
自
ら
の
戦
争
体
験
を
原
点
に
、
激
動
の〝
昭
和
史
〞、
さ
ら
に
そ
れ
に
先
立
つ
大
正
・
明
治
の
歴
史
を
、
人
間
に
対

す
る
深
い
ま
な
ざ
し
を
も
っ
て
語
り
続
け
て
こ
ら
れ
た
作
家
の
半
藤
一
利
氏
。
昨
年
起
き
た
東
日
本
大
震
災
後
の （プロフィール　はんどう・かずとし）　

1930年東京生まれ。東京大学文学部国文科卒業後、53年（株）文藝春秋入社。編集
者として伊藤正徳や司馬遼太郎などの作家を担当し、太平洋戦争当時の政治家・
軍人などの取材に奔走する。『週刊文春』『文藝春秋』編集長、同社専務取締役を経て、
歴史探偵として執筆活動に専念。著書は『日本のいちばん長い日』『漱石先生ぞな、
もし』（新田次郎文学賞）、『ノモンハンの夏』（山本七平賞、以上文藝春秋）、『幕末史』
（新潮社）、『隅田川の向こう側　私の昭和史』（創元社）など多数。『昭和史1926－
1945』『昭和史　戦後篇』（平凡社）で毎日出版文化賞特別賞を受賞。昨年、最新刊
『聯合艦隊司令長官 山本五十六』（文藝春秋）を刊行。

今
こ
そ
時
代
と
真
剣
に
向
き
合
う
と
き

作家・歴史探偵 

半藤 一利氏

歴
史
が
語
り
か
け
る
人
間
の

〝
英
知
と
愚
昧
〞
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さ
ま
ざ
ま
な
問
題
も
、
そ
の
根
底
に
は〝
根
拠
な
き
過
信
〞
と
い
う
太
平
洋
戦
争
当
時
と
共
通
の
課
題
が
あ
る
と
指

摘
す
る
。
日
本
人
は
今
、
直
面
す
る
課
題
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
い
く
べ
き
な
の
か
。
今
年
の
新
春
対
談
で

は
、歴
史
か
ら
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
、歴
史
の
教
訓
が
示
す
日
本
の
あ
る
べ
き
姿
な
ど
を
テ
ー
マ
に
お
話
を
伺
っ
た
。

〝
絶
対
〞と
は
言
う
ま
い
と

誓
っ
た
東
京
大
空
襲

三
村　

今
年
の
新
春
対
談
で
は
、
私
た
ち
が
生
き
た
〝
昭
和
〞
と

い
う
時
代
を
テ
ー
マ
に
、日
本
人
に
対
す
る
深
い
洞
察
を
も
っ
て
、

歴
史
の
真
実
と
そ
の
教
訓
を
語
り
続
け
て
こ
ら
れ
た
、
作
家
の 

半
藤
一
利
さ
ん
を
お
迎
え
し
ま
し
た
。
私
も
い
く
つ
か
の
著
書
を

拝
読
し
ま
し
た
が
、
こ
の
対
談
の
準
備
期
間
だ
け
で
は
読
み
切
れ

な
い
ほ
ど
数
多
く
の
著
作
を
お
持
ち
で
す
。
本
日
は
歴
史
の
面
白

さ
や
学
ぶ
べ
き
教
訓
、
日
本
の
進
む
べ
き
将
来
な
ど
、
幅
広
い
テ
ー

マ
で
お
話
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
出
身
は
東
京
の
墨
田
区

向
島
で
す
が
、
ど
ん
な
子
ど
も
時
代
を
過
ご
さ
れ
ま
し
た
か
。

半
藤　

私
が
生
ま
れ
た
向
島
界
隈
は
、
ま
あ
な
ん
と
も
上
品
さ
の

か
け
ら
も
な
い
よ
う
な
下
町
で
、
一
年
坊
主
の
と
き
、
夏
の
暑
い

日
に
、
裸
で
作
業
し
て
い
る
ヨ
イ
ト
マ
ケ
（
※
１
）
の
人
た
ち
に「
お

東
京
下
町
の
向
島
で
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
半
藤
氏
。

夏
休
み
の
ラ
ジ
オ
体
操
の
後
、近
所
の
悪
ガ
キ
仲
間
た
ち
と
。

腕
を
組
ん
だ
三
人
の
向
か
っ
て
右
が
半
藤
少
年

出
典
：『
く
り
ま
』２
０
０
９
年
９
月
号（
文
藝
春
秋
）

※
１ 

ヨ
イ
ト
マ
ケ　

大
き
な
石
を
使
っ
て
建
設
現
場
な
ど
で

地
固
め
を
す
る
作
業
者
の
こ
と
。
重
量
物
を
滑
車
で
上

げ
る
と
き
「
よ
い
と
ま
ぁ
け
」
と
い
う
か
け
声
を
か
け

た
こ
と
か
ら
、
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

新日本製鉄（株）代表取締役会長 

三村 明夫
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
『
昭
和
史
』。
半
藤
氏
が
編
集
者

４
人
に
対
し
て
行
っ
た
寺
子
屋
授
業
が
ま
と
め
ら
れ
て
本

書
と
な
っ
た
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じ
さ
ん
、
素
っ
裸
に
な
っ
て
い
い
の
か
」
と
聞
い
た
ら
、「
素
っ
裸

