）、第 1 空挺団、39 普通科連隊（弘
前）、陸上幕僚監部、防衛局防衛政策課戦略研究室、研究
本部。ドイツ連邦軍指揮大学及び米国特殊作戦学校に留学。
特殊作戦群初代群長、平成 20 年に退職（1 等陸佐）。平成
21 年 9 月から平成 30 年 10 月、明治神宮武道場「至誠館」
館長を務める。平成 30 年 11 月、三重県熊野市飛鳥町に国
際共生創成協会「熊野飛鳥むすびの里｣ を設立する。
著書に『特殊部隊 VS. 精鋭部隊』『サムライ精神を復活せよ！ 
宇宙の屋根の下に共に生きる社会を創る』『日本の大義と武
士道　戦う者たちへ』（並木書房）、『自分を強くする動じな
い力』（三笠書房）。

  第 46 回

国
衛
の
た
め
の

特
殊
部
隊
を
創
る

窪
寺　

荒
谷
先
生
は
東
京
理
科
大
学
卒

業
後
に
自
衛
隊
へ
入
隊
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
経
緯
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
？

荒
谷　

尊
敬
し
て
い
た
先
生
か
ら
「
貴

様
は
軍
人
の
顔
を
し
て
い
る
か
ら
自
衛

隊
へ
行
け
」
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
学

習
院
大
学
中
等
科
で
今
上
陛
下
や
秋
篠

宮
様
に
歴
史
を
教
え
て
い
た
島
田
和
繁

と
い
う
方
で
す
。

　

当
時
、
私
は
三
島
由
紀
夫
の
思
想
と
行

動
を
勉
強
し
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
自

衛
隊
に
対
し
て
は
「
三
島
を
見
捨
て
た
組

織
」
と
し
て
反
発
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
戦
後
ア
メ
リ
カ

に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
軍
隊
を
正
し
い
「
皇

軍
」
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う

思
い
で
自
衛
隊
に
入
っ
た
の
で
す
。

　

26
年
間
、
陸
上
自
衛
隊
に
所
属
し
、

ひ
た
す
ら
正
し
い
日
本
国
の
軍
隊
に
し

よ
う
と
い
う
こ
と
だ
け
を
考
え
て
お
り

ま
し
た
。
幸
い
ド
イ
ツ
留
学
後
は
陸
上

自
衛
隊
の
幕
僚
監
部
と
防
衛
局
防
衛
政

策
課
戦
略
研
究
室
と
い
う
と
こ
ろ
で
、

東
西
冷
戦
後
の
世
界
情
勢
に
お
い
て
日

本
は
ど
う
い
う
防
衛
体
制
を
取
れ
ば
良

い
の
か
、
と
い
う
防
衛
戦
略
立
案
と
防

武道家らしい佇まいの荒谷卓氏。

『サムライ精神を復活せよ！ 宇宙の屋根の下に共に生きる社会を創る』
著者／荒谷卓　発行／並木書房　価格／ 1,760 円（税込）

衛
体
制
の
整
備
構
想
を
約
7
年
間
や
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
中
の
一

つ
に
、
新
た
な
世
界
情
勢
に
対
応
し
た

部
隊
「
特
殊
作
戦
群
」
と
い
う
、
そ
れ

ま
で
に
無
か
っ
た
タ
イ
プ
の
部
隊
の
計

画
～
創
設
事
業
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ

に
は
10
年
以
上
か
か
り
ま
し
た
。

窪
寺　

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
部
隊

な
の
で
し
ょ
う
か
？

荒
谷　

東
西
冷
戦
が
終
わ
り
、
米
ソ
の

大
規
模
な
軍
事
対
立
は
も
う
な
い
と
い

う
世
界
情
勢
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
大
統

領
が
「
今
後
は
、
新
世
界
秩
序
の
構
築

の
た
め
軍
隊
を
使
う
」
と
い
う
発
言
を

し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
世
界
中

の
軍
隊
が
戦
車
や
大
砲
な
ど
の
部
隊
を

ほ
ぼ
廃
止
し
、
世
界
の
秩
序
作
り
に
適

し
た
部
隊
に
切
り
替
え
た
の
で
す
。

　

