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渡
辺

「
明
治
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱

却
」
と
は
ね
ぇ
。
ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ

な
い
発
想
で
す
ね
。
こ
の
言
葉
は
安
倍

首
相
の
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱

却
」
と
い
う
言
葉
を
意
識
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
ま
す

が
、
国
会
審
議
の
場
で
出
た
と
い
う
こ

と
で
す
か
ら
、
安
倍
政
権
と
の
対
決
姿

勢
を
示
す
た
め
に
あ
え
て
そ
ん
な
言
葉

を
使

っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ

ど
も
、
そ
も
そ
も
明
治
維
新
と
い
う
の

は
現
代
の
日
本
の
「
基
点
」
で
す
。
そ

ん
な
ふ
う
に
政
争
の
具
と
し
て
持
ち
出

す
の
は
ま
こ
と
に
軽
率
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
福
澤
諭
吉
は
「

一
身
の
利
害

も
っ

を
以
て
天
下
の
事
を
是
非
す
べ
か
ら

ず
」
と
戒
め
て

い
ま
す
よ
。

そ
れ
に
、
今
は
脱
却
ど
こ
ろ
か
、
明

治
と
い
う
時
代
か
ら
学
ば
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
山
ほ
ど
あ
る
。
私
は
十
年

前
に
出
し
た

「新
脱
亜
論
」

の
序
章

に
「
先
祖
返
り
す
る
極
東
ア
ジ
ア
地
政

学
」
と
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
頃
は
中
国
が
空
前
の
軍
事
力
増
強
を