じ
ゃ
ね
え
っ
。
手
ぬ
ぐ
い
を
肩
に
か
け
て
ら
あ
」と
。
そ
れ
を
真
似

し
て
服
を
全
部
ラ
ン
ド
セ
ル
に
入
れ
、
肩
に
手
ぬ
ぐ
い
一
本
か
け

て
素
っ
裸
で
家
に
帰
っ
た
ら
、
母
親
か
ら
こ
っ
ぴ
ど
く
や
ら
れ
ま

し
た
。
始
末
に
負
え
な
い
と
び
っ
き
り
の
悪
童
で
し
た
。

三
村　

昭
和
20
年
３
月
10
日
、
14
歳
の
と
き
に
東
京
大
空
襲
を
体

験
し
、
火
の
海
を
逃
げ
ま
ど
い
多
く
の
人
の
死
を
見
つ
め
ら
れ
た
。

半
藤　

さ
す
が
の
悪
童
も
愕
然
と
し
ま
し
た
。
最
後
は
川
で
溺
れ

か
け
て
船
上
か
ら
襟
首
を
つ
か
ん
で
引
き
上
げ
て
も
ら
い
、
何
と

か
助
か
り
ま
し
た
。
幸
運
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
当
時
は「
絶

対
日
本
が
勝
つ
」と
か「
絶
対
神
風
が
吹
く
」な
ど〝
絶
対
〞と
い
う

言
葉
が
周
り
に
溢
れ
て
い
ま
し
た
が
、
九
死
に
一
生
を
得
て
焼
け

跡
に
茫
然
と
た
た
ず
ん
だ
と
き
、
金
輪
際〝
絶
対
〞
と
い
う
言
葉
は

使
う
ま
い
と
思
い
ま
し
た
。

三
村　

そ
の
体
験
が
今
日
ま
で
の
作
家
活
動
の
原
点
に
な
っ
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
空
襲
後
に
疎
開
さ
れ
、
そ
の
後
、
高
校
・

大
学
へ
進
学
し
て
出
版
社
に
入
社
さ
れ
た
。
悪
童
か
ら
の
変
貌
ぶ

り
に
は
何
か
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
の
で
す
か
。

半
藤　

東
京
大
空
襲
で「
一
念
発
起
し
て
昭
和
史
研
究
を
志
す
」

と
言
え
ば
カ
ッ
コ
い
い
ん
で
す
け
ど
、
悪
ガ
キ
育
ち
で
そ
ん
な
冴

え
た
頭
の
持
ち
主
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
疎
開
し
た
親
父
の
故
郷
の

新
潟
県
長
岡
は
、
秋
か
ら
春
先
に
か
け
て
雪
の
中
に
埋
も
れ
て
何

も
す
る
こ
と
が
な
い
。
も
と
も
と
英
語
に
は
興
味
が
あ
り
、
暇
な

の
で
勉
強
し
た
ら
成
績
も
ぐ
ん
ぐ
ん
上
が
り
目
立
つ
生
徒
に
な
っ

ち
ゃ
い
ま
し
て
、
先
生
の
薦
め
も
あ
っ
て
進
学
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
つ
い
で
に
こ
の
こ
ろ
か
ら
か
な
り
本
も
読
む
よ
う
に
な

り
ま
し
た
ね
。

旧
制
浦
和
高
校
入
学
か
ら
東
京
大
学
卒
業
ま
で
は
ボ
ー
ト
に
熱

中
し
ま
し
た
。
と
言
っ
て
も
ボ
ー
ト
ほ
ど
虚
し
い
も
の
は
あ
り
ま

せ
ん
。
漕
げ
ど
も
漕
げ
ど
も
艇
は
進
ま
ず
腕
も
上
達
し
な
い
。
で

も
大
学
４
年
の
と
き
に
全
国
優
勝
を
果
た
し
て
、
こ
の
時
期
に
一

つ
の
こ
と
を
地
道
に
根
気
強
く
、
我
慢
し
て
続
け
る
こ
と
の
大
切

さ
を
学
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

三
村　

ま
さ
に「
継
続
は
力
な
り
」で
す
ね
。
そ
の
と
き
に
養
わ
れ

た
気
力
が
、
史
料
を
繰
り
返
し
徹
底
的
に
検
証
す
る
今
の
お
仕
事

に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。

〝
昭
和
史
〞へ
の
興
味
、
生
ま
れ
た
使
命
感

三
村　

半
藤
さ
ん
は
日
ご
ろ
か
ら
歴
史
に
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
を

伝
え
、
日
本
人
が
歴
史
に
学
ば
な
い
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
お

ら
れ
ま
す
。
歴
史
、
中
で
も〝
昭
和
史
〞に
興
味
を
持
っ
た
き
っ
か

け
は
何
で
し
ょ
う
か
。

半
藤　

焼
け
跡
で「
何
故
こ
ん
な
戦
争
を
し
て
し
ま
っ
た
の
か
」

「
こ
の
国
は
一
体
ど
う
い
う
国
な
の
か
」
と
漠
然
と
し
た
疑
問
を

持
っ
た
も
の
の
、
社
会
人
に
な
る
ま
で
そ
れ
ほ
ど
強
い
思
い
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。本
当
は
新
聞
社
の
社
会
部
記
者
に
な
り
た
か
っ

た
ん
で
す
が
、
ボ
ー
ト
部
の
縁
で
文
藝
春
秋
に
入
社
し
、
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
に
な
っ
た『
連
合
艦
隊
の
最
後
』の
著
者
で
、
後
に
時
事
新

報
社
長
を
務
め
ら
れ
た
伊
藤
正
徳
さ
ん
の
編
集
担
当
と
な
り
ま
し

た
。
あ
る
日
、
伊
藤
さ
ん
の
お
宅
で
、
お
座
敷
天
ぷ
ら
を
御
馳
走

に
な
り
な
が
ら
、
当
時
を
知
る
元
海
軍
提
督
の
方
な
ど
か
ら
艦
隊

戦
力
が
壊
滅
し
た「
レ
イ
テ
沖
海
戦
」の
体
験
談
や
裏
話
な
ど
を
聞

き
、
そ
れ
が
大
変
面
白
か
っ
た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

自
分
自
身
で
も
そ
の
時
期
の
戦
争
で
生
き
残
っ
た
方
へ
の
直
接

取
材
を
も
と
に
、『
週
刊
文
春
』に「
人
物
太
平
洋
戦
争
」と
い
う
連

載
を
書
き
ま
し
た
。
後
日
、
亡
く
な
る
前
に
伊
藤
さ
ん
が
病
床
で

そ
れ
を
指
差
し
、「
い
い
仕
事
を
し
た
ね
。
も
っ
た
い
な
い
か
ら
こ

の
ま
ま
続
け
な
さ
い
」
と
。
そ
の
言
葉
を
遺
言
と
思
っ
て
太
平
洋

戦
争
に
こ
だ
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

三
村　

昭
和
38
年『
文
藝
春
秋
』８
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
、
大
戦
時

