
社

会
･

的

領

域

に

お

け

る

プ

ロ

イ

セ

ン

軍

隊

は
i)
め
に

本
稿
で
は
'
垂
者
が
､
現
代
の
日
本

C世
界
の
情
勢
を
み
つ
め
'
軍
事
史
に
興

味
を
持

っ
た
こ
と
か
ら
'
プ
ロ
イ
セ
ン
･
ド
イ
ツ
の
軍
事
史
を
と
り
あ
げ
た
｡
こ

こ
で
は
t
M
･
メ
ブ
サ
ー
シ
ェ
,,,
ッ
-

(
M
a
n
f
r
e
d
M
e
s
se
r
sch
mi

d
t
)

の
論
文

｢社
会
的
領
域
に
お
け
る
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
隊
｣
(
p
r
e
u
B

enM
i
l

itarin

se
in
em
ge
se〓
s
flh
a
f
t
〓
ch
en
U
m
f
e
-d
n
in
:H
a
n
sI
J
iir
g
e
n

P
u
h
l
e

u
n
d
H
a
n
sI
亡
)r
i
c
h

w
e
h
t
e
r
)P
r
e
u
B
e
n

im
R
ii
c
k
b
l
i
c
k
9

)

9

8
0
)

を
要
訳

･
紹
介
し
0
軍
事
史
の

i
側
面
を
み
て
み
た
い
と
思
う
｡

<
要

訳
∨

｢

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
･
ゲ
イ
ル
ヘ
ル
ム
か
ら
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王

に
い
た
る
ま
で
の
時
期
の
軍
隊

こ
こ
で
は
ま
ず
'
常
備
軍
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
に
至

っ
た
か
を
み
て

い
る
｡

十
七
世
紀
末
'
ブ
ラ
ン
.デ
ン
ブ
ル
グ

･
プ

ロ
イ
セ
ン
の
軍
隊
は
'
常
備
軍
的
性

格
を
持
つ
に
至

っ
た
｡
そ
れ
ま
で
の
軍
隊
は
､
戦
争
が
終
る
と
'
解
放
さ
れ
'
兵

士
達
も
わ
が
家
へ
帰
る
こ
と
を
当
然
と
考
え
て
い
た
｡
軍
隊
の
強
化
に
つ
い
て
は
､

選
帝
侯
7
-
1
ド
-
ヒ
･
ザ

イ
ル
ヘ
ル
ム

(
F
r
ied
Jich
W
〓

he
lm
,)6
2
0

①

I
t68
8
)
が
す
で
に
シ
ュ
レ
ジ
ュ
ン
の
利
得
に
目
を
つ
け
'
そ
こ
を
得
る
こ
と
を

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
粧

伊

藤

芳

彦

願

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
'
フ
ラ
ン
ス
な
ど
と
肩
を
並
べ
得
る
軍
隊
を
つ
く
る
た
め
､

武
断
政
治
へ
の
質
的
転
換
を
は
か
り
､
軍
隊
を
強
化
し
た
｡
軍
隊
が
常
備
軍
的
性

格
を
持
つ
に
至
っ
た
過
程
の
な
か
で
'

〓
ハ
五
三
年
の
ク
ー
ル
マ
ル
ク
領
邦
議
会

で
'
向
う
六
年
間
の
軍
隊
維
持
の
た
め
の
租
税
が
認
ゆ
ら
れ
た
こ
と
が
重
要
で
あ

る
｡さ

て
､
こ
の
時
代
の
軍
隊
に
お
い
て
'
将
校
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ

っ
た
の

だ
ろ
う
か
｡

将
校
は
､
特
に
､
7
-
-
ド
-
ヒ
･
ゲ

イ
ル
ヘ
ル
ム
7
世

(
F

r
ied
〓

c
h

w
i
J
he
)m
I
,)6
8
8
⊥

74

0

)

