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去
る
七
月
十
八
日
、
京
大
の
来
年
度

入
試
の
実
施
教
科
、
科
目
が
発
表
さ
れ

た
が
、
そ
の
内
容
を
み
る
と
、
理
科
系

学
部
で
の
社
会
科
目
数
減
少
や
文
科
系

掌
部
で
の
理
科
科
目
搬
減
少
な
ど
に
み

ら
れ
る
〃聚
大
入
試
型
"
への
切
り
換

え
に
気
が
つ
く
。
全
科
目
乎
均
型
か
ら

志
望
学
部
特
邑
型
への
移
行
で
あ
る
。

高
校
入
試
制
度
を
是
正
k

"受
験

戦
争
"か
ら
夫
熟
な
少
年
、
少
女
を
解

放
レ
よう
と
す
る
動
き
が東
京
都
を
頂

点
と
し
て、
全
国
に
吹
き
ま
く
っ
て
い

る
が、
}方
、
大
掌合
格
のた
め
の
高

校
であ
る
以
上
、
大
学
入試
醤再
検
酎

す
べき
だ
と
い
う
意見
や
、
大
衆化
し

た
大
学を
改
め
て
エ
リ
ー
ト
餐
戒
の
た

の
の
特
別
な
処
置
を
す
べ
き
だ
と
い
う

臆「,u 艶臨

"英

数

国

4
重

視

へ

農
以
外
は
九
百
点
満
点
で

さ
る
十
八
日
、
京
大
は
昭
和
四
十
二
年
度
入
猷
要
項
を
発
衰
し
た
。
連
日
、
ゴ
十
度
を
越
す
猛
暑
に
も
か
か
わ

ら
ず
受
験
生
は
来
春
を
め
ざ
し
て
奮
闘
し
て
いら
れ
る
こと
と
思う
。
そ
こ
で
、京
入
新
聞
社
では
、
受
験
生特

集
を
発
行
し
、
受
験
生
諸
君
に
少
し
でも
役
立
てれ
は
と
思
う
。
昨
勾、
情
し
く
も
失
敗
し
た
浪
人
諸
君
、
そ
、)

て、
新
鮒
で元
気
な
現
役
潴碧
/
が
ん
ば
っ
て
下さ
い
。

ま
ず
、発
豪
さ
れ
た
入
試教
科
・科

目
は
次
の通
り
であ
る
。

国
語
11
各
学
部
共
通
、
現
代国
緒
・

古
典
の
こ
科
目
必
須
、
配
点
二
百
。

外
国
語
11
各
学
部
共
通
、
英
語
B
・

ド
イ
ソ
矯
・フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
一科
目

選
択
、
配
点
二
百
。

数
掌
11
文
・法
・経
・教
青
・農
各

学
部
、
1
・皿
B
の
二
科
目
必
須
、
配

照
二
白
。
理

・
医

・
薬

・
工
各
学
部
、

⊥

・
∬
B
班
の
三
科
目
必
須
、
配
貞
二

百
。村

会
11
文

・
法

・
経

・
教
育

・
農
各

学
邪
、
倫
村
政
経

・
日
本
史

。
世
界
史

B

・
地
理
B
か
ら
二
科
日
嶺
嗣択
、
配
点

二
百
。
理

・
医

・
薬

・
工
各
学
部
、前
記

四
科
目
か
ら

一
科
目
選
択
、
配
点
百
。

理
科
"
文

・
法

・
経
各

掌
部
、
物

理

(編
集
部
)

四",

一難
灘
纒
叢

に
ま
　
　
ま
　
ヒ　
し
て
お
　
の
ね
む
　

難

B
・化
学
B
・生
物
か
ら
一科
目
選
択

配
点
百
。
教
育
学
部
、
物
理
・化
学

・生
物
。地
学
か
ら
一科
目
選
択
、
配

点
百
。
理
・農
各
学
部
、
前
記
四
科
目

か
ら
二科
目
選
択
、
配
点
二百
。
医
・

薬
各
学
部
、
物
理
・化
学
・
生物
から

二科
目
選
択
、
配
点
二百
。
工学
部
、

物
理
・化
学
の
二科
目
必須
、
配
点
二

百
.

適
格
才
義
へ
の
脱
皮
を
ね
ら
う
こ
と
で

あ
る
。
今
ま
で
の
様
に
、
理
科
ζ文
科

と
い
う
は
く
然
と
レ
た進
騒
分け
だ
け

で
は
な
く
、
も
う
一つ
細
か
い
進
路
選

択
を
、
大
学
が受
験
生
に求
め
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
注
目さ
れ
る
の

は
、
文
科
系
で
理
科
、
理
科
系
で
裡
会

の
配
点
が
減
っ
た
こ
とだ
。
つ
まり
、

国
、
英
、
数
主
要
三
教
科
が
些
畢を
増

し
牝
。

現役

さ

蓉 ら砧に

上有
野利

 

昨
針度
新
課
程
初
め
て
の
箪業
畳を

立
り
出
す
にあ
た
り
、
新
旧
両
課
程
の

受
験
科
目
指
導
に
い
ろ
い
ろ
な
や
ま
さ

れ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
大
学
が
科
目
指
定

を
し
た
た
め
、
志
盒
者
は
そ
れ
が
ど
ん

一な
に
不
得
手
で
あ
って
も
そ
の
科
目
で

受
験
せ
ね
ば
な
ら
な
か
った
。
と
こ
ろ

が
、
京
大
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
予
想
通

り
科
目
指定
が
実
施
さ
れ
な
か
った
.

そ
の
上、
工学
部
では
社
会
料
が
一科

目
に
なり
、
法学
部
では
理
科
二
科
目

で
百
点
に
な
っ
た
.
これ
ら
の
こ
とは

文
科
系
、
理
科
系
そ
れ
ぞ
れ
の
適
性
が

尊

一
一

考
慮
さ
れ
る
こ
と
を
意
既
す
る
と
思
う

が
、
志
望
学
部
が
決
定
し
や
す
く
、
は

っ
き
り
し
た
対
策
が
立
て
や
す
く
な
っ

て
、
京
大
志
望
者
を
指
導
す
る
立
場
の

者
と
し
て
非
常
に
あ
り
が
た
か
った
.

