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命
を
守
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、

ア
ク
テ
ィ
ブ
防
護
シ
ス
テ
ム
の
標
準
装
備

化
、
砲
塔
の
無
人
化
、
戦
車
を
含
め
た
戦

闘
車
両
の
無
人
化
、
有
人
車
両
と
無
人
車

両
の
連
携
、
さ
ら
に
、
最
も
危
険
な
任
務

の
一
つ
で
あ
る
地
雷
原
の
処
理
や
化
学
剤

の
検
知
や
除
染
作
業
任
務
の
無
人
化
は
、

優
先
し
て
取
り
組
む
事
業
で
あ
る
。

⑤ 

攻
撃
型
U
A
V
の
活
用
と
対
策

　

現
代
ま
で
の
戦
車
キ
ラ
ー
は
、
攻
撃
ヘ

リ
、
対
戦
車
ミ
サ
イ
ル
、
戦
車
、
砲
弾
で

あ
っ
た
が
、
露
宇
戦
争
か
ら
戦
車
キ
ラ
ー

の
主
役
に
躍
り
出
た
の
は
、
攻
撃
型
U
A

V
や
自
爆
ド
ロ
ー
ン
で
あ
る
。
ド
ロ
ー
ン

で
目
標
を
評
定
し
砲
弾
を
誘
導
し
、
対
戦

車
地
雷
を
散
布
し
、
対
戦
車
て
き
弾
を
投

下
し
、
戦
車
を
追
跡
し
、
自
爆
し
て
戦
車

を
撃
破
す
る
新
た
な
対
戦
車
戦
闘
で
あ
る
。

　

安
価
で
あ
り
、
大
量
か
つ
迅
速
に
生
産

さ
れ
、
操
作
も
比
較
的
簡
単
で
、
運
用
も

広
範
多
岐
に
わ
た
り
、
柔
軟
性
も
有
し
て

い
る
。
8
年
前
の
国
際
装
備
展
示
会
で
初

め
て
徘
徊
型
ミ
サ
イ
ル
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ

ル
製
の
H
E
R
O
シ
リ
ー
ズ
の
説
明
を
受

け
て
、
徘
徊
型
ミ
サ
イ
ル
の
性
能
に
驚
い

た
こ
と
を
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。

革
新
的
な
新
た
な
兵
器
が
誕
生
し
た
と
確

信
し
た
が
、
露
宇
戦
争
で
は
、
徘
徊
型
ミ

サ
イ
ル
や
F
P
V
ド
ロ
ー
ン
を
含
め
た
U

A
V
が
戦
場
を
支
配
し
始
め
て
い
る
。
昼

夜
を
問
わ
ず
、
常
に
上
空
を
徘
徊
し
、
獲

物
を
探
し
て
い
る
攻
撃
型
U
A
V
へ
の
適

切
な
防
護
な
く
し
て
、
戦
車
を
含
む
装
甲

戦
闘
車
両
の
運
用
は
困
難
な
状
況
と
な
っ

て
き
た
。
U
A
V
へ
の
対
応
は
、
戦
車
だ

け
で
は
な
く
既
存
の
陸
上
装
備
全
般
が
突

き
つ
け
ら
れ
て
い
る
最
優
先
の
課
題
で
あ

り
、
車
両
自
体
の
防
護
の
み
な
ら
ず
、
部

隊
全
体
を
防
護
す
る
C-

U
A
V
シ
ス
テ

ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
早
急
に
求
め
ら
れ

て
い
る
。 

（
完
）

　

日
本
安
全
保
障
戦
略
研
究
所
（
S
S
R
 

I
）
と
台
湾
戦
略
研
究
学
会
と
の
日
台
戦

略
対
話
に
参
加
し
た
。
日
程
を
う
ま
く
組

ん
で
く
れ
て
、
5
月
20
日
の
頼ら

い

清せ
い

徳と
く

台
湾

新
総
統
の
就
任
式
典
と
前
夜
の
レ
セ
プ

シ
ョ
ン
に
招
待
さ
れ
る
と
い
う
得
難
い
機

会
も
い
た
だ
い
た
。

　