１
９
６
３（
昭
和
38
）
年
『
文
藝
春
秋
』８
月
号
掲
載
の
大
座

談
会
の
記
事
。
座
談
会
に
は
当
初
、
30
人
が
出
席
す
る
予

定
だ
っ
た
が
、吉
田
茂
は
後
日
誌
上
参
加
し
、町
村
金
五（
当

時
北
海
道
知
事
）
は
議
会
の
た
め
欠
席
し
た
。
２
０
０
７
年

『
日
本
の
い
ち
ば
ん
長
い
夏
』（
半
藤
一
利
編
、
文
春
新
書
）

と
し
て
出
版

一
つ
の
こ
と
を
や
り
通
す
大
切
さ
を
学
ん
だ
ボ
ー
ト
。
写
真 

 

は
東
京
大
学
ボ
ー
ト
部
時
代（
左
端
が
半
藤
氏
）

出
典
：『
く
り
ま
』２
０
０
９
年
９
月
号（
文
藝
春
秋
）
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に
政
治
や
軍
部
の
中
枢
に
い
た
人
、
前
線
の
将
兵
、
銃
後
の
人
た

ち
な
ど
28
人
を
集
め
、
終
戦
の
日
を
語
り
合
う
大
座
談
会「
日
本

の
い
ち
ば
ん
長
い
日
」が
大
変
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

半
藤　

あ
の
大
座
談
会
で
は
、
皆
さ
ん
当
事
者
で
あ
り
な
が
ら
自

分
の
こ
と
で
精
一
杯
で
、
終
戦
の
具
体
的
事
情
や
自
分
た
ち
の
国

の
歴
史
が
ど
う
動
い
て
い
た
の
か
よ
く
知
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
そ
の
と
き
に
、
こ
れ
は
今
の
う
ち
に
終
戦
に
つ
い
て
エ
ピ
ソ
ー

ド
や
裏
話
を
集
め
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
と
気
づ
い
て
、
翌
年
当

時
34
歳
で
本
業
の『
文
藝
春
秋
』の
デ
ス
ク
の
傍
ら
、
出
社
前
の
朝

４
時
に
起
き
て
フ
ウ
フ
ウ
言
い
な
が
ら
、『
日
本
の
い
ち
ば
ん
長
い

日　

運
命
の
八
月
十
五
日
』を
書
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
は「
お
前

の
名
前
じ
ゃ
売
れ
な
い
」か
ら
と
、
大
宅
壮
一
編
で
出
版
さ
れ
ま
し

た
。歴

史
は
過
去
と
向
き
合
い
、

過
ち
に
学
ぶ〝
人
間
学
〞

三
村　

私
は
終
戦
時
５
〜
６
歳
で
、
そ
の
後
、
小
中
高
校
と
学
ぶ

中
で
昭
和
史
は
あ
ま
り
教
え
て
も
ら
え
ず
、
大
学
入
試
で
も
出
題

さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
国
・
韓
国
で
は
組
織
的
に
き
ち
ん
と
当

時
の
歴
史
教
育
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
日
本
の
学
生
は
昭
和
の
激

動
期
の
歴
史
を
知
ら
な
い
。
今
を
生
き
る
日
本
人
と
し
て
、
戦
時

中
の
軍
部
や
官
僚
、
政
治
家
、
国
民
が
ど
の
よ
う
に
大
戦
に
突
き

進
ん
だ
の
か
と
い
う
史
実
を
絶
対
に
知
っ
て
お
く
べ
き
だ
と
思
い

ま
す
ね
。

半
藤　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
終
戦
後
の
12
月
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
連

合
国
総
司
令
部
（
※
２
）
か
ら
の
指
令
で
日
本
の
教
育
か
ら
昭
和
史
が

除
外
さ
れ
ま
し
た
が
、
よ
う
や
く
10
年
ほ
ど
前
か
ら
近
現
代
史
も

し
っ
か
り
教
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
で
も
そ
れ
ま
で
習
っ
て
い
な

い
の
で
教
え
る
先
生
が
い
ま
せ
ん
。

歴
史
は
人
間
が
つ
く
る
も
の
で
す
。
人
間
が
い
つ
ど
の
よ
う
な

※
２ 

Ｇ
Ｈ
Ｑ
連
合
国
総
司
令
部　

１
９
４
５（
昭
和
20
）年
に

連
合
国
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
対
日
占
領
政
策
の
実
行
・

管
理
機
関
で
、
戦
後
の
司
法
・
立
法
・
行
政
・
教
育
な
ど

の
改
革
を
主
導
し
た（
間
接
統
治
）。１
９
５
２（
昭
和
27
）

年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
発
効
に
よ
り
廃
止
。

※
３ 

盧
溝
橋
事
件　

１
９
３
７（
昭
和
12
）
年
７
月
、
北
京
郊

外
の
盧
溝
橋
周
辺
で
の
銃
撃
を
き
っ
か
け
に
日
中
両
軍

が
交
戦
し
た
事
件
。
以
降
４
年
半
に
お
よ
ぶ
泥
沼
の
日

中
戦
争
で
は
、
１
９
４
１
（
昭
和
16
）
年
の
真
珠
湾
攻

撃
ま
で
に
、
実
に
１
０
０
億
円
の
戦
費
が
投
じ
ら
れ
、

45
・６
万
人
も
の
日
本
兵
が
戦
死
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

※
４ 

日
独
伊
三
国
同
盟　

１
９
４
０（
昭
和
15
）
年
９
月
に
日

本
・
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
間
で
結
ば
れ
た
同
盟
。
ア
ジ
ア