そ
の
主
た
る
部
隊
が
非
通
常
作
戦
を

遂
行
で
き
る「
ス
ペ
シ
ャ
ル
・
フ
ォ
ー
ス
」

で
す
。
こ
れ
は
何
か
と
言
う
と
、
例
え

ば
「
新
世
界
秩
序
」
に
合
わ
な
い
国
の

政
体
を
変
え
る
政
府
転
覆
、
あ
る
い
は

「
新
世
界
秩
序
」
に
誘
導
す
る
た
め
の
ス

ペ
シ
ャ
ル
・
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
軍
隊

が
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

窪
寺　

イ
メ
ー
ジ
的
に
は
諜
報
機
関
の

よ
う
な
も
の
な
の
で
す
か
？

荒
谷　

C
I
A
や
M
I
6
の
よ
う
な
諜

報
機
関
と
一
緒
に
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
進
め
る
た
め

に
は
、
ど
の
国
の
リ
ー
ダ
ー
は
誰
に
し

た
方
が
良
い
か
を
決
め
、
実
際
に
そ
の

特集  蘇る、大和心

「日本の文化防衛の具体的なアクションを起こさないといけないのです」荒谷卓
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人
物
を
リ
ー
ダ
ー
に
据
え
る
の
で
す
。

窪
寺　
「
オ
レ
ン
ジ
革
命
」
と
か
、
中
近

東
で
起
き
て
い
た
よ
う
な
こ
と
は
全
て

そ
う
な
の
で
す
ね
。

荒
谷　
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
と
か
、「
カ
ラ
ー

革
命
」
な
ど
全
て
そ
う
で
す
。
現
在
の

ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
起
き
て
い
る
こ
と
や
、

ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
が
大
統
領
で
あ
る
こ
と

が
典
型
的
な
例
で
す
。

窪
寺　

そ
の
頃
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
は

誰
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

荒
谷　

冷
戦
が
終
わ
り
「
新
世
界
秩
序
」

を
世
界
に
宣
告
し
た
の
が
ブ
ッ
シ
ュ

（
父
）
大
統
領
で
す
。
お
父
さ
ん
の
方
の

ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
が
、「
新
世
界
秩
序

へ
向
け
て
（Tow

ard a N
ew

 W
orld 

O
rder

）」
と
い
う
有
名
な
ス
ピ
ー
チ
を

行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
息
子
の
ブ
ッ

シ
ュ
大
統
領
が
対
テ
ロ
戦
略
を
打
ち
立

て
て
か
な
り
横
暴
な
や
り
方
で
、
積
極

的
に
軍
隊
を
使
っ
て
秩
序
作
り
に
あ
た

る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ

れ
以
降
の
民
主
党
政
権
下
に
は
露
骨
な

グ
ロ
ー
ル
化
の
た
め
の
政
府
転
覆
が
ア

ラ
ブ
世
界
や
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
進
ん
で

き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
世
界
情
勢
の
大
き
な
転

換
を
踏
ま
え
「
日
本
で
も
特
殊
部
隊
を

創
る
べ
き
だ
」
と
私
が
提
案
い
た
し
ま

し
て
、
意
外
と
早
く
実
現
し
、
私
が

指
揮
官
に
な
り
ま
し
た
。
創
設
時
は

3
0
0
人
く
ら
い
の
エ
リ
ー
ト
集
団
で
、

全
員
が
下
士
官
以
上
で
す
。
知
的
に
も

体
力
的
に
も
、
い
ろ
ん
な
ジ
ャ
ッ
ジ
メ

ン
ト
に
お
い
て
も
、
特
別
な
能
力
が
あ

る
人
間
だ
け
を
選
別
し
編
成
し
た
部
隊

で
す
。
秘
密
部
隊
で
す
の
で
、
そ
の
存

在
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
中
身
に

つ
い
て
は
公
に
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
指

揮
官
の
私
だ
け
は
メ
デ
ィ
ア
に
出
て
良

い
の
で
す
が
、
隊
員
は
一
切
公
に
出
れ

ま
せ
ん
。

ア
メ
リ
カ
の
国
際
戦
略
を

生
々
し
く
体
験
す
る

窪
寺　

特
殊
作
戦
群
を
創
設
さ
れ
た
後
、

自
衛
隊
を
お
辞
め
に
な
っ
た
の
は
ど
う

し
て
な
の
で
し
ょ
う
。

荒
谷　

私
が
自
衛
隊
に
入
隊
し
た
目
的

「
自
衛
隊
を
正
し
い
軍
隊
に
す
る
」
た
め

に
や
る
事
業
と
し
て
、
戦
後
体
制
の
き

つ
い
縛
り
の
中
で
で
き
る
こ
と
は
そ
こ

ま
で
か
な
と
。

　

特
殊
部
隊
を
作
る
た
め
ア
メ
リ
カ
の

特
殊
作
戦
セ
ン
タ
ー
に
留
学
し
た
の
で

す
が
、
そ
こ
で
ア
メ
リ
カ
の
国
際
戦
略

を
生
々
し
く
見
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
こ
の
ま
ま
続
け
て
い
た
な
ら
、

