
ノ
ー

集
２
９
条
実
見
こ
に
社
会
を
取
り
込
む
軍
事
体
制
を
討
て

慶一

宮
崎
ア
ニ
メ
『
風
立
ち
ぬ
』
の
ヒ
ッ
ト
に
あ
や
か
つ

た
の
だ
ろ
う
、
Ｃ
Ｓ
［
日
本
映
画
専
門
チ
ャ
ン
ネ
ル
］

が
、
東
宝
の
空
戦
映
画
特
集
を
組
ん
だ
。
そ
の
う
ち

の
一
本
「
太
平
洋
の
翼
』
で
、
三
船
敏
郎
が
源
田
実

少
将
を
演
じ
た
。
こ
こ
で
の
戦
闘
機
は
、
零
戦
で
は

な
く
紫
電
改
で
あ
る
。

そ
の
源
田
実
は
、
自
衛
隊
で
航
空
幕
僚
長
を
つ
と

め
、
退
官
後
に
長
沼
裁
判
で
証
人
喚
問
さ
れ
た
。
そ

こ
で
「
〃
専
守
防
衛
“
は
兵
術
的
に
無
理
」
だ
と
証

一
言
し
て
い
る
。

こ
の
裁
判
で
は
そ
の
他
に
、
現
役
の
陸
・
海
・
空

の
三
幕
僚
長
が
証
言
し
、
さ
ら
に
植
村
英
一
・
航
空

自
衛
隊
飛
行
教
育
集
団
司
令
官
、
藤
沢
信
雄
・
航
空

自
衛
隊
幕
僚
監
部
防
衛
部
長
が
喚
問
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
高
橋
甫
、
山
田
昭
、
林
茂
夫
、
遠
藤
三

郎
、
小
山
内
宏
の
五
人
の
軍
事
評
論
家
が
証
言
し
た
。

高
橋
は
、
元
海
軍
中
佐
で
、
当
時
は
日
本
原
水
協

専
門
委
員
で
あ
っ
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

の
で
あ
る
。
「
集
団
的
自
衛
権
」
行
使
と
か
ら
め
て
、

こ
う
し
た
動
き
に
あ
ら
た
め
て
注
意
し
、
批
判
の
声

を
あ
げ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

（
く
に
と
み
．
け
ん
じ
／
反
安
保
実
行
委
員
会
）

国
際
法
の
立
場
か
ら
八
田
畑
茂
二
郎
・
京
大
教
授

（
当
時
）
が
証
言
し
た
。
今
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
集

団
的
自
衛
権
に
関
わ
る
も
の
だ
か
ら
、
長
文
に
な
る

が
引
用
し
て
お
こ
う
。

「
自
衛
権
は
、
外
国
か
ら
の
侵
害
に
対
し
、
そ
れ

が
緊
急
で
あ
る
た
め
他
に
手
段
が
な
い
場
合
、
実
力

に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
国
際
法
上
の
権
利
で

あ
る
。
こ
こ
で
い
う
実
力
は
、
国
際
法
で
は
武
力
と

理
解
さ
れ
て
い
る
。

国
連
憲
章
第
五
一
条
の
集
団
的
自
衛
権
と
い
う
の

は
、
外
国
の
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
、
国
家
が

個
別
的
、
ま
た
は
集
団
的
に
自
衛
す
る
固
有
の
権
利

で
あ
る
が
、
相
互
援
助
条
約
を
締
結
し
て
い
れ
ば
、

安
全
保
障
理
事
会
の
同
意
な
く
（
大
国
の
拒
否
穂
と
い

う
障
害
を
受
け
な
い
で
）
そ
れ
が
発
動
で
き
る
よ
う
に

１
１
と
い
う
趣
旨
で
で
き
た
規
定
で
あ
り
、
自
衛
権

と
は
い
う
け
れ
ど
も
、
実
質
的
に
は
相
互
援
助
の
た

め
の
権
利
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
れ
は
国
連
の

集
団
安
全
保
障
の
中
で
は
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
、
は
み
出
し
た
よ
う
な
体
制
と
い
え
る
。
し
か
も
、