太
平
洋
地
域
支
配
の
正
当
化
と
、
当
時
中
国
を
巡
り
対
立

し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
と
の
戦
争
を
抑
止
し
、
日
中
戦
争
を

有
利
に
処
理
す
る
思
惑
が
あ
っ
た
が
、
逆
に
ア
メ
リ
カ
は

態
度
を
硬
化
さ
せ
、
日
米
の
衝
突
は
不
可
避
と
な
っ
た
。

そ
こ
に
は
軍
部
の
自
分
勝
手
な
読
み
が
あ
っ
た
。

判
断
を
し
て
、
い
か
な
る
過
ち
を
犯
し
た
の
か
。
歴
史
に
は
、
人

間
の
英
知
や
愚
昧
、
勇
気
と
卑
劣
、
善
意
と
野
心
の
す
べ
て
が
書

き
込
ま
れ
て
い
る
。
歴
史
を
考
え
る
こ
と
は〝
人
間
学
〞に
通
じ
る
。

日
本
人
の
精
神
構
造
を
知
る
上
で
も
、
歴
史
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
大

切
で
す
。
中
で
も
昭
和
は
私
た
ち
が
生
き
た
時
代
で
す
。
特
に
大

戦
前
後
の
約
20
年
間
に
は
、
熱
狂
し
や
す
く
独
善
的
で
、
正
面
か

ら
危
機
に
向
き
合
わ
な
い
日
本
人
の
姿
な
ど
、
学
ぶ
べ
き
数
多
く

の
教
訓
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昭
和
史
を
理
解
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
大
正
、
明

治
と
歴
史
を
遡
っ
て
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
最
近
は

日
露
戦
争
に
つ
い
て
も
調
べ
て
い
ま
す
。
当
時
の
日
本
と
帝
政
ロ

シ
ア
、
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
と
き
の
ア
メ
リ
カ
と
の
国
力
の
差

は
ど
ち
ら
も
１
対
10
で
す
。
し
か
し
前
者
で
は
無
駄
な
戦
い
を
し

な
か
っ
た
の
に
、
後
者
で
は
昭
和
12
年
の「
盧
溝
橋
事
件
」（
※
３
）を

発
端
に
戦
火
が
拡
大
し
、「
日
独
伊
三
国
同
盟
の
締
結
」（
※
４
）
で 

も
は
や
引
き
返
せ
な
く
な
っ
た
。
な
ん
と
も
愚
劣
な
戦
い
を
し
た

も
の
で
す
。
そ
の
差
は
何
か
。
明
治
時
代
に
は
日
本
の
国
力
や
日

本
が
置
か
れ
た
世
界
の
情
勢
を
国
民
に
知
ら
せ
、〝
ロ
シ
ア
討
つ
べ

し
〞と
い
う
熱
意
を
政
府
・
軍
部
・
国
民
全
体
が
共
有
し
た
こ
と
で
、

国
民
戦
争
た
り
得
た
。
一
方
、
太
平
洋
戦
争
は
国
民
が
何
も
知
ら

な
い
う
ち
に
、
戦
争
に
突
き
進
ん
だ
と
い
う
違
い
が
あ
り
ま
す
ね
。

三
村　

率
直
な
疑
問
で
す
が
、
明
治
時
代
に
は
賢
か
っ
た
日
本
人

が
た
っ
た
数
十
年
で
な
ぜ
愚
か
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

半
藤　

私
も
な
ぜ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
な
り
の
考
え
で
す
が
、

文
化
も
技
術
も
ま
っ
た
く
違
う
も
の
に
直
面
し
た
と
き
、
そ
の
断

絶
と
の
向
き
合
い
方
が
大
切
で
す
。
江
戸
時
代
に
一
つ
の
文
化
体

系
を
持
っ
て
い
た
国
民
が
開
国
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
変
わ
る
大
き

な
断
絶
を
味
わ
い
ま
し
た
が
、
明
治
の
人
た
ち
は
そ
れ
に
真
剣
に

向
き
合
い
、
ど
う
乗
り
越
え
る
の
か
を
本
気
で
考
え
た
。
司
馬
遼

太
郎
さ
ん
が
近
代
国
家
の
夜
明
け
と
勃
興
期
を
描
い
た『
坂
の
上

の
雲
』の
あ
と
が
き
で
、〝
こ
れ
は
楽
天
家
の
物
語
で
あ
る
〞と
書
い

『
日
本
の
い
ち
ば
ん
長
い
日　

運
命
の
八
月
十
五
日
』（
大

宅
壮
一
編
、
文
藝
春
秋
、
１
９
６
５
年
）。
出
版
の
翌
年
に

映
画
化
さ
れ
大
ヒ
ッ
ト
。
そ
の
後
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
、

朝
鮮
語
、
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
な
ど
に
翻
訳
さ
れ
、
海
外
で
も

反
響
を
呼
ん
だ
。
１
９
９
５
年
に
半
藤
氏
の
著
書
と
し
て
再

刊
行
さ
れ
た（
写
真
、
文
春
文
庫
）
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て
い
ま
す
が
、
当
時
の
誰
も

が
自
分
の
や
っ
て
い
る
仕
事

は
国
の
た
め
、
人
の
た
め
に

な
る
と
い
う
確
信
を
持
っ

て
い
ま
し
た
。
日
露
戦
争
の

直
前
に
創
業
し
た
官
営
八

幡
製
鉄
所
も
、
戦
争
を
目

前
に
し
て〝
国
の
た
め
〞
と

い
う
大
義
が
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
そ
の
辺
り
が
ず
る

賢
く
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に

な
っ
た
昭
和
の
人
間
と
は

違
う
ん
で
す
ね
。

三
村　

明
治
時
代
の
人
た

ち
は
、
維
新
後
に
外
国
文

化
が
流
入
し
た
と
き
、
誰

も
が
悩
み
な
が
ら
も
真
正

面
か
ら
文
化
の
衝
突
と
向
き
合
い
解
決
の
努
力
を
し
た
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。