日
本
な
ん
か
跡
形
も
な
く
無
く
な
っ
て

し
ま
う
、
と
思
い
ま
し
た
ね
。
日
本
の

文
化
防
衛
の
具
体
的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
を

起
こ
さ
な
い
と
、
日
本
は
消
滅
し
て
し

ま
う
と
思
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
真

に
日
本
を
守
る
為
の
行
動
を
起
こ
し
力

を
尽
く
そ
う
と
考
え
た
の
で
す
。

　

私
と
し
て
は
元
々
、
国
の
守
り
と
は

自
衛
隊
だ
け
の
問
題
と
は
思
っ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
だ
け
文
化
が
破
壊

さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
も
う
自
衛
隊
が

ど
う
こ
う
と
か
、
そ
う
い
う
レ
ベ
ル
で

は
な
い
の
で
す
。
国
民
意
識
と
か
、
政

治
の
根
底
の
と
こ
ろ
で
、「
日
本
」
と
い

う
歴
史
的
国
家
意
識
と
い
う
も
の
が
失

わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

や
は
り
、
そ
こ
か
ら
再
建
し
て
い
か

な
い
と
国
防
と
い
う
も
の
は
成
り
立
た

な
い
と
考
え
ま
し
た
。
当
初
は
「
百
姓

侍
村
」
と
い
う
、
百
姓
侍
の
共
同
体
を

作
る
こ
と
を
構
想
し
て
い
ま
し
た
。
日

本
文
化
を
体
現
で
き
る
小
集
団
で
、
し

か
も
実
力
も
持
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う

共
同
体
を
作
る
た
め
、
い
ろ
ん
な
地
域

も
見
て
回
っ
て
い
た
の
で
す
。

窪
寺　

そ
の
よ
う
な
構
想
が
、
今
さ
れ

て
い
る
「
熊
野
飛
鳥
む
す
び
の
里
」
や

自
治
集
団
と
い
う
も
の
に
結
実
し
て
い

る
の
で
す
ね
。

　

荒
谷
先
生
は
自
衛
隊
を
退
職
後
、
明

治
神
宮
の
武
道
場
「
至
誠
館
」
館
長
を

9
年
間
務
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

も
す
ご
い
こ
と
で
す
ね
。

荒
谷　

そ
の
話
を
頂
い
た
時
、
最
初
は

お
断
り
し
た
の
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
考

え
た
ら
武
道
の
中
に
日
本
文
化
の
大
事

な
部
分
も
あ
り
ま
す
し
、
武
道
を
通
じ

て
日
本
人
の
覚
醒
と
か
…
…
、
さ
ら
に
、

武
道
は
外
国
人
に
と
て
も
人
気
が
あ
る

の
で
海
外
で
の
日
本
思
想
の
普
及
に
有

効
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。
や
は
り
グ

ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
る
社
会
で
す
か
ら
、

日
本
単
独
で
世
界
の
ル
ー
ル
を
変
え
る

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
世
界
的
な

大
き
い
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
な
い
と
成
功

し
な
い
と
い
う
こ
と
が
、「
ス
ペ
シ
ャ
ル
・

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
の
世
界
で
肌
身
を
通

じ
て
よ
く
分
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
ね
。

　

武
道
を
通
じ
、
国
内
外
の
日
本
文
化

意
識
を
高
め
よ
う
と
思
い
ま
し
て
、
お

引
き
受
け
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
「
至

誠
館
」
の
館
長
に
な
っ
て
す
ぐ
に
作
っ

た
の
が
、
日
本
武
道
の
国
際
的
な
組
織

「
国
際
至
誠
館
武
道
協
会
（
I
S
B
A
）」

で
す
。
と
く
に
欧
米
の
高
い
階
層
の
人

た
ち
が
武
道
の
思
想
に
関
心
が
あ
り
ま

す
か
ら
、
元
在
日
ポ
ー
ラ
ン
ド
大
使
を

会
長
に
立
て
国
際
組
織
を
作
り
ま
し
た
。

窪
寺　

私
も
、
日
本
の
良
い
と
こ
ろ
は

も
っ
と
も
っ
と
世
界
で
普
遍
的
な
こ
と

に
な
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
。

神
道
も
、
例
え
ば
ユ
ダ
ヤ
教
の
よ
う
な

一
民
族
の
宗
教
、と
し
て
お
く
に
は
も
っ

た
い
な
い
、
と
考
え
て
い
ま
す
。「
人
類

教
」
と
言
い
ま
す
か
、
人
類
全
体
に
も

影
響
を
及
ぼ
し
て
、
人
々
を
救
う
の
が

日
本
の
一
つ
の
使
命
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
す
。

荒
谷　
「
惟か

ん

神な
が
らの
道
」
と
い
う
の
は
宗
教

で
は
な
く
、
祖
先
と
自
然
に
対
す
る
崇

敬
畏
怖
の
思
い
を
持
っ
て
日
々
の
生
活

を
送
る
文
化
慣
習
だ
と
思
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、
神
と
い
う
も
の
の
認
識
が
、

