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日
本
人
は
ど
‘
つ
も
軍
隊
と
う
ま
く
や
っ
て
、

自
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隊

時
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な
ぜ
、
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な
に
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変

な

ふ
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軍
隊
な
の
か
?

は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
V
相
年
神
奈
川
県
生
ま
れ
。

東
京
大
学
文
学
部
卒
業
。
著
書
に
一
ば
じ
め
て
の
矯
造
主
義
』
(
治
淡
H
n
M
代
新
川
)

『
冒
険
と
し
て
の
社
会
科
学
』
(
一
同
日
新
聞
社
)

『
仏
教
の
言
説
戦
略
』(効パ十抗日房)な
ど
が
あ
る
。

τ司、h恥』

軍
隊
と
市
民
生
活
の
正
し
い
関
係

に
よ
る
な
ら
、
弱
い
者
、
て
も
正
し
い
主
張
を
す
れ

ば
、
そ
の
権
利
を
保
護
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き

戦
後
、
半
世
紀
近
く
も
の
あ
い
だ
、
日
本
は
徴

兵
制
な
し
て
や
っ
て
き
た
。
正
式
な
軍
隊
も
持
た

な
か
っ
た
。
読
者
の
皆
さ
ん
も
、
た
ぶ
ん
読
者
の

親
御
さ
ん
も
、
軍
隊
の
経
験
が
な
い
だ
ろ
う
。
自

衛
隊
に
就
職
、
て
も
し
な
い
限
り
、

一
生
軍
隊
と
は

無
縁
で
暮
ら
せ
る
ー
ー
ム
コ
た
り
前
み
た
い
に
思
え

る
が
、

実
は
こ
れ
は
、
世
界
的
に
も
歴
史
的
に
も
、

か
な
り
異
例
の
こ
と
な
の
だ
。

な
ぜ
日
本
(
だ
け
)
が
、
軍
隊
な
し
で
済
ん
で
い

る
の
か
?
|
|
こ
の
根
本
的
な
疑
問
は
、
あ
と

で
片
づ
け
る
と
し
て
(
第
三
節
)
、
ま
ず
最
初
に
、

近
代
市
民
社
会
と
軍
隊
の
、

切
っ
て
も
切
れ
な
い

関
係
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
よ
う
。

V
国
家
と
は
暴
力
を
独
占
す
る
機
関
で
あ
る

わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
社
会
を
、
近
代
市
民

社
会
と
い
う
。
そ
こ
で
は
私
も
あ
な
た
も
、

ひ
と

り
の
市
民
で
あ
る
。

• 

る

市
民
は
、

た
だ
の
人
聞
と
ど
こ
が
違
う
の
だ
ろ

近
代
社
会
の
メ
ン
バ
ー
、
市
民
と
市
民
の
関
係

は
、
法
律
、
て
定
ま
っ
て
い
る
。
市
民
同
士
の
紛
争

‘F

「ノ

η
r法

律
に
従
っ
て
生
活
し
て
い
る
人
聞
を
、
市
民

が
生
じ
た
ら
、

(最
終
的
に
は
)
裁
判
で
決
着
す

る
。
裁
判
所
ば
、
法
律
に
照
ら
し
て
、
ど
ち
ら
の

主
張
が
正
し
い
か
判
断
す
る
場
所
だ
。

と
い
う
。
な
か
で
も
近
代
市
民
社
会
は
、

自
分
た
ち
で
制
定
し
た
法
律
に
よ
っ
て
、

市
民
が

運
営
す

る
社
会
で
あ
る
(
法
の
支
配
)
。

* 

で
は
な
ぜ
、
何
の
た
め
に
、
法
律
が
必
要
な
の

き
て
、
こ
う
し
て
「
法
の
支
配
」
が
確
立
し
た

、.
品
U

。，.

市
民
社
会
で
は
、
人
間
と
人
間
の
あ
い
だ
に
暴
力

が
介
在
し
て
は
な
ら
な
い
。
不
法
や
不
合
理
な
支

お
よ
そ
人
聞
社
会
に
は
、
も
め
ご
と
(
紛
争
)
が

つ
き
も
の
だ
。
そ
れ
を
、
腕
づ
く
て
解
決
す
る
社

配
関
係
も
、
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
。
ひ
と
り
ひ

会
も
あ
れ
ば
、
話
し
合
い
で
解
決
す
る
社
会
も
あ

る
。
い
っ
て
も
う
ま
く
話
し
合
い
で
解
決
、で
き
れ

ば
、
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
村
人

全
員
が
顔
見
知
り
で
あ
る
よ
う
な
小
さ
な
社
会
な

と
り
の
人
聞
は
、
市
民
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き

な
の
だ
。

そ
の
た
め
に
、
市
民
社
会
は
、
暴
力
を
一
筒
所

に
集
中
し
た
。
そ
れ
が
、
国
家
で
あ
る
。
国
家
は
、

ら
い
ざ
し
ら
ず
、
見
も
知
ら
ぬ
人
び
と
が
協
力
し

暴
力
(
物
理
的
実
力
了
乞
独
占
す
る
。
そ
し
て
、
そ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
規
模
な
社
会
で

そ
れ
は

れ
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
法
に

無
理
だ
。

も
と
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
暴
力
を
国
家
に

そ
こ
で
近
代
社
会
は
、
人
び
と
の
聞
の
紛
争
を

集
中
し
、
法
で
も
っ
て
完
全
に
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
す
る
の
が
、
市
民
社
会
の
大
原
則
だ
。
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法
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に
照
ら
し
て
解
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国
家
は
、
市
民
の
代
表
が
集
ま
っ
て
、

。市
民
社

会
の
た
め
の
意
思
決
定
(
な
ら
び
に
実
行
)
を
行

な
う
権
力
機
関
で
あ
る
。
国
家
が
、
市
民
の
白
山

や
権
利
を
犯
し
て
は
困
る
の
で
、
そ
の
的
止
め
を

か
け
る
た
め
に
、
窓
法
や
そ
の
他
の
法
律
を
定
め

て
、
国
家
の
行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
よ
う
に

し
た
。
こ
れ
も
、
「
法
の
支
配
」
と
よ
ば
れ
る
。

古
典
的
な
市
民
社
会
の
思
想
に
よ
れ
ば

IJl 
.~-<. 

は
必
要
な
場
合
の
ほ
か
、
市
民
に
い
っ
さ
い
干
渉

し
な
い
の
が
よ
く
、
最
小
限
の
こ
と
だ
け
す
れ
ば

充
分
、
と
さ
れ
た
(
こ
う
い
う
国
家
を
、
夜
存
国

家
と
い
う
)
。

市
民
社
会
と
軍
隊
は

同
じ
コ
イ
ン
の
裏
表

暴
力
と
い
う
観
点
か
ら
国
家
を
み
る
と
、
二
つ

の
機
能
が
あ
る
。

ひ
と
つ
は
、
国
家
が
、
市
民
社
会
内
部
の
秩
序

を
守
る
機
能
。
法
律
を
破
っ
て
、

ほ
か
の
市
民
の

権
利
を
侵
害
す
る
市
民
が
い
た
場
合
、
そ
の
市
民

を
逮
捕
・
拘
束
し
て
、
取
り
調
べ
る
。
市
民
の
安

全
を
守
る
た
め
、

必
要
最
小
限
の
暴
力
を
行
使
す
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の
と
き
の
軍
隊
。