さ
て
四
十
二年
度
の入
試
嬰
項
を
み

る
と
、
更
に
こ
の傾
向が
強
め
ら
れ
、

文
科
系
学
部
では
理
科
一
科
目
の
選

択
、
理
科
系
で
は
社
会
科
一科
目
の
選

択
制
と
な
っ
て
い
る
.
工
学
部
の
特殊

性
は
昭
め
る
と
じ
て
、
理
科
.社
会
に

つ
い
て
科
目
掴
定
方
式
を
と
ら
な
か
っ

た
こ
と
は
、
一部
高
校
に
お
い
て
と
も

「
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一
即

、

す
れ
ば
受
験
科
目
偏
重
の学
習に
な
る

る
の
を
お
さ
える
意
向
が
く
み
とら
れ

る
。
生
徒
とし
て
も
、
一応
す
べ
て
の

科
目
を
履
習
し
た
上
で
自
分
の
適
性
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
高
等

学
校
の
正
常
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
密感
馬

対
す
る
配
慮
が
う
か
が
わ
れ
る
。
更
に

理
科
・社
会
を
一科
目
に
減
じ
た
こ
と
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動
き
も
、
底
流
とし
て
現わ
れ
始
め
て

い
る
。
今
、
全
国
各
地
の
大
学
が
続
々

と
来
年
度
入
試
要
凋
を
発
衰
し
て
お
り

神
戸
商
科
大
、
大
阪
府
立
大
な
ど
の
一

部
で
も
④
推
薦
入
学
制
屋
な
ζ
の
新
し

い
描
置
が
と
ら
れ
る
。
し
か
し
、
大
部

分
の
国
立天
学
で
は
、
④
推
薦
制
や
能

研
テ
ス
ト
を
殆
ん
ど
無
視
す
る
よ
う
で

あ
る
。

会訴
麩
α領
裂
唄

入
試
制
鷹萎
の
遍
足
の
唱

や
過
去
の

襲

・

め
て
み
た
。

発
足
に
関
し
て、
窟
大
・異
田
東
学

長
は
定
紙
記審
と
の会
見
で
次
の
よ
う

　

に述
べ
て
い
る。
ヨ
堀在
の
高校
教
育

は
受
験
一本や
り
で
、
個
性
の
あ
る
人

間
を
育
て
な
い
。
加
え
て
現
在
京
大
が

行
っ
て
い
る
各
科
目
に
百
点
、
合
計
千

点
溺
点
の
試
験
で
は
、
ど
の
科
目
も
平

均
的
に
で
き
る
も
の
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の

馨
門
鶴
外
の
科
目
で
得
点
す
れ
ば
、
蚊

学
の
悪
い
も
の
が
理
科
系
に
入
った
り

す
る
な
ど
の
悪
幣
が
生
ず
る
。
現
右
、

す
で
に
理
科
系
で
は
社
会
が
百
点
澗
点

に
な
り
そ
の
比
1
を
軽
く
し
て
いる
が

、
将
来
は
、
各
騨
門
部
別
に
問
題
を
作

†
義
4
が
さ
ら
に
徹
底
さ
れ
た
の
が
、

先
日
発
衰
さ
れ
た
来
年
度
入
試
科
目
な

の
で
あ
る
。

さ
て
、
入
猷
制
度
の
あ
り
方
を
再
検

罰
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
入
試
制
度

委
は
五
月
十
七
日
に
初
会
合
を
開
い

た
。
委
員
会
の
構
成
メ
ン
バ
ーは
、
文

・法
・経
済
・警

・工
・理
・医
・

薬
・農
の
九
掌
部
と
教
養
部
か
ら
二人

い
か
な
ど
十
一項
目
に
つ
い
て
問
題
提

起
が
な
さ
れ
た
.

一方
、
同
月
十
八
日
、
文
部
省
は
全

国
国
公
立
大
学
、
短
大
、
都
遭
府
県
教

育
委
に
通
達
と
し
て
、
四
十
二
年
度
大

学
入
試
要
項
を
示
し
た
。
改
定
案
は
、

昨
年
に
ひき
つ
づ
き
推
那
く学
を
と
り

入
れ
る
こと
を
強調
し
、
入
試
制
度
に

推
薦入
学
制
と能
研
テ
ス
ト
を入
学
時

学
部
特
色
主
義

へ

る
難
ζ
も
考え
ら
れ
る
.
そ
の
た
め
に

詔百
〃に
鱒
く
試
制
度
委
を
学
長
の
諮
問

機関
と
し
て
殴
け
、
七
月
ご
ろ
に
は
答

申
を
受
け
、
来
年
か
ら
適
用
し
た
い
。

」
(本
紙
四
十
一年
二
月
十
四
日
号
)