続
け
、
南
シ
ナ
海
で
挑
発
的
な
行
動
を

露
わ
に
し
始
め
た
。
韓
国
は
歴
史
認
識

「
脱
明
治」

ヮ

問
題
や
竹
島
問
題
で
対
日
非
難
を
繰
り

返
す
。
北
朝
鮮
は
核
実
験
や
ミ
サ
イ
ル

発
射
実
験
を
行
う
。
こ
ん
な
状
況
だ

っ

た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
見
て
現
在
、

幕

末
・
維
新
か
ら
日
清

・
日
露
戦
争
あ
た

り
の
時
代
に

「酷
似
」
し
て
き
た
と
感

じ
、
「
先
祖
返
り
」
と
表
現
し
た
の
で

す
。言

う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
か
ら
十
年

経
っ
た
今
、
彼
ら
の
言
動
は
ま
す
ま
す

ェ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、
国
際
法
が
平
気
で

無
視
さ
れ
、
「
力
」
に
よ
る
現
状
変
更

が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
ま
さ

に
明
治
と
い
う
時
代
に
日
本
を
苦
し
め

た
地
政
学
的
環
境
の
再
現
の
ご
と
し
、

で
す
。
日
本
の
進
路
を
考
え
る
場
合
、

明
治
は
、
日
本
人
が
深
く
追
憶
す
べ
き

時
代
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
「脱

明
治
」
を
吹
聴
す
る
感
覚
に
は
、
私
は

理
解
に
苦
し
み
ま
す
ね
。

渡
辺

端
的
に
言
え
ば
、
あ
の
幕

末
か
ら
明
治
は
帝
国
主
義
の
時
代
で

す
。
力
の
強
い
者
が
勝
ち
、
弱
い
者
は

洵
汰
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
実
際

に
、
列
強
は
ア
フ
リ
カ
は
も
と
よ
り
中

明
治
維
新
は

な
ぜ
行
わ
れ
た
の
か

■

明
治
維
新
百
五
十
年
を
迎
え
た

が
、
明
治
維
新
の
意
義
を
否
定
し
た

り
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
目

に
付
く
。
明
治
維
新
を
古
め
か
し
い

も
の
と
決
め
付
け
、
明
治
維
新
以
来

の
国
つ
く
り
が
結
果
的
に
日
本
を
戦

争
へ
の
道
に
進
ま
せ
、
最
終
的
に
破

綻
し
た
と
主
張
す
る
新
聞
も
あ
れ

ば
、
国
会
で
は
野
党
の
党
首
が
「
明

治
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
」
な
ど
と

近
東
の
す
べ
て
を
植
民
地
支
配
下
に
置

い
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
南
ア
ジ

ア
、
東
南
ア
ジ
ア
を
経
て
、
つ
い
に
ア

ジ
ア
の
大
国

・
消
を
タ
ー
ゲ
ッ

ト
に
、

ア
ヘ
ン
戦
争
(
-
八
四

0
年

ー

四

二

年
）
を
仕
掛
け
、
中
国
大
陸
の
沿
海
地

域
や
長
江
流
域
を
次
々
と
租
借
地
に
し

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
世
界
を

支
配
下
に
置
い
て
き
て
、
最
後
に
わ
ず

か
に
残
さ
れ
て
い
た
の
が
日
本
だ
っ
た

の
で
す
。

ア
ヘ
ン
戦
争
か
ら
十
年
余
り
後
の
嘉

永
六
年
(
-
八
五
三）
、
ペ
リ
ー
の
黒

船
が
浦
賀
に
来
航
し
ま
す
。
最
初
は
四

隻
、
次
に
七
隻
で
、
二
回
や
っ
て
く
る

わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
大
量
の
大
砲
を

装
着
し
た
艦
隊
で
す
。
こ
れ
を
品
川
沖

ま
で
進
め
れ
ば
江
戸
城
を
射
程
に
収
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
完
全
な
砲
艦
外
交

で
す
。
幕
府
は
い
か
ん
と
も
し
難
く
、

日
米
和
親
条
約
を
結
ぶ
ほ
か
な
か

っ

た
。
ま
た
、
こ
の
条
約
に
よ
り
下
田
に

ア
メ
リ
カ
の
領
事
館
が
設
置
さ
れ
、
そ

こ
で
の
交
渉
に
よ
り
安
政
五
年
(
-
八

五
八
）
に
は
日
米
修
好
通
商
条
約
が
結

ば
れ
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
に
関
税
自
主

権
が
な
く
、
ア
メ
リ
カ
に
領
事
裁
判
権

（
治
外
法
権
）
を
認
め
る
な
ど
、

ま
こ

と
に
不
利
で
屈
辱
的
な
条
約
で
し
た
。

い
う
聞
い
た
こ
と
も
な
い
言
葉
を
使
っ

て
主
張
を
展
開
す
る
始
末
で
あ
る
。

こ
う
し
た
思
想
的
混
乱
は
放
置
し
て

お
い
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。
今
大
事

な
の
は
、
明
治
維
新
を
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク

ス
に
受
け
止
め
、
何
を
学
ぷ
べ
き
か
を

再
確
認
す
る
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
こ
で
、
拓
殖
大
学
学
事
顧
問
の
渡
辺

利
夫
氏
に
お
話
を
伺
っ
た
。

し
か
も
、
こ
れ
を
見
て
い
た
オ
ラ
ン

ダ
、
ロ
シ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス

は
同
様
の
不
平
等
条
約
を
次
々
と
日
本

に
要
求
し
て
き
た
。
日
本
は
こ
れ
も
飲

ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
す
。

い
っ
た
い
、
な
ぜ
列
強
は
こ
ん
な
不

平
等
条
約
を
日
本
に
押
し
つ
け
て
き
た

の
か
。
あ
り
て
い
に
言
え
ば
、
日
本
は

彼
ら
と
対
等
の
資
格
を
持
っ
た
「
文
明

国
」
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か

ら
で
す
。

こ
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
世
界
は
大

き
く
「
文
明
国
」
と
「
未
開
国
」
の
二

つ
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
の
が
欧
米
人

の
考
え
方
で
し
た
。
輝
く
光
を
持
つ
文

明
国
と
、
そ
の
光
が
ま
だ
届
か
ず
未
開

の
ま
ま
に
置
か
れ
て
い
る
国
と
い
う
二

分
法
で
す
。
文
明
国
の
み
が
理
性
的
で

道
徳
的
な
存
在
で
あ
り
、
彼
ら
だ
け
が

対
等
な
国
際
関
係
を
持
つ
国
で
す
。
で

す
か
ら
、
万
国
公
法
（
国
際
法
）
が
適

用
さ
れ
る
の
は
、
文
明
国
だ
け
だ
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
未
開
国
は
そ
の

対
象
に
も
な
ら
な
い
。
と
い
う
よ
り
、

未
開
国
は
野
蛮
で
不
道
徳
な
存
在
だ
か

ら
、
文
明
国
は
未
開
国
を
征
服
し
て

「教
化
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

え
考
え
て
い
ま
し
た
。
列
強
が
砲
艦
外

交
で
日
本
を
開
国
さ
せ
る
こ
と
に
ま
っ
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た
＜
踏
躇
が
な
か