切
も
と
で
ま
と
ま

っ
た
将
校
団
を
つ
く
り
C

重
要
視
さ
れ
て
い
た
｡
そ
の
構
成
は
､
も

っ
ぱ
ら
貴
族
か
ら
成

っ
て
お
り
､
外
国

人
は
排
除
j
れ
た
o
さ
ら
に
'
将
校
に
は
､
種
々
の
制
約
が
あ
り
'
た
と
え
ば
'

結
婚
勅
令
に
お
い
て
'

一
七

一
七
年
以
後
､
下
級
将
校
に
も
､
王
に
よ
る
結
婚
許

可
を
も
ら
わ
な
け
れ
ば
結
婚
で
き
な
か

っ
た
｡
ま
た
'
7
-
-
ド
-
ヒ
｡
ゲ

イ
ル

ヘ
ル
ム
一
世
は
､
将
校
の
育
成
に
努
力
し
､
ベ
ル
-
ン
に
幼
年
学
校
を
設
置
し
'

貴
族
の
子
弟
に
'
強
制
的
に
こ
の
学
校
で
将
校
と
し
て
の
教
育
を
ほ
ど
こ
し
た
｡

次
に
､
兵
士
は
ど
の
よ
う
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

こ
の
当
時
は
､
兵
士
と
言
え
ば
農
民
が
主
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
農
民
は
軍
隊

5 0



の
強
制
的
徴
兵
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
お
り
､
兵
役
-

の
時
間
的
規
定
も
な
か
っ
た㊨

た
め
,
多
-
の
村
の
住
民
は
･
募
兵
か
ら
の
が
れ
る
た
め
に
移
住
し
た
り
し
た
｡

こ
の
よ
う
な
藍

と
軍
隊
の
不
調
和
は
､

一
七
三
三
年
の
カ
ン
ト
ン
制
度

(

③

K
a
n
t
o
n

S

yStem

)
の
導
入
に
よ
り
･
幾
分
解
消
さ
れ
た
.
カ
ン
ト
ン
制

度
は
･
国
内
の
労
働
力
不
足
に
対
す
る
対
策
と
し
て
兵
士
に
休
警

与
え
る
制
度

と
這

士
の
雲

量

-

保
す
る
た
め
未
成
年
者
を
連
隊
名
簿
に
登
録
し
て
お

く
制
誓

蓋

と
し
･
全
国
を
徴
兵
区

(
カ
ン
ト
ン
)
に
分
か
ち
'
各
連
隊
に
1

定
数
の
世
帯
を
兵
士
供
給
源
と
し
て
割
り
当
て
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
､

休
暇
制
度
に
よ
っ
て
,
毎
年
二
カ
月
の
訓
練
期
間
以
外
は
､
わ
が
家
に
帰
り
､
農

業
労
働
に
従
-

る
こ
と
が
可
能
と
な

っ
た
｡

(
-

三
年
以
前
は
訓
練
期
間

は
三
力
月
で
あ
っ
た
Q
)

し
か
し
･
方
法
が
か
わ
っ
た
だ
け
で
あ
り
,
事
実
上
､
農
村
の
強
制
徴
募
の
制

度
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
な
か
っ
た
｡

こ
う
し
た
カ
ソ
ー
ン
鷲

の
導
入
後
も
･
兵
士
の
三
分
の

完

外
国
人
傭
兵
か

ら
な

っ
て
お
り
･
そ
の

一
方
で
は
､
将
枚
の
息
子
･
官
吏
階
級
､
学
識
者
､
地
主
'

商
人
､
工
場
主
,
羊
毛
職
人
､
神
学
者
な
ど
,
多
-
の
内
国
人
が
階
級
や
聾

に

よ
っ
て
･
兵
役
義
務
を
免
除
さ
れ
て
い
た
｡

二･
シ

ュ
タ
イ
ン
･
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
グ
の
改
革
か
ら
ド
イ
ツ
統