奥
田
学
長
の
こ
の
意
見
は
、
去
る
四
月

の
入
試
に
も
影
響
を
与
え
、
工
学
部
で

の
社
会
一科
目
や
法
学
部
で
の
理
科
の

二
科
目
百
点
満
点
と
いう
形に
な
って

表
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
〃各
学
狐
持
色

1

動

向

と

ず
つ
計
二
十
人
の
教
授
で
あ
り
任
期
は

二
年
で
あ
る
。
さ
て
そ
の
日
、
委
員
長

に
芦
田
誤
治
理
学
部
教
授
を
選
出
し
た

あ
と
、
四
十
一年
度
入
試
委
副
委
員
長

の
後
藤
良
造
理
学
部
長
か
ら
謬
考
意
見

が
述
べら
れ
、
①
内
申
書
を
如
珂に
あ

つ
か
う
か
②
能
力
開
発
研
究
所
の
テ
ス

ト
を
ど
う
あ
つ
か
う
か
③
共通
の入
訊

が
でき
な
い
か
④現
在
の入
試
制
展
が

高
校
教
脅
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な

展

望
1

の
テ
ス
ト
に
代
行
さ
せ
る
こ
と
を
制
展

化
す
る
方
向
で
あ
った
.
し
か
し
、
こ

の
文
部
省
通
達
に
対
し
て
、
入
猷
制
反

委
の
蔑
田
香
員
長
は
次
の
よ
う
に
い
っ

て
いる
。
「能
研
テ
ス
ト
、
④
推
薦
制

度
の来
年
度
援
用は
無
理
で
あ
る
と
思

う
。
今
後
、
制
度
委
で
現
在
の入
猷
競

争
の
幣
署を
除
く
改
善
案
を
出
し
ゆ～

い
。
」
(本
紙
五
月
二十
三
日耀
)
こ

の
発
雷
に
も
あ
る
よ
う
に
、
京
大
で
の

推
薦
入
掌
制
、
能
研
テ
ス
ト
締
果
の
採

推
薦
入
学
制
度
も
、
そ
の
④
方
式
を
高

用
は
当
分
の
聞
不
可
能
な
よう
で
あ
る

校
側
が
公
平
に
利
用
でき
な
く
て
、
④

さ
ら
に
、
入
猷
制
度委
第
二回
会
議

を
乱
発
す
る
恐
れ
が
あ
る
こと
、
ま

は
六
月
十
四
日に
醐
か
れ
、
ζ
れ
に
関

た
、
④
の
内
容
が
高
校
の格
差
に
よ
っ

連
し
て
、
奥
田
岸喪
は
次
のよ
う
に
い
て
無
意
味
にな
る可
能
性
があ
る
こ
と

明
し
て
いる
。
「入
試
の際
に
、
推
薦
な
ど
から
、
数
年
聞
は
全
く考
瓢
さ
れ

制
展
や
能研
テ
ス
ト
を
任意
に
握
用
し

な
い
と
思
わ
れ
る
.
入
試
制
度
委
側
に

て
よ
い
と
い
う
文
部
省
か
ち
の
申
し
入

し
て
も
、
全
国
各
地
の
大
学
、
特
に
国

れ
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、
委
員

立
大
学
で
、
前
の
二
制
度
が
慧
及
し
な

会
で
は
来
年
度
は
両
者
と
も
株
用
し
な

い
限
り
、
多
数
の
受
験
生
が
必
死
で
あ

い
方
針
で
あ
る
。
も
し
振
用
す
る
と
し

る
京
大
入
試
に
冒
険
を
侵
さ
な
い
の
で

て
も
、
少
な
く
と
も
数
年
間
の
準
備
が

な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
入
試
制
度
は
あ
ロ

必
礫
で
あ
る
だ
ろ
う
。
」
(本
紙
会
見

く
ま
で
実
力
選
抜
主
義
の
基
本
繍
を
守

六
月
二
十
日
号
)

り
な
が
ら
も
、
親
目
数
を
減
ら
す
こ
と

そ
し
て
、
以
来
、
今
ま
で
に
二
、
三

な
ど
に
よ
って
受
験
生
への
負
担
を
軽

回
入
猷
制
展
委
が
闘
か
れ
、
具
体
的
に

く
す
る
と
いう
方
向
に
進
む
であ
ろ
う

検
討
が
さ
れ
始
め
た。
そ
し
て
、
そ
の

し
か
し
、
大
学
は
マン
モ
ス化
し
た

聞
に
、
先
日
の釆
年屋
入
試
科
目
発
表

悩
み
や
、
産
漿
界
の大
学
へ
の糎
力
侵

と
な
った
の
であ
る
.

入
な
ど
多
く
の問
題
を
も
っ
て
お
り
、

以
上
が
今
ま
で
の
入
試制
展委
の
足

入
試
制
風
の根
本
的改
革
な
ど
に
は
、

ど
り
であ
る
が
、
し
ば
しぽ
言
明
さ
れ

とう
て
い
頭
が
回
わ
っ
て
い
な
い
.
い

て
受
験
生
茜
君
も
ご
存
知
の
通
り
、京

ず
れ
にし
ても
、
激
し
い
受
験
競
争
に

大
では
能
研
テ
ス
ト
緬
果を
考
鳳
し
そ

耐
え
て
い
る
受
験
譜
君
に
不
必
要
な
心

れ
を
合
省
の
材
料
に
す
る
な
ど
と
い
う

理
的
勤
播
を
加
え
な
い
た
め
に
、
一大

可
能
性
は
こ
こ
四
、
五
年
の
聞
は
ほ
と

改
革
は
や
ら
ず
、
徐
々
に
是
正
す
る
漸

ん
ど
な
い
と
い
って
よ
い
.
一方
、

進
的
描
置
が
と
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
.

こ
の
こ
と
は
従
釆
各
自
の
適
性
のあ
る

な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
二科
目
を
準
備

せ
ね
ばな
ら
な
か
った
過
霊
さ
が
軽
減

さ
れ
、
生糺
に
と
っ
て
大き
な
朗
報
を

も
た
ら
し
た
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
昨

銀度
と
岡
様
B
措
置
で
旧
課
程
の
卒
策

生
に
不
利
に
な
ら
ぬ
よ
う
配
慮
さ
れ
て

い
る
と
は
い
え
、
ゆ
っ
く
り
時
聞
を
か

け
て
理
科
・社
会
で
点
数
の
補
い
を
つ

け
て
い
た
浪
人
諸
君
に
と
って
や
や不

利
に
な
った
こ
と
は
い
な
め
な
い
。
そ

の
出
題
傾
向
と
相
ま
って
現
役
生
徒
の

合
格
率
がよ
く
な
り
、
昨
年
度
に
い
た

っ
て、
と
く
に
法
・工
に
お
い
て
そ
の

率
が
増
加
し
てき
た
のは
、
他
に
理
由

も
あ
ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
が
多
分
に
影

饗
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

大
堂入
試
本
釆
の
目
的
は
、
そ
の
大

学
に
お
け
る
学
習
に
耐
え
る
だ
け
の
適

性
の
有
無
を
調
べ
る
こ
と
に
あ
る
。
と

は
い
い
な
が
ら
、
一般
に
は
募
集
定
員

の
ワ
ク
で
線
を
引
く
た
め
の
試
験
と
な

って
、
特
殊
な
受
験
技
術
の
要
求
さ
れ

る
傾
向
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
の中

で
、
京
大
は
総
合
点
数
制
を
とり
、
あ

る
一秘
留
の
失
敗
が
あ
って
も
全
体
の

成
輯
でカ
バ
ー
でき
る
こと
、
特
に
そ

の出
題
が
、
高
校
で
の正
常
な
学
習
に

よ
る
垂礎
力
を
要
求す
る
傾
伺
の
強
い

こ
と
、
これ
ら
は高
校
教
育
に
た
ず
さ

わ
る
も
の
と
し
て
誠
に
冨
こ
は
し
い
.