っ
た
の
は
、
そ
う
い

う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
持

っ
て
い
た
か
ら

で
す
。
ひ
ど
い
考
え
方
だ
と
言
っ

て
し

ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
す
が
、
善
悪
の
問

題
で
は
な
く
、
そ
れ
が
帝
国
主
義
時
代

の
現
実
だ
っ
た
の
で
す
。

ー
そ
こ
で
、
列
強
に
征
服
さ
れ

な
い
た
め
に
は
、
列
強
を
列
強
た
ら
し

め
て
い
る
そ
の
「
文
明
」
そ
の
も
の
を

自
分
た
ち
も
手
に
入
れ
な
け
れ
ば
ど
う

に
も
な
ら
な
い
と
。
そ
う
考
え
て
断
行

し
た
の
が
明
治
維
新
で
す
ね
。

渡
辺

そ
の
通
り
で
す
。
日
本
は

ペ
リ
ー
来
航
か
ら
十
五
年
で
明
治
維
新

を
成
し
遂
げ
ま
し
た
。

明
治
維
新
の
基
本
精
神
を
示
し
た
五

ろ
う
し
ゅ
う

箇
条
の
御
誓
文
に
は
「
旧
来
ノ
晒
習

ヲ
破
リ
天
地
ノ
公
道
二
基
ク
ヘ
シ
」

「
智
識
ヲ
世
界
二
求
メ
大
二

皇
基
ヲ

振
起
ス
ヘ
シ
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

維
新
の
直
後
に
こ
れ
ほ
ど
開
明
的
な
国

づ
く
り
の
方
針
を
示
し
、
し
か
も
、
天

皇
陛
下
が
群
臣
を
率
い
て
神
に
誓
わ
れ

た
。
以
降
、
版
籍
奉
還
、
廃
藩
置
県
、

学
制
発
布
、
地
租
改
正
、
殖
産
興
業
、

富
国
強
兵
、
帝
国
憲
法
発
布
、
帝
国
議

会
開
設
…
…
等
々
、
短
期
間
で
近
代
国

家
を
造
り
上
げ
、
そ
し
て
日
清
戦
争
・

日
露
戦
争
に
勝
利
し
、
条
約
改
正
を
成

う
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
ま
で

彼
ら
を
突
き
動
か
し
た
の
は
何
だ
っ
た

の
か
と
い
う
と
、
や
は
り
そ
れ
を
や
ら

な
け
れ
ば
文
明
国
と
し
て
認
め
ら
れ
な

い
、
と
い
う
危
機
感
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
さ
っ
き
も
言
っ

た
よ
う
に
、
文
明

国
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
野
蛮
で
未
開
で
人
間
扱
い
さ
れ
な

い
。
万
国
公
法
の
対
象
に
も
な
ら
な

い
。
で
す
か
ら
、
な
ん
と
し
て
も
対
等

に
処
遇
さ
れ
る
国
に
な
り
た
い
と
。
こ

の
熱
望
は
尋
常
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。

こ
の
熱
望
が
、
国
を

―
つ
に
ま
と

め
、
国
民
を
突
き
動
か
す
原
動
力
と

な
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
日
清
戦
争
に

勝
利
し
た
こ
と
で
、
不
平
等
条
約
の
う

ち
、
治
外
法
権
は
廃
止
さ
れ
ま
す
け
れ

ど
も
、
も
う

―
つ
の
関
税
自
主
権
が
廃

止
さ
れ
た
の
は
、
日
露
戦
争
に
勝
利
し

た
後
の
明
治
四
十
四
年
で
す
。
要
す
る

に
、
不
平
等
条
約
の
改
正
に
日
本
は

明
治
の
全
期
間
を
費
や
さ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
い
か
に
文
明
国
、
す
な
わ
ち