半
藤　

直
接
会
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
家
内
の
祖
父
で
あ

る
夏
目
漱
石
は
作
家
と
し
て
、時
代
と
常
に
真
正
面
か
ら
向
き
合
っ

て
い
ま
し
た
。
例
え
ば『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』の
中
に
日
露
戦
争
が

山
ほ
ど
出
て
く
る
し
、『
坊
ち
ゃ
ん
』
に
も
そ
の
時
代
の
描
写
が
あ

る
。
ま
た
、明
治
43
年
に
書
い
た『
三
四
郎
』の
有
名
な
話
と
し
て
、

三
四
郎
が
日
本
の
発
展
を
感
じ
て
意
気
揚
々
と
上
京
す
る
際
、
前

に
座
っ
た
紳
士
が
、
全
て
西
洋
の
お
仕
着
せ
で
日
本
人
が
本
気
で

つ
く
っ
た
も
の
は
何
も
な
い
、〝
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
日
本
は
亡
び
る
ね
〞

と
言
っ
た
一
場
面
だ
け
を
見
て
も
、
日
露
戦
争
後
の
日
本
の
堕
落

を
見
通
し
て
い
ま
す
。『
門
』
ま
で
の
作
品
を
読
む
と
、
文
明
批
評

家
と
し
て
漱
石
は
卓
抜
し
た
作
家
だ
っ
た
と
感
じ
ま
す
ね
。

し
か
し
、
大
戦
前
の
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
多
く
の
人
た
ち

は
、
日
露
戦
争
で
勝
っ
た
栄

光
だ
け
が
後
光
が
差
し
た
よ

う
に
輝
い
て
、
大
き
な
断
絶

に
直
面
し
て
い
な
い
。
あ
と

は
惰
性
だ
っ
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。

〝
40
年
周
期
説
〞。

〝
第
二
の
滅
び
〞を

迎
え
な
い
た
め
に

三
村　

半
藤
さ
ん
は
大
戦
の

教
訓
と
し
て
、「
国
民
的
熱
狂
」

「
希
望
ど
お
り
に
物
事
が
動
く

と
い
う
思
い
込
み
」「
参
謀
本

部
に
見
る
タ
コ
ツ
ボ
的
小
集

団
主
義
の
弊
害
」「
国
際
社
会

で
の
日
本
の
位
置
を
把
握
し
な
い
主
観
的
思
考
に
よ
る
独
善
」「
対

症
療
法
的
に
成
果
を
求
め
る
短
兵
急
な
発
想
」
の
5
つ
を
挙
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。
企
業
経
営
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
無
責
任
や
過

信
が
あ
れ
ば
、
そ
の
会
社
は
必
ず
潰
れ
ま
す
。
企
業
経
営
の
視
点

か
ら
見
て
も
歴
史
は
学
び
の
宝
庫
だ
と
思
い
ま
す
。

半
藤　

そ
う
し
た
問
題
意
識
を
持
つ
企
業
は
大
丈
夫
で
す
。
大
戦

前
後
で
言
う
と
、
昭
和
14
年
に
起
き
た「
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
」（
※
５
）

で
の
参
謀
本
部
内
の
行
動
が
わ
か
り
や
す
い
。
日
本
が
兵
力
を

出
し
て
も
ド
イ
ツ
軍
へ
の
対
応
に
忙
し
い
ソ
連
は
出
兵
し
て
こ
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
参
謀
本
部
の
誤
っ
た
読
み
、
つ
ま
り「
起

こ
っ
て
困
る
こ
と
は
起
き
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」と
思
い
、
そ
れ
が

い
つ
の
間
に
か「
絶
対
に
起
き
な
い
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ

れ
こ
そ〝
根
拠
な
き
過
信
〞で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
多
数
の
死
者
を

出
す
悲
劇
が
生
ま
れ
、
し
か
も
そ
の
事
実
の
詳
細
は
参
謀
本
部
の

半
藤
氏
が
描
い
た
夏
目
漱
石
の
イ
ラ
ス
ト
。
漱
石
は
作
家

と
し
て
時
代
と
真
正
面
か
ら
向
き
合
っ
た

日
本
の
近
代
化
を
支
え
た
官
営
八
幡
製
鉄
所
。
写
真
は
東

田
第
一
高
炉
火
入
れ
式（
１
９
０
１
年
）
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少
数
に
し
か
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

昭
和
末
期
の
日
本
も
、
バ
ブ
ル
経
済
、
政
・
官
・
財
の
馴
れ
合

い
の
中
で
、
ど
う
い
う
国
に
す
る
か
と
い
う
国
家
ビ
ジ
ョ
ン
も
な

く
浮
遊
し
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
に
日
本
人
が
や
っ
た
こ
と
は
ノ
モ
ン

ハ
ン
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
財
政
は
大
借
金
を
抱
え
、
少
子
化
に
気

づ
い
て
も
長
い
間
無
策
だ
っ
た
事
実
を
見
る
と
、
戦
中
に
見
ら
れ

た
驕
慢
な
る
無
知
、
底
知
れ
ぬ
無
責
任
、
組
織
を
守
る
た
め
に
し

か
動
か
な
い
タ
コ
ツ
ボ
主
義
と
い
う
同
じ
過
ち
を
繰
り
返
し
て
い

る
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。

三
村　

繰
り
返
す
と
い
う
意
味
で
、
半
藤
さ
ん
は
明
治
以
降
、
現

在
ま
で
の
日
本
の
歴
史
に
は〝
40
年
周
期
〞が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て