こ
れ
から
も
、
み
っ
ち
り
基
礎
力
を
身

に
つ
け
た
現
役
生
徒
に
と
っ
て
有
利
に

な
る
よ
う
な
問
題
が
出
題
さ
れ
る
こ
と

を
望
ん
で
い
る
。
(府
立
桂
箭
校
教
一

楠
)

好
評
発
売
中

(全
署
名
店
で
お
求
雫
さ
い
)

京大受験 誌
一

}

乙めっ
U

ナの
.

人

・

る
・

口京 大 生 の 就 職 白 書

口数 学 に み る 入 試

320円(〒 共)
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▽
は
し
め
に
△

ー

響
、
娘

八
ー.
羅
け
る
最

(吟
)
驚

侭
遼

感
掌
内
臣
人
反
対
闘
争
が
あ
,た
乙
と

は
す
べ
て
の
人
々
が
認
め
Vろ
を
得
な

い
だ
う
つと
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が

救
年
釆
提
起
し
た
と
こ
ろ
の
「第
一一.期

学
生
週
勤
論
」
は
こ
の
闘
繁
の
中
で
い

か
に
険
証
さ
れ
、
い
か
な
る
深
化
を
要

求
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
わ

れ
わ
れ
の
主
体
的
な
総
捨
は
い
か
に
な

さ
れ
、
克
服
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る
弱
点

は
な
ん
で
あ
り
、
い
か
に
止
揚
さ
れ
る

へき
な
の
か
.
五
・二
土
捌
服
繁
官
の

西
部
緩㎎内箆
人
に
端
を
発
し
、
ハ。、一

一X
ト
ノイ
ヒrの
大
衆
的
成
功
に
虐り

な
が
ら
も
、
ハ
・
二四
闘
争
の失
敗
以

酸払
散
し
て
い
った
こ
の闘
争
は
よ

さ
し
現
^
ご
お
ける
学
牛厘
動
の
曹
樹

的
な
質
のκ
成
を
指
し
小す
も
の
、㌧あ

り
た
し
、そ
の
目
鮮
発
生
村
の
内
的
し

悔
造を
把
握
し
、
指
群
す
る
と
こ
りの

部
隊
が
い
ま
だ
と
こ
に
も
形
成
さ
れ
∵

い
な
い
こ
と
を
も
指
し
小ポ
も
の
、あ

つ
た
の
粍▽

第
三
期
と
は
何
か
△

ー

わ
ゆ
る
第
三
期
と
は
、

(い

)
・
蕾

毛
・
の
国
際

ー

独
占
体
と
し
て
の
登
場

の
時
期
で
あ
る
.
そ
れ
に
批
界
貸
本
⊥

鶉
の
過
剰
生
産
順
向
の
中
で
の
聞
断
な

い
デ
フ
レ
*

イ
ン
フ
レ
傾
向
を
国
独

質
政
策
に
よ
って
解
決
し
よ
う
と
す
る

ロ

時
、
必
然
な
高
金
利
へ
の移
行
が
、
国

際
プ
ル
ジ
ョア
ジ
ー
の世
界
市
場
続
一

へ
の必
死
の
努
力
に
も
か
かわ
ら
ず
、

民
族
園
家
へ
の利
捺鰻
先
から
潜冶
的

.'
ロ
,
ソ
化

、
〆
盾

ん
こ

の
や

し
と
に

規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
ろ
、
こ
つし
た
日
帝
の
海
外
膨
慢
賜
一 請

券
への
日
銀
の
融
資
か
ら
公
債
発

b
、
通
産
省
の
指
麻
の
ト
で
の
独
占
系

封
を
越
え
た
集
中
合
併
、
四
・
一ヒ
ス

ト
以
降
の労
働
箏
議
への
十
渉
規
制
、

な
と
す
べ
て
同様
てあ
り
、大
学
にお

い
ても
ま
た
岡
樺
な
の
だ
。行
政
櫛
力

の
肥
大化
と
もゾ
レ
・ソ
〆
ンズ
ム
と

も
い
わ
れ
る
こ
の
現象
が
議
ムA、
労
働

組
合
な
ど
各
種
合
法
機
関
を
形
骸
化
さ

せ
、
官
僚
化
さ
せ
て
い
る
。
国
累
が
強

制
酎
に
暴
力
的
に
大
衆
の
生
活
を
直
接

組
織
し
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

急
雌
市
民
主
貌
的
政
治
闘
倭
か
ら
反

帝
政
治
闘
豹
へ
の
股
階
、
政
治
闘
哨
と

経
済
闘
争
と
が
か
ら
み
合
う
よ
う
な
段

ゆ

階
と
は
こ
の
よ
う
な
段
階
で
あ
る
。

〈五
二
一五
事
件
の
本
質
〉

ー

ご
一』
竃
懸
学
内
縫
入

(五

)
・宴
の
後
の
纂

の
強

ー

硬
な
態
度
↓
F
菖
の

会
、義
で
の

.日
.本の

r

,ノ
〆
ツ
ず

ゾ、

小を

認識

しな

的に

人

い

無鶏

磐碧

学に

対す

る国

家
概力

の直

接

量
約以隣の窺

複

藪

篇
卵癖
繊
鎚
雛
転
鱒
蟹

筋淋

㎝彰

髪

鶴

献
墾

賎
郎蕊

梶
麟

聾

返
的介入をもな
らず
こ秦
し
福

国家権力の直接介入
5.25事件の必然性

 

は
ま
さ
に
そ
の
具
体
化
で
あ
り
、
第
三

次
防
衛
計
画
↓
国
防
省
設
置
↓
一九
七

〇
新

安々
保
改
定
の過
程
で
の軍
事
力

増
強
を
習
景
に
し
て
着

進々
め
ら
れ
て

いる
だ
ろ
う
。

し
かし
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
では
む

ら
わ
れ
、
内
に
対
し
て
は
国
家
と
し
て

あ
ら
わ
れ
る
市
民
札
会
」
の問
題
な
の

だ
。

ー

田から佐藤
への政権

(池く

)
籠

甑

鰭

過
程
(政
治
的
上
部
構
造
とし
て
も
)