前
夜
の
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
は
外
務
大
臣
主

催
で
、
迎
賓
館
の
よ
う
な
建
物
も
庭
も
、

供
さ
れ
た
何
種
類
も
の
料
理
も
エ
ン
タ
テ

イ
メ
ン
ト
も
、
さ
す
が
に
国
威
を
か
け
て

準
備
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
と
思
え
る

素
晴
ら
し
さ
だ
っ
た
。
日
本
の
議
員
団
の

顔
も
見
え
た
。
台
湾
と
外
交
関
係
の
あ
る

太
平
洋
島
嶼
国
や
中
南
米
ら
し
い
顔
や
E

U
の
ピ
ン
バ
ッ
ジ
を
付
け
た
グ
ル
ー
プ
な

ど
欧
米
系
の
顔
も
多
く
、
多
く
の
国
か
ら

関
係
者
が
招
待
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
少

し
驚
か
さ
れ
た
の
は
会
場
へ
頼
清
徳
新
総

統
と
蕭

し
ょ
う

美び

琴き
ん

新
副
総
統
が
現
れ
た
こ
と

だ
。
短
い
ス
ピ
ー
チ
を
し
た
の
だ
が
、
間

近
に
見
る
新
総
統
は
大
変
若
々
し
く
、
そ

れ
で
い
て
頼
も
し
く
感
じ
さ
せ
る
雰
囲
気

を
持
っ
て
い
た
。

　

翌
20
日
は
就
任
式
典
が
総
統
府
前
の
広

場
で
実
施
さ
れ
た
。
事
前
に
渡
さ
れ
た
大

き
な
Ⅰ
D
カ
ー
ド
を
首
に
か
け
て
、
荷
物

の
持
ち
込
み
制
限
も
あ
り
、
か
な
り
厳
重

な
警
備
だ
っ
た
。
会
場
は
配
ら
れ
た
白
い

帽
子
を
か
ぶ
っ
た
人
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て

い
る
。
私
た
ち
は
指
定
さ
れ
た
席
に
つ
い

た
。
日
本
人
用
に
配
置
さ
れ
た
一
角
で
ス

テ
ー
ジ
も
よ
く
見
え
た
。
式
典
の
前
半
は

儀
仗
隊
の
ド
リ
ル
に
始
ま
り
、
民
族
衣
装

を
着
た
グ
ル
ー
プ
の
ダ
ン
ス
や
人
気
歌
手

の
歌
、
パ
レ
ー
ド
と
い
っ
た
お
祭
り
の
よ

う
な
雰
囲
気
で
、
空
軍
航
空
機
に
よ
る
ス

モ
ー
ク
を
引
い
た
編
隊
飛
行
で
盛
り
上
げ

る
。

　

い
よ
い
よ
新
総
統
の
就
任
演
説
が
始

ま
っ
た
。
会
場
で
配
ら
れ
た
就
任
演
説
全

文
の
日
本
語
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
読
み
な
が

ら
、
演
説
を
聞
い
て
い
る
と
時
々
大
き
な

拍
手
と
声
援
が
沸
き
上
が
る
。
も
ち
ろ
ん

ど
の
部
分
が
聴
衆
に
受
け
て
い
る
か
、
わ

か
ら
な
い
も
の
の
、
か
な
り
の
盛
り
上
が

り
で
あ
る
。

　

日
本
語
の
演
説
文
を
読
ん
で
、
驚
い
た
。

そ
れ
は
国
と
か
国
民
と
い
う
単
語
を
頻
繁

に
使
っ
て
い
る
の
だ
。
演
説
文
冒
頭
す
ぐ

に
「（
台
湾
は
）
1
9
9
6
年
の
今
日
、

台
湾
で
初
め
て
民
選
に
よ
る
総
統
（
李
登

輝
）
が
宣
誓
就
任
し
、
国
際
社
会
に
中
華

民
国
台
湾
は
主
権
独
立
国
家
で
あ
り
、
主

権
は
民
に
あ
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝

え
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。「
独
立
」

と
い
う
単
語
は
全
文
中
こ
こ
だ
け
で
あ
る

け
れ
ど
、
1
9
9
6
年
か
ら
ず
っ
と
独
立

頼
清
徳
台
湾
新
総
統

　

就
任
式
に
参
列
し
て

柴
田　

幹
雄　
陸
自
75
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国
家
で
あ
る
と
述
べ
た
の
だ
。
こ
の
後
、