独
立
国
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
難

し
い
時
代
で
あ
っ
た
か
が
分
か
り
ま
す
。

ー

と
い
う
こ
と
は
、
明
治
維
新
の

最
大
の
目
的
は
、
国
家
の
独
立
だ
っ
た
。

渡

辺

ま

っ
た
く
そ
の
一
点
に
尽

そ
れ
に
し
て
も
、
あ
の
帝
国

主
義
の
時
代
に
、
な
ぜ
ノ
ン
ホ
ワ
イ
ト

の
中
で
、
日
本
が
独
立
を
保
ち
得
た
の

で
し
ょ
う
か
。

渡
辺

―
つ

は
、
当
時
の
指
導
者

が
正
確
な

「自
画
像
」
を
描
い
て
い
た

か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
顔
は
自

分
で
は
見
え
な
い
。
私
た
ち
は
自
己
を

鏡
に
映
す
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
セ
ル

フ
・
ア
ン
デ
ン

テ
ィ
フ
ァ
イ
（
自
己
確

認
）
が
で
き
ま
す
ね
。
社
会
生
活
に
お

日
本
が
独
立
を

保
ち
得
た
理
由

し
て
列
強
の

一
員
と
な
っ
た
の
で
す
。

な
か
で
も
日
清
戦
争
と
日
露
戦
争
は

勝
っ
た
か
ら
よ
か
っ
た
も
の
の
、
も
し

負
け
て
い
た
ら
、
日
本
は
消
露
い
ず
れ

か
に
よ
っ
て
植
民
地
に
さ
れ
て
い
た
で

し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
そ
も
そ
も
明
治
維

新
が
な
け
れ
ば
、
現
在
の
日
本
と
い
う

国
家
は
存
在
し
て
い
な
か

っ
た
と
想
像

さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
日
露
戦
争
に
つ
い
て
は
多
く

の
人
が
世
界
史
的
意
義
を
持
つ
戦
争
だ

と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
が
、

司
馬
遼
太
郎
氏
は
「
人
類
史
上
の
画
期

で
あ
る
」
と
表
現
し
て
い

ま
す
。

つ

ま
り
、
ノ
ン
ホ
ワ
イ
ト

（
非
白
人
国

家
）
が
ホ
ワ
イ
ト
（
白
人
国
家
）
に
歴

史
上
初
め
て
勝
利
し
、
そ
の
事
実
が
ア

ジ
ア

・
ア
フ
リ
カ
の
有
色
人
種
の
独
立

へ
の
志
向
性
に
絶
大
な
勇
気
を
与
え

た
。
そ
れ
ま
で
彼
ら
は
白
人
へ
の
挑
戦

は
や

っ
て
も
詮
無
い
も
の
だ
と
考
え
て

い
た
の
に
、
同
じ
有
色
人
種
の
日
本
が

ロ
シ
ア
に
戦
い
を
挑
ん
で
勝
っ
た
こ
と

で
、
俺
た
ち
も
で
き
な
い
は
ず
が
な
い

と
。
夢
は
単
な
る
夢
で
は
な
く
、
実
現

可
能
な
夢
だ
と
思
わ
せ
た
。
こ
の
日
露

戦
争
の
意
義
は
、
あ
ら
た
め
て
記
憶
さ

れ
て
然
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

き
ま
す
。
文
明
開
化
を
し
て
行
く
上

で
、
圧
倒
的
な
影
響
力
を
与
え
た
も
の

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
福
澤
諭
吉

の

「文
明
論
之
概
略
j

で
す
が
、
福
澤

は
日
本
の
文
明
化
の
必
要
性
を
徹
底
的

に
説
い
た
後
、
最
後
の
最
後
に
論
理
を

見
事
に
転
換
し
て
、
「
国
の
独
立
は
目

的
な
り
、
今
の
我
文
明
は
此
目
的
に
達

す
る
の
術
な
り
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

福
澤
が

「文
明
論
之
概
略
j

を
書
い
た

の
は
こ
れ
を
言
わ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。
文
明
化
を
通
じ
て
の
独

立、

こ
れ
こ
そ
が
福
澤
の
生
涯
を
か
け

て
の
テ
ー
マ
だ

っ
た
の
で
す
。

開
国
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
う
し
た
帝
国
主
義
が
渦
巻
く
国
際
社