の
中
で
の
擬
似
的
市
民
社
会
の成
立

(前近
代
的
部
分
に
依
拠
し
な
がら

O)
N
、
璽
保
以
降
、
高度
成
長
経
済

の破
綻
の中
で、
凋
懲
期
に入
った
乙

・」を
小す
も
のだ
った
。安
保
の
五
・

一
ハ
強
有
採
決
以
降
「民
生
か
独
飲

、

の
ー、ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
大
衆
的
に

起
ノ
た
而
民
に
義
厘
勤
は
、
日
韓
強
竹

採
状
時
に
は
す
で
に
起
ら
な
か
っ
た
。

池
田
の
「民
主
セ
義
と
は
国
民
大
衆
の

宅
活
の
安
定
で
あ
る
↓
所
得
嫡
増
」
か

ら
佐
藤
の
「艮
セ
主
義
と
は
ア
ジ
ア
の

Ψ
和
と
繁
栄
に
よ
って
曳
現
さ
れ
る
↓

苫
隣
友
好
}の
提
起
に
対
し
て
「平
和

と
民
し
よ
義
」
の
主
慢
は
頁
向
か
ら
対

決
で
き
る
も
の
で
は
な
か
った
の
で
あ

る
。
む
し
ろ
'七の
即
自
性
のま
ま
では

国
獄
的
民
族
的
ブ
ル
ジ
ョア
理
念
に
収

約
さ
れ
る
可
能
性
さ
え
示レ
た。

こ
れ
は
単
な
る
思
想
性
一般
の問
題

では
な
い.
か
つ
て
そ
の
相
対
的
独
自

性
を国
家
に
対
し
て
示
し
て
いた
市
民

社会
は
、戦
後
最
大
の
不
況
11過
剰
生

産
に直
面
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
国
励

に
よ
る
枚
済
を
あ
お
い
で
い
る
。
山
一

いわ
く
公
務
執
行
妨冨
罪
の頑
用
11
学

内
無
断
侵
入
の
合
法
化
の
陰
課
で
あ

る
六
・八
全国
検
亭長
長
冒会
議
で
の

馬
場
検
事
讐
長
の発
書
は
、
「学
園
紛

争
に
お
け
る
犯
罪
に対
し
て
捜
査
榴
を

強
化
し
、
か
つ反
安
保
闘
争
な
ど
と
の

結
合
を
防
止す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
独
占
資
本
友
ひ
ノ
ル
ノ
ヨア
政
治

委
員
会
の
危
機
意
識
が
極
め
て
政
治
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

だ
ろ
う
。
け
だ
し
こ
の
事
件
は
一
つ
の

ぼ
ゼノ
ード
で
は
な
か
った
.