彼
ら
は
、

封
建
領
主
の
家
来
て

は
な
く
、
信
仰
を
共
に
す
る
同
志
の
集
ま
り
だ
っ

た
か
ら
、
将
軍
も
一
兵
卒
も
、
人
間
と
し
て
、
市

民
と
し
て
は
対
等
だ
っ
た
。
戦
闘
に
従
事
し
て
い

し
か
し
、

る
聞
は
、

上
官
の
命
令
に
絶
対
服
従
。

i
f
S
E
d
-
-明

自

u 

る
。
こ
う
い
う
機
能
を
果
た
す
の
が
、
警
察
、て
あ

る。
も
う
ひ
と
つ
は
、
国
家
が
、
外
部
の
勢
力
に
対

し
て
市
民
社
会
を
守
る
機
能
。
海
賊
の
一
回
や
、

よ
そ
の
国
家
が
、
勝
手
に
攻
め
込
ん
で
き
て
、

っ
か
く
築
き
あ
げ
た
市
民
社
会
を
メ
チ
ヤ
メ
テ
ャ

に
し
て
し
ま
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
組
織
的
な

恭
力
の
プ
ロ
に
か
か
れ
ば
、
警
察
、て
は
大
万
打
ち

で
き
な
い
。
そ
こ
で
平
時
か
ら
、

こ
ち
ら
で
も
プ

ロ
を
養
成
し
て
お
く
。
そ
う
し
た
準
備
が
あ
れ
ば
、

め
っ
た
に
侵
略
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ

う
や
っ
て
、
市
民
社
会
を
防
衛
す
る
機
能
を
果
た

す
の
が
、
軍
隊
で
あ
る
。

警
察

t
、
軍
隊
。
市
民
社
会
の
秩
序
と
安
全
を

守
り
た
け
れ
ば
、

E
う
し
て
も
こ
の
二
つ
が
必
要

に
な
る
。
国
家
は
、
市
民
が
自
分
た
ち
の
責
任
で

社
会
を
運
営
す
る
た
め
の
機
関
。
そ
の
責
任
を
果

た
す
に
は
、
警
察
と
軍
隊
が
な
け
れ
ば
だ
め
な
の

だ

* 

だ
か
ら
、
市
民
社
会
に
お
い
て
、

軍
隊
は
不
可

欠
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
同
じ
メ
ダ
ル
の
、
表
裏

国民国家建設の情熱に燃える革命フランス軍は、傭兵や騎士による王の軍隊を打ち破った

兵
営
に
帰
っ
て

政
治
方
針
を
討
論
す
る
と
き
は

士
宮
も
兵
士
も
ま
っ
た
く
対
等
に
、
自
由
に
自
分

の
主
張
を
ぶ
つ
け
あ
う
。
兵
士
ひ
と
り
ひ
と
り
の

人
格
の
独
立
は
、
何
者
も
犯
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

軍
隊
内
部
の
上
下
関
係
(
組
織
の
権
限
関
係
)
と
、

市
民
社
会
の
対
等
な
関
係
(
市
民
の
権
利
関
係
)

と
を
両
立
さ
せ
る
の
が
、
近
代
軍
隊
の
特
徴
だ
。

軍
令
と
軍
政
の
分
離
、
文
民
統
制
(
シ
ピ
リ
ア
ン
・

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
)

の
原
型
が
こ
こ
に
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
と
き
の
国

民
軍
。
外
国
軍
隊
の
干
渉
に
よ
っ
て
、

フ
-
フ
ン
ス

の
独
立
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
。
市
民
革
命
を
守
ろ

ぅ
。
そ
う
い
う
戸
が
フ
ラ
ン
ス
中
に
満
ち
満
ち
て
、

自
発
的
に
立
ち
上
が
っ
た
市
民
に
よ
る
義
勇
軍
が

編
成
さ
れ
た
。

フ
ラ
ン
ス
市
民
は
当
然
、

こ
の
軍

隊
を
熱
烈
に
支
持
し
た
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
成
功
を
土

ム
ロ
に

も
っ
と
強
力
な
国
民
軍
を
築
き
あ
げ
た
。

彼
は
初
め
て
、
徴
兵
制
を
敷
い
た
。
市
民
社
会
を

守
る
こ
と
、

そ
の
た
め
に
軍
隊
に
加
わ
る
こ
と
が
、

市
民
の
義
，
お
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は

市
民
の
ひ
と
り
ひ
と
り
が

国
家
の
形
成
に
参
加

I1 
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。
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日
本
人
は
、
「
軍
隊
」
と
聞
く
と
、
あ
あ
嫌
だ

な
、
と
思
っ
て
し
ま
う
。
旧
日
本
軍
の
働
い
た
悪

ク
ー
デ
タ
ー
、
軍
国
主
義
と
い
っ

事
の
数
々
や
、

せ

た
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ぶ
か
ら
だ
ろ
う
が

軍
隊
に

つ
い
て
こ
う
い
う
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
し
か
湧

か
な
い
と
い
う
の
は
、
外
固
と
比
べ
て
奇
妙
な
こ

と
だ
、
と
知
っ
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
。
そ
れ
は

日
本
人
が
、
「
自
分
た
ち
の
市
民
社
会
を
守
る
た
め

の
、
市
民
の
軍
隊
」
と
い
う
も
の
を
持
っ
た
こ
と

が
な
い
か
ら
、

し
か
た
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
け

れど・・・・・・。

日
本
の
軍
隊
の
伝
統
に
つ
い
て
は
、
後
回
し
に

し
て
、
市
民
社
会
と
軍
隊
の
関
係
に
つ
い
て
も
う

少
し
述
べ
よ
う
。

V
徴
兵
制
と
民
主
主
義
は
根
が
同
じ
で
あ
る

軍
隊
の
歴
史
は
古
い
け
れ
ど
、

い
ま
述
べ
た
よ

う
な
市
民
社
会
の
軍
隊
、
近
代
的
な
軍
隊
が
成
立

し
た
の
は
、
そ
う
古
い
こ
と
で
な
い
。

ひ
と
つ
は
、
清
教
徒
革
命
(
一
六
四
二

i
四
九
)

し
て
い
る
こ
と
が
前
提
に
な
る
。

つ
ま
り
、
民
主

主
義
と
徴
兵
制
は
、
根
が
同
じ
も
の
な
の
だ
。

軍
隊
は
国
民
国
家
生
成
の

神
話
を
つ
く
る

こ
う
し
て
、
近
代
化
、
産
業
化
、
資
本
主
義
化

の
進
展
と
と
も
に
、
世
界
中
の
国
々
が
近
代
的
な

軍
隊
を
成
立
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
市
民
社

会
(
国
民
国
家
)
の
存
亡
を
か
け
て
、
国
益
を
ぶ
つ

け
合
い
、

戦
争
を
繰
り
返
し
た
。

「
国
破
れ
て
山
河
あ
り
」
な
ど
と
、

の
ん
び
り
し

た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
日
本
人
に
は
ピ
ン
と
こ
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、

い
っ
た
ん
戦
争
に
負
け
る

と
、
山
や
河
は
お
ろ
か
、
国
家
や
民
族
と
し
て
の

ま
と
ま
り
さ
え
も
奪
わ
れ
か
ね
な
い
の
が
、
当
時

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
常
識
で
あ
る
。
逆
に
言
う

と、

E
ん
な
市
民
社
会
も
、
自
分
た
ち
を
守
っ
て

く
れ
る
軍
隊
に
深
い
信
頼
を
寄
せ

勝
利
し
た
戦

争
に
誇
り
を
持
っ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
国
家

「
ラ
・
マ
ル
セ
イ
エ

l
ズ
」
は

マ
ル
セ
イ
ユ
か
ら

祖
国
防
衛
の
た
め
進
軍
す
る
義
勇
軍
の
歌
。

ア
メ

リ
カ
の
国
家
「
星
条
旗
よ
永
遠
な
れ
」
は
、
独
立

261 



戦
争
、
イ
銃
弾
に
倒
れ
た
愛
国
者
の
歌
。
戦
争
は
し

ば
し
ば
、
自
分
た
ち
の
市
民
社
会
の
同
一
性
、
正

当
性
を
確
認
す
る
た
め
の
、
神
話
を
か
た
ち
づ
く

る
ア
メ
リ
カ
を
例
に
と
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
独

立
戦
争
と
南
北
戦
争
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
二
度
の

世
界
大
戦
を
加
え
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
正

し
い
戦
争
を
戦
う
、
勇
敢
な
兵
士
た
ち
。
こ
の
感

覚
が
持
て
る
か
.
ど
う
か
が
、
健
全
な
市
民
社
会
の

バ
ロ
メ
ー
タ
ー
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
ベ
ト
ナ

ム
戦
争
の
汚
点
は
、
以
後
二
十
年
に
わ
た
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
の
モ
ラ
ー
ル
を
蝕
み
続
け
た
の
で
あ
る
。

* 

し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
戦
争
は
矛
盾
に
満
ち

て
い
る
。

市
民
は
、
暴
力
や
殺
人
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。

ふ
つ
う
の
市
民
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
、

与
と
フ
い
-
フ

こ
と
は
い
け
な
い
こ
と
だ
と
信
じ
て
い
る
。

L
」こ

ろ
が
い
っ
た
ん
戦
争
に
な
っ
た
ら
、
敵
を
攻
撃
し
、

殺
害
す
る
こ
と
を
跨
賭
し
で
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る

こ
の
矛
盾
を
つ
く
ろ
う
た
め
に
心
理
的
な
メ

ー-岨・-扇畠-

i

l

-

-
!
 

