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１
９
４
６
年
11
月
３
日
は
、
日

本
国
憲
法
が
公
布
さ
れ
た
日
で
す
。

　

こ
の
憲
法
に
初
め
て
出
合
っ
た

と
き
の
感
慨
と
し
て
、「
目
の
前

い
っ
ぱ
い
に
青
空
が
広
が
っ
た
」

と
い
っ
た
言
葉
を
よ
く
耳
に
し
ま

す
が
、
当
時
30
歳
を
過
ぎ
た
ば
か

り
の
私
の
母
も
、
そ
う
感
じ
た
ひ

と
り
で
し
た
。

　

戦
前
の
強
い
父
権
、
男
女
不
平

等
の
許
に
生
き
て
、
何
か
と
疑
問

を
感
じ
て
い
た
母
に
は
、
言
論
の

自
由
、
平
等
、
機
会
均
等
…
と
い
っ

た
言
葉
は
、
さ
ぞ
新
鮮
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
こ
の
新
憲
法
の
理
念

ど
お
り
に
、
自
分
の
子
ど
も
ふ
た

り
を
育
て
た
い
と
決
心
し
た
よ
う

で
し
た
。

　

周
囲
の
人
々
は
、
わ
が
家
に
男

の
子
が
い
な
い
こ
と
を
残
念
が
っ

て
く
れ
ま
し
た
が
、「
男
も
女
も
な

い
、
し
た
い
こ
と
を
し
て
伸
び
て
い

き
な
さ
い
。
そ
の
た
め
の
協
力
は

惜
し
み
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
の
が
、

両
親
の
、
特
に
母
の
口
癖
で
し
た
。

女
学
校
よ
り
上
に
進
ん
で
先
生
に

な
り
た
か
っ
た
母
は
、
女
だ
か
ら
、

と
い
う
理
由
で
父
親
に
許
さ
れ
な

く
て
、
つ
ら
い
思
い
を
し
た
そ
う

で
す
。

　

そ
ん
な
わ
が
家
で
大
切
に
さ
れ

た
の
は
、
自
由
な
話
し
合
い
だ
っ

た
で
し
ょ
う
か
。
何
か
を
し
た
い

と
思
っ
た
と
き
、
親
と
し
て
の
意

見
を
い
う
よ
り
先
に
、
ま
ず
我
々

姉
妹
に
た
ず
ね
て
く
れ
ま
し
た
。

「
な
ぜ
、
そ
れ
を
し
た
い
の
か
」
と
。

子
ど
も
な
が
ら
に
、
知
っ
て
い
る

言
葉
と
本
で
得
た
知
識
を
駆
使
し

て
存
分
に
語
り
終
え
て
、「
そ
う
い

う
こ
と
な
ら
、
や
っ
て
ご
ら
ん
な

さ
い
」
と
い
わ
れ
た
と
き
の
達
成

感
と
充
実
感
！　

と
同
時
に
、
責

任
の
重
さ
と
怖
さ
も
感
じ
た
も
の

で
し
た
。

　

と
き
に
、
母
の
平
等
な
精
神
は
、

お
も
し
ろ
い
形
で
現
れ
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
着
る
も
の
に
つ
い
て
。

妹
が
お
下
が
り
で
我
慢
し
な
く
て

も
い
い
よ
う
に
と
、
我
々
姉
妹
に

は
い
つ
も
同
時
に
洋
服
を
縫
っ
て

く
れ
ま
し
た
。
各
々
の
個
性
に
合

わ
せ
て
、
少
し
ず
つ
デ
ザ
イ
ン
を

変
え
な
が
ら
。

　