会
の
中
に
乗
り
出
す
こ
と
を
意
味
し
て

い
た
わ
け
で
す
ね
。

渡
辺

私
が
明
治
維
新
の
大
変
革

の
中
で
注
目
し
て
い
る
の
が
廃
藩
置

県
、
そ
れ
か
ら
岩
倉
使
節
団
で
す
。

廃
藩
置
県
は
西
郷
隆
盛
が
中
心
に

な
っ
て
断
行
し
た
革
命
で
、
こ
れ
に
よ

り
旧
体
制
の

エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
武
士

は
身
分
も
家
禄
も
手
放
さ
ざ
る
を
得
な

く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
反
動
が
大

き
く
、
士
族
の
不
満
が
全
国
に
渦
巻

き
、
の
ち
の
ち
佐
賀
の
乱
、
萩
の
乱、

秋
月
の
乱
、
神
風
連
の
乱
と

い
う
形
で

噴
出
し
て
、
最
後
は
西
南
戦
争
に
ま
で

発
展
し
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
革
命
の
さ
な
か
に

岩
倉
具
視
を
代
表
と
し
て
、
大
久
保
利

通
、
杢
戸
孝
允
、
伊
藤
拇
文
な
ど
政
府

中
枢
の
要
人
た
ち
が
参
加
し
た
使
節
団

が
、
一
年
八
カ
月
に
わ
た
り
欧
米
十
二

カ
国
の
視
察
に
行
く
の
で
す
。

新
体
制
は
で
き
た
け
れ
ど
も
、
ど
の

よ
う
に
近
代
国
家
を
つ
く
っ
た
ら
い
い

か
と
い
う
ノ
ウ
ハ
ウ
が
な
い
。
道
路
、

い
て
自
己
を
映
す
鏡
と
は
、

他
者
で
す
。

他
者
を
鏡
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自

分
に
は
何
が
足
り
な
い
の
か
、
何
が
必

要
な
の
か
が
見
え
て
く
る
。
そ
の
点
、

幕
末
か
ら
明
治
の
指
導
者
は
、
列
強
を

鏡
に
し
て
、
非
常
に
正
確
な
自
画
像
を

描
き
、
進
路
を
誤
ら
な
か
っ
た
。

例
え
ば
、
ペ
リ
ー
来
航
後
、
幕
府
が

ア
メ
リ
カ
と
条
約
を
結
ん
で
開
国
す
る

と
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
攘
夷

運
動
が
起
こ
り
ま
す
。
し
か
し
、
攘
夷

は

一
時
、
花
火
の
よ
う
に
燃
え
上
が
っ

た
け
れ
ど
も
、
す
ぐ
に
収
束
し
て
行

く
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
彼
我
の
戦
力

差
が
圧
倒
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
敏

感
に
悟
っ
た
か
ら
で
す
、

例
え
ば
、
長
州
藩
は
関
門
海
峡
を
通

る
外
国
船
に
砲
撃
を
加
え
ま
し
た
が
、

英
米
蘭
仏
四
カ
国
連
合
軍
に
よ
る
攻
撃

に
よ
っ
て
、
た
ち
ま
ち
砲
台
を
占
拠
さ

れ
て
し
ま
い
ま
す
（
馬
関
戦
争
）
。
日

本
の
大
砲
か
ら
放
た
れ
る
弾
丸
は
た
だ

の
鉄
の
塊
で
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て、

列
強
の
砲
弾
に
は
火
薬
が
装
填
さ
れ
て

い
て
破
壊
力
は
比
較
に
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
れ
で
長
州
は
「
と
て
も
攘
夷

な
ど
と
言
っ

て
い
ら
れ
な
い
」
と
欧
米

の
優
れ
た
文
明
を
導
入
す
べ
く
、
ガ
ラ

リ
と
方
向
転
換
す
る
の
で
す
。

独
立
の
た
め
の
文
明
開
化

鉄
道
、
街
灯
な
ど
の
ハ

ー
ド
は
ま
だ
分

か
る
け
れ
ど
も
、
立
憲
君
主
制、

政
党

政
治
、
議
会
政
治
、
宗
教
と
政
治
と
の

関
係
な
ど
近
代
国
家
の
根
幹
に
関
わ
る

ソ
フ
ト
を
制
度
と
し
て
整
え
機
能
さ
せ

る
に
は
書
物
を
読
む
だ
け
で
は
な
か
な

か
分
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
指
導
者
が

欧
米
へ
行
っ
て
自
分
の
目
で
確
か
め
よ

う
と
、
実
地
に
見
聞
し
、
必
死
に
学
ん

で
帰
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

西
郷
を
留
守
役
に
残
し
た
と
は
い

え
、
日
本
が
一
番
危
な
い
そ
の
時
期

に
、
こ
ん
な
リ
ス
キ
ー
な
行
動
を
取
っ

た
の
は
凄
い

こ
と
な
ん
だ
と
率
直
に
そ

薩
摩
藩
も
生
麦
事
件
の
報
復
に
や
っ

て
来
た
イ
ギ
リ
ス
艦
隊
と
戦
っ
て
い
ま

す
（
薩
英
戦
争
）
。
薩
摩
の
場
合
は
、

な
り
あ
き
ら

島
津
斉
彬
の
指
導
で
い
ち
早
く
近
代

化
を
進
め
て
い
た
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
と

は
互
角
に
戦
っ
た
の
で
す
が
、
実
際
に

戦
っ
て
み
て
、
そ
の
艦
隊
の
背
後
に
あ

る
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
技
術
力
や
軍
事
力

な
ど
国
力
総
体
を
洞
察
し
た
。
こ
こ
が

島
津
斉
彬
の
志
を
継
い
だ
薩
摩
藩
の
偉

い
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
を
契
機
に
さ
ら
に

近
代
化
を
推
進
す
る
の
で
す
。

ー
明
治
の
殖
産
興
業
・
富
国
強

兵
路
線
の
雛
形
を
見
る
よ
う
で
す
ね
。
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明日への選択 3月号（平成30年）