一
ま
で
の
軍
隊

結
論
的
富

毎

プ

ロ
イ
セ
ン
軍
事
国
家
に
と
っ
て
国
民
軍
の
創
設
は
不
可

撃

あ
り
,
改
革
は
,
失
敗
に
終
っ
た
政
治
的
改
革
と
歩
を

一
に
し
て
､
以
前
の

軍
隊
に
若
干
手
を
加
え
る
に
終
っ
た
｡

一
八

一
毒

7
-
1
ド
-
ヒ
ノ
｡
ゲ

イ
ル
ヘ
ル
ム
三
世
は
･
特
権
翌

役
裏

免
除
を
廃
止
し
,
ま
た
､

一
八
〇
七
年
の
農
奴
質

･
讐

制
の
廃
止
と
共
に
'

カ
ン
ト
ン
制
も
お
わ
っ
た
｡
そ
し
て
,

一
八

一
四
年
の
徴
兵
令
に
よ
っ
て
､
以
前

′

と
異
な
っ
た
軍
隊
が
生
ま
れ
た
=

股
の
兵
役
義
務
に
変
わ
り
は
な
い
が
'
警

㊨

鴛

が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

特
に
･
ポ
イ
エ
ソ

(
-

D
o
y
e
n
,
1
7
7
1

1
848)
が
,
市
民
的
篤

に
す
ぎ
な
か
っ
た
後
備
隊
で
国
民
に
軍
国
主
義
韓

神
を
零

し
ょ
ぅ
と
考
え
､
後
備
隊
に
市
民
を
入
隊
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
こ

う
し
て
､
後
備
隊
は
･
↑
層
民
の
軍
事
的
誓

機
関
と
し
て
重
苦

役
割
を
果
た

す
よ
う
に
な
っ
た
｡

で
は
･
去

当
時
の
将
校
･
特
に
下
級
将
校
や
兵
士
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
｡

将
校
に
つ
い
て
は
､
当
時
軍
隊
内
部
で
､
下
級
将
校
の
結
社
や
禁

が
で
き
た

り
し
て
い
た
咽

これ
に
つ
い
て
,
将
軍
デ
ッ
カ

-
(1･Decker)は､
将
校
で

な
い
階
級
の
力
が
の
ち
に
役
立
つ
こ
と
を
望
み
､
若
い
兵
士
は
真
の
国
民
麓

と

し
て
軍
隊
を
経
験
す
べ
き
で
あ
る
と
し
･
さ
ら
に
･
王
や
祖
国

へ
の
愛
'
軍
事
的

名
誉
な
ど
が
､
特
等

級
将
校
,
兵
士
た
ち
に
教
え
こ
ま
れ
た
｡
こ
の
よ
う
に
教

育
さ
れ
た
兵
士
は
,
帰
郷
後
も
市
星

活
に
う
ま
く
と
-

む
こ
と
が
で
き
二

八
四
〇
年
に
隻

官
の
職
を
得
て
い
る
人
や
･
営
林
に
成
功
し
て
い
る
よ
う
な
人

も
い
た
｡

こ
れ
ら
の
人
々
の
欠
点
は
,
軍
事
的
聾

で
あ
っ
た
が
､
そ
れ
で
も
率

い
地
位
に
つ
-
こ
と
は
で
き
た
｡
こ
れ
ら
の
人
々
に
と
っ
て
､
行
政
に
お
け
る
上

司
と
の
関
係
は
､
軍
隊
に
お
-

上
司
と
の
翌

と
同
じ
ょ
ぅ
な
も
の
で
あ
っ
た
｡

こ
の
よ
う
に
し
て
,
兵
士
や
下
級
将
校
が
警

さ
れ
た
が
･:
J
の
時
代
の
特
徴

は
･
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
隊
の
大
半
は
農
民
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
が
､
彼
ら
は
､