カ
ニ
ズ
ム
が
動
員
さ
れ
る
。
軍
人
は
「
任
務
を
遂

行
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
決
し
て
殺
人
を
犯
し

て
い
る
の
で
は
な
い
と
と
に
か
く
信
じ
る
。
任

務
を
果
た
し
た
軍
人
に
は
、
「
名
挙
己
も
与
え
る
。

市
民
が
賞
讃
、
尊
敬
を
与
え
て
も
い
い
し
、
政
府

は
勲
章
や
称
号
を
与
え
る
。
そ
う
い
う
心
理
的
な

工
夫
が
な
い
と
、
市
民
社
会
と
軍
隊
は
両
立
で
き

な
い
。
ふ
つ
う
の
市
民
は
、
そ
の
両
方
を
行
っ
た

り
来
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。

こ
う
し
た
矛
盾
や
戦
争
の
悲
惨
が
十
分
わ
か
っ

111 

111 

川
崎

m
H

H同
叫
同
国
四
四
回

、.
E
E
E冒

aa.

，

‘.，Z冒aa--a-z
・・・
・

て
い
て
も
、
軍
隊
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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そ
れ
が
、

い
ま
の
人
類
社
会
な
の
だ
c

人
間
が
市

民
と
し
て
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
、
市
民
社
会
を

い
く
つ
も
の
市
民
社
会
が
、
国
民
国
家

つ
く
る
。

と
し
て
、
平
和
に
共
存
す
る
。
軍
隊
は
、
そ
う
い

う
国
際
社
会
の
現
状
の
、
不
可
欠
の
一
部
な
の
だ
。

人
類
が
ひ
と
つ
の
価
値
を
信
じ
、
た
だ
ひ
と
つ
の

市
民
社
会
に
ま
と
ま
っ
て
暮
ら
せ
る
日
が
来
る
ま

で
、
軍
隊
は
な
く
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
な

く
す
べ
き
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

日
本
の
軍
隊
ば
天
皇
の
軍
隊
だ
の
/
た

前
節
、
て
は
、
近
代
市
民
社
会
の
典
型
的
な
軍
隊

の
あ
り
方
を
、
描
い
て
み
た
。

「
近
代
的
」
と
は
、
そ
の
組
織
原
則
や
、
行
動
原

理
を
指
し
て
言
っ
て
い
る
。
市
民
社
会
が
成
熟
し

て
い
れ
ば
、
そ
の
社
会
の
軍
隊
は
近
代
的
な
軍
隊

に
な
る
。
反
対
に
、
市
民
社
会
が
未
熟
で
あ
れ
ば
、

近
代
的
と
は
吾
一
中
え
な
い
部
分
が
出
て
く
る
。
旧
日

本
軍
は
、
そ
う
し
た
「
前
」
近
代
的
な
軍
隊
だ
っ

た
。
報
道
で
み
る
限
り
、
湾
岸
戦
争
の
イ
ラ
ク
草

ゐ弘元を詰

明治維新は国民革命ではなく、薩長軍によるー穫のクーデターだった

も
、
あ
ま
り
近
代
的
な
軍
隊
、で
は
な
か
っ
た
よ
う

だ
。
装
備
が
い
く
ら
最
新
式
で
も
、
行
動
原
理
が

ち
っ
と
も
近
代
的
、
で
な
け
れ
ば
、
近
代
草
と
は
言

え
な
い
の
で
あ
る
。

V
薩
長
軍
↓
官
軍
↓
日
本
軍

日
本
の
歴
史
、
て
特
徴
的
な
の
は
、

と
も
正
規
軍
が
成
立
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

い
ち
ど
た
り

中
国
、
韓
国
と
比
べ
て
み
て
も
、

常
だ
。
正
確
に
言
う
と
、
律
令
制
を
中
国
か
ら
持

こ
れ
は
も
う
異

ち
込
ん
だ
と
き
、

が
、
た
ち
ま
ち
私
兵
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
し
ま

い
っ
た
ん
で
き
か
か
っ
た
の
だ

「

J
'
・o

d
J
F
Iト

武
家
政
治
以
降
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
勝

手
に
武
装
し
て

あ
た
り
一
帯
を
支
配
し
て
し
ま

-えば

そ
れ
で
誰
も
文
句
を
言
わ
な
い
と
い
う
時

炉、
3.
、
っ
、
、
o

t
1
J
j

，J 

江
戸
幕
府
の
将
軍
は

こ
う
し
た
武
士
の
親
玉

J

』
つ
・
』
0

4
J

・
+
J

い
ち
お
う
征
夷
大
将
軍
と
い
う
、
朝
廷

の
官
職
に
つ
い
て
は
い
た
が
、

私
兵
の
集
団
で
あ

る
と
い
う
性
格
は
拭
い
切
れ
な
い
。
幕
府
の
権
力

は
、
「
天
皇
H
朝
廷
の
政
治
を
助
け
る
」
と
い
う
口

実
で
正
当
化
さ
れ
て
い
た
だ
け
だ
か
ら
、

幕
府
よ

り
も
熱
心
に
、

と
、
解
体
す
る
運
命
に
あ
っ
た
。
実
際
、
幕
府
が

天
皇
を
助
け
る
勢
力
が
出
現
す
る

黒
船
に
驚
い
て
、

外
交
政
策
、
て
無
能
を
さ
ら
け
出

蜂
起
し
た
尊
皇
懐
夷
H
倒
幕
勢
力
に
、
権

力
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

す
とこ

の
と
き
の
倒
幕
軍
が
、
の
ち
の
日
本
軍
の
土

台
に
な
る
。
そ
れ
は
、
市
民
社
会
の
軍
隊
で
な
く
、

天
皇
の
軍
隊
だ
っ
た
。
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明
治
維
新
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
、

政
治
の
駆
け

引
き
や
軍
事
技
術
に
精
通
し
た
リ
ア
リ
ス
ト
だ
っ

た
か
ら
、
天
皇
の
権
威
を
、
も
ち
ろ
ん
本
気
で
信

じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
彼
ら
は
、

天
皇
の
利
用
価
値
な
ら
、

十
分
に
心
得
て
い
た
。

そ
し
て

天
皇
の
宗
教
的

市
叩

N
む
句
J
h
l
Z
佐
f
以
れ
ど
、

・
ネ
よ
草
L
H
H
eJ
4
4
E刷
4
4

や
が
う
え
に
も
演
出
し
て
い
く
こ
と
が

T
ム
一3

4司

、t
ij

u

代
か
ら
残
っ
て
い
た
分
権
的
傾
向
を
一
掃
し
、
日

本
を
近
代
国
家
に
ま
と
め
あ
げ
て
い
く
の
に
必
要

だ
と
割
り
切
っ
て
い
た
。

そ
の
た
め
に
動
員
さ
れ
た
の
が
、

日
本
古
来
の

伝
統
的
な
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
。
天
皇
が
、
神
話
時

代
の
神
々
か
ら
の
、
直
系
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
。

村
々
に
把
ら
れ
た
氏
神
の
、
さ
ら
に
上
に
立
つ
こ

と
:
:
:
。

実
際
に
は
伝
統
で
も
何
で
も
な
く
て、

明
治
政
府
が
後
か
ら
適
当
に
、
で
っ
ち
あ
げ
た
こ
と

も
多
か
っ
た
(
た
と
え
ば
、
紀
元
節
み
た
い
に
)
け

れ

E
、
法
の
支
配
な
ん
か
聞
い
た
こ
と
も
な
い
と

い
う
農
村
社
会
を
、

効
な
方
法
だ
っ
た
。

一
元
的
に
支
配
す
る
に
は
有

こ
う
い
う
天
皇
の
宗
教
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
、

天
皇
に
忠
誠
を
誓
う
軍
隊
は
、
近
代
的
な
軍
隊

で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
、
宗
教
的
な
軍
隊
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
玉
砕
や
神
風
特
攻
隊
(
一
一
世
の
殉