祖
先
や
自
然
で
す
か
ら
、
も
の
す
ご
く

近
く
一
体
化
し
て
い
る
の
で
す
。

　

例
え
ば
、
イ
ス
ラ
ム
教
も
生
活
慣
習

と
教
義
の
経
典
は
一
体
な
の
で
す
が
、
絶

対
的
な
神
に
対
す
る
服
従
と
い
う
構
造

に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
人
間
が
そ
こ
に

口
を
挟
む
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
の
場
合
は
、
神
の
命
令
に
従
う

の
で
は
な
く
、
現

う
つ
し

世よ

の
我
々
が
常と

こ

世よ

の

神
様
と
、
ど
う
し
た
ら
良
い
世
の
中
に

な
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
意
を
宜
リ
神
々

に
御
伺
を
立
て
る
と
い
う
、
つ
ま
り
常

に
神
様
が
人
々
を
し
ろ
し
め
し
、
人
々

は
神
恩
に
感
謝
し
な
が
ら
神
人
合
一
し

て
生
き
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
一
般
的

な
宗
教
と
は
ま
っ
た
く
違
う
も
の
で
す
。

日
本
は
ア
メ
リ
カ
の

51
番
目
の
州
な
の
か
？

窪
寺　

荒
谷
先
生
は
実
際
に
ア
メ
リ
カ

で
勉
強
さ
れ
た
時
、
ア
メ
リ
カ
の
世
界

戦
略
の
中
で
こ
の
ま
ま
行
く
と
日
本
な

ん
か
溶
け
て
し
ま
う
と
感
じ
ら
れ
た
そ

う
で
す
が
、
ま
さ
に
今
の
日
本
は
経
済

ま
で
す
っ
か
り
弱
く
な
っ
て
し
ま
い
嘆

か
わ
し
い
状
況
で
す
。ま
た
、水
の
問
題
、

農
業
や
食
の
問
題
…
…
、
僕
ら
の
あ
ず

か
り
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
ど
ん
ど
ん

大
変
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

ど
う
し
て
な
の
で
し
ょ
う
？

荒
谷　

日
本
は
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
の
グ

ロ
ー
バ
リ
ス
ト
に
管
理
さ
れ
て
い
ま
す
。

米
軍
占
領
下
に
日
本
が
失
っ
た
も
の
は

「
世
の
た
め
人
の
た
め
に
な
る
こ
と
が
幸

せ
な
こ
と
」
と
い
う
価
値
観
を
「
自
己

実
現
こ
そ
が
最
大
の
幸
せ
」
と
い
う
卑

し
い
価
値
観
に
変
え
ら
れ
る
な
ど
、
と

て
つ
も
な
く
大
き
い
の
で
す
が
、
現
実

面
で
は
国
家
と
し
て
独
自
の
海
外
情
報

収
集
機
能
を
保
有
で
き
な
い
状
態
に
な

り
ま
し
た
。独
自
に
世
界
の
情
報
を
取
っ

て
、
独
自
に
分
析
し
判
断
す
る
と
い
う

こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

私
は
偵
察
衛
星
の
期
待
性
能
作
成
に

も
関
わ
り
ま
し
た
が
、
竹
下
登
内
閣
の

時
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
潰
さ
れ
ま
し
た
。

今
で
は
防
衛
省
も
偵
察
衛
星
を
持
て
て

い
ま
す
が
、
何
故
か
と
言
え
ば
、
そ
の

情
報
は
一
元
的
に
ア
メ
リ
カ
が
管
理
す

る
と
い
う
約
束
で
持
っ
て
い
る
だ
け
な

の
で
す
。
日
本
は
海
外
の
情
報
を
独
自

に
収
集
す
る
国
家
と
し
て
の
仕
組
み
が

無
い
の
で
す
。
商
社
と
か
、
民
間
の
方

が
余
程
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

冷
戦
時
代
は
、
米
国
の
対
ソ
戦
略
の

も
と
、
ソ
連
の
東
側
に
あ
る
日
本
に
軍
事

拠
点
を
構
築
し
、
N
A
T
O
と
日
本
で

東
西
か
ら
ソ
連
に
軍
事
的
圧
力
を
か
け
、

経
済
は
日
本
人
の
力
を
利
用
し
て
共
産

主
義
経
済
に
勝
利
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