ま
た
、
姉
と
私
に
は
一
人
ず
つ

男
の
子
が
あ
っ
て
、
母
は
、
孫
た

ち
に
も
同
じ
よ
う
に
接
し
て
く
れ

ま
し
た
。
あ
る
日
、
ふ
た
り
の
お

さ
な
児
を
前
に
、
ち
り
め
ん
じ
ゃ

こ
を
平
等
に
同
数
に
わ
け
よ
う
と

苦
心
し
て
い
た
母
の
姿
が
忘
れ
ら

れ
ま
せ
ん
。「
い
っ
ぴ
き
」「
に
ひ

き
」
と
か
ぞ
え
る
数
は
だ
ん
だ
ん

増
え
て
い
き
、
30
ぴ
き
、
50
ぴ
き
と
、

ど
こ
ま
で
も
数
え
続
け
て
い
た
３

人
の
弾
ん
だ
声
が
、
今
で
も
耳
に

残
っ
て
い
ま
す
。

　

母
の
憲
法
遵
守
の
思
い
は
、
亡

く
な
る
百
歳
ま
で
続
き
ま
し
た
。

わ
が
家
の
「
日
本
国
憲
法
」
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新
春
学
習
会

新
春
学
習
会　　

  
塚
田
勲
さ
ん
の
お
話
①

塚
田
勲
さ
ん
の
お
話
①

「
世
界
の
市
民
の

た
た
か
い
と
戦
争
」

　
　
　
　
　
　

ド
イ
ツ
の
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法

　

最
初
に
世
界
の
憲
法
を
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
の
ワ

イ
マ
ー
ル
憲
法
は
で
き
て
今
年
で

百
年
で
す
。
そ
の
中
の
１
５
１
条

は
有
名
で
す
。
日
本
国
憲
法
の
25

条
「
す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文

化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む

権
利
を
有
す
る
」
の
源
は
こ
こ
に

あ
り
ま
す
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
で
ド
イ
ツ
は

負
け
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
皇
帝
は
最

後
の
総
攻
撃
を
命
令
し
た
の
で
す

が
水
夫
た
ち
は
軍
艦
に
赤
旗
を
立

て
、
出
撃
を
一
斉
に
拒
否
し
て
陸
に

上
が
り
ベ
ル
リ
ン
な
ど
の
労
働
者

と
合
流
し
て
一
大
反
乱
を
起
こ
し

ま
し
た
。
ド
イ
ツ
革
命
で
す
。
皇

帝
は
逃
げ
出
し
ま
し
た
。
労
働
者
、

農
民
、
市
民
が
戦
争
を
や
め
さ
せ

た
の
で
す
。
日
本
の
戦
争
の
止
め

方
と
は
大
き
な
違
い
で
す
。
こ
こ

が
私
は
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
世

界
一
民
主
的
だ
と
い
う
ワ
イ
マ
ー

ル
憲
法
は
そ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
革

命
を
背
景
に
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

１
９
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
２
０

世
紀
の
初
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
資

本
主
義
が
急
速
に
発
展
し
て
そ
こ

で
生
ま
れ
た
貧
富
の
格
差
の
問
題

に
目
を
向
け
た
の
が
ド
イ
ツ
市
民

だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

１
９
１
７
年
の
ロ
シ
ア
革
命
は
、

都
で
女
性
が
「
パ
ン
よ
こ
せ
」
と

街
頭
に
出
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま

し
た
。
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
パ
ン
を

自
由
を
平
和
を
」
と
い
う
も
の
で

し
た
。
ロ
シ
ア
革
命
も
第
一
次
世

界
大
戦
に
対
す
る
反
戦
運
動
と
も

い
え
る
の
で
す
。
似
て
い
る
の
が

２
０
１
１
年
の
エ
ジ
プ
ト
革
命
で
、

広
場
に
百
万
人
が
集
ま
っ
た
。
こ

の
時
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
パ
ン
を

自
由
を
人
間
の
尊
厳
を
」
と
い
う

も
の
で
し
た
。
百
万
人
の
集
会
の

後
、
参
加
者
が
広
場
を
掃
除
し
て

き
れ
い
に
し
て
帰
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
れ
が
韓
国
の
キ
ャ
ン
ド
ル
デ
モ
、