(先
)
に
述
へた
「平
和
と
民
ヒ
主

鶉
」
の価
憾
観11
戦
後
憲
塗
埋念
蛙
の

空
洞但
の中
で
、
「期術
さ
れ
る
人
聞

像
」
1ー
ナ
シ
コ
ナ
リ
ズ
ム
の
鼓
吹
も
い

ま
だ
国
民
統
合
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し

て
緒
実
し
な
い
時
、
大
衆
の
政
治
意
諭

は
末
分
化
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
。

性
に
対
す
る
大
娠的
反
溌
で
あ
り
、

「一切
の
覚
派
主
満
を
越
え
て
」
い

た
の
で
める
。
わ
れ
わ
れ
は
、

「第
三

期
論
」
に
お
い
て
、
「反政
府
闘
争
よ

り
も
深
い
闘
い
、
即
ち
、反
体
制
、
反

権
力
闘
箏
が
起
こ
る
」
こと
を
予
見
す

る
と
い
う
極
め
て
す
ぐ
れ
た
理
論
を
持

っ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ

切
の
党
派
主
義
を
越
え
て
」
と
い
われ

る
よ
う
に
、
大
衆
の
自
然
発
生
性
の
質

と
わ
れ
わ
れ
と
は
外
在
的
に
し
か
、
か

か
わ
り
あ
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
所

は
ホ
十
分
で
あ
った
。
揮
り闘
争
の
内

的
構
造
が
明
ー2か
に
さ
れ
ね
は
ね
ら
な

い
のだ
。

「A「の
政
治
は
悪
い
噌
と
い
う反

政
府
性
を
大
衆
が
持
つ
こ
とは
極
め
て

容
易
な
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
国
家
椎

刀
の
直
接
介
入
と
い
う
事
件
に
よ
っ

て
、大
衆
が
「警
宮
の
学
内
侵
入
反

対
」
と
い
う
、
反
禰
力
の
思
想
を
持
っ

た
こ
と
と
こ
の
こ
と
は
、
第
二
期
に
お

け
る
惣
法
理
念
の
対
置
に
よ
る
「反
政

府
性
」
が
進
歩
的
役
割
を
演
じ
た
と
い

低
い
も
の
を
高
い
も
の
と
考
え
て
大
衆

に
提
起
し
た
が
故
に
、
大
衆
に
よ
って

民
爵
の
方
針
は
粉
酔
さ
れ
た
。
大
衆

は
す
べ
て
の
〃指
導
潮
流
"を
粟
り
越

え
て
「自
決
の
思
想
」
を
持
っ
て橿
力

闘
争
を闘
った
.
だ
が、
乗
り
越
え
て

指
麟
者
と
なる
こ
と
が
出来
な
か
っ
た

と
こ
ろ
に
、
彼
ら
の
「自
然
発
生
性
」

が
ある
。
こ
の
自
然
発
生
性
の
内
的
構

造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
とに
よ
って
、

そ
の
よ
う
な
闘
争
の
目
的
慧
識
的
指
導

の
指
針
と
な
る
も
の
、
こ
れ
が
「第
三

放
置
さ
れ
て
い
る
大
衆
意
識

γ
義
、
反
哨反
ス女
ヒ編
、
民
族
ごル

シ
く
し義
(9
)
は
外
在
的
に
提
起
さ

れ
、
「平
和
共
存
と
直
授
民
工
主
義

が
右
翼
的
な
が
ら
溝
在
的
危
横
感
を
わ

ず
か
にし
え
た。
し
か
し
、
官
憲
の人

学
介
人
の姿
勢
は
あ
る
思
想"
価
臆
観

を
学
生
が
承択
す
る
以
前
に
政
治
的
強

権
的
に
国凱
的イ
デ
オ
ロギ
ー
の
具
体

化
を
全
く
先
験
的
に受
容す
る
こ
と
を

大
衆
に
せ
まる
も
の
で
あ
っ
た
。
学
友

の
窮
捕
11
公
務
執
行
妨
轡
罪
の
適
用
に

ょ
っ
て
、
初
め
て
大
衆
的
な
流
動
が
起

こ
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
国
旗
の
暴
力

陣
地
戦
へ
と
指
導
す
る
部
隊
の
要
請
が

に
、
わ
れ
わ
れ
の
限
界
が
あ
・2た
の
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
「第
三
期論
」
を

一
つ
の
情
勢
把
握
の
問
題と
し
てし
か

藷
る
乙
と
が
出
来
ず
、
階
級
闘
債
の
質

に
つ
い
て
の
内
的
構
造
を
ま
で
明
ら
か

に
し
得
て
い
な
か
っ
た
、
「日
本
資
本

主
義
を
根
匠
か
ら
揺
す
ぶ
る
も
の
と
な

っ
た
四
・
一七
公
労
協
ス
ト
」
と
い
う

形
で
、
階
級
闘
争
の
件
格
を
社
会
政
治

闘
頓
と
い
う
形
で
述
へ
る
こ
と
ほ
出
来

た
も
の
の
、
そ
の
闘
争
の
内
的
構
造
は

日
本
資
本
主
義
を
媒
介
に
し
て
明
ら
か

に
し
よ
う
と
は
し
た
も
の
の
、
そ
れ
で

う
こ
と
と
比
へ
る
な
ら
ば
嘆
泥
の
差
が

あ
る
こ
と
は
気
が
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
阜
稲
田
に
お
け
る
闘
い
も
、
国

家
樵
力
と
の
覆
接対
決
に
ま
で
至
っ
た

が
、
ま
さ
に
四
・
一七
ス
ト
、
早
稲

田
、
等
々
と
起
る
大
衆
的
闘
い
の
内
的

構
造
を
、
こ
の
京
大
六
ニ
ニ
ス
ト
の

中
で
見
い
出
す
こ
と
は
極
め
て
鴛
翼
な

こ
と
な
の
で
あ
る
。
民
構
は
「小
選
挙

区
制
反
対
」
の
闘
い
こ
そ
が
最
も
璽
要

な
闘
い
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
。
「

小
選
挙
区
制
」
と
い
う
〃政
策
"
の
反

動
性
と
い
う
、
反
掴
力
よ
り
は
次
元
の

期
学
生厘
勤論
」
とし
て深
め
ら
れ
て

行
か
ね
ば
な
ら
な
い
.

▽
反
権
力
へ
の
組
織
論
△

ー

二
期
の
学
生
還
劾
が
、

(第

)

「平
和
罠

義

に

ー

立
脚
し
、
反
政
府
性
を

戦
術
を
媒
介
に
し
て
徹
底
化
し
権
力
を

バ
ク
ロ
し
惣
識
を
高
め
て
ゆ
く
」
と
い

う
形
で
行
な
わ
れ
市
民
的
政
治
闘
争
の

中
で
の
最
左
派
(小
ブ
ル
急
進
主
義
1ー

ジ
ャコ
バ
ン
主
親
)
の
ヘゲ
モ
ニ
ー
を

連
続
的
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
ヘゲ

モ
ニ
ー
に
移
行
さ
せ
よ
う
と
い
う
永
久

瞬犠
高
度
成
長
と
い
う
、
い
ま
だ
ブ
ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー
の
国
民
経
済
へ
の
収
約
の
可

能
な
段
階
に
お
い
て
は
、
反
政
府
性
を

戦
術
を
媒
介
に
反
権
力
へと
高
め
る
と

い
う
塵
勤
論
が
、
ブ
ル
ジ
ョア
ジ
ー
自

か
ら
が
作
り
出
し
た
不
況
と
いう
、
国

民
経
済
とし
て
の収
約
の危
機
の
段
階

に
お
い
て
、市
民社
会
から
相
対
的
に

独
自
性
を
持
っ
て
い
た
国
家
は
今
や
、

強
制
的
、
暴
力
的
に
大
衆
の
生
活
を
直

接組
織
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
破
産
さ
せ
ら
れ
た
現
在
、
新
た
な

運
動
齢
と
は
、
こ
の
悶
寂
椴
力
の
全
面

ご

的
介
入
に
対
す
る
大
衆
の
自
然
発
生
性
一

を
全
面
的
に
組
織
し
、
国
家
の
糎
力
に

対
し
て
、
我
々
の
権
力
を
準
備
し
て
行

く
一遼
の
過
程
を
裏
求
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
.
「小
選
挙
区
制
」

の
反
動
性
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
は
な

く
国
家
批
判
の
綱
領
的
認
議
の
中
に
、

い
か
に
諸
反
動
「政
策
」
等
を
位
置
づ

け
、
そ
れ
に
対
す
る
闘
い
の
部
隊
を
、

作
り
出
し
て
行
く
の
か
と
いう
、
機
動

戦
と
騨
地
戦、
一
つも
組
織
、
二
に
も

組
織
と
いわ
れ
る
よ
う
に
統
一戦
線
、

等
の
問
題
を
全
面
的
に
内
包
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
日
囎
強
行

以
後
、
特
に
強
襯
さ
れ
て
い
る
行
政
、

執
行
構
力
の
肥
大
化
と
い
う
中
に
あ
っ

て
、
宋
端
で
の
榴
力
と
の
衝
突
を
勝
ち

抜
く
部
隊
の
形
成
に
よ
る
大
衆
的
ヘゲ

モ
ニ
ー
の
確
立
に
よ
って
ポ
ツ
ダ
ム
自

治
会
を
指
導
し
、
政
治
闘
争
と
攣内
闘

争
を
禰
力
闘
争
と
し
て
綱
領
的
次
元
で

の
統
一
へと
逓
め
、
陣
地
を
築
き
上げ

て
行
く
闘
い、
こ
のよ
う
なも
の
とし

て
学
生
運
勤
は
進
めら
れ
ね
ば
な
らな

い
だろ
う
。
(
京天
文
学
部
四
回
生
)