ソ
連
が
崩
壊
し
た
以
降
、
日
本
は
お
払

い
箱
と
な
り
、
稼
が
せ
た
お
金
ど
こ
ろ

か
日
本
丸
ご
と
奪
っ
て
し
ま
お
う
と
い

う
の
が
グ
ロ
ー
バ
リ
ス
ト
の
考
え
で
す
。

窪
寺　

日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
51
番
目
の

州
だ
と
か
、
属
国
だ
と
か
よ
く
言
わ
れ

ま
す
が
、
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い

の
で
す
ね
。

荒
谷　

結
局
、
彼
ら
は
「
情
報
は
ア
メ

リ
カ
が
や
る
か
ら
心
配
す
る
な
」
と
、

そ
れ
は
「
情
報
で
管
理
す
る
」
と
い
う

こ
と
な
の
で
す
ね
。
日
本
で
は
、メ
デ
ィ

ア
も
含
め
て
、
政
府
国
民
に
伝
わ
る
海

外
情
報
は
、
す
べ
て
米
国
に
よ
っ
て
作

ら
れ
た
情
報
下
に
我
々
は
暮
ら
し
て
い

ま
す
。

　

ブ
ッ
シ
ュ
（
父
）
大
統
領
が
「
新
世

界
秩
序（
ニ
ュ
ー
ワ
ー
ル
ド
オ
ー
ダ
ー
）」

新
世
界
秩
序
か
、国
家
を
大
事
に
す
る
の
か
？

三重県熊野市の国際共生創成協会「熊野飛鳥むすびの
里｣ で、農業にも取り組む荒谷卓氏。

特集  蘇る、大和心
「日本には海外の情報を独自に収集する国家としての仕組みが無いのです」荒谷卓

写真左から、荒谷卓氏、窪寺伸浩氏。神田神社の文化交流館内の
カフェ「EDOCCO CAFE MASU MASU（江戸っ子カフェ マス
マス）」にて。
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を
公
式
に
宣
言
し
、
そ
れ
以
降
は
、
市

場
化
、
自
由
競
争
、
グ
レ
ー
ト
リ
セ
ッ

ト
等
そ
の
た
め
の
政
策
を
た
く
さ
ん
打

ち
出
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
人

は
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
う
い
う
世
界
が
で

き
て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
理
解

し
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
ア
メ
リ
カ
が

や
り
な
さ
い
と
言
っ
た
こ
と
を
「
き
っ

と
良
い
こ
と
な
の
だ
ろ
う
」
と
、
や
っ

て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
の

よ
う
な
愛
国
者
か
ら
す
る
と
、
売
国
行

為
み
た
い
な
も
の
な
の
で
す
。
国
家
主

権
を
全
て
ニ
ュ
ー
ワ
ー
ル
ド
オ
ー
ダ
ー

に
移
譲
す
る
、
と
い
う
考
え
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
か
ら
。

　

最
近
の
世
界
の
選
挙
を
見
て
い
ま
す

と
、
ど
こ
の
国
も
、
選
挙
の
テ
ー
マ
は

「
新
世
界
秩
序
」
に
従
う
の
か
「
国
家
と

し
て
自
主
自
立
」
す
る
か
と
い
う
争
点

で
議
論
さ
れ
、
国
民
の
選
択
を
問
う
て

い
ま
す
。
日
本
だ
け
は
、
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
の
議
論
が
一
切
無
い
の
で
す
。

　

ニ
ュ
ー
ワ
ー
ル
ド
オ
ー
ダ
ー
と
い
う

は
、
チ
ャ
ー
チ
ル
に
言
わ
せ
る
と
「
国

民
主
権
国
家
を
廃
絶
し
世
界
政
府
の
管

理
に
よ
る
恒
久
的
な
平
和
体
制
の
実
現
」

で
あ
り
、
一
般
的
用
語
の
定
義
と
し
て

は
「
世
界
政
府
の
パ
ワ
ー
エ
リ
ー
ト
を

ト
ッ
プ
と
す
る
地
球
レ
ベ
ル
で
の
政
治
・

経
済
・
金
融
・
社
会
政
策
の
統
一
、
究

極
的
に
は
末
端
の
個
人
レ
ベ
ル
で
の
思

想
や
行
動
の
統
制
・
統
御
を
目
的
と
す

る
管
理
社
会
の
実
現
を
指
す
も
の
」
と

「どうやって『和』を守るのか？　その思考と行為を捨ててはいけません」荒谷卓

さ
れ
て
い
ま
す
。 

　