か
つ
て
の
望

た
ち
の
圧
迫
に
対
す
る
保
護
も
ほ
と
ん
ど
な
い
ま
ま
に
､
以
前
の
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隷
属
状
態
か
ら
不
安
雇
で
自
由
な
状
態
に
転
化
さ
れ
'
大
衆
と
し
て
軍
隊
を
形
成

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

さ
て
､
軍
隊
の
役
割
に
関
す
る
見
解
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
｡
つ
ま
り
'
軍
隊

の
目
的
は
､
社
会
的
'
政
治
的
発
展
に
対
し
て
'
君
主
政
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
に

あ

っ
た
｡
王
子
ゲ
イ
ル
ヘ
ル
ム

(
p
r
in
z

W
〓
h
e
】ヨ
)が
陸
軍
大
臣
ハ
-
ケ

(

V
･
H
a
k

e)
に
'
｢党
派
が
多
様
化
L
t
主
権
者
に
と
っ
て
危
険
な
状
況
が
生
じ

た
と
き
'安
定
を
ど
の
よ
う
に
保
つ
か
と
い
う
任
務
を
負
っ
て
い
る
の
は
軍
隊
で
あ

る
｡
｣

と
言

っ
た
こ
と
か
ら
も
､
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
将
校
団
も
､
君
主

の
番
人
と
し
て
君
主
に
仕
え
'
そ
し
て
'
こ
の
軍
隊
に
よ

っ
て
'プ
ロ
イ
セ
ン
の
立

憲
君
主
政
は
維
持
さ
れ
た
｡

三
t

T
八
七

一
年
ド
イ
ツ
統

J
か
ら
君
主
制
崩
壊
ま
で
の
時
代

の
軍
隊

こ
の
時
代
の
軍
隊
は
､

1
八
六
六
年
'
七
〇
年
､
七

1
年
の
戦
争
以
来
'
以
前

よ
り
も
本
質
的
に
幅
の
広
い
社
会
的
基
盤
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
｡

こ
う
し
て
､
軍
隊
に
対
す
る
考
え
方
も
か
わ
っ
て
き
て
い
た
｡
以
前
は
､
前
章

で
述
べ
た
よ
う
に
'
君
主
政
を
安
定
さ
せ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
'
こ
の

時
代
以
後
､
軍
隊
は
社
会
民
主
主
義
者
や
労
働
組
合
に
対
す
る
上
か
ら
の
将
来
の

ク
ー
デ
タ
ー
の
際
の
武
義
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
つ
ま
り
'
内
に

対
し
て
向
け
ら
れ
る
闘
争
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

内
乱
に
そ
な
え
る
と
い
う
考
え
は
'
社
会
民
主
党
と
労
働
組
合
の
発
展
を
反
映
し

た
も
の
で
あ
る
が
'
軍
指
導
部
に
と
っ
て
'
象
業
革
命
の
政
治
的
社
会
的
結
果
と

し
て
新
し
い
問
題
が
生
じ
て
い
た
｡
つ
ま
り
'
い
ろ
い
ろ
な
党
派
の
存
在
'
さ
ら

に
そ
れ
ら
の
党
派
の
影
響
を
う
け
た
兵
士
の
存
在
の
た
め
'
軍
隊
の
規
律
が
乱
れ

て
き
た
こ
と
で
あ
る
0
人
は
軍
僕
を

｢社
会
民
主
主
義
の
竜
｣
か
,カ
守
る
愛
国
的

学
校
と
し
て
理
解
し
て
い
た
が
､
将
校
ら
に
は
愛
国
的
軍
事
精
神
は
な
く
､
軍
国

主
義
的
精
神
の
教
育
の
必
要
性
が
増
し
た
｡
そ
こ
で
'
祖
国
の
歴
史
教
育
で
は
'