日
本
の
デ
モ
に
も
引
き
継
が
れ
ま

し
た
。

　

ド
イ
ツ
の
ヒ
ト
ラ
ー
が
首
相
に

任
命
さ
れ
た
の
が
１
９
３
３
年
。

た
ち
ま
ち
全
権
委
任
法
を
制
定
し

ま
し
た
。
正
式
に
は
「
国
民
と
国

家
の
危
機
を
除
去
す
る
た
め
の
法

律
」
安
倍
さ
ん
が
「
国
難
危
機
突
破
」

と
か
言
っ
て
る
の
と
似
て
ま
す
ね
。

こ
の
全
権
委
任
法
は
議
会
の
承
認
、

批
准
な
し
に
政
府
は
法
律
や
条
約

を
成
立
さ
せ
る
権
限
を
持
つ
、
議

会
な
ん
か
い
ら
な
い
と
い
う
わ
け

で
す
。
当
時
ド
イ
ツ
共
産
党
議
員

の
80
議
席
を
奪
っ
て
多
数
決
で
決

め
ま
し
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
ワ
イ
マ
ー

ル
憲
法
に
手
を
付
け
ず
名
前
だ
け

残
し
た
ん
で
す
。
麻
生
氏
が
言
う

よ
う
に
（「
ナ
チ
ス
の
手
口
に
学

べ
」）
下
手
を
す
る
と
日
本
国
憲
法

も
名
前
だ
け
残
っ
て
い
く
、
そ
う

い
う
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
気
に
し
て

い
た
だ
き
た
い
。

フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ア

　

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
時
の
人
権
宣

言
は
今
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い

う
と
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
後
ろ
に

ち
ゃ
ん
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ア
の
憲
法

に
同
じ
よ
う
な
条
文
が
あ
り
ま
す
。

絶
対
変
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う

条
文
が
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
フ

ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ア
だ
け
で
す
。

イ
タ
リ
ア
は
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
と
王

様
が
手
を
組
ん
で
さ
ん
ざ
ん
悪
い

こ
と
を
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
ル
イ

16
世
と
か
ナ
ポ
レ
オ
ン
皇
帝
な
ど

の
王
政
復
活
さ
せ
る
よ
う
な
、
共

和
制
を
否
定
す
る
憲
法
改
正
は
絶

対
認
め
な
い
と
い
う
決
ま
り
で
す
。

ア
メ
リ
カ
と
韓
国

　

ア
メ
リ
カ
憲
法
は
か
つ
て
条
文

で
奴
隷
制
を
認
め
る
条
項
が
あ
り

ま
し
た
。
下
院
議
員
の
州
ご
と
の

安
倍
９
条
改
憲
Ｎ
Ｏ
！
全
国
統
一
署
名
）
改
憲
勢
力
が
断
念
す
る
ま
で
！
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定
数
を
決
め
る
と
き
に
人
口
に
比

例
し
て
決
め
る
。
と
こ
ろ
が
黒
人

奴
隷
を
５
分
の
３
と
し
て
扱
う
条

項
が
あ
り
ま
し
た
。
南
北
戦
争
の

後
リ
ン
カ
ー
ン
は
憲
法
を
変
え
ま

し
た
が
、
黒
人
は
「
人
」
と
い
う

規
定
で
し
た
。
こ
れ
を
変
え
る
た

め
の
大
闘
争
が
あ
っ
て
今
の
憲
法

に
な
り
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
で
生
ま
れ
た
人
、
外
国
か
ら
来

て
帰
化
し
た
人
、
こ
う
い
う
人
は

合
衆
国
市
民
で
あ
る
、
と
規
定
し

ま
し
た
。
市
民
と
な
る
た
め
に
大

き
な
戦
い
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
と
て
も
大
事
で
す
。

　