そ
れ
は
国
民
に
と
っ
て
重
大
な
出
来

事
で
す
か
ら
、
や
は
り
国
民
が
本
当
に

そ
れ
で
良
い
の
か
議
論
し
て
決
め
な
け

れ
ば
い
け
な
い
、
と
て
も
と
て
も
重
要

な
こ
と
な
の
で
す
。
日
本
だ
け
で
す
、

一
切
そ
れ
が
選
挙
で
も
国
会
で
も
出
て

き
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
今
の
日
本
の
最
大

の
問
題
で
す
。
そ
れ
を
き
ち
ん
と
議
論

し
国
民
が
選
択
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。

で
も
、
今
は
国
民
が
選
択
で
き
る
チ
ャ

ン
ス
も
無
い
の
で
す
。

窪
寺　

今
は
、
例
え
ば
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問

題
と
か
、
多
様
性
と
い
う
こ
と
で
、
マ

ス
コ
ミ
や
左
翼
の
論
説
は
「
み
ん
な
、

同
じ
人
間
な
の
だ
か
ら
」
と
い
う
合
言

葉
で
、
国
家
や
民
族
を
破
壊
し
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。

荒
谷　

い
わ
ゆ
る
「
左
翼
」
と
言
わ
れ

て
い
る
人
た
ち
は
早
い
時
期
か
ら
、
国

家
に
対
す
る
愛
着
を
捨
て
て
し
ま
っ
て

い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
彼
ら
に
と
っ
て

日
本
が
無
く
な
る
の
は
重
大
な
出
来
事

で
は
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今

は
保
守
と
言
わ
れ
る
人
た
ち
ま
で
が
新

世
界
秩
序
を
志
向
し
、
国
の
資
産
・
資

源
を
市
場
に
売
り
ま
く
っ
て
い
る
わ
け

で
、
右
も
左
も
売
国
奴
だ
ら
け
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
和
」
を
尊
ぶ
か
ら
こ
そ
、

荒
御
魂
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い

窪
寺　

戦
後
、
日
本
人
は
ず
っ
と
「
武
」

と
か
、
戦
う
と
か
、
い
ろ
ん
な
も
の
を

捨
て
て
き
ま
し
た
。
某
新
聞
の
統
計
に

よ
れ
ば
、「
も
し
自
国
が
攻
め
ら
れ
た

ら
戦
う
の
か
？
」
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト

で
、
世
界
の
中
で
日
本
が
一
番
低
い
ら

し
い
で
す
ね
。
ベ
ト
ナ
ム
が
96
・
4
％
、

中
国
が
88
・
6
％
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
が

87
・
6
％
、
あ
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
も

56
・
9
％
な
の
で
す
が
、
日
本
は
な
ん

と
13
・
2
％
と
断
ト
ツ
で
低
い
の
で
す
。

　

日
本
人
の
ゆ
と
り
教
育
も
含
め
、
今

の
働
き
方
改
革
な
ん
か
を
見
て
い
て
も
、

戦
わ
な
い
社
会
へ
ど
ん
ど
ん
向
か
っ
て

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
「
殺
人
剣
」
と
「
活

人
剣
」
と
い
う
概
念
が
示
す
よ
う
に
「
何

の
た
め
に
戦
う
の
か
」
と
い
う
大
義
が

一
番
重
要
だ
と
は
思
う
の
で
す
が
…
…
。

こ
の
闘
争
本
能
と
い
う
か
、
戦
う
と
い

う
こ
と
を
い
か
に
日
本
人
に
目
覚
め
さ

せ
る
か
？　

一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し

て
サ
ム
ラ
イ
精
神
等
が
あ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
…
…
。
荒
谷
先
生
は
職
業
軍

人
で
し
た
か
ら
、
ま
さ
に
戦
う
こ
と
を

使
命
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
い
っ

た
い
何
が
日
本
人
を
奮
い
立
た
せ
る
で

し
ょ
う
か
。

荒
谷　

私
は
鹿
島
神
流
の
国
井
善
弥
先

生
と
、
神
道
の
今
泉
定
助
先
生
を
師
と

し
て
勉
強
し
ま
し
た
が
、「
武
」
と
い
う

言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
腑
に
落
ち
る
説

を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
「
武
道
」
の
「
武
」
は
大
和
言
葉
で
い