(早
稲
田
か
ら
の
便
り
続
き
)

え
、
「名
の
う
れだ
」
指
導
的
メ
ン
バ

ー
の
落
選
が
相
つ
い
で
い
る
。
民
宵
系

は
相
も
か
わ
ら
ず
〃学
生
も
執
行
部
の

遊
駐
"
な
ど
を
あ
げ
つ
ら
い
〃自
治
会

民
主
化
"
を
語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

ス
ト
中
止
役
の
状
況
は
、
お
よ
そ
以

上
の
よ
う
な
形
に
な
って
い
る
。
当
局

は
、
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
う
ち
を
か

け
る
よ
う
に
、
〃教
育
圃
新
協
議
会
"

を
設
置
し
、

「マス
プ
ロの
弊
害
を
と

り
の
ぞ
く
」
と
称
し
て
カ
リ
キ
ュラ
ム

の
改
編
を
進
め
、
産
学
協
同
政
策
の
一

層
の
具
体
化
と
そ
の
貫
徹
を
計
る
と
と

も
に
、
学
生
の
自
治
活
勤
死
関
す
る
〃

早
大
見
解
"の
起
草を
準
備
し
て
い

る
。

(七
月九
日
、早
稲
田)
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薫議

目
す
ぎ
る
糎
真
図
目
な
岡
人
の
彼
ら

が
、
師
と
も
恋
人
も
仰
ぐ
本
多
に
質
問

す
る
。
一方
で
本
多
は
墨
染
を
着
な
が

ら
書
き
た
いと
ニヤ
ニヤ
し
なが
ら
喋

って
いる
のが
眼
に
浮
ぶ
。
最
後
は
「

いま
更
年期
でね
」
と
笑
いと
は
さ
れ

て
し
ま
う
。文
学的
立
場
の
立場
は
始

め
から
非
常
に
明
解
だ
っ
た
。「近
代
文

学
」を
恋
人
とす
る
人
の
集
り
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
今
恋
人
は
プ
一ノ
ト

ニ
ソ
ク
な
青
年
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
て

い
る
。
「あ
な
た
は
女
な
ん
て
少
しも

開しら
な
い
よ
」
と
い
い
な
が
ら
。

毎
号
の
こ
と
な
の
だ
が
、
こ
の
七
号

も
ー3く
に
は
よ
く
わ
か
る
し
、
同
感
も

す
る
。
西
田
勝
の
対
代

木々
慧
識
の
岡

人
主義
も
和
泉
あ
き
の日
本
浪
曼
派
批

判
も
。七
鍔
で
いえ
ば
古
林
尚
の
コ
㌫

島
由
紀
夫
論
」は
痛
快
だ
った
。あ
の

お
坊
っち
ゃ
んを
や
っ
つ
け
て
くれ

た
。け
れ
ど
それ
だ
け
で何
にも
鑑
い

沈
殿
物
が胸
に
残
ら
な
い。
何
故
だ
ろ

う
か
。恐
ら
く
彼ら
は
砂
上
の
擬
閣
を

こ
し
ら
え
つ
つ
ある
の
では
な
い
か
し

ら
。
批
判
輔
を
あ
てる
ま
え
に
、
そ
の

作
品
に
コ
テ
ン
コ
テ
ン
にさ
れ
て
しま

う
こ
と
を
怠
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
の座
談
会
で
明
ら
か
に
な