愛
国
的
英
雄
史
を
と
り
あ
げ
'
社
会
的
経
済
的
問
題
は
除
外
さ
れ
､
も

っ
ぱ
ら
神

に
対
す
る
畏
敬
'
愛
国
心
が
強
調
さ
れ
た
｡

こ
う
し
て
'
将
校
を
は
じ
め
と
す
る
軍
隊
は
精
神
的
教
育
を
う
け
た
が
C
こ

の

時
代
に
は
､
将
校
団
を
主
に
構
成
し
て
い
た
上
級
貴
族
'
ユ
ン
カ
ー
'
将
枚
､
高

級
官
僚
の
家
系
の
出
身
者
の
中
に
'
市
民
が
入
り
'
将
校
団
の
社
会
的
構
成
の
ブ

ル
ジ
ョ
ア
化
が
進
行
し
た
｡

で
は
'
ど
の
よ
う
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
が
進
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

一
八
六
二
-
一
八
六
七
年
で
'
士
官
候
補
生
試
験
に
合
格
し
た
二
五
〇
〇
人
の

士
官
候
補
生
の
う
ち
'
四
九
肇
が
貴
族
で
､
貴
族
'
ユ
ン
カ
ー
､
将
校
'
高
級
官

僚
の
子
弟
の
占
め
る
割
合
は
七
九
藤
で
あ
っ
た
｡

こ
の
よ
う
に
p
貴
族
ら
が
大
半
を
占
め
る
将
校
団
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
は
'
た
だ

ち
に
高
級
将
校
に
波
及
し
た
の
で
は
な
-
､
底
辺
の
士
官
候
補
生
に
お
し
寄
せ
て

き
た
｡
と
い
う
の
は
､

l
八
九
〇
年
代
か
ら
'
中
等
教
育
政
策
の
転
換
が
お
こ
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
転
換
と
は
､
大
学
人
学
資
格
を
独
占
し
'
人
文
主
義

的
教
育
を
重
視
し
て
き
た
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
と
C
数
学
や
自
然
科
学
を
重
視
す
る
実

科
系
中
等
学
校
と
を
同
格
化
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
t
t

の
こ
と
は
'
士
官
候
補

生
試
験
の
わ
く
を
'ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
と
同
等
に
実
科
系
中
等
学
校
に
も
開
-
こ
と
を

意
味
し
た
｡

こ
の
よ
う
な
中
等
学
校
政
策
の
転
換
は
'
将
校
団
の
養
成
'
補
充
体
制
の
変
化

ま
で
促
し
､
幼
年
学
校
や
'
士
官
学
校
に
実
科
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム

(実
科
系
中
等
学
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校
の
一
つ
)
の
授
業
計
画
が
導
入
さ
れ
た
｡

軍
隊
も
'
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
と
実
科
系

中
等
学
校
の
同
格
化
に
同
調
L
t
こ
れ
は
'
必
然
的
に
士
官
候
補
生
資
格
拡
大
に

つ
な
が
っ
て
い
っ
た
｡

こ
の
士
官
候
補
生
資
格
拡
大
の
過
程
を
み
る
と
'

一
八
六

一
年
の
将
校
任
用
規

定
で
は
'
士
官
候
補
生
に
な
る
に
は
'
士
官
候
補
生
試
験
に
合
格
す
る
か
'
ギ
ム

ナ
ジ
ウ
ム
､
実
科
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
大
学
人
学
資
格
を
取
得
せ
､ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
｡
し
か
し
'

1
八
八
〇
年
の
将
校
任
用
規
定
で
は
､

l
<
六

一
年
の
規
定

に
加
え
'
実
科
系
中
等
学
校
の
卒
業
証
書
取
得
者
に
ま
で
'
士
官
候
補
生
試
験

の
受
験
資
格
が
拡
大
さ
れ
七
O
但
し
一'
実
科
系
中
等
学
校
の
卒
巣
証
書
取
得
者

は
'
無
試
験
で
は
士
官
候
補
生
に
な
れ
ず
'
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ

っ
た
｡
し
か
し
'
こ
の

一
八
八
〇
年
の
規
定
で
J士
官
候
補
生
の
資
格
を
広
く

拡
大
す
る
こ
と
に
な

っ
た
｡
そ
し
て
､

一
九

〇
二
年
'
つ
い
に
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
4
.