「
和
」の
根
本
・
万
物
万
象
は
一
元
で
あ
る

う
「
む
」
に
「
武
」
と
い
う
漢
字
を
あ

て
た
だ
け
で
、
ど
う
い
う
意
味
の
言
葉

か
と
い
う
と「
む
す
ひ（
産
霊
）」の「
む
」

な
の
で
す
。「
武
」
と
い
う
の
は
「
む
す

ひ
」、
神か

皇む

産む
す

霊ひ
の

神か
み

、
高た

か

皇み

産む
す

霊ひ
の

神か
み

の

「
産む

す

霊ひ

」
の
生
成
作
用
を
荒あ

ら

御み

魂た
ま

を
も
っ

て
具
現
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
本
来
的

な
意
義
な
の
で
す
。

　

ま
た
、「
さ
む
ら
い
（
侍
）」
の
言
葉

の
語
源
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
天
孫
降

臨
の
時
、
天あ

ま

照て
ら
す

大お
お

御み

神か
み

が
天

あ
め
の

児こ

屋や

根ね
の

命み
こ
とと

天
あ
め
の

太ふ
と

玉だ
ま
の

命み
こ
とに

、
常
に
天
皇
様
の
お

側
に
「
さ
ぶ
ら
い
」
て
、
よ
く
守
り
、

よ
く
防
ぐ
こ
と
を
せ
よ
と
出
さ
れ
た
神

勅
で
、
よ
く
守
り
、
よ
く
防
ぐ
こ
と
を

す
る
の
が
「
さ
ぶ
ら
い
」
な
の
で
す
。

だ
か
ら
「
さ
む
ら
い
」
と
は
、
天
皇
様

の
大
御
心
を
お
側
で
助
け
る
と
い
う
の

が
、
本
来
的
な
意
味
だ
、
と
い
う
わ
け

で
す
。

　

天
皇
様
と
い
う
の
は
和に

ぎ

御み

魂た
ま

の
シ
ン

ボ
ル
み
た
い
な
方
で
、
元
々
は
天
照
大

御
神
様
の
荒
御
魂
も
お
持
ち
で
は
あ
る

の
で
す
が
、
や
は
り
荒
御
魂
の
部
分
は

臣
下
で
あ
る
も
の
が
代
わ
っ
て
補
佐
す

る
、
と
い
う
意
味
の
「
武
」
な
の
で
す
。

だ
か
ら
、
目
的
は
「
和
」
を
、
に
ぎ
に

ぎ
し
い
世
の
中
を
建
設
し
て
い
く
天
皇

様
の
仕
事
を
助
け
る
た
め
で
す
。
常
に

に
ぎ
に
ぎ
し
く
あ
り
た
い
も
の
の
、
外

や
、
中
か
ら
も
和
を
乱
す
こ
と
が
起
き

た
時
に
、
和
を
守
り
禍
事
を
祓
う
の
が

荒
御
魂
の
仕
事
で
す
。
や
は
り
「
和
」

を
乱
そ
う
と
す
る
者
は
懲
ら
し
め
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。
そ
こ
を
「
武
」
が
担

う
の
だ
と
、
そ
う
い
う
風
に
教
え
て
い

た
だ
い
た
の
で
す
。

　

伊
勢
神
宮
の
内な

い

宮く
う

の
御ご

正し
ょ
う

宮ぐ
う

の
裏
に

は
荒あ

ら

祭ま
つ
り

宮の
み
やが

お
祀
り
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、「
和
」
を
尊
ぶ
か
ら
こ
そ
、
荒
御
魂

と
い
う
も
の
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の

で
す
。「
尊
い
か
ら
絶
対
に
守
る
の
だ
」

と
い
う
気
概
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
い

け
な
い
は
ず
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

「
戦
争
や
暴
力
が
悪
い
」
と
い
う
レ
ベ
ル

と
同
じ
に
し
て
荒
御
魂
を
放
棄
し
て
し

ま
っ
た
。
だ
か
ら
、
尊
い
「
和
」
を
守

る
思
考
と
手
段
が
現
れ
て
こ
な
い
。
こ

れ
が
現
代
社
会
の
問
題
で
は
な
い
か
、

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ど
う
や
っ
て
「
和
」
を
守
る
の
か
？　

こ
こ
の
部
分
の
思
考
と
行
為
と
い
う
も

の
を
捨
て
て
し
ま
う
と
、
結
局
は
「
和
」

が
保
て
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

日
本
の
文
化
を
自
ら
体
現
す
る

窪
寺　

荒
谷
先
生
に
と
っ
て
は
、
神
話

と
日
本
人
の
生
き
方
も
、
武
道
も
、
全

て
が
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
先
生
の
理
想
と
す
る
社
会
、
生
き