っ
た
の
は
そ
の
点
だ
と
思
う
。
保
田
与

郎
(恐
ら
く
保
田
は
こ
の
相
泉
の
批

判
を
読
ん
で
い
な
い
だ
ろ
う
。
読
ん
だ

と
し
て
も
彼
は
〃赦
し
て
"
い
る
だ
ろ

う
。
ぽ
く
の
知
っ
て
い
る
保
田
は
そ
れ

は
反
対
看
に
対
し
て
も
ひ
ど
く
寛
裕
な

人
だ
。
こ
の
ず
る
さ
を
見
失
っ
て
は
い

け
な
い
)
竹
内
好
、
福
田
恒
存
、
三
島

由
紀
夫
批
判
の
前
に
、
当
の
本
多
を
荒

を
平
野
を
批
判
す
べき
だ
ろ
う
。
「近

代
文
学
」
が何
故
あそ
こ
で
つ
ぶ
れ
て

レ
ま
・2
た
か
見
ず
に
そ
の残
樋
に
の
っ

て
し
ま
っ
た
ト
イ
ー
り
さ
が
今
や
た
た

っ
て
く
る
。

安
賜
と
い
う
デ
モ
ノ
の
誘
惑
に
の
2

て
世
代
論
を
持
ち
こ
め
ぱ
、
戦
中派
の

墨染
に
も
通
理
し
な
け
れ
ば
、
戦
後
世

代
に
も
嫌
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
同
人

の
徹
底
的
自
己
破
壊
(
「近
代
文
学
」

を
批
判
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
)
で

不
純
物
を
燃
焼
さ
せ
て
か
ら
後
に
始
め

て
わ
れ
わ
れ
と
も
有
対
話
が
可
能
益
な

に
な
る
に
遠
い
な
ハ。

(善
)蕪

が
出
て
き
た
。
幾
度
も
北
ベ
ト
ナ
ム笑

力
支
援
を
叫
ぷ
中
国
は
、
巣
し
て
、
行

動
を
起
さ
な
いの
か
。
米
軍
部は
対
中

衝
突
を
辞
さ
な
い
の
か。

「展
望
」
八月
毎
は
、徐
々
に
せま
り

・～
⇔米
中
戦
争
の
不
硬
を
背
景
に
、小

田
笑
氏
の
「平
和
の
倫
理
と轟
理
」
を

第
一
に
扱
っ
て
い
る
。
三
、
四
人
の
敗

戦
時
の
回
想
文
を
紹
介
し
た
後
、
小
田

氏
は
、
戦
争
遂
行
と
い
う
〃国
家
原

理
"
と
、
空
襲
や
敗
戦
生
盾
な
ど
の

"個
人
体
験
"
の
両
者
に
は
、
明
ら
か

指

甥

誌

U
魂

難

㎎

監

原
理
と
個
人
体
験
の
背
罷
の
な
か
で
、

私
た
ち
は
個
人
体
験
の
正
当
性
を
知
り

な
が
ら
、
国
家
に
よ
って
絶
対
に
ま
ち

が
の
い
な
い
翼
理
と
し
て
あ
た
え
ら
れ

た
原
理
に
個
人
体
験
を
あ
わ
せ
よ
う
と

す
る
無
益
な
作
策
を
無
意
餓
に
行
な
っ

て
い
た
」
と
民
は
い
う
。

確
かに
分
析
す
れ
ば
、
小
田
氏
の
い

う
通
り
で
あ
る
が
、
あ
の
混
乱
し
た
戦

争
時
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
余
り
に

客
槻
的
、
第
三者
的
立
場
や
慧
見
が
有

妨
で
あ
る
か
ど
う
か
非
常
に
疑
問
で
あ

る
。さ

ら
に
氏
に
「人

は々
被
害
者
体
験

を
諭
理
的
に
救
って
く
れ
る
新
し
い原

理
を
も
同
時
に
、
無
意
識
の
う
ち
に
求

め
て
いた
」と
述
へ、
そ
れ
故
に
こ
そ

外
から
で
は
あ
る
が
民
主
主
義
、
平

和
、自
由
、
平
等
が与
えら
れ
た
と
き

に
急
盤
に
定
粧
し
た
と
氏
は
断
君
す

る
,し

か
し
、
真
に
米
国
流
の
、
あ
る
い

は
西
欧
流
の
議
会
主
義
が
、
果
し
て
、

実
際
に
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
だ
ろ

う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
議
制
会
民
主
箪

義
が
、
特鶉
な
日
本
の
風
土
に
定
着
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、

小
田
氏
の
楽
観
的
見
解
に
反
対
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
戦
後
の
議
会
政
治
ほ
敗
戦

を
き
っか
け
と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
は

な
い
。
い
や
む
し
ろ
、
戦
前
の
蹟
会
を

〃欧
米
"
色
に
変
え
、
継
景
し
た
も
の

で
あ
る
。
議
会
の
長
老
が
旧
態
依
然
と
ー

し
て
い
る
こ
と
に
も
、
そ
の
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
と
思
ろ
「

ま
た
、
小
田
氏
は
、
敗
戦
時
に
北
鮮

に
いた
と
いう
ある
主
婦
の戦
争
反
対

の
感槽
を
表
わし
た
手
記
をあ
げる
。

そ
し
て
「こ
こに
あ
る
のは
戦
争
加
害

者
体
験
の
無
意
議
的無
視
、無
知
が
、

激
し
い
被
督
者
体験
、
意
餓
と
共
存
し

そ
の
被
冨
者偉
験
を
も
た
ら
レ
た
の
が

誰
で
あ
る
の
か
未
分
明
の
ま
ま
、
被
害

者
体
験
の
な
か
を
彷
糧
し
、
「負
け
て

も
勝
って
も
戦
争
は
何
と
悲
惨
」
と
い

う
唐
突
な
結
論
に
た
ど
り
つ
い
た
だ
け

で
あ
る
」
と
、
小
田
氏
は
こ
の
手
記
を

激
し
く
非
難
す
る
。

も
ち
ろ
ん、
小
田氏
の
指
鋼
寸
ろ
通

り
、
こ
の
一主
婦
の
手
記
に
は
氏
の
言

及
す
る
飴
理
的
組
密
さ
が
な
く
、
感
情

を
表
わ
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か

し
、
だ
か
ら
と
い
って
氏
が
非
難
す
る

の
は
あ
た
ら
な
い。
な
ぜ
な
ら
、
戦
後

二
十
一年
を
経
た
乎
和
窟今
に
考
λる

論
理
的
緻
密
さ
が
、
あ
の
混
乱
し
た
大

陸
生
活
の
感
檀
を
記
し
た
文
に
欠
け
て

いる
の
は
当然
な
の
であ
る
。
む
し
ろ

非
難さ
れる
へ
き
な
のは
、小
田氏
が

不
用
慧に
も
、
一応
泰
平
な
現
在
か
ら

あ
の
戦
彙
下と
いう
極
限
状
況
を解
明

し
、
そ
し
て
逆
に
、
現
代
で
の
平
和
の

慧
味
を
卑
純
に
確
め
よ
う
と
レ
距
こ
と

に
あ
る
。

小
田
氏
は
、
ま
た
、
各
人
が
戦
箏
で

の
加
署
者
体
験
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
被
冨
者
体
験
の
下
に
あ
る
普
遍

原
理
(絶
対
平
和
主
義
)
を
国
家
段
階

に
ま
で
引
き
上
げ
得
る
と
述
べ
て
い

る
。
理
属
と
し
て
は
わ
か
る
が
、
ベ
ト

　

ナ
ム
戦
争
な
ど
の
現
笑
の
へ
適
用
を
求

め
ら
れ
る
理
論
で
は
な
い
と
思
う
。
つ

ま
り
小
田
氏
は
「い
い
た
い
放
題
」
の

無
貿
任
な
第
三
者
の
立
鳩
に
い
る
た
め

に
、
小
手
先
で
論
理
を
いじ
く
り
ま
わ

し
た
の
に
過
ぎ
な
いの
で
な
い
か
。
氏

は
単
に
ジ
ャー
ナ
リ
ズ
ム
(特
に
戦
争

と
平
和
と
い
う
よ
う
な
世
界
的
規
模
の

語
題
を
求
め
る
ジ
ャー
ナ
リ
ズ
ム)
に

便
乗
し
た
の
では
な
いか
。
小
田氏
の

考
え
を
聞
き
た
い点
であ
る
。

そ
の
他
、石
田英
一郎
。今
西
錦
司

・梅
棟
忠
夫
の
三
氏
に
よ
る
座
談
会

「人
聞
の
未来
を
語る
」
は
、学
者ら

し
い見
餓も
み
ら
れ
、さ
わや
かに
意

見
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
いる
。
(坂)

ψ