次
に
韓
国
の
話
し
で
す
。
韓
国

は
憲
法
が
で
き
て
か
ら
１
９
８
７

年
ま
で
に
９
回
も
変
え
ま
し
た
。

誰
が
変
え
た
の
で
し
ょ
う
。
独
裁

者
が
変
わ
る
た
び
に
変
え
た
の
で

す
。
光
州
事
件
の
後
の
大
闘
争
で

１
９
８
７
年
に
民
主
憲
法
を
作
っ

て
か
ら
は
変
え
て
い
ま
せ
ん
。
韓

国
の
市
民
が
た
た
か
い
の
中
で
、

あ
る
意
味
日
本
以
上
に
市
民
の
た

た
か
い
で
勝
ち
取
っ
た
憲
法
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。
日
本
と
同
じ
内

容
の
条
文
が
あ
り
ま
す
。
何
で
し
ょ

う
？
「
拷
問
は
絶
対
に
禁
止
」
と

日
本
国
憲
法
に
は
書
い
て
あ
り
ま

す（
36
条
）。
自
民
党
の「
憲
法
草
案
」

は
「
絶
対
に
」
を
外
し
ま
し
た
よ
。

韓
国
も
日
本
支
配
の
あ
と
を
受
け

継
い
で
ひ
ど
い
拷
問
を
や
り
ま
し

た
か
ら
、
韓
国
憲
法
も
拷
問
を
禁

止
し
て
い
ま
す
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
と
イ
ン
ド

　

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
憲
法
で
す
。
マ

ル
コ
ス
政
権
を
倒
し
た
後
新
憲
法

が
作
ら
れ
ま
し
た
。
戦
争
放
棄
の

規
定
も
あ
り
ま
す
が
、
核
兵
器
か

ら
の
自
由
を
と
い
う
条
文
を
フ
ィ

リ
ピ
ン
の
人
た
ち
が
作
り
ま
し
た
。

　

イ
ン
ド
の
ガ
ン
ジ
ー
が
独
立
運

動
を
ど
う
す
す
め
た
か
、
一
つ
だ

け
紹
介
し
ま
す
。「
塩
の
行
進
」
で

す
。
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
時
代
イ

ギ
リ
ス
は
塩
を
専
売
に
し
て
値
段

を
釣
り
上
げ
て
大
儲
け
し
た
の
で

す
。
こ
れ
に
対
す
る
た
た
か
い
で

す
。
塩
の
あ
る
街
に
向
け
て
出
発

す
る
町
で
大
集
会
を
や
り
ま
し
た
。

宗
教
の
違
い
、
貧
富
も
あ
る
国
で

署
名
３
０
０
０
万
人
達
成
し
て
、
改
憲
発
議
を
か
な
ら
ず
阻
止
！

塩
を
求
め
る
と
い
う
要
求
で
団
結

し
、
そ
う
い
う
共
闘
を
作
る
の
に
ガ

ン
ジ
ー
は
努
力
し
ま
し
た
。
そ
し

て
出
発
す
る
町
で
欧
米
の
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
に
積
極
的
に
呼
び
か
け
、

当
時
は
ラ
ジ
オ
で
す
が
、
ガ
ン
ジ
ー

た
ち
は
こ
こ
を
行
進
し
て
い
る
と

い
う
放
送
を
し
ま
し
た
。
こ
れ
で

た
た
か
い
に
勝
つ
独
立
へ
の
一
歩

を
進
め
た
わ
け
で
す
。

国
際
連
盟
と
パ
リ
不
戦
条
約

　

話
を
変
え
ま
し
て
、
や
は
り
第

一
次
世
界
大
戦
と
い
う
の
は
惨
憺

た
る
戦
争
で
し
た
。
日
本
も
参
戦

し
ま
し
た
が
「
高
み
の
見
物
」
の

よ
う
で
し
た
か
ら
あ
ま
り
日
本
人

の
心
に
残
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
に
は
と
て
も
深

刻
で
し
た
。
そ
の
反
省
か
ら
人
類

の
歴
史
で
初
め
て
、
戦
争
に
な
ら

な
い
よ
う
に
ど
う
努
力
す
る
か
を

検
討
す
る
恒
常
的
な
国
際
組
織
と

し
て
国
際
連
盟
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に

で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
植
民
地
の
獲
得
と
い
う

こ
と
が
戦
争
の
源
に
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
気
が
付
き
始
め
、
逆
に