方
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
？

荒
谷　

日
本
の
神
話
は
、
天あ

め

之の

御み

中な
か

主
ぬ
し
の

神か
み

様
か
ら
全
て
が
一
元
的
に
生
成
し
て

き
た
、
と
い
う
考
え
が
ベ
ー
ス
に
あ
り

ま
す
。
宇
宙
と
い
う
も
の
は
一
元
で
あ

り
、「
万
物
万
象
一
元
で
あ
る
」
と
い
う

考
え
が
日
本
人
の
「
和
」
の
思
想
の
根

本
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
祖
先
を
辿
っ

て
い
く
と
全
て
が
一
元
な
の
だ
」
と
い

う
縦
の
「
和
」、
歴
史
の
「
和
」
を
ま
ず

ベ
ー
ス
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
横
の
「
和
」

と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
く
。

　

で
す
か
ら
、
我
々
は
小
集
団
だ
ろ
う

が
常
に
歴
史
を
重
ん
じ
る
「
和
」
に
向

か
っ
て
生
活
す
る
。
共
同
体
を
大
切
に

し
、
み
ん
な
で
和
す
る
こ
と
で
問
題
を

解
決
し
て
い
く
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ス
ト
が

支
配
す
る
戦
後
体
制
下
に
そ
う
い
う
こ

と
を
い
き
な
り
国
家
レ
ベ
ル
で
や
る
と

い
う
こ
と
は
難
し
い
の
で
…
…
、
や
は

り
身
の
回
り
の
家
族
や
、
集
落
、
町
内
、

会
社
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
「
和
」
の
文

化
を
粛
々
と
実
践
し
て
い
く
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
小
集
団
、
い

ろ
ん
な
「
和
」
を
尊
ぶ
共
同
体
が
あ
れ

ば
、
あ
と
は
天
皇
様
が
し
ろ
し
め
し
て

全
体
を
統
一
す
る
と
い
う
お
役
を
な

さ
っ
て
く
だ
さ
る
わ
け
で
す
か
ら
。
だ

か
ら
我
々
、
一
般
国
民
が
す
る
こ
と
は
、
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選
挙
や
政
府
に
期
待
す
る
よ
り
も
、
ま

ず
は
自
分
の
身
の
回
り
、
自
分
の
帰
属

す
る
団
体
が
「
和
」
を
尊
ぶ
と
い
う
実

態
を
作
る
こ
と
。
こ
れ
が
喫
緊
の
国
民

の
課
題
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
私
も
「
熊
野
飛
鳥
む
す

び
の
里
」
で
共
同
体
作
り
、
日
本
の
文

化
を
自
ら
体
現
す
る
、「
日
本
人
を
や
る
」

と
い
う
活
動
を
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の

た
め
に
は
、ま
ず
お
米
作
り
で
あ
る
、と
。

休
耕
田
を
全
て
借
り
受
け
て
、
草
ぼ
う

ぼ
う
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
を
全
て
田

ん
ぼ
に
戻
し
、
み
ん
な
で
百
姓
を
や
っ

て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
今
の
日
本
人
は
正
し
い
歴

史
、
あ
る
い
は
神
話
や
神
様
の
こ
と
等
、

も
う
一
度
し
っ
か
り
勉
強
し
た
方
が
良

い
の
で
学
び
の
場
も
作
り
ま
し
た
。
ま

た
、
荒
御
魂
の
部
分
が
日
本
人
か
ら
か

な
り
消
失
し
て
い
ま
す
の
で
、
尊
い
も

の
を
守
る
と
い
う
勇
気
と
、
そ
う
い
う

実
力
、
気
持
ち
を
養
う
こ
と
も
必
要
で

す
。
世
の
中
が
ど
う
な
っ
て
も
、
ち
ゃ

ん
と
生
き
て
い
け
る
と
い
う
安
心
を
得

る
と
い
う
意
味
で
も
「
武
」
も
や
ら
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
の
よ
う
に
「
農
」

と
「
教
学
」
と
「
武
」
を
三
本
柱
と
し

て
活
動
を
展
開
し
て
い
る
の
で
す
。

窪
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素
晴
ら
し
い
で
す
ね
！　

私
も

東
京
郊
外
で
農
業
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
作

り
を
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
「
熊

野
飛
鳥
む
す
び
の
里
」
へ
勉
強
に
お
伺

い
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 稲作を中心とする「農」と日本の

歴史や神話を学ぶ「教学」と「武
道」を三本の柱とした「熊野飛鳥
むすびの里｣。