「
国
家
」「
国
民
」
と
い
う
用
語
を
頻
繁
に

繰
り
返
し
て
い
る
。

　
「
中
国
の
軍
事
行
動
と
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン

で
の
脅
威
は
世
界
の
平
和
と
安
定
に
対
す

る
最
大
の
戦
略
的
課
題
と
み
な
さ
れ
て
い

ま
す
。
台
湾
は
『
第
1
列
島
線
』
の
戦
略

的
位
置
に
あ
り
、
世
界
の
地
政
学
の
発
展

に
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
」
と
述
べ
、
従

来
大
陸
と
の
関
係
に
終
始
し
が
ち
な
対
外

関
係
を
世
界
的
規
模
の
視
点
で
述
べ
て
い

る
。
台
湾
は
バ
シ
ー
海
峡
を
挟
む
フ
ィ
リ

ピ
ン
と
関
係
を
強
化
し
、
も
ち
ろ
ん
日
本

と
の
関
係
強
化
に
も
努
力
し
て
、
日
米
が

重
視
す
る
イ
ン
ド
太
平
洋
構
想
の
中
で
の

台
湾
の
位
置
づ
け
に
着
目
し
て
い
る
の

だ
。

　

さ
ら
に
驚
い
た
の
は
、「
国
民
同
胞
の

皆
さ
ん
、
私
た
ち
は
平
和
を
追
求
す
る
と

い
う
理
想
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
幻
想
を

持
つ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
中
国
は
ま
だ

台
湾
に
対
す
る
武
力
侵
攻
の
可
能
性
を
断

念
し
て
い
ま
せ
ん
。
中
国
の
提
案
を
全
面

的
に
受
け
入
れ
主
権
を
放
棄
し
た
と
し
て

も
、
中
国
の
台
湾
併
合
の
企
み
は
消
え
る

こ
と
は
な
い
こ
と
を
、
国
民
の
皆
さ
ん
は

理
解
す
べ
き
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ

れ
に
続
い
て
、
中
国
の
脅
威
や
浸
透
に
対

し
国
防
を
強
化
し
て
抑
止
力
を
発
揮
し
戦

争
を
回
避
し
、
実
力
に
よ
っ
て
平
和
を
達

成
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
の
前
に
対
等
の
原
則
の
下
で
対
話
と
交

流
を
進
め
、
協
力
し
合
う
こ
と
を
望
む
と

は
言
う
も
の
の
、
そ
の
あ
と
で
力
に
対
し

て
は
力
で
対
抗
す
る
と
決
意
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
ほ
ぼ
中
国
が
力
で
来
る
な

ら
台
湾
も
力
を
も
っ
て
対
抗
す
る
ぞ
、
と

宣
言
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

さ
ら
に
は
、
憲
法
に
よ
り
中
華
民
国
の

国
籍
を
有
す
る
者
は
中
華
民
国
の
国
民
で

あ
る
と
定
め
て
い
る
と
述
べ
、続
け
て
「
こ

の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
中
華
民

国
と
中
華
人
民
共
和
国
は
互
い
に
隷
属
し

て
い
な
い
の
で
す
」
と
記
述
さ
れ
た
文
を

読
み
、
驚
い
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
一
つ

の
中
国
を
否
定
し
、
中
華
人
民
共
和
国
と

対
等
の
中
華
民
国
、
す
な
わ
ち
言
葉
こ
そ

使
っ
て
い
な
い
が
「
独
立
し
て
い
る
こ
と
」

を
明
言
し
た
に
等
し
い
。

　

全
国
民
は
そ
の
背
景
に
関
係
な
く
「
台

湾
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
持
つ
限

り
、
す
べ
て
の
人
々
は
こ
の
国
の
主
人
で

す
。
中
華
民
国
、
中
華
民
国
台
湾
あ
る
い

は
台
湾
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら

は
私
た
ち
の
（
中
略
）
国
を
呼
ぶ
名
前
で

あ
り
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
同
じ
響
き
を

持
っ
て
い
ま
す
」
と
一
致
団
結
を
訴
え
る
。

　