民
族
自
決
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ

と
い
う
こ
と
も
分
か
り
始
め
ま
し

た
。
韓
国
の
３
・
１
独
立
運
動
、
エ

ジ
プ
ト
と
イ
ン
ド
の
独
立
運
動
こ

れ
ら
が
今
年
、
百
年
目
で
す
。
国

際
連
盟
を
一
歩
進
め
よ
う
と
パ
リ

不
戦
条
約
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
世

界
の
63
ケ
国
が
参
加
、
日
本
も
入
っ

て
い
ま
し
た
。「
紛
争
解
決
は
平
和

外
交
で
」
と
い
う
理
念
が
日
本
国

憲
法
に
も
受
け
継
が
れ
ま
す
。
と

こ
ろ
が
不
戦
条
約
を
つ
ぶ
し
て

い
っ
た
の
が
日
本
だ
っ
た
の
で
す
。

「
攻
め
る
こ
と
は
し
な
い
が
自
衛
の

戦
争
は
良
い
」
と
い
う
理
屈
で
日

中
戦
争
を
始
め
ま
し
た
。
ま
た
「
戦

争
で
は
な
い
事
変
だ
」
と
言
い
変

え
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
ご
ま
か

し
を
許
さ
な
い
た
め
に
日
本
国
憲

法
で
は
「
武
力
に
よ
る
威
嚇
、
武

力
の
行
使
」
を
禁
止
す
る
と
、
よ

り
具
体
的
に
す
す
ん
だ
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　

次
号
に
つ
づ
く

（
１
月
26
日
九
条
の
会
新
春
学
習
会

　

塚
田
勲
さ
ん
の
話
し
の
要
旨
で

す
。
文
責
事
務
局
鈴
木
）
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平
和　

戦
争

　

平
和
っ
て
聞
く
と
戦
争
っ
て
言
葉
が
浮
か
ん
で
、
そ
こ
か

ら
戦
争
映
画
を
連
想
し
ま
す
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ジ
ャ
ン
グ
ル

を
さ
ま
よ
う
敗
残
兵
と
か
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
す
る
大

臣
と
か
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
最
期
と
か
、
数
は
多
く
な
い
け
ど
家

で
観
て
い
ま
す
。
勉
強
が
下
手
だ
か
ら
本
を
読
ん
だ
り
調
べ

た
り
す
る
の
も
下
手
だ
け
ど
、
映
画
は
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン

ト
だ
か
ら
そ
れ
で
も
観
れ
る
し
、
い
い
作
品
を
も
っ
と
見
た

い
っ
て
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
ま
り
こ

安
部
首
相
の
「
自
衛
官
募
集
」

発
言
に
つ
い
て

　

２
月
10
日
、
自
民
党
大
会
で
、
安
倍

首
相
は
憲
法
改
定
に
か
ら
め
、「
自
衛
隊

の
募
集
協
力
に
対
し
、
都
道
府
県
の
六

割
以
上
が
自
衛
隊
の
募
集
に
協
力
を
拒

否
し
て
い
る
」
と
の
発
言
を
し
た
。
裏

返
せ
ば
、
自
衛
隊
の
存
在
を
憲
法
９
条

に
明
記
す
れ
ば
自
治
体
も
協
力
し
や
す

く
な
る
だ
ろ
う
と
の
判
断
と
思
わ
れ
る
。

　