教
)
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
起
こ
り
え
た
。
戦
略

的
、
政
治
的
効
果
が
ま
っ
た
く
期
待
で
き
な
い
の

に
、
そ
の
種
の
行
動
を
起
こ
す
の
は
、
近
代
的
な

軍
隊
の
常
識
で
は
理
解
で
き
な
い
不
合
理
な
こ
と

で
、
宗
教
的
な
行
為
と
み
え
て
し
ま
う
。
そ
れ
を

ア
メ
リ
カ
は
震
え
あ
が
っ
た
。
そ
し
て
、

見
て
、

原
爆
の
投
下
を
決
意
し
た
。
本
土
決
戦
が
昔
の
宗

教
戦
争
み
た
い
に
な
っ
た
場
合
、
あ
ま
り
に
も
多

く
の
人
命
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
考
え
た
か
ら
で

あ
る
。

-・・・・・・圃
v 
ノレ
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知
ら
ず
の
日
本
軍

も
う
ひ
と
つ
の
忌
ま
わ
し
い
結
果
は
、

日
本
軍

の
残
忍
性
で
あ
る
。

第
二
次
大
戦
、
て
戦
没
し
た
日
本
軍
の
将
兵
は

三
百
万
人
あ
ま
り
。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
国
で
こ

の
聞
に
死
亡
し
た
人
び
と
は
、
二
千
万
人
と
言
わ

れ
て
い
る
。
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
。
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近
代
的
な
国
家
制
度
を

一
つ
に
合
体
さ
せ
た
の

が
大
日
本
帝
国
窓
法
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
大
日

本
帝
国
ハ
、
万
世
一
系
ノ
天
皇
之
テ
統
治
ス
」
「
天

皇
ハ
神
聖
-
一
シ
テ
侵
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
な
ど
と
書
い

で
あ
っ
て
、
天
皇
の
意
思
に
は
誰
も
反
対
で
き
な

い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
法
律
は
、
国
家
機
関

の
行
動
(
そ
れ
は
天
皇
の
意
思
で
あ
る
)
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
国
家
機
関
(
議

会
や
内
問
)
は
、
天
皇
の
行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
自
由
民
権
運
動
に

手
を
焼
い
た
政
府
が
、
国
権
を
守
ろ
う
と
し
て
定

め
た
憲
法
な
の
で
、
市
民
の
声
が
国
家
に
届
か
な

い
よ
う
、
何
重
に
も
ガ
ー
ド
し
て
あ
る
。
だ
か
ら

法
の
支
配
は
、
ま
っ
た
く
不
徹
底
だ
っ
た
。

社
会
か
ら
遊
離
し
た
軍
隊

こ
の
旧
憲
法
は
、
二
つ
の
致
命
的
な
問
題
を
ひ

き
起
こ
し
た
。
ひ
と
つ
は
、
軍
隊
と
市
民
社
会
と

の
関
係
が
、
極
め
て
い
び
つ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
軍
隊
が
暴
走
す
る
の
を
、

誰
も
止
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
こ

日
本
軍
が
残
忍
だ
っ
た
の
は
、

そ
の
組
織
原
則

と
関
係
が
あ
る
。

近
代
的
な
軍
隊
で
は
、
兵
士
は
法
を
守
り
、
そ

の
職
，
K
切
に
忠
実
、
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に

対
し
て
日
本
軍
で
は
、

は
っ
き
り
吾
一
中
え
ば
法
律
な

ん
か
ど
う
で
も
よ
く
、
天
皇
に
忠
実
で
あ
る
こ
と

が
要
求
さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
「
上
官
の
命
令
は
、

天
皇
陛
下
の
命
令
で
あ
る
」
か
ら
、
そ
れ
は
上
官

の
家
来
に
な
る
の
と
同
じ
こ
と
。
こ
う
い
う
組
織

で
は
、
ど
ん
な
不
合
理
も
ま
か
り
通
っ
て
し
ま
う
。

日
本
人
が

E
う
し
て
も
理
解
で
き
な
か
っ
た
の

が
、
戦
争
も
法
律
(
ル
!
と
に
従
っ
て
行
な
わ
れ

る
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

外
国
を
行
進
中
の
軍
隊
に
は

国
内
と
同
じ
法

体
が
適
用
さ
れ
る
。

交
戦
す
る
相
手
国
の
軍
隊
や

捕
虜
と
の
間
で
は

戦
時
国
際
法
が
適
用
さ
れ
る
。

法
律
の
真
空
地
帯
は

生
じ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、

日
本
兵
は
、
敵
に
捕
ま
っ
た
ら
殺

さ
れ
る
な

E
、
誤
っ
た
情
報
を
信
じ
こ
ま
さ
れ
て

い
た
。
ま
た
自
分
た
ち
に
、
国
際
法
を
守
る
義
務

が
あ
る
な
ど
と
、
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。
軍
隊

が
民
間
人
を
攻
撃
す
る
の
も
、
民
間
人
が
軍
隊
を

I! 

う
し
て
日
本
は
、
湾
岸
戦
争
の
イ
ラ
ク
み
た
い
に

無
謀
な
戦
争
に
突
入
し

破
滅
の
坂
を
転
が
り
洛

ち
た
の
で
あ
る
。

戦
前
は
、
軍
国
主
義
の
時
代
み
た
い
じ
言
わ
れ

て
い
る
け
れ
ど
、
そ
う
で
も
な
か
っ
た
。
国
民
は
、

軍
隊
に
あ
ま
り
い
い
感
情
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

自
分
た
ち
の
市
民
草
で
な
く
て
、
天
皇
の
軍
隊
だ

っ
た
の
だ
か
ら
、
当
然
で
あ
る
。
大
正
頃
ま
で
の

日
本
は
貧
乏
国
で
、
常
備
軍
も
八
個
師
団
十
数
万

人
程
度
と
微
々
た
る
も
の
。
ふ
つ
う
の
大
学
で
、

軍
事
学
を
教
え
る
講
座
は
ひ
と
つ
も
な
い
。
議
会

に
は
、
軍
事
委
員
会
す
ら
な
い
。
職
業
軍
人
の
世

界
は

一
般
社
会
か
ら
隔
絶
し
て
い
た
。

日
本
の
軍
隊
を
、
市
民
社
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

の
外
に
置
い
て
い
た
の
が

「
統
帥
権
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
も
と
も
と
、
軍
令
(
作
戦
命
令
椛
)
が
軍
政

(
人
事
・
予
算
権
)