自
国
が
攻
撃
を
受
け
な
く
て
も
、
他
国
を
援
助
す
る

た
め
に
、
自
衛
の
名
で
武
力
行
動
を
起
こ
す
国
が
広

が
る
わ
け
だ
か
ら
、
国
連
を
中
心
に
国
際
平
和
を
考

、
、
、
、
、
、

え
る
建
て
前
で
は
好
ま
し
く
な
い
。
自
衛
権
は
、
そ

、
、

の
発
動
を
さ
し
ひ
か
え
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
大
変

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

乱
用
さ
れ
る
恐
れ
の
多
い
概
念
で
あ
る
。
国
連
と
し

て
十
分
な
平
和
維
持
の
役
割
を
演
じ
得
る
と
い
う
新

し
い
理
解
を
持
て
る
と
思
う
が
、
力
に
対
し
て
力
で

対
抗
し
て
い
く
と
い
う
勢
力
均
衡
と
か
集
団
安
全
保

障
方
式
で
な
く
、
む
し
ろ
力
を
行
使
す
る
必
要
の
な

い
よ
う
な
状
態
を
い
か
に
し
て
作
る
か
と
い
う
こ
と

「
自
衛
の
た
め
の
戦
争
な
ら
で
き
る
と
か
、
自
衛

権
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
日
本
が
「
戦
争
を

し
な
い
」
と
決
心
し
た
の
が
、
こ
の
憲
法
で
あ
り
、

自
衛
隊
の
よ
う
な
機
関
を
持
つ
こ
と
を
予
想
し
て
い

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
」

「
自
衛
（
防
衛
）
力
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
自
衛
（
防

衛
）
の
た
め
に
相
手
を
粉
砕
し
、
撃
滅
し
、
殺
す
暴
力
」

で
あ
る
。
〃
専
守
防
衛
″
な
ん
て
い
う
の
も
、
国
民

を
愚
ろ
う
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
」

遠
藤
三
郎
は
元
陸
軍
中
将
で
、
憲
法
擁
護
国
民
連

合
代
表
役
員
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
軍
備
に
よ
っ
て
国
を
守
る
と
い
う
考
え
が
あ
る

限
り
、
ど
う
し
て
も
相
手
の
軍
備
よ
り
強
力
な
軍
事

体
制
を
持
と
う
と
す
る
の
は
当
然
で
、
何
ら
か
の
方

法
で
一
部
の
軍
縮
を
実
現
し
て
も
、
必
ず
ど
こ
か
に

は
み
出
し
て
軍
備
拡
張
競
争
に
な
る
。
そ
れ
は
歴
史

が
証
明
し
て
い
る
（
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
軍
縮
会
議
に
参
加
し

た
経
験
か
ら
）
。
」

「
国
防
の
任
務
は
、
攻
撃
行
動
が
伴
わ
な
け
れ
ば

達
成
で
き
な
い
。
ま
た
、
現
在
の
武
器
で
は
防
衛
だ

け
と
い
う
こ
と
も
絶
対
に
あ
り
得
な
い
。
専
守
防
衛

も
、
い
ま
ま
で
攻
撃
、
侵
略
作
戦
の
前
科
を
持
つ
日

本
が
自
衛
隊
に
ど
ん
ど
ん
装
備
を
増
強
さ
せ
て
い
る

現
状
で
は
客
観
的
に
成
り
立
た
な
い
。
」

現
実
に
戦
争
を
体
験
し
た
元
軍
人
た
ち
の
「
九
条

擁
護
・
自
衛
隊
否
定
」
の
証
言
は
重
み
が
あ
る
し
、

こ
の
原
点
に
戻
っ
て
こ
そ
、
「
九
条
実
現
」
運
動
が

成
り
立
ち
得
る
の
だ
と
思
う
。
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装
か
ら
非
武
装
へ
と
い
う
発
想
の
転
換
に
よ
っ
て
、

憲
章
五
一
条
を
読
み
直
す
と
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る

の
か
？

「
安
全
保
障
理
事
会
が
国
際
間
の
平
和
及
び
安
定

の
維
持
に
必
要
な
措
置
を
と
る
ま
で
の
間
」
、
非
武

装
の
「
市
民
的
防
衛
」
に
よ
っ
て
自
衛
権
を
行
使
す

る
「
固
有
の
権
利
」
を
「
九
条
の
日
本
」
が
有
す
る
、

と
の
解
釈
が
可
能
に
な
る
。
強
引
か
も
し
れ
な
い
が
、

憲
章
五
一
条
と
憲
法
九
条
と
の
整
合
性
は
十
分
に
成

り
立
つ
と
思
う
。

九
条
が
「
武
力
に
よ
る
」
自
衛
権
を
否
定
し
た
の

は
、
多
く
の
戦
争
が
「
自
衛
」
の
名
の
も
と
に
な
さ

，
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
的
事
実
は
、
誰
も
が

認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
、
す
べ
て
の
戦
争
を
放

棄
し
、
軍
隊
を
も
た
な
い
と
い
？
大
胆
な
一
歩
を
踏

み
出
す
こ
と
が
、
今
ま
で
な
さ
れ
な
か
っ
た
だ
け
で

あ
る
。
九
条
は
、
厳
密
に
条
文
を
読
め
ば
不
完
全
な

ひ
や
く
せ
き
か
と
う

と
こ
ろ
が
残
る
と
は
い
え
、
「
百
尺
竿
頭
一
歩
を
進
」

ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
国
連
憲
章
で
あ
ろ
う
と
、

こ
の
九
条
に
従
っ
た
解
釈
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
少
な
く
と
も
、
九
条
下
の
「
国
」
に
あ
る
、