実
科
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
'
上
級
実
科
学
校
の
三
種
の
学
校
の
大
学
人
学
資
格
取
得

者
に
'
士
官
候
補
生
の
資
格
を
無
試
験
で
与
え
る
こ
と
に
な

っ
た
｡

こ
の
よ
う
な
資
格
拡
大
の
結
果
'
陸
軍
で
は
'

一
九
世
紀
末
項
に
'
大
学
人
学

資
格
取
得
者
は
三
〇
帝
強
で
あ
っ
た
が
'
第

1
次
大
戦
直
前
に
は
六
〇
多
を
こ
え
'

海
軍
で
も
､
二
〇
世
紀
は
じ
め
二
豆
多
で
あ
っ
た
が
'
や
は
り
大
戦
前
に
は
七
〇

～
八
〇
帝
に
急
増
し
て
い
る
｡
こ
の
時
期
に
同
世
代
の
青
少
年
の
中
で
'
大
学
人

学
資
格
収
得
者
が
二
酵
以
上
い
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
'
士
官
候
補
生
の
中

で
の
彼
ら
の
比
率
は
'
非
常
に
高
く

士
官
候
補
生
集
団
は
当
時
の
エ
-
1
ー
集

団
と
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
'
こ
の
よ
う
な
士
官
候
補
生
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
は
'
必
ず
し
も
軍
隊
に

と
っ
て
有
能
な
志
願
者
の
増
加
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は
な
-
､
こ
の
た
め
'
句

LJ'

ル
ヘ
ル
ム
帝
国
下
の
国
家
と
社
会
は
大
き
な
矛
盾
を
か
か
え
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

四
'
君
主
制
崩
壊
後

二

九

一
八
年
)
か

ら
ナ
チ
ス
ま

で
の
時
代

こ
の
時
代
の
軍
隊
で
あ
る
国
防
軍
は
'
ど
の
よ
う
で
あ
り
､
新
し
い
政
治
体
制

と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡

一
九

一
八
年
の
革
命
の
後
'
軍
隊
は

｢役
に
立
た
な
い
分
子
｣
を

一
掃
L
t
革

命
に
反
対
す
る
志
願
兵
部
隊
を
動
員
し
た
｡
こ
の
志
願
兵
部
隊
は
､
郷
土
防
衛
志

願
兵
部
隊
と
言
わ
れ
'
こ
れ
は
社
会
主
義
革
命
勢
力
に
対
抗
す
る
目
的
で
'
各
地

の
有
産
階
級
が
郷
土
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
結
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
が
の
ち
'

国
防
軍
に
編
入
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
｡

1
九

1
九
年
三
月
六
日
'
国
防
軍
に
つ
い
て
の
暫
定
的
法
律
は
'
そ
の
軍
隊
の

型
を
す
で
に
規
定
し
て
い
た
が
'
そ
れ
は
､

一
九

一
八
年
の
革
命
前
と
あ
ま
り
か

わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
.た

唱

そ
れ
は
,

｢
ド
イ
ツ
革
命
の
結
果
カ
イ
ゼ
ル
は
去
っ

た
｡
し
か
し
将
軍
た
ち
は
残
っ
た
｡
｣
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
'
革
命
後
'
政
治
体

制
は
か
わ
っ
て
も
'
軍
部
の
実
権
者
た
ち
は
残
り
'
政
治
体
制
に
は
無
関
心
で
協

力
せ
ず
'
将
校
団
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
政
か
ら
解
放
さ
れ
た
よ
う
な
状
態
で
あ
っ