か
ら
独
立
す
べ
き
だ
と
い
う
、

近
代
軍
隊
の
原
則
を
述
べ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の

に
、
軍
隊
が
天
皇
の
権
威
を
笠
に
着
て
、
好
き
勝

手
を
し
て
い
い
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

「
統
師
権
の
独
立
」
と
い
う
呪
文
に
ひ
っ
掻
き
ま
わ

さ
れ
た
の
は
、

旧
憲
法
の
欠
陥
で
あ
る
。

攻
撃
す
る
の
も
犯
罪
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
知

ら
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
外
国
と
戦
争
を
す
る

に
し
て
は
、
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
何
も
わ
か
っ

て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
日
本
軍
が
、

中
国
を
侵
略
し
た
り
す
る
と
、
自
分
の
身
を
守
る

た
め
も
あ
っ
て
、

そ
の
土
地
の
人
び
と
に
手
当
り

次
第
の
悪
事
を
働
い
て
し
ま
う
。
日
本
軍
は
補
給

を
お
ろ
そ
か
に
し
た
か
ら
(
現
地
調
達
主
義
)
、
な

お
さ
ら
だ
っ
た
。

F

死
を
損
失
と

可
考
え
な
い
軍
隊

日
本
の
軍
隊
を
支
配
し
た
の
は
、
徹
底
し
た

ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

理
由
も
よ
く
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
天
皇
の
名
で
徴
兵

さ
れ
、
死
地
に
赴
く
将
兵
に
、
自
分
が
な
ぜ
軍
隊

に
い
て
こ
の
任
務
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
と

い
う
理
由
を
、
納
得
す
る
す
べ
な
ど
な
い
。
信
じ

ら
れ
る
の
は
、
肉
親
へ
の
愛
、
戦
友
と
の
連
帯
、

そ
し
て
、
生
き
た
い
と
い
う
本
能
だ
け
だ
。

戦
前
の
政
府
は
、
た
ぶ
ん
イ
ス
ラ
ム
教
か
ら
ヒ

ン
ト
を
得
た
の
だ
と
関
心
う
が
、
「
聖
戦
」
と
い
う
ス
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ロ
l
ガ
ン
を
考
え
出
し
た
。
そ
こ
で
は
、
任
務
を

果
た
し
て
生
還
す
る
こ
と
よ
り
も
、
任
務
の
た
め

に
生
命
を
捧
げ
る
こ
と
の
価
値
が
強
調
さ
れ
た
。

宗
教
組
織
に
準
ず
る
日
本
軍
は
、
死
の
共
同
体
で

も
あ
っ
た
。

日
本
政
府
の
作
っ
た
「
靖
国
神
社
」
が
、

そ
の

神
殿
で
あ
る
。

神
道
の
教
義
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
死
ね
ば
神
に

な
る
。
戦
場
、
て
国
家
の
た
め
に
殉
じ
た
兵
士
は
、

「
靖
国
の
御
霊
」
と
な
っ
て
、
こ
こ
に
叩
ら
れ
る
。

そ
の
神
官
が
、
天
皇
で
あ
る
。
天
皇
を
頭
と
す
る

こ
の
世
の
軍
隊
は
、
死
を
介
し
て
平
等
な
霊
に
生

ま
れ
変
わ
り
、
共
同
体
を
完
成
す
る
の
だ
。

死
を
讃
美
す
る
の
は
日
本
の
軍
隊
の
特
徴
だ

ろ
う
。
死
を
損
失

t
考
え
な
い
の
で
、
軍
隊
を
合

理
的
に
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
中
東
派

遣
軍
司
令
官
シ
ュ
ワ
ル
ツ
コ
フ
大
将
は
、

兵
士
の

生
還
を
第
一
に
考
え
、
い
か
に
損
失
を
少
な
く
す

る
か
を
念
頭
に
作
戦
を
立
て
た

t
い
う
が
、

、
」
'
「
ノ

し
た
合
理
性
は

日
本
の
軍
隊
か
ら
は
生
ま
れ
て

こ
な
い
。

自
衛
隊
・
認
知
さ
れ
ざ
る
軍
隊

日
本
は
市
民
社
会
と
し
て
未
成
熟
な
た
め
に

ま
と
も
な
軍
隊
を
持
て
な
か
っ
た
。
戦
争
に
も
負

け
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
い
っ
さ
い
、
軍
隊
を
持

た
な
い
こ
と
に
し
よ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た

の
だ
が
¥
こ
れ
も
市
民
社
会
が
未
成
熟
で
あ
る
こ

と
の
、
別
の
現
れ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

自
衛
隊
。
軍
隊
、
で
は
な
い
軍
隊
|
|
こ
の
奇
妙

な
存
在
は
、
戦
後
日
本
社
会
を
理
解
し
よ
う
と
す

回 向:'>--'て三;;.:. .~..-;-て川島f・て .コム

自衛隊はいつまで国民の意志とは祭関係な「お上」の軍隊なのか

た
こ
と
が
、
戦
後
日
本
の
悩
ま
し
い
出
発
点
に
な

一
九
五
二
年
に
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条

っ
た
。

約
を
結
び
、

日
本
は
再
び
独
立
し
た
け
れ
ど
、
同

時
に
ア
メ
リ
カ
と
の
間
に
日
米
安
全
保
障
条
約
も

締
結
、
以
後
こ
の
体
制
が
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。

る
場
合
の
要
で
あ
る
。

日
本
国
悲
法
は
言
う
去
で
も
な
く
、
戦
後
日
本

社
会
の
根
本
法
規
だ
。
そ
の
第
九
条
に
何
と
書
い

で
あ
る
か
は
、

日
本
人
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
。

「
日
本
国
民
は
・
・
・
・
・
・
国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と

武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛

争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を

放
棄
す
る
。
②
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸

こ
の
結
果
、

日
本
の
市
民
社
会
は
、

い
び
つ
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
厳
密
な
意
味
、
て
の
法
治
国
家

で
あ
る
こ
と
(
法
の
支
配
の
原
則
を
貫
〈
、
』
と
)
が
、

て
き
に
く
く
な
っ
た
。
忠
誠
の
対
象
と
な
る
は
ず

の
法
体
系
が
矛
盾
し
て
い
た
の
で
は
、
忠
誠
の
誓

い
よ
う
、
が
な
い
。

ア
メ
リ
カ
て
は
、
大
統
領
就
任
の
宣
誓
式
の
と

き
、
合
衆
国
憲
法
に
忠
誠
を
誓
う
。
社
全
党
は
同

じ
よ
う
に
、
日
本
国
忍
法
に
忠
誠
を
誓
う
こ
と
に

し
た
。
だ
が
そ
う
な
れ
ば
、
自
衛
隊
の
存
在
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
日
米
安
保
条
約
だ