あ
る
い
は
九
条
を
評
価
す
る
主
体
的
市
民
は
、
九
条

を
国
連
憲
章
に
優
先
さ
せ
る
責
務
が
あ
る
だ
ろ
う
。

さ
す
れ
ば
、
田
畑
証
言
も
そ
う
で
あ
る
が
、
国
連

の
「
集
団
安
全
保
障
」
自
体
が
、
否
定
と
は
言
わ
な

い
ま
で
も
、
相
対
化
さ
れ
る
必
要
が
生
じ
る
。
「
力

に
対
し
て
力
で
対
抗
し
て
い
く
」
と
い
う
発
想
を
改

め
、
「
力
を
行
使
す
る
必
要
の
な
い
よ
う
な
状
態
を

い
か
に
し
て
作
る
か
」
さ
ら
に
は
「
力
を
行
使
す
る

の
で
な
い
方
策
を
い
か
に
見
出
す
か
」
が
、
最
重
要

特
集
２
９
条
実
現
の

国
連
憲
章
第
五
一
条
は
「
個
別
的
自
衛
権
」
と
と

も
に
「
集
団
的
自
衛
権
」
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
も
「
安
全
保
障
理
事
会
が
国
際
の
平
和

及
び
安
全
の
維
持
に
必
要
な
措
置
を
と
る
ま
で
の

間
」
で
あ
る
。
条
文
上
、
建
前
上
は
、
両
自
衛
権
を

限
定
し
よ
う
と
す
る
の
が
憲
章
五
一
条
の
狙
い
で
あ

り
、
眼
目
は
国
連
に
よ
る
「
集
団
安
全
保
障
」
に
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
条
文
は
「
個
別
的

、
、
、
、

ま
た
は
集
団
的
自
衛
の
固
有
の
権
利
を
害
す
る
も
の

、
、
、
、

で
は
な
い
」
と
極
め
て
消
極
的
で
あ
る
。

と
は
言
っ
て
も
、
現
実
に
は
国
連
の
「
集
団
安
全

保
障
」
は
全
く
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
機
能
で
き
な
い

で
い
る
か
ら
、
一
般
的
に
は
、
各
国
が
自
衛
権
行
使

の
た
め
の
武
力
を
装
備
し
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使

を
志
向
す
る
こ
と
は
、
当
然
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
〈
そ
の
「
当
然
」
に
あ
え
て
挑
戦
し
た
の

が
、
日
本
国
憲
法
第
九
条
で
は
な
か
っ
た
か
？

一
項
は
、
自
衛
戦
争
を
明
確
に
否
定
し
て
い
な
い

し
、
自
衛
権
に
つ
い
て
の
明
瞭
な
規
定
も
な
い
。
日

本
も
「
主
権
国
家
」
で
あ
る
以
上
、
「
固
有
の
権
利
」

と
さ
れ
る
自
衛
権
は
、
一
応
認
め
ら
れ
て
い
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
二
項
が
「
戦
力
不
保

持
」
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
肯
定
さ

れ
る
の
は
あ
く
ま
で
も
「
武
力
に
よ
ら
な
い
」
自
衛

権
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
自
衛
権
行
使
の
具
体
的
手

段
と
し
て
「
市
民
的
防
衛
」
と
い
う
発
想
が
あ
る
こ

と
は
、
前
回
、
長
沼
一
審
判
決
の
引
用
と
と
も
に
明

ら
か
に
し
た
。
そ
の
発
想
に
従
っ
て
、
あ
る
い
は
武

が
、
当
面
の
問
題
だ
と
思
う
。
」
（
傍
点
は
、
引
用
者
）

た
め

１３

の
課
題
と
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
今
日
、
機
能
し
な
い
「
集
団
安
全
保

障
」
に
代
わ
っ
て
、
そ
れ
な
り
の
成
果
を
発
揮
し
て

い
る
Ｐ
Ｋ
Ｏ
活
動
の
現
状
を
公
平
に
観
察
す
る
な
ら

ば
、
簡
単
に
国
連
の
「
力
の
行
使
」
を
否
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
九
条
下
の
日

本
が
独
自
の
非
武
装
平
和
の
志
向
を
捨
て
て
、
現
状

の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
活
動
の
武
装
、
武
器
使
用
に
甘
ん
じ
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
安
易
な
現
実

追
随
に
よ
る
の
で
な
い
、
理
想
主
義
的
現
実
対
応
が

検
討
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

徹
底
し
た
非
武
装
論
者
、
非
暴
力
主
義
者
が
、
だ
か

ら
こ
そ
Ｐ
Ｋ
Ｏ
活
動
の
現
状
を
、
先
入
観
を
捨
て
て

学
ぶ
必
要
が
あ
る
。

近
刊
の
ハ
ン
ス
．
Ｊ
・
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
「
国
際
政

治
ｌ
権
力
と
平
和
ｌ
』
（
岩
波
文
庫
）
を
読
む
と
、
リ

ァ
リ
ス
ト
で
あ
る
が
故
に
、
心
理
的
な
力
や
道
義
力

の
重
要
性
を
認
め
て
い
る
。
非
武
装
・
非
暴
力
に
依

、
、

拠
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
「
力
」
の
み
を
、
暴

力
・
武
力
・
戦
力
に
対
時
さ
せ
て
行
く
。

（
ふ
る
さ
わ
・
せ
ん
け
い
／
日
蓮
宗
浄
鏡
寺
住
職
）
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