い
ま
す
ね
。

半
藤　

近
代
日
本
の
国
づ
く
り
の
過
程
を
見
る
と
、
１
８
６
５
年

の
開
国
（
※
６
）
か
ら
日
露
戦
争
に
勝
利
し「
近
代
日
本
」
を
築
い
た

１
９
０
５
年
ま
で
が〝
第

一
の
国
づ
く
り
〞
の
時
期
。

そ
の
後
世
界
中
を
相
手
に

戦
っ
た
太
平
洋
戦
争
敗
戦

（
１
９
４
５
年
）ま
で
が〝
第

一
の
滅
び
〞
の
時
期
。
つ

ま
り
開
国
か
ら
40
年
で
築

き
上
げ
た
近
代
国
家
を
同

じ
40
年
間
で
焼
け
野
原
に

し
、
多
く
の
国
民
の
命
を

失
っ
た
。
そ
し
て
戦
後
、

講
和
条
約
で
主
権
を
回
復

（
１
９
５
２
年
）
し
て
か
ら

高
度
成
長
を
遂
げ
40
年
間

で「
経
済
大
国
」と
な
る〝
第

二
の
国
づ
く
り
〞
を
進
め
た

も
の
の
、
昭
和
が
終
わ
っ
て

平
成
を
迎
え
た
時
期
に
ま
た
い
い
気
に
な
っ
て
泡
の
よ
う
な
繁
栄

が
は
じ
け
飛
ん
だ（
１
９
９
２
年
）。
平
成
の
失
わ
れ
た
20
年
を
経

て
、
昨
年
東
日
本
大
震
災
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。
次
の
40
年
の
折

り
返
し
を
迎
え
た
今
、〝
第
二
の
滅
び
〞と
な
ら
な
い
た
め
に
、
国
民

一
人
ひ
と
り
が
歴
史
に
学
び
真
剣
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時

期
だ
と
思
い
ま
す
。

三
村　

震
災
・
原
発
問
題
で
は
、
大
戦
時
と
同
様
に
自
分
勝
手
な

根
拠
な
き
過
信
が
あ
り
、
そ
の
結
果
起
き
た
災
害
に
対
し
て
想
定

外
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
も
含
め
て
、
今

回
の
震
災
・
原
発
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。

半
藤　

昭
和
29
年
に
起
き
た「
第
五
福
竜
丸
事
件
」（※
7
）を
通
じ
て
、

核
兵
器
は
そ
れ
を
つ
く
っ
た
ア
メ
リ
カ
で
さ
え
わ
か
っ
て
い
な
い

の
だ
と
知
り
、
私
は
そ
れ
以
来
核
兵
器
廃
絶
論
者
で
す
。
一
方 

原
子
力
の
平
和
利
用
に
つ
い
て
は
、
あ
れ
だ
け
科
学
者
が
口
を
そ

ろ
え
て
大
丈
夫
だ
と
言
う
の

だ
か
ら
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
と
思
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
今
回
の
震
災
後
の
対
応
を

見
て
、
結
局
未
だ
に
人
類
は

原
子
力
に
対
す
る
制
御
法
を

手
に
入
れ
て
い
な
い
こ
と
を

痛
感
し
ま
し
た
。
か
つ
て
湯

川
秀
樹
さ
ん
が「
廃
棄
す
る
技

術
を
手
に
入
れ
る
ま
で
は
原

発
を
使
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と

言
わ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し

ま
し
た
ね
。

〝
第
二
の
敗
戦
〞
と
も
言
え

る
今
回
の
震
災
で
も
、
安
易

な
楽
観
主
義
や
無
責
任
、
唯

我
独
尊
、
殻
に
閉
じ
こ
も
っ

右
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
さ
な
か
ソ
連
兵
（
モ
ン
ゴ
ル
人
）

の
監
視
下
に
置
か
れ
た
日
本
軍
捕
虜
。
左
は
東
日
本
大
震

災
で
大
津
波
が
押
し
寄
せ
る
釜
石
市
内
。
次
の
40
周
年
の

折
り
返
し
を
迎
え
た
今
、
国
民
一
人
ひ
と
り
が
歴
史
に
学

ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
半
藤
氏
は
語
る

※
５ 

ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件　

１
９
３
９（
昭
和
14
）年
５
月
、
満

州
国
と
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
の
国
境
線
で
勃
発
し
た

日
ソ
の
軍
事
衝
突
。
宣
戦
布
告
を
し
た
わ
け
で
は
な
く

単
な
る
国
境
紛
争
で
あ
っ
た
が
、
両
軍
で
約
４
万
５
千

人
の
死
傷
者
を
出
す
凄
惨
な
戦
い
と
な
っ
た
。９
月
の
停

戦
後
、
そ
の
反
省
と
し
て〝
精
神
力
の
強
化
〞
ば
か
り
が

謳
い
上
げ
ら
れ
、
火
力
の
差
な
ど
真
の
教
訓
・
反
省
を

活
か
す
こ
と
な
く
大
戦
へ
の
道
を
突
き
進
ん
だ
。

※
６ 

半
藤
氏
は
、
１
８
５
３
年
ペ
リ
ー
来
航
、
１
８
５
４
年

日
米
和
親
条
約
、
１
８
５
８
年
修
好
通
商
条
約
の
後
、

１
８
６
５
年
京
都
の
朝
廷
が
国
策
を
変
更
し
て
開
国
を

決
め
た
と
き
を
も
っ
て
、
近
代
日
本
の
ス
タ
ー
ト
と
考

え
た
ほ
う
が
よ
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

※
７ 

第
五
福
竜
丸
事
件　

１
９
５
４（
昭
和
29
）年
３
月
、
太

平
洋
沖
の
ビ
キ
ニ
環
礁
で
行
わ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
水
爆
実

験（
爆
発
力
は
広
島
原
爆
の
千
倍
以
上
）。
放
射
性
降
下
物

が
指
定
さ
れ
た
危
険
区
域
を
は
る
か
に
越
え
て
広
が
り
、

ま
ぐ
ろ
漁
船「
第
五
福
竜
丸
」の
船
員
全
員
が
被
爆
し
た
。

写真提供：岩手日報社『平成の三陸大津波』
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た
小
集
団
の
エ
リ
ー
ト
主
義
な
ど
が
背
景
に
あ
る
よ
う
に
感
じ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
日
本
人
が
等
し
く
被
災
地
の
立
場
に
立
っ
て
い