っ
て
、
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
防
衛
費
を
合

む
予
算
案
に
も
、
賛
成
で
き
な
い
。
「
何
で
も
反
対
」

党
に
な
る
し
か
な
い
。

自
民
党
は
、
社
会
党
の
態
度
を
、
子
ど
も
っ
ぽ

い
と
鼻
で
笑
っ
て
い
る
。
憲
法
と
自
衛
隊
が
矛
盾

し
て
い
た
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
の
気
が
変
わ
っ
た
ん

だ
か
ら
し
か
た
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
法
律
な
ん

か
う
わ
べ
の
こ
と
句
そ
れ
よ
り
も
、

ア
メ
リ
カ
の

言
う
こ
と
を
ご
無
理
ご
も
っ
と
も
と
聞
い
て
い
け

ば
い
い
。
こ
う
考
え
て
す
ま
せ
る
こ
と
に
し
た
。

自
民
党
の
党
則
は
い
ち
お
う
改
憲
を
謡
っ
て
い
る

ー

ー

ー

海
空
軍
そ
の
ほ
か
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な

い
。
:
:
:
」
こ
の
憲
法
が
効
力
を
も
っ
限
り
、
日

本
に
軍
隊
は
存
在
、
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
も
し
存

在
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
軍
隊
、
で
は
な
い
。
す
な
わ

ち
、
自
衛
隊
で
あ
る
。

い
び
つ
な
戦
後
日
本

自
衛
隊
は

一
九
五

O
年
、
特
察
予
備
隊
と
し

て
発
足
。
翌
々
年
に
は
保
安
隊
と
名
前
を
か
え
、

そ
の
ま
た
二
年
後
に
自
衛
隊
と
な
っ
た
。
自
衛
隊

法
が

そ
の
法
的
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。

警
察
予
備
隊
を
作
れ
、
と
命
令
し
た
の
は
、
当

時
の
連
合
軍
最
高
司
令
部

(
G
H
Q
)
。
日
本
国
窓

法
は
す
で
に
効
力
を
持
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
占
領

下
だ
っ
た
か
ら
、

日
本
政
府
は
命
令
を
拒
む
噂
』
と

が
で
き
な
い
。

ア
メ
，リ
カ
の
言
い
な
り
に
、
再
百
十

備
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ど
う
言
い
つ
く
ろ
っ

て
も
、
こ
れ
が
憲
法
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。

日
本
国
憲
法
と
、
自
衛
隊
。
矛
盾
し
た
こ
の
一
一

つ
を
、

ア
メ
リ
カ
の
命
令
、
て
抱
え
こ
ん
で
し
ま
っ

が
、
そ
ん
な
に
や
る
気
は
な
い
。
適
当
に
法
解
釈

の
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
て
い
け
ば
い
い
と
思
っ
て

い
る
。社

会
党
は
、
戦
後
の
現
実
を
ま
る
で
見
て
い
な

ぃ
。
自
民
党
は
、
市
民
社
会
の
原
則
に
ま
る
で
無

頓
着
で
あ
る
。
日
本
の
国
会
に
は
、
無
責
任
な
理

想
主
義
と
、
無
原
則
な
現
実
主
義
し
か
な
い
の
だ

0

・

国
会
が
こ
う
い
う
状
態
で
も
、
法
の
番
人
、
て
あ

る
裁
判
所
が
、
待
っ
た
を
か
け
て
く
れ
れ
ば
、
ま

だ
し
も
救
い
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
肝
腎
む
問
題
に

な
る
と
、
憲
法
判
断
を
避
け
て
逃
げ
ま
わ
る
の
が

日
本
の
裁
判
所
(
最
高
裁
)
。
「
行
政
府
の
裁
量
で
あ

る
」
な
ど
と
、
国
会
に
下
駄
を
あ
ず
け
、
自
衛
隊

が
違
憲
で
あ
る
と
は
決
し
て
言
わ
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。E

う
考
え
て
も
自
衛
隊
は
軍
隊

こ
の
と
ば
っ
ち
り
を
受
け
て
い
る
の
が
、
自
衛

ん

d
A
.
r
-
o

v
b
h
v
J
e
l
 

自
衛
隊
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
軍
隊
で
あ
る
。
発

足
当
時
、
』
そ
米
軍
お
下
が
り
の
カ
ー
ビ
ン
銃
く
ら
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い
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が

今
な
ら
イ
ラ
ク
軍
な
ん
か
よ
り
ず
っ
と
強
い
の
は

明
ら
か
。
そ
れ
な
の
に
、
駆
逐
艦
を
謎
術
艦
な
ど

と
呼
び
か
え
て
、
自
分
が
軍
隊
で
あ
る
実
態
を
限

し
た
ま
ま
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
本
が
自
衛
の
た
め
の
軍
隊
を
持
つ
の
は
、
国

際
社
会
の
現
実
か
ら
す
れ
ば
「
義
，
初
」
み
た
い
な

も
の
だ
。
な
の
に
そ
の
こ
と
が
、
法
体
系
の
な
か

、
て
も
国
民
世
論
の
な
か
で
も
、
認
知
さ
れ
て
い
な

ぃ
。
市
民
社
会
の
承
認
と
尊
敬
が
得
ら
れ
な
け
れ

ぱ
、
自
衛
隊
に
人
材
が
集
ま
ら
な
く
な
っ
て
し
ま

‘F
「
ノ
。

い
ざ
と
い
う
と
き
、
真
っ
先
に
出
動
し
て
、
生

命
を
危
険
に
さ
ら
し
て
任
務
を
果
た
す
の
が
軍
隊

と
い
う
も
の
。
そ
の
た
め
に
は

さ
っ
き
述
べ
た

よ
う
に
、
尊
敬
も
名
誉
も
必
要
だ
。
軍
人
が
威
張

り
す
ぎ
る
の
は
考
え
も
の
だ
が
、
軍
服
を
者
て
街

を
歩
け
な
い
よ
う
で
は
、
士
気
に
か
か
わ
る
。

戦
前
、
陸
軍
士
官
学
校
や
海
軍
兵
学
校
は
、
全

固
か
ら
優
秀
な
学
生
を
集
め
る
狭
き
門
、
若
者
の

あ
こ
が
れ
の
的
だ
っ
た
。
そ
の
頃
の
陸
士
、
海
兵

も
う
少
し
防
衛
大
学

と
は
ま
で
い
か
な
く
て
も
、

め
の
前
提
が
喰
い
違
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

日
本
政
府
は
、
自
衛
隊
を
合
法
合
意
だ
と
し
て

い
る
。
そ
の
根
拠
は
、
自
衛
隊
法
、
さ
ら
に
さ
か

の
ぼ
れ
ば
憲
法
第
九
粂
の
認
め
る
(
少
な
く
と
も
、

第
九
条
が
否
定
し
て
い
な
い
こ
佃
別
自
衛
権
」
(
自

分
の
国
を
、
侵
入
し
て
く
る
外
敵
か
ら
自
力
で
守
る

権
利
)
に
も
と
づ
く
。
現
在
ま
で
の
政
府
の
見
解
で

は
、
憲
法
が
認
め
て
い
る
の
は
「
佃
別
自
衛
権
」

だ
け
、
「
集
団
的
自
衛
権
」
ま
で
は
認
め
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

F
国
連
の
平
和
と
は

可
武
力
に
よ
る
平
和

そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
政
府
は
、
国
連
中
心
主
義

の
外
交
を
唱
え
て
も
い
る
。

国
連
は
、
平
和
の
旗
を
高
く
掲
げ
て
い
る
の
で
、

お
お
か
た
の
日
本
人
に
は
人
気
が
あ
る
。
社
会
党

や
共
産
党
も
諸
手
を
挙
げ
て
、
国
連
窓
章
の
精
神

を
讃
え
て
い
る
ほ
ど
た
。

け
れ
ど
も
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
少

し
お
か
し
い
。
国
連
は
、
集
団
安
全
保
障
(
い
く
つ

か
の
国
家
が
集
ま
っ
て
攻
守
同
盟
を
結
び
、
集
団
的

の
人
気
が
出
て
、
人
材
が
集
ま
っ
て
く
れ
な
い
と

心
も
と
な
い
。

す
で
に
専
守
防
衛
で
は
な
い

自
衛
隊
は
専
守
防
衛
を
掲
げ
て
い
る
が
、

実
態

は
ま
す
ま
す
そ
れ
と
か
け
離
れ
て
き
て
い
る
。

「
R
I
M
P
A
C」
を
は
じ
め
と
す
る
合
同
軍
事

演
習
は
、
そ
の
規
校
か
ら
言
っ
て
も
、
作
戦
海
域

か
ら
言
っ
て
も
、
極
東
米
軍
を
・
中
心
と
す
る
集
団

安
全
保
附
体
制
を
ア
ッ
ピ
ー
ル
す
る
も
の
で
あ
る
。

平
た

t
一
言
う
と
、

た
と
え
ば
韓
国
が
攻
撃
を
受
け

た
場
合
、
板
東
米
軍
と
自
衛
隊
が
一
体
と
な
っ
て

，a
畳・・2
・4・
a-a
，a
・・・、

a----a
・・
、

4

・・・・・・・
a
・・・・

‘EE町

-E
--
-
a
-
-
--

-
E
・E
・E・E・-

作
戦
行
動
を
起
こ
し
、
敵
を
撃
退
す
る
と
い
う
も

の。

P
1
3
C対
潜
哨
戒
機
や
、

A
W
A
C
S
早
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期
警
戒
機
を
た
く
さ
ん
買
い
込
み
、
(
い
ぎ
と
い
う

と
き
)
極
東
米
軍
の
指
揮
下
に
入
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
自
衛
隊
が
、
純
粋
な
自
衛
の
た
め
の
軍
隊

、

1
1
:

と
し
う
市
M
F
を

と
っ
く
に
は
み
出
し
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
だ
。

ア
メ
リ
カ
は
日
本
を
同
盟
国
と
考
え
、

そ
れ
に

ふ
さ
わ
し
い
行
動
を
と
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

日
本
は
、

い
ま
ま
で
国
民
を
ご
ま
か
し
て
き
た
ツ

ケ
、
て
、
ま
る
で
そ
の
用
意
が
で
き
て
い
な
い
。
両

者
の
す
れ
違
い
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
の
が
、
今
回

の
湾
岸
戦
争
だ
。

湾
岸
戦
争
か
暴
い
た
矛
盾

湾
岸
戦
争
が
終
わ
っ
て
、
か
な
り
時
聞
が
経
っ

た
の
で
、
忘
れ
や
す
い
日
本
人
は
も
う
忘
れ
か
か

っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
今
回
の
戦

争
が
突
き
つ
け
た
問
題
は
大
き
い
。
日
本
の
市
民

社
会
が
、
軍
隊
や
戦
争
を
ど
う
考
え
る
か

そ
の

覚
悟
と
信
念
の
ほ
ど
を
問
わ
れ
た
か
ら
だ
。

に
自
衛
す
る
こ
と
)
の
権
利
を
認
め
て
い
る
。
国
連

そ
う
し
た
考
え
方
に
立
つ
軍
隊
で
あ
る
。

軍
も
、N

A
T
O
や
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
機
構
の
よ
う
に
、

い
く
つ
も
の
国
家
が
集
ま
っ
て
、
集
団
的
な
自
衛

の
た
め
の
組
織
を
作
れ
ば
、
た
し
か
に
外
敵
か
ら

の
侵
略
を
防
ぐ
力
は
増
す
。
け
れ
ど
も
、
た
ま
た

ま
力
の
均
衡
が
崩
れ
、

E
'
』
か
で
衝
突
が
始
ま
る

と
、
す
べ
て
の
国
が
戦
争
に
巻
き
こ
ま
れ
て
し
ま

う
危
険
が
大
き
い
。
こ
う
い
う
体
制
と
、
個
別
自

衛
権
と
は
、
次
元
が
違
っ
て
い
る
。
自
衛
隊
が
、

個
別
自
衛
権
に
の
み
も
と
づ
く
軍
隊
、
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
が
国
連
の
次
元
で
動
く
、
ア
と
に
は
無
理
が
あ

タ
Q

。国
連
の
実
質
的
な
決
定
機
関
で
あ
る
安
全
保
障

理
事
会
も
、
ま
さ
し
く
集
団
安
全
保
障
の
論
理
、
て

動
い
て
い
る
。
米
ソ
を
は
じ
め
と
す
る
五
つ
の
大

国
が
、
束
に
な
っ
て
、
残
り
の
国
々
に
呪
み
を
利

か
せ
る
。
国
連
憲
章
に
掲
げ
る
平
和
と
は
、
そ
れ

ら
の
大
国
が
力
、て
維
持
す
る
平
和
、
イ
ラ
ク
の
よ

う
な
国
が
恭
れ
出
し
た
場
合
に
腕
づ
く
で
(
戦
争

に
訴
え
て
も
)
抑
え
こ
む
平
和
の
こ
と
な
の
だ
。

だ
か
ら
、
国
連
軍
の
規
定
が
あ
る
わ
け
で
、
ぞ
れ

湾
岸
戦
争
と
言
っ
て
も
、
文
字
通
り
対
岸
の
火

事
。
日
本
人
が
考
え
た
の
は
、
「
国
連
平
和
協
力
隊
」

法
案
、

そ
し
て
自
衛
隊
輸
送
機
派
遣
の
問
題
だ
け

占子、つ・』
O

J

J

d

令
J

こ
の
問
題
を
め
?
っ
て
甲
論
乙
駁
、

さ
っ
ぱ
り

結
論
が
出
な
か
っ
た
の
は
、

そ
も
そ
も
合
意
の
た

-

は
日
本
国
憲
法
の
絶
対
平
和
主
義
と
は
相
容
れ
な

L、
。

戦
争
は
破
壊
行
為
だ
か
ら
、

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
必
ず
終
わ
り
(
平
和
)
を

い
つ
ま
で
も
続
け

む
か
え
る
。

つ
ま
り
、

E
ん
な
戦
争
だ
っ
て
、
平

和
を
目
的
に
し
て
い
る
わ
け
だ
。

欺
蹄
に
満
ち
た
防
衛
論
議

冷
静
に
考
え
な
お
し
て
み
れ
ば

日
本
の
安
全

保
障
体
制
(
自
衛
隊
十
日
米
安
保
条
約
)
は
、
そ
も

そ
も
の
最
初
か
ら
矛
盾
を
含
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。

日
本
が
、
個
別
自
衛
権
じ
も
と
づ
い
て
、
自
衛

隊
を
置
く
。
(
憲
法
が
こ
れ
を
認
め
る
か
ど
う
か
は

別
に
考
え
る
と
し
て
)
こ
こ
ま
で
は
よ
ろ
し
い
。

そ
し
て
日
米
安
保
条
約
を
結
ん
で
、
自
国
の
安
全

を
確
か
な
も
の
に
す
る
。
こ
れ
も
、
現
実
的
な
選

択
で
あ
づ
た
。
そ
し
て
、

も
っ
ぱ
ら
日
本
を
守
ろ

う
と
す
る
動
機
に
も
と
づ
く
も
の
だ
っ
た
。

そ
こ
ま
で
は
い
い
'
と
し
て
も
、
で
は

ア
メ
リ

カ
が
日
米
安
保
条
約
を
結
ん
だ
動
機
は
何
か
?

自
国
で
は
な
い
国
家
を
防
衛
す
る
動
機
が
、
個
別
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自
衛
権
で
あ
る
わ
け
が
な
い
。
極
東
の
島
国
を
わ

ざ
わ
ざ
守
ろ
う
と
い
う
か
ら
に
は
、

そ
れ
な
り
の

計
算
と
世
界
戦
略
が
あ
る
は
ず
だ
。

日
本
が
ど
う
い
う
つ
も
り
だ
ろ
う
と
、

ア
メ
リ

カ
は
個
別
自
衛
権
で
は
動
い
て
い
な
い
。
集
団
自

衛
権
の
論
理
で
さ
え
動
い
て
い
な
い
。
ソ
連
の
攻

勢
を
封
じ
込
め
、
同
盟
国
の
安
全
を
保
障
し
、
局

地
紛
争
に
も
必
要
に
応
じ
て
介
入
を
行
な
う
よ
う

な
、
独
自
の
世
界
戦
略
に
も
と
づ
い
て
行
動
し
て

い
る
の
だ
。
そ
の
た
め
に
、

核
兵
器
を
搭
峨
し
た

日
本
領
内
を
合
め
た
椛
京
に

艦
船
や
航
空
機
を
、

展
開
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

日
米
の
同
床
異
夢
。

こ
の
喰
い
遠
い
が
、
あ
た
か
も
存
在
し
な
い
か
の

知
く
に
、
国
民
を
言
い
く
る
め
る
こ
と
。
国
民
や

野
党
の
ほ
う
で
も
こ
れ
に
言
い
く
る
め
ら
れ
た

ふ
り
を
す
る
こ
と
。
こ
れ
が
日
本
の
防
衛
論
議
な

る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

日
米
安
保
の
終
わ
り

日
本
の
市
民
社
会
が
、
軍
隊
と
い
う
も
の
に
つ

て

E
う
い
う
思
想
を
持
つ
の
か
が
問
わ
れ
る

え
ば
一
言
う
ほ

E
、
ア
メ
リ
カ
人
は
不
快
感
を
持
つ
。

彼
ら
の
文
脈
、
て
は

そ
れ
は
責
任
回
避
、
無
法
者

の
味
方
、
利
敵
行
為
、
臆
病
者
の
振
る
舞
い
に
映

る
。
自
分
た
ち
が
法
と
正
義
を
掲
げ
て
戦
っ
て
い

る
と
き
に
、
手
を
こ
ま
ね
い
て
座
っ
て
い
る
だ
け

な
の
は
、
許
せ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

日
本
人
の
平
和
観
と
、
ア
メ
リ
カ
人
の
平
和
観

と
の
聞
に
は
、
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
。
文
化
的
な
背

景
の
遠
い
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
文

化
の
違
い
な
ら
、
ど
ち
ら
が
正
し
く

E
ち
ら
が
間

違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
わ
れ

わ
れ
は
、
現
在
の
国
際
秩
序
を
か
た
ち
づ
く
っ
て

い
る
の
は
、

日
本
人
の
価
値
観
で
は
な
く
、

ア
メ

リ
カ
人
の
価
値
観
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
肝
に

銘
じ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
違
い
を
、
簡
単
に
言
う
と
ど
う
な
る
だ
ろ