た
｡
そ
こ
で
は
'
革
命
で
乱
さ
れ
た
秩
序
回
復
の
協
力
の
ア
ピ
ー
ル
だ
け
が
'
軍

部
を
共
和
政
に
結
び
つ
け
た
｡

ド
イ
ツ
国
防
軍
は
'
共
和
政
に
な
じ
ま
な
か
っ
た
が
'
そ
の
重
要
性
を
増
し
'

さ
ら
に
､
J自
分
た
ち
が
内
乱
を
ひ
き
お
こ
す
チ
ャ
ン
ス
を
待
つ
た
め
安
定
し
よ
う

と
し
て
い
た
｡
ド
イ
ツ
国
防
軍
は
､
権
力
政
治
の
前
提
を
た
て
'
共
和
国
の
内
部

で
そ
れ
を
実
行
も
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
'
す
で
に
1
九
l
九

年
の
参
謀
部
将
校
へ
の
命
令
で
は
'

｢運
命
は
ド
イ
ツ
国
民
を
武
装
蜂
起
へ
と
よ

び
か
け
て
い
る
｡
従
っ
て
'
内
部
の
武
装
化
が
目
標
で
あ
る
｡
｣
と
｡
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さ
て
､
こ
の
国
防
軍
は
'
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
軍
隊
を
再
建
し
､
複
雑
な
機
構
を
確
立
し
た
の
は
'
ゼ

I
ク
ト

(tL
v
･
S
e
e
c
k
t
,
)
8
6
6
-
)
9
3
6
)
で
あ
･つ
た
.
彼
の
も
と
で
'
国
防

軍
は
か
た
く
秘
密
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
と
ぎ
さ
れ
'
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
右
傾
化
し
て

い
っ
た
｡
こ
れ
と
関
連
し
て
'
先
に
述
べ
た
郷
土
防
衛
志
願
兵
部
隊
を
'
バ
イ
エ

ル
ン
政
府
が
解
散
し
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
｡
当
時
は
､
国
防
力
の
増
強
を
頗
う

若
者
が
数
多
く
お
り
'
郷
土
防
衛
志
頗
兵
の
解
散
は
'
こ
れ
ら
の
若
者
か
ら
国
防

の
精
神
を
発
揮
す
る
場
を
奪
う
こ
と
に
な
り
'
彼
ら
は
､
つ
い
に
国
防
軍
に
流
れ

込
ん
だ
り
し
て
､
国
防
軍
は
右
傾
化
し
て
い
っ
た
｡
そ
し
て
'
国
防
軍
指
導
を
通

し
て
'
戦
争
の
教
え
を
実
現
す
る
と
い
う
意
図
や
'
ド
イ
ツ
を

一
九

一
四
年
以
前

よ
り
効
果
的
に
軍
国
化
す
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
｡
加
え
て
､
大
幅
に
軍
縮
を

強
制
し
た
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
｡

ま
た
､

7
九
二
三
年
秋
の
･.､
ユ
ン
へ
ン
T
挟
ま
で
民
間
国
防
団
体
と
し
て
活
躍

し
て
い
た
突
撃
隊

(
s
A
)
は
'
こ
の
こ
ろ
か
ら
軍
事
訓
練
を
う
け
る
よ
う
に
な

り
､
そ
の
後
､
突
撃
隊
は
軍
隊
式
に
再
編
成
さ
れ
'
国
防
軍
の
指
導
下
で
軍
事
訓

練
を
う
け
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

以
上
の
よ
う
な
国
防
軍
の
構
成
が
､
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
崩
壊
段
階
か
ら
と

⑦

-
ラ
卜
の
権
力
獲
得
に
い
た
る
過
程
で
'
大
き
な
役
割
を
は
た
し

た

｡

お
わ
り
に

こ
の
論
文
は
'
軍
事
制
度
を
社
会
史
的
観
点
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
が
､

内
容
的
に
'
三
'
章
が
充
実
し
て
い
た
よ
う
に
思
う
｡
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