る
の
か
、
東
北
だ
け
に
任
せ
て
い
な
い
か
も
疑
問
で
す
。
８
月
15

日
を
迎
え
る
た
び
に
、
無
謀
な
戦
争
は
二
度
と
す
ま
い
と
確
認
し

て
き
た
よ
う
に
、
３
月
11
日
を
国
民
全
員
が
新
た
な
国
づ
く
り
の

ス
タ
ー
ト
を
確
認
す
る
一
つ
の
節
目
に
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
わ

れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
近
代
日
本
は
常
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
に
直
面
し
て
お
り
、

江
戸
時
代
に
は
炭
・
薪
・
菜
種
だ
っ
た
も
の
が
、
ペ
リ
ー
が
来
て

か
ら
蒸
気
機
関
に
必
要
な
石
炭
、
太
平
洋
戦
争
で
は
石
油
を
争
い
、

現
在
も
原
発
の
ウ
ラ
ン
も
含
め
て
自
国
で
は
賄
え
ま
せ
ん
。
資
源

に
乏
し
い
日
本
が
今
後
い
か
に
自
立
し
て
い
く
の
か
、
国
民
的
合

意
を
新
た
に
つ
く
り
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。

三
村　
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
質
や
量
、
安
定
性
、

コ
ス
ト
、
そ
し
て
大
前
提
と
な
る
安
全
性
を
網
羅
的
、
客
観
的
に

検
証
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の
上
で
ご
指
摘
の
よ
う
に
、

歴
史
的
に
日
本
人
が
直
面
し
て
き
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
の
現
実
も

踏
ま
え
な
が
ら
、
世
間
の
風
潮
に
流
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
ベ
ス
ト
ミ
ッ
ク
ス
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と

思
い
ま
す
。

歴
史
の
ｉ
ｆ
と
経
営
の
ｉ
ｆ

三
村　

半
藤
さ
ん
は
、
作
家
と
と
も
に〝
歴
史
探
偵
〞と
い
う
肩
書

き
を
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
ど
ん
な
思
い
が
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。

半
藤　

実
は
作
家
の
坂
口
安
吾
さ
ん
の
造
語
な
ん
で
す
。
入
社
後

す
ぐ
に
安
吾
さ
ん
の
原
稿
取
り
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
が
、
な
か
な

か
原
稿
を
書
い
て
く
れ
な
い
。
1
週
間
お
宅
に
泊
ま
っ
た
と
き
、

夫
人
の
手
料
理
で
毎
晩
酒
を
飲
み
な
が
ら
歴
史
の
話
を
し
て
く
れ

ま
し
た
。「
歴
史
は
史
料
を
い
く
ら
並
べ
て
も
本
当
の
と
こ
ろ
は
わ

か
ら
な
い
。
史
料
と
史
料
の
間
の〝
行
間
〞
を
読
む
。
別
の
史
料
を

置
い
た
り
し
な
が
ら
人
の
心
の
問
題
ま
で
想
像
力
を
発
揮
し
な
い

と
、
本
当
の
意
味
で
史
料
は
読
め
な
い
し
全
容
は
見
え
な
い
。
だ

か
ら
俺
は
歴
史
探
偵
な
ん
だ
」
と
い
う
言
葉
を
覚
え
て
い
ま
す
。

安
吾
さ
ん
の
許
可
を
得
た
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
1
週

間
で
歴
史
解
釈
の
多
様
性
や〝
歴
史
探
偵
学
〞を
教
え
ら
れ
た
自
分

は
、
安
吾
直
伝
の
弟
子
だ
と
言
っ
て
い
ま
す（
笑
）。
今
で
も
歴
史

を
書
く
と
き
、
史
料
と
史
料
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
そ
の
行
間
に
は

ご
く
常
識
的
な
推
理
を
入
れ
て
い
ま
す
ね
。

三
村　

相
当
の
知
識
・
情
報
が
な
け
れ
ば
的
確
な
推
理
は
難
し
い

と
思
い
ま
す
。
た
だ
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
で
も
推
理
、
仮
説
は
重
要

で
す
が
、
決
断
を
下
す
と
き
に
必
要
な
情
報
は
意
外
と
少
な
い
。

足
元
の
経
済
状
況
な
ど
の
理
解
は
情
報
が
限
ら
れ
て
い
て
特
に
難

し
い
の
で
す
が
、
そ
の
条
件
の
中
で
適
切
な〝
ｉ
ｆ
〞、
つ
ま
り
仮

説
を
立
て
、
迅
速
な
経
営
判
断
を
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ど
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て
ら
れ
る
か
は
経
営
者
の
資
質
。

さ
ら
に
そ
の
仮
説
も
一
つ
で
は
な
く
、
事
態
の
推
移
を
見
な
が
ら

ど
れ
が
正
し
い
の
か
自
分
の
考
え
方
、
判
断
を
重
ね
て
い
く
プ
ロ

セ
ス
が
重
要
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
私
は〝
ビ
ジ
ネ
ス
探
偵
〞
だ

と
思
い
ま
す（
笑
）。

危
機
に
立
ち
向
か
う〝
悠
然
た
る
風
格
〞を

半
藤　

指
導
者
の
資
質
と
し
て
も
う
一
つ
大
事
な
の
は
、
進
め
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
意
味
を
部
下
全
員
に
き
ち
ん
と
説
明
し
て
周
知

徹
底
さ
せ
て
お
く
こ
と
で
す
ね
。
山
本
五
十
六
海
軍
大
将
（
※
８
）
は

自
分
の
反
対
す
る
戦
争
の
先
頭
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

悲
劇
の
英
雄
で
す
が
、
越
後
長
岡
生
ま
れ
で
口
が
重
い
せ
い
も
あ

り
、
戦
争
の
主
導
権
を
失
う
き
っ
か
け
と
な
っ
た「
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー

海
戦
」に
お
い
て
、
そ
の
作
戦
が
何
を
意
図
し
て
い
る
の
か
を
ま
っ

た
く
部
下
に
説
明
し
て
い
な
い
。
あ
れ
を
周
知
徹
底
し
て
い
れ
ば

坂
口
安
吾
（
１
９
０
６
〜
１
９
５
５
年
）。
ご
自
宅
で
晩
酌

を
共
に
し
な
が
ら
、歴
史
解
釈
の
多
様
性
や
「
歴
史
探
偵
学
」

を
学
ん
だ　
　
　
　
出
典
：『
く
り
ま
』
２
０
０
９
年
９
月
号
（
文
藝
春
秋
）

半
藤
氏
が
原
作
・
監
修
を
務
め
た
『
聯
合
艦
隊
司
令

長
官 

山
本
五
十
六
│

太
平
洋
戦
争
70
年
目
の
真
実

│
』（
全
国
ロ
ー
ド
シ
ョ
ー
上
映
中
）。
歴
史
に
翻
弄

さ
れ
た
山
本
五
十
六
の
苦
悩
に
満
ち
た
半
生
を
軸

に
、
激
動
の
時
代
に
生
き
た
日
本
人
の
姿
を
リ
ア

ル
か
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
描
き
出
し
て
い
る

※
８ 

山
本
五
十
六（
１
８
８
４
〜
１
９
４
３
年
）　
新
潟
県
長
岡

生
ま
れ
、
大
日
本
帝
国
海
軍
連
合
艦
隊
司
令
長
官
。
ソ

ロ
モ
ン
戦
線
で
の
視
察
飛
行
中
に
戦
死
す
る
ま
で
、
太

平
洋
戦
争
前
半
の
攻
勢
作
戦
で
の
総
指
揮
に
あ
た
っ
た
。

航
空
兵
力
や
資
源
の
不
足
を
予
見
し
て「
日
独
伊
三
国
同

盟
」に
真
っ
向
か
ら
反
対
す
る
な
ど
、
日
米
開
戦
を
回
避

す
べ
く
努
力
し
た
数
少
な
い
軍
人
。
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違
う
結
果
に
な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

三
村　

企
業
経
営
で
も
、
経
営
者
の
意
図
を
周
知
徹
底
す
る
こ
と

が
重
要
で
す
ね
。
例
え
ば
安
全
や
品
質
、
敵
対
的
買
収
、
競
合
者

の
出
現
な
ど
目
に
見
え
な
い
こ
と
も
含
め
、
危
機
を
予
見
し
て
認

識
し
た
と
き
に
、
そ
れ
を
従
業
員
と
組
織
で
共
有
し
な
け
れ
ば
タ

イ
ム
リ
ー
な
次
の
ア
ク
シ
ョ
ン
、
真
正
面
か
ら
の
根
本
的
な
対
策

を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
全
員
で
危
機
を
認
識
し
て
共
有
す

る
た
め
に
は
大
変
な
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要
し
ま
す
が
、
そ
こ

を
き
ち
ん
と
や
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
意
味
で
、

政
治
家
の
危
機
意
識
の
な
さ
を
含
め
今
の
日
本
に
大
き
な
危
機
感

を
抱
い
て
い
ま
す
。
歴
史
家
と
し
て
現
在
の
日
本
に
対
す
る
注
文

が
あ
れ
ば
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

半
藤　

ま
ず
政
治
家
だ
け
で
な
く
、さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
持
つ
人
、
ひ
い
て
は
日
本
人
総
体
の
レ
ベ
ル
が
落
ち
て

い
る
と
感
じ
ま
す
ね
。
国
民
は
、
そ
の
国
民
に
ふ
さ
わ
し
い
政
治

家
し
か
持
ち
得
な
い
と
い
う
の
が
実
感
で
す
。
今
は
日
本
だ
け
で

な
く
、
ア
ジ
ア
、
世
界
を
見
る
目
が
必
要
な
の
で
、
と
に
か
く
若

い
人
に
は
勉
強
し
て
も
ら
い
た
い
。
国
家
を
建
て
直
す
上
で
教
育

が
最
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
し
、
そ
れ
を
実
行
す
れ
ば
５
年
た
っ

た
と
き
日
本
は
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
こ
れ
か
ら
の

日
本
と
日
本
の
将
来
を
担
う
若
い
世
代
に
必
要
な
の
は
、「
無
私
の

気
持
ち
」「
組
織
な
ど
の
小
さ
な
箱
か
ら
出
る
勇
気
」「
大
局
的
な
展

望
能
力
」「
世
界
に
通
用
す
る
情
報
・
知
識
」、
そ
し
て
吉
田
松
陰
の

言
葉
に
あ
る〝
君
は
功
を
成
せ
、わ
れ
は
大
事
を
成
す
〞と
い
う「
悠

然
た
る
風
格
」で
す
。

三
村　

今
後
、
存
在
感
あ
る
国
と
し
て
日
本
が
発
展
し
て
い
く
た

め
に
は
、
国
民
一
人
ひ
と
り
が
危
機
意
識
を
持
っ
て
真
剣
に
考
え

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
ね
。
本
日
は
示
唆
に
富
む
お
話
を
い
た

だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
こ
の
対
談
は
２
０
１
１
年
10
月
27
日
、
当
社
南
平
台
公
邸
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
）

自
ら
「
講
演
嫌
い
」
と
語
る
半
藤
氏
も
、
若
い
世
代
に
向

け
た
講
演
会
は
積
極
的
に
引
き
受
け
、
歴
史
の
教
訓
を
語

り
続
け
て
い
る

映画のワンシーン。写真左が山本五十六役の役所
広司氏（聯合艦隊旗艦「長門」にて）
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