も
と
も
と
台
湾
に
住
ん
で
い
た
原
住
民

（
先
住
民
と
い
う
語
は
台
湾
で
は
す
で
に

絶
滅
し
た
民
族
と
い
う
意
味
で
使
わ
な

い
）
や
古
く
か
ら
大
陸
か
ら
移
民
し
て
き

た
住
民
は
、「
台
湾
」
を
使
う
だ
ろ
う
。

蒋
介
石
率
い
る
国
民
党
軍
民
が
来
て
か
ら
、

台
湾
が
「
中
華
民
国
」
に
な
っ
た
。
国
民

党
は
正
式
名
中
国
国
民
党
で
あ
り
、
台
湾

国
民
党
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
中
国
共
産

党
に
負
け
て
逃
げ
て
き
た
中
国
国
民
党

で
、
本
来
は
中
国
に
反
攻
し
大
陸
を
支
配

す
る
の
が
本
願
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
つ
の
中
国
と
い
う
概
念
は
習
近
平
の
言

う
言
葉
と
同
じ
で
あ
り
、
台
湾
が
中
国
の

一
部
で
あ
る
の
と
同
様
、
大
陸
は
台
湾
の

一
部
で
あ
る
。
さ
す
が
に
今
大
陸
反
攻
は

現
実
的
で
は
な
い
が
大
陸
へ
の
執
着
は
残

り
、
中
華
人
民
共
和
国
ヘ
の
親
近
感
に
変

質
し
た
部
分
も
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ

れ
で
中
華
民
国
台
湾
と
い
う
呼
称
も
両
者

の
融
和
の
た
め
の
も
の
だ
ろ
う
か
。

　

頼
清
徳
新
総
統
の
就
任
演
説
全
文
を
何

度
も
読
ん
で
、
こ
れ
は
大
変
な
演
説
だ
と

思
っ
た
の
だ
が
、
翌
日
の
台
湾
学
会
と
の

交
流
な
ど
で
は
「
新
総
統
の
民
主
台
湾
に

対
す
る
自
信
に
感
銘
し
ま
し
た
」
と
い
う

程
度
の
感
想
を
述
べ
た
。
た
だ
先
方
は
意

外
に
も
ク
ー
ル
で
、
あ
ま
り
就
任
演
説
に

は
深
く
か
か
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
我
々

の
グ
ル
ー
プ
の
一
員
が
「
実
質
上
独
立
」

と
い
う
表
現
を
し
た
ら
、
あ
た
ふ
た
し
て

そ
の
言
葉
は
ち
ょ
っ
と
と
や
ん
わ
り
注
意

さ
れ
た
。

　

私
た
ち
は
就
任
式
の
翌
々
日
、
22
日
に

帰
国
し
た
。
就
任
演
説
に
対
す
る
日
本
の

マ
ス
コ
ミ
報
道
で
は
、
頼
清
徳
新
総
統
は

「
現
状
維
持
」
を
何
度
も
強
調
し
た
と
い

う
表
現
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
確
か
に
演
説

で
は
「
へ
つ
ら
わ
ず
、
高
ぶ
ら
ず
、
現
状

維
持
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
」
と
、

現
状
維
持
と
い
う
単
語
を
使
っ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
か
つ
て
主
権
独
立
国
家
だ
と

い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
て
以
来
の
「
現

状
」
を
維
持
す
る
と
も
読
め
る
。
中
国
に

対
す
る
力
に
よ
る
現
状
変
更
へ
の
警
告
と

も
読
め
る
。
全
体
的
に
日
本
の
マ
ス
コ
ミ

が
言
う
「
現
状
維
持
」
と
は
読
め
な
か
っ

た
。

　

当
然
、
中
国
は
直
ち
に
強
く
反
発
し
過

激
な
言
葉
で
攻
撃
し
た
。
し
か
し
22
日
台

北
の
市
街
、
露
天
市
場
な
ど
は
、
い
つ
も

ど
お
り
で
特
段
変
わ
っ
た
様
子
も
な
か
っ

た
。
た
だ
頼
清
徳
新
総
統
は
海
兵
隊
部
隊

を
視
察
し
即
応
体
制
を
点
検
し
た
、
と
の

報
道
を
あ
と
か
ら
知
っ
た
。
お
か
し
な
こ

と
に
日
本
の
報
道
は
、
引
き
続
き
中
国
の

恫
喝
に
対
し
、
新
総
統
は
現
状
維
持
を
強

調
し
て
い
る
の
で
、
過
剰
反
応
は
慎
む
べ

き
だ
と
い
う
論
調
で
あ
る
。
台
湾
は
平
然
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と
し
て
い
る
の
に
日
本
が
代
わ
り
に
中
国