「
お
人
好
し
」
で
は

済
ま
な
い
時
代

今、東アジアでは、国際法が平気

で無視され、「力」による現状変更

が行われようとしています。まさ

に明治という時代に日本を苦しめ

た地政学的環境の再現のことし、

です。日本の進路を考える場 合

明治は、 日本人が深く追憶すべき

時代だと私は考えています。「脱明

治」を吹聴する感覚には、私は理

解に苦しみますね。・

渡

辺

そ

う

で

す
ね
。
ち
な
み
に
、

か
く
も
正
確
に
自
画
像
を
描
い
た
日
本

と
は
異
な
り
、
中
国
や
朝
鮮
は
対
外
危

機
に
直
面
し
て
も
、
そ
の
鏡
に
自
己
を

映
す
こ
と
に
熱
心
で
は
な
か
っ
た
よ
う

で
す
。

例
え
ば
、
朝
鮮
で
は
対
外
危
機
に

遭
遇
し
て
、

「
衛
正
斥
邪
」
の
思
想
が

持
ち
上
が
り
ま
す
。
衛
正
斥
邪
と
は
、

「正」

を
朝
鮮
の
儒
学
と
し

「
邪
」
を

夷
秋
と
し
て
、

「
正
を
衛
り
邪
を
斥
け

る
」
の
意
味
で
す
。
日
本
の
攘
夷
と
同

様
の
排
外
主
義
で
す
。
し
か
し
、
朝
鮮

の
場
合
は
、
対
外
危
機
が
方
向
転
換
の

契
機
と
は
な
ら
ず
、
排
外
主
義
の
純
度

を
よ
り
深
め
、
専
制
君
主
制
の

一
段
の

強
化

へ
と
繋
が
っ
て
行
き
ま
す
。

一
方
、
中
国
で
は
ア
ヘ
ン
戦
争
以

来
、
屈
辱
的
な
目
に
遭
い
続
け
る
中

で
、
西
洋
の
知
識
や
技
術
を
学
ぽ
う
と

す
る
動
き
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
う
し
た

改
革
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
近
代
化
が
進

み
、
海
軍
力
は
日
本
を
上
回
る
ほ
ど
で

し
た
。
と
は
い
え
、
日
清
戦
争
に
敗
れ

た
後
は
衰
退
の

一
途
を
辿
り
、
清
朝
が

滅
ん
で
孫
文
が
新
し
い
中
国
を
つ
く
る

と
い
う
動
き
も
出
て
き
た
け
れ
ど
も
、

実
態
と
し
て
は
四
分
五
裂
で
ま
と
ま
ら

な
い
ま
ま
、
百
年
以
上
に
わ
た
り
混
乱

弱
肉
強
食
の
世
界
の
中
で
、

独
立
を
維
持
し
て
き
た
価
値
が
よ
く
分

か
り
ま
し
た
。
そ
れ
こ
そ
、
今
の
日
本

人
が
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
す
ね
。

渡

辺

そ

の

通

り

で

す
。
と
り
わ

け
戦
後
の
日
本
は
、
ア
メ
リ
カ
と
日
米

安
全
保
障
条
約
を
結
び
、
ア
メ
リ
カ
の

「
核
の
傘
」

の
下
で
安
楽
に
暮
ら
し
て

き
ま
し
た
。
「
何
か
あ

っ
た
ら
ア
メ
リ

力
さ
ん
が
助
け
て
く
れ
る
」
と
経
済
発

展
だ
け
を
考
え
て
い
れ
ば
よ
か

っ
た
わ

け
で
す
。
し
か
し
、

今
は
も
う
そ
れ
で

は
済
ま
な

い
。
明
治
と
同
様
の
厳
し
い

国
際
環
境
の
中
で
、
い
か
に
独
立
を
維

渡
辺

も
う

一
っ
、
日
本
が
独
立

を
保
ち
得
た
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

の
は
、
旧
体
制
（
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ー

ム
）
が
劣
化
・

衰
退
し
て
行
く
時
に
、

こ
れ
を
破
壊
し
、
新
体
制
を
創
る
人
材

を
、
地
方
が
豊
富
に
育
成
し
て
い
た
こ

と
で
す
。

江
戸
時
代
に
は
徳
川
将
軍
家
を
頂
点

と
す
る
幕
府
が
あ
っ

た
け
れ
ど
も
、
幕

府
の
領
地
（
天
領
）
は
全
国
の
四
分
の

一
で
す
。
の
こ
り
は
二
百
六
十
数
藩
が

そ
れ
ぞ
れ
の
領
地
を
持
ち
、
自
立
的
に

存
在
し
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
封
建
制
の

社
会
で
す
。
幕
府
の
法