-
F

「
ノ
。

ア
メ
リ
カ
人
(
を
は
じ
め
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教

圏
の
人
び
と
)
は
、
外
的
強
制
に
重
き
を
置
く
。
人

聞
に
、
あ
あ
し
ろ
こ
う
し
ろ
と
命
令
す
る
こ
と
に
、

価
値
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
言
う

と
、
ほ
お
っ
て
お
け
ば
、

悪
事
に
走
る
の
が
人
間

と
き
が
来
た
。

軍
隊
に
つ
い
て
考
え
る
と
は

つ
ぎ
の
-
}
と
を

含
む
。

①
自
国
の
平
和
と
安
全
を
、

E
の
よ
う
に
保
障
す

る
か
。

②
近
隣
諸
国
の
平
和
と
安
全
を
、

附
す
る
か
。

ど
の
よ
う
に
保

③
世
界
の
平
和
と
安
全
を
、
-
ど
の
よ
う
に
保
障
す

る・力。

ち
っ
ぽ
け
な
小
国
は
、

①
だ
け
考
え
て
い
れ
ば

よ
い
。
も
少
し
力
の
あ
る
国
は
、
②
に
も
責
任
を

持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
大

き
な
国
は
③
に
つ
い
て
も
、
相
当
の
見
識
と
実
行

力
を
求
め
ら
れ
る
。

戦
後
の
日
本
が
、
①
だ
け
考
え
て
い
れ
ば
す
ん

だ
(
い
や
、
正
確
に
言
う
と
、
す
む
と
信
じ
こ
ん
で

い
た
)
の
は
、
別
の
大
国
、

つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
が

②
や
③
を
考
え
て
く
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

本
国
悲
法
も
、

日
米
安
保
条
約
も
、
大
国
ア
メ
リ

カ
の
プ
レ
、
ザ
ン
ス
(
軍
事
的
圧
力
の
存
在
感
)
抜
き

に
は
意
味
を
な
さ
な
い
も
の
な
の
だ
。

日
本
は
い
つ
ま
で
も
、
こ
う
い
う
現
状
に
甘
ん
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じ
て
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

ア
メ
リ

カ
が
、
現
状
の
ま
ま
で
は
困
る
と
言
い
始
め
た
か

ら
だ
。

い
つ
ま
で
も
ア
メ
リ
カ
の
プ
レ
、
ザ
ン
ス
に

お
ぶ
さ
っ
て
い
る
な
、

日
本
の
プ
レ
ザ
ン
ス
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
だ
、

い
い
加
減
に
し
ろ
、
と
言

い
始
め
た
の
で
あ
る
。
パ
ー
ト
ナ
ー
が
手
を
引
く

と
決
心
す
れ
ば
、

い
く
ら
日
本
が

日
米
安
保
体

制
の
ま
ま
が
い
い
、
と
言
っ
た
っ
て
、
ど
う
し
よ

う
も
な
い
。

V
性
悪
説
と
性
善
説

イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
を
見
習
っ
て
、
少
し
は

日
本
も
軍
事
的
役
割
を
果
た
せ
、
と
ア
メ
リ
カ
は

一言
P

フ。

日
本
に
は
、

平
和
窓
法
が
あ
り
ま

い
や

す
、
平
和
な
町
人
国
家
、
て
い
き
ま
す
、
と
答
え
た

ら
ど
う
だ
ろ
う
。

日

日
本
人
が
、
絶
対
平
和
主
義
で
い
く
、
と
党
情

を
決
め
る
な
ら
、

そ
れ
は
ひ
と
つ
の
選
択
だ
。
た

だ
し
そ
の
考
え
方
を

ア
メ
リ
カ
が
理
解
し
て
く

れ
る
だ
ろ
う
な
ど
と
甘
い
期
待
は
し
な
い
ほ
う
が

い
い
。
平
和
第
一
、
人
命
尊
重
、
と
日
本
人
が
言

だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
。

一
種
の
性
悪
説
(
原
罪

説
)
で
あ
る
。

彼
ら
は
リ
ア
リ
ス
ト
な
の
だ
。

で
は
誰
が
、

人
の
上
に
立
っ
て
命
令
す
れ
ば
い

い
の
か
。

誰
が
権
力
を
持
て
ば
い
い
の
か
。

全
員

(
潜
在
的
な
)
悪
者
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
問

題
だ
。
そ
こ
で
彼
ら
は
、
法
や
正
義
に
う
る
さ
く

な
る
。
外
的
強
制
(
あ
る
い
は
、
武
力
の
行
使
)
の

結
果
、
主
口
が
実
現
す
る
こ
と
の
保
証
を
求
め
る
の

カ1で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

日
本
人
は
、
人
聞
が
も
と
も

と
悪
者
だ
と
思
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
外
的
強

制
も
法
も
、
ち
っ
と
も
い
い
も
の
だ
と
思
わ
な
い
。

む
し
ろ
不
必
要
だ
、
と
思
っ
て
い
る
。
権
力
者
は

い
な
く
て
も
い
い
。
も
し
い
る
の
な
ら
、
善
人
で

あ
っ
て
ほ
し
い

だ
か
ら
汗
和

'
F
』
思
っ
て
い
る
。

は
、
武
力
の
行
使
に
よ
ら
な
い
で
、

自
然
に
し
て

い
て
も
実
現
す
る
と
考
え
る
。

* 

同
じ
「
平
和
」
と
言
っ
て
も
、

日
本
人
の
考
え

る
平
和
は
、
な
り
ゆ
き
平
和
主
義
、
自
然
平
和
主

義
な
の
だ
。

ア
メ
リ
カ
人
の
考
え
る
平
和
と
、
う

ん
と
遠
う
。
こ
の
違
い
を
踏
ま
え
な
い
と
、
そ
の

あ
と
の
議
論
の
す
れ
違
い
が
理
解
で
き
な
く
な
る
。

ア
メ
リ
カ
人
は
、

日
本
人
の
軍
隊
が
暴
れ
出
し
、

し
ば
ら
く
軍

手
が
つ
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
、

隊
な
し
で
や
っ
て
み
ろ
と
言
っ
た
だ
け
。
本
音
を

言
え
ば
、
軍
隊
な
し
て
す
む
国
家
が
あ
る
な
ん
て

信
じ
て
い
な
い
。
最
近
で
は
、

自
衛
隊
が
軍
隊
で

あ
る
こ
と
を

日
本
人
は
な
ぜ
認
め
な
い
の
か

t
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
日
本
人
は
、
自

衛
隊
の
積
極
的
な
存
在
理
由
を
認
め
て
い
な
い
。

軍
隊
が
な
く
て
世
界
平
和
が
実
現
す
れ
ば
い
ち
ば

ん
い
い
、
と
け
つ
こ
う
本
気
で
考
え
て
い
た
り
す

る
。
平
和
の
方
法
論
が
ま
る
で
違
う
の
だ
。

日
本
人
の
平
和
主
義
は

日
本
、
て
な
ら
通
用
す

る
か
も
し
れ
な
い
が

残
念
な
が
ら
、

あ
ま
り
に

も
ナ
イ
1
ヴ
で
、
外
国
の
人
び
と
に
は
と
て
も
理

解
し
て
も
ら
え
な
い
。
世
界
は
、
ア
メ
リ
カ

(や

そ
の
ほ
か
の
キ
リ
ス
ト
教
系
の
国
々
)
の
敷
い
た

路
線
を
、
進
ん
で
い
る
の
だ
。
そ
の
現
実
に
直
面

し
て

わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
進
む
道
を
探
し
あ
寸

ね
て
い
る
。
中
途
半
端
な
存
在
で
あ
り
続
け
る
自

衛
隊
は
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
よ
く
象
徴
し
て
い
る

よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
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