に
許
し
を
請
う
て
な
だ
め
て
い
る
よ
う
な

形
で
、
全
く
笑
っ
て
し
ま
う
。
台
湾
が
こ

こ
ま
で
言
っ
た
以
上
中
国
も
黙
っ
て
い
な

い
だ
ろ
う
、
日
本
も
備
え
を
し
っ
か
り
し

な
け
れ
ば
と
い
う
論
調
に
な
っ
て
も
い
い

と
思
う
の
だ
が
、
妙
な
話
で
あ
る
。

　

中
国
生
ま
れ
で
日
本
に
帰
化
し
中
国
問

題
を
鋭
く
解
説
し
て
い
る
石
平
氏
は
、

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
（
石
平
の
週
間
ニ
ュ
ー
ス

解
説
、
5
月
25
日
）
で
興
味
深
い
話
を
し

て
い
る
。
台
湾
総
統
は
タ
ブ
ー
を
破
っ
て

堂
々
と
反
中
独
立
を
宣
言
し
た
、
と
い
う

の
だ
。
こ
れ
に
対
し
習
近
平
は
怒
り
狂
っ

た
が
、
軍
事
恫
喝
も
空
振
り
し
た
。
蔡
英

文
は
就
任
演
説
で
も
「
中
国
」
と
い
う
固

有
名
詞
を
完
全
に
避
け
て
い
た
。
中
国
を

「
対
岸
」
と
か
「
北
京
当
局
」
と
呼
ん
で

い
た
と
指
摘
し
、
今
回
「
中
国
」
を
使
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
外
国
が
中
国
を
呼
ぶ

と
き
に
使
う
。
つ
ま
り
台
湾
・
中
華
民
国

は
中
国
と
は
別
個
の
国
で
あ
っ
て
、
中
国

は
外
国
で
あ
る
と
い
う
意
思
表
示
で
あ
る

と
い
う
。
な
る
ほ
ど
と
納
得
し
た
。
演
説

で
「
台
湾
併
合
の
企
み
が
や
む
こ
と
は
な

い
」
と
明
確
な
警
告
を
し
て
い
る
が
、
こ

れ
は
中
国
は
敵
国
だ
と
定
義
し
、
反
中
姿

勢
を
隠
さ
な
い
の
だ
と
解
説
し
て
い
る
。

中
国
の
反
応
や
演
説
に
対
す
る
人
民
日
報

の
全
面
論
説
な
ど
も
紹
介
し
て
い
る
。
い

か
に
中
国
が
就
任
演
説
に
不
満
を
持
っ
て

い
る
か
が
わ
か
る
。

　

中
国
は
こ
こ
ま
で
言
わ
れ
た
ら
、
武
力

行
使
す
る
レ
ッ
ド
ラ
イ
ン
を
超
え
た
と
言

え
ば
言
え
る
。
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
は
こ
と

さ
ら
に
現
状
維
持
を
強
調
し
て
中
国
の
怒

り
の
鎮
静
化
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
が
、
い
か
が
な
も
の
か
。

　

台
湾
有
事
は
日
本
有
事
と
掛
け
声
だ
け

は
い
い
が
、
台
湾
有
事
に
日
本
は
台
湾
の

た
め
に
何
が
で
き
る
か
台
湾
有
志
と
話
を

す
る
と
、
台
湾
に
貢
献
で
き
る
こ
と
な
ど

ほ
と
ん
ど
な
い
。
台
湾
は
、
国
民
保
護
の

シ
ェ
ル
タ
ー
か
ら
上
陸
適
地
の
障
害
準
備

ま
で
も
し
て
お
り
、
徴
兵
制
度
、
予
備
役

制
度
も
完
備
し
て
い
る
。

　

翻
っ
て
日
本
は
、
台
湾
有
事
へ
の
備
え

な
ど
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
台
湾
有

事
が
日
本
有
事
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
逆
に
日
本
防
衛
が

台
湾
防
衛
に
も
つ
な
が
る
の
で
あ
ろ
う
。

台
湾
が
覚
悟
を
決
め
て
独
自
の
道
を
進
む

と
宣
言
し
た
以
上
、
中
国
が
ど
う
動
く
か

習
近
平
の
肚
一
つ
で
あ
る
。
日
本
は
、
中

国
を
な
だ
め
何
も
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
願

う
の
で
は
な
く
、
日
本
の
対
中
防
衛
作
戦

準
備
を
怠
り
な
く
進
捗
さ
せ
な
く
て
は
な

ら
な
い
。

　