自
治
体
が
自
衛
官
募
集
の
た
め
、
住

民
基
本
台
帳
の
閲
覧
や
、
書
き
写
し
な

ど
で
防
衛
省
に
協
力
し
て
い
る
こ
と
自

体
、
個
人
情
報
の
流
出
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、
こ

の
数
年
、
自
衛
官
の
充
足
率
が
減
少
し

て
い
る
こ
と
だ
。
４
年
前
の
解
釈
改
憲

に
よ
っ
て
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
が

可
能
と
な
り
、
自
衛
隊
員
が
海
外
に
派

遣
さ
れ
、
戦
闘
行
為
に
な
る
可
能
性
が

高
く
な
っ
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

国
民
に
よ
る
、
憲
法
９
条
改
変
反
対

の
意
志
表
示
で
は
な
い
か
。　
　

　
　
　
　
　
　
　

中
央
町　

高
橋
康
夫

聞
い
て

聞
い
てく
だ
さ
い

く
だ
さ
い

拓
北
農
兵
隊　
　

忘
れ
ら
れ
た
開
拓
民

　

最
近
、
親
族
（
88
歳
男
性
）
の
個
人
史
を
ま
と
め
る
手
伝

い
を
し
て
い
る
。
彼
は
、
小
学
校
時
代
「
軍
用
滑
走
路
建
設

計
画
」
の
た
め
上
野
下
谷
の
生
家
を
強
制
退
去
で
失
う
。
次

い
で
移
転
先
の
浅
草
で
３
・
10
大
空
襲
。
東
京
で
の
生
活
基

盤
を
失
っ
た
家
族
は
北
海
道
旭
川
へ
集
団
移
住
を
決
意
。「
拓

北
農
兵
隊
」
と
呼
ば
れ
る
北
海
道
移
住
帰
農
政
策
は
、
国
と

都
に
よ
る
、
空
襲
に
よ
る
膨
大
な
「
罹
災
者
対
策
」
と
「
食

糧
増
産
」
と
い
う
軍
略
が
二
大
目
的
だ
っ
た
。
募
集
広
告
は

実
態
と
は
大
違
い
。
２
万
人
近
い
農
業
経
験
の
な
い
都
市
民

が
極
寒
の
北
海
道
各
地
で
過
酷
な
開
墾
生
活
を
強
い
ら
れ

る
。
戦
後
も
、
引
き
続
き
国
に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
人
達
の

苦
難
は
続
く
。
そ
の
個
人
史
は
戦
争
が
個
人
の
人
生
を
ど
う

翻
弄
し
た
か
の
生
き
た
証
だ
と
思
う
。　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
川
町　

杉
崎

《
平
和
を
考
え
る
本
》

『「
影
の
総
理
」
と
呼
ば
れ
た
男

　

野
中
広
務　

権
力
闘
争
の
論
理
』

　
　
　
　
　
　
　
（
菊
池
正
史
／
講
談
社
）

　

権
謀
術
数
に
富
み
、
硬
と
軟
、
恫
喝
と

懐
柔
を
使
い
分
け
る
の
は
政
治
家
の
常
、

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
野
中
広
務
も
例
外

で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
ど
ん
な
場
合
に

も
ぶ
れ
ず
、
終
生
譲
ら
な
か
っ
た
一
点
―

二
度
と
戦
争
は
さ
せ
な
い
―
が
あ
っ
た
。

　

戦
争
の
愚
か
さ
を
忘
れ
て
は
、
悲
し
み

を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
の
真
の
教
訓
は
生

ま
れ
な
い
。
残
念
な
が
ら
現
在
は
、
戦
争

の
経
験
も
な
く
、
歴
史
に
学
ぶ
知
恵
も
な

い
ま
ま
に
、
性
懲
り
も
な
く
「
強
さ
」
を

求
め
る
政
治
家
が
多
す
ぎ
る
。
彼
ら
に
対

し
て
、
野
中
は
斃
（
た
お
）
れ
る
ま
で
言

葉
を
尽
く
し
て
「
戦
争
反
対
」
を
唱
え
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
高
田
）

聞
い
てく
だ
さ
い