律
は
天
領
で
し

か
適
用
さ
れ
ず
、
天
領
以
外
の
各
藩
で

は
独
自
の
法
律
、
行
政
権
、
徴
税
権
、

裁
判
権
、
学
問
、
祭
礼
な
ど
が
あ
り
、

軍
事
力
を
蓄
え
て
い
た
藩
も
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
に
よ
り
力
量
を
持
っ
た
人
材

が
諸
藩
の
内
部
に
蓄
え
ら
れ
、
幕
末
期

の
よ
う
に
幕
府
の
統
治
力
に
衰
え
が
み

え
た
時
に
は
、
薩
長
な
ど
地
方
の
雄
藩

が
結
集
す
れ
ば
、
幕
府
を
倒
し
新
国
家

を
樹
立
し
得
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
た
の

持
し
て
行
く
か
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
時
の
指
針
に
な
る
の
が
、
明
治

の
先
人
達
の
言
動
で
す
。
ピ
ン
ポ
イ
ン

ト
の
判
断
に
狂
い
が
あ
っ
た
ら
亡
国
だ

と
い
う
緊
迫
し
た
状
況
の
中
で
書
い
た

政
治
家
の
文
章
と
行
動
は
、
現
代
人
の

胸
に
強
く
聾
き
ま
す
。
例
え
ば
、
福
澤

諭
吉
は
「
外
国
交
際
の
大
本
は
腕
力
に

在
り
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日

清
戦
争
前
後
の
外
交
の
全
局
を
指
導
し

た
陸
奥
宗
光
は
徹
底
し
た
リ
ア
リ
ス
ト

で
し
た
。
外
交
と
は
友
好
や
善
隣
で
は

な
く
国
益
の
確
保
そ
の
も
の
で
あ
る

と
、
誰
の
助
け
も
借
り
ず
に
、
独
力
で

清
国
と
の
戦
い
に
打

っ
て
出
ま
し
た
。

ま
た
、
日
露
戦
争
前
後
の
外
交
の
全

局
を
指
導
し
た
小
村
寿
太
郎
は
、
イ
ギ

リ
ス
と
同
盟
を
結
ん
で
背
後
を
固
め
、

人
材
を
用
意
し
た

江
戸
の
教
育

が
続
き
ま
し
た
。

教
育
の
成
果
だ
と
。

渡

辺

え

え

。
明
治
五
年
に
学
制

が
発
布
さ
れ
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
の
教

育
学
者
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

当
時
の

尋
常
小
学
校
の
就
学
率
は
世
界
の
ど
こ

よ
り
も
高
か
っ
た
よ
う
で
す
。
日
本
は

非
常
に
子
供
を
大
事
に
し
た
国
で
、
各

藩
に
は
武
士
の
子
弟
が
通
う
藩
校
が
あ

り
ま
し
た
。
武
士
だ
け
で
な
く
、
庶
民

は
寺
子
屋
で

「
読み
・
書
き
•
そ
ろ
ば

ん
」
を
習
っ
て
い
て
、
幕
末
に
は
全
国

に
約

一
万
も
の
寺
子
屋
が
あ

っ
た
そ
う

で
す
。
で
す
か
ら
、

学
制
に
よ

っ
て
に

わ
か
に
就
学
率
が
上
が
っ
た
と
い
う
の

で
は
な
く
、
す
で
に
江
戸
時
代
に
津
々

浦
々
で
実
施
さ
れ
て
い
た
初
等
教
育
を

制
度
化
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
日
本
の
庶
民
に
は
相
当
に

高
い
知
的
水
準
が
あ
っ

た
。
少
な
く
と

も
、
ビ
ジ
ネ
ス
を
は
じ
め
何
か
す
る
た

め
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
高
か
っ
た
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
が
ど
ん
な
に
貴
重
な
こ
と
だ
っ

た
か
と
い
う
の
は
、
や
は
り
他
者
と
い

う
鏡
に
映
し
て
み
れ
ば
分
か
り
ま
す
。

中
国
や
朝
鮮
の
政
治
体
制
は
封
建
制
で

は
な
く
郡
県
制
で
、
地
方
を
郡
に
分

全
力
を
対
露
戦
に
注
ぎ
込
む
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
的
確
な
情
勢
判
断
と
気