戦
前
の
大
日
本
帝
国
憲
法
第
1
章
天
皇

第
11
条
に
「
天
皇
ハ
陸
海
軍
ヲ
統
帥
ス
」

の
条
文
が
あ
る
。
こ
れ
が
統
帥
権
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
天
皇
が
陸
海
軍
を
直
接
運
用

す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
政
府
は
関
わ

ら
な
い
と
解
釈
で
き
る
。

　

帝
国
憲
法
起
草
の
中
心
に
い
た
初
代
総

理
伊
藤
博
文
は
、
自
ら
の
著
書
『
帝
国
憲

法
義
解
』
に
お
い
て
「
本
條
ハ
兵
馬
ノ
統

一
ハ
至
尊
ノ
大
権
ニ
シ
テ
専
ラ
帷
幄
ノ
大

令
ニ
属
ス
ル
コ
ト
ヲ
示
ス
ナ
リ
」
と
解
説

し
て
お
り
、
大
政
奉
還
後
の
直
接
君
主
政

で
は
、
統
帥
権
は
、
議
会
の
干
渉
を
さ
せ

な
い
天
皇
の
統
治
権
に
属
す
る
と
し
て
明

治
政
府
の
要
人
た
ち
が
知
恵
を
絞
っ
た
こ

と
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
昭
和
に
入
り
明
治
の
元
勲

た
ち
も
鬼
籍
に
入
り
そ
の
趣
旨
が
曖
昧
に

な
っ
て
き
た
こ
ろ
に
、
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
条

約
で
対
英
米
補
助
艦
比
率
に
不
満
を
持
つ

海
軍
軍
人
と
政
権
打
倒
を
狙
う
野
党
勢
力

が
結
託
し
て
浜
口
雄
幸
内
閣
が
天
皇
の
持

つ
統
帥
権
を
干
犯
し
た
と
し
て
政
争
の
た

め
に
統
帥
権
を
持
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
統
帥
権
干
犯
」
問
題
で
あ
る
。

帝
国
憲
法
第
55
条
に
は
「
国
務
各
大
臣
ハ

天
皇
ヲ
補
弼
シ
其
ノ
責
ニ
任
ス
」
と
あ
り
、

大
臣
は
天
皇
に
対
し
て
輔
弼
の
責
任
を
有

す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
統
帥
権
干
犯
問

題
を
境
に
政
府
は
軍
の
行
動
に
対
し
て
表

立
っ
て
介
入
で
き
な
く
な
る
。
軍
部
が
直

接
天
皇
に
部
隊
運
用
な
ど
の
意
見
を
述
べ

る
帷
幄
上
奏
権
を
多
用
し
て
内
閣
の
関
与

を
排
除
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と

が
、
軍
部
の
独
走
を
許
し
て
、
満
洲
事
変
、

支
那
事
変
、
そ
し
て
太
平
洋
戦
争
に
進
む

大
き
な
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
当
然
、

こ
の
ほ
か
に
も
様
々
な
要
因
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
が
、
統
帥
権
の
問
題
が
極
め
て
大

き
な
要
因
で
あ
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

　

当
初
の
趣
旨
は
、
様
々
に
入
れ
替
わ
る

で
あ
ろ
う
政
権
与
党
が
そ
の
時
々
に
勝
手

に
軍
事
力
を
使
う
こ
と
を
恐
れ
る
元
老
た

ち
の
思
い
か
ら
統
帥
権
を
規
定
し
た
の
で

あ
る
が
、
時
代
の
変
遷
の
中
で
政
争
の
具

と
な
り
、
軍
部
の
独
走
を
招
く
結
果
と

な
っ
た
。
統
帥
権
問
題
が
日
本
を
戦
争
に

駆
り
立
て
て
、
存
亡
の
淵
ま
で
追
い
立
て

た
と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

当
初
の
制
定
の
趣
旨
が
忘
れ
去
ら
れ
て
、

そ
の
条
文
が
独
り
歩
き
を
し
て
国
家
を
存

亡
の
淵
ま
で
追
い
込
ん
だ
の
は
自
明
の
こ

統
帥
権
と
憲
法
9
条

奥
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