概

・
機
略
で
国
を
引
っ
張
っ
て
行
き
ま

し
た
。
国
論
を
ま
と
め
日
英
同
盟
を
成

立
さ
せ
た
小
村
の
功
績
は
不
朽
の
も
の

で
す
。
た
だ
、
そ
の
前
提
に
は
明
治
維

新
以
来
、
日
本
人
が

一
丸
と
な

っ
て
築

い
て
来
た
近
代
国
家
と
し
て
の
「
力
」

が
あ

っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
た
い
。

当
時
は
、
艦
船
の
排
水
量
で
軍
事
力
を

算
定
し
た
時
代
で
す
が
、
じ
つ
は
イ
ギ

リ
ス
と
日
本
の
排
水
量
を
合
計
す
る

と
、
他
の
す
べ
て
の
国
の
排
水
量
の
合

計
よ
り
高
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え

日
英
同
盟
は
ロ
シ
ア
の
南
下
政
策
を
警

戒
す
る
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
も
抑
止
力

に
な
り
ま
す
。
ロ
シ
ア
ヘ
の
恐
怖
を
共た

の

有
す
る
だ
け
で
な
く
、
大
英
帝
国
が
侍

で
す
。

で
す
。
地
方
が
人
材
の
宝
庫
だ
っ
た
の

け
、
そ
の
下
に
県
を
置
く
。
そ
し
て
中

央
の
科
挙
の
試
験
に
合
格
し
た
秀
オ
を

郡
県
の
ト

ッ
プ
と
し
て
送
り
込
み
、
強

固
で
専
制
的
な
中
央
集
権
体
制
を
つ

く
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
地

方
に
人
材
が
育
つ
「
空
間
」
が
生
ま
れ

ま
せ
ん
。
近
代
化
の
た
め
に
必
要
な
人

材
は
、
中
国
で
も
朝
鮮
で
も
枯
渇
し
て

い
た
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
は
そ
う
で
は
な
か
っ

た
。渡

辺
あ
の
時
代
の
日
本
人
は
、

欧
米
と
い
う
鏡
に
き
ち
ん
と
自
分
の
顔

を
映
し
、
欧
米
と
対
等
の
力
を
持
と
う

と
方
向
転
換
し
ま
し
た
。
じ
つ
に
敏
感

で
、
柔
軟
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。

む
に
足
る
「
力
」
を
日
本
が
持
っ
て
い

た
か
ら
こ
そ
日
英
同
盟
が
成
立
し
た
の

で
す
。

今
の
日
米
関
係
に
則
し
て
言
え
ば
、

果
た
し
て
日
本
は
そ
れ
だ
け
の
「
力
」

を
持
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
今
の
有

り
様
で
は
ど
う
考
え
た

っ
て
同
盟
国
ア

メ
リ
カ
に
失
礼
で
は
な
い
か
と
。
や
は

り
自
力
で
対
抗
で
き
る
だ
け
の
軍
事

カ
、
情
報
力
、
そ
の
他
様
々
な
手
段
を

持
つ
努
力
を
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
尖

閣
諸
島
で
何
か
起
こ
っ
た
時
、
日
本
人

が
全
く
血
を
流
し
て
も
い
な
い
の
に
、

ア
メ
リ
カ
の
海
兵
隊
が
血
を
流
し
て
く

れ
る
な
ど
と
考
え
る
の
は
、
余
程
の
お

人
好
し
で
す
。
日
本
人
は
そ
の
お
人
好

し
を
七
十
年
以
上
も
続
け
て
き
た
け
れ

ど
も
、
日
増
し
に
高
ま
る
中
国
や
北
朝

鮮
の
軍
事
的
圧
力
を
考
慮
す
る
と
、
こ

の
惰
性
の
ま
ま
で
は
亡
国
の
淵
に
沈
む

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
ん
な
絶
望
的
事
態
に
な
ら
な
い
よ

う
、
こ
の
明
治
維
新
百
五
十
年
の
節
目

を
、
希
望
へ
と
転
じ
る
新
し
い
歴
史
の

「基
点
」
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
も
、
わ
れ
わ
れ

一
人
ひ
と

り
が
、
明
治
と
い
う
時
代
に
よ
く
学
ぶ

必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。

（
二
月
八
日
取
材
。
文
沢

・
編
集
部
）

，
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