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キ
ミ
よ
、
日
本
を
守
れ 

   
 

「
国
を
守
る
」
こ
と
は
、
今
日
を
生
き
、
明
日
に
備
え
る
根
幹
で
す
。 

  
 

近
隣
の
諸
国
、
特
に
、
中
国
と
は
、
現
在
の
政
治
体
制
、
採
っ
て
い
る
「
主
義
・
主
張
」

に
隔
た
り
が
あ
る
も
の
の
、
我
が
国
の
歴
史
上
、
極
め
て
深
い
関
係
を
継
続
し
て
き
ま
し

た
。 

 
 

現
在
の
中
国
は
、
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
年
）
に
中
国
共
産
党
に
よ
っ
て
統
一
さ

れ
、
そ
の
歴
史
は
六
十
二
年
間
に
し
か
過
ぎ
ま
せ
ん
。
北
朝
鮮
に
お
い
て
も
然
り
で
す
。 

 
 

一
党
独
裁
、
あ
る
い
は
、
個
人
独
裁
国
家
が
、
今
後
ど
の
よ
う
な
国
内
状
況
を
生
み
出

す
か
、
予
測
は
極
め
て
困
難
で
す
。
し
か
し
、
米
国
と
と
も
に
「
自
由
」
を
謳
歌

お

う

か

し
な
が

ら
、
民
主
的
な
社
会
を
構
築
し
て
い
る
我
が
国
は
、
こ
の
両
国
と
の
関
係
に
お
い
て
、
単

に
敵
視
せ
ず
、
た
だ
し
、
油
断
せ
ず
、
関
係
改
善
に
努
め
な
が
ら
も
、「
節
度
」
あ
る
交
流

が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。 

 
 

特
に
、
中
国
は
、
十
三
億
強
の
人
口
を
抱
え
、
多
民
族
国
家
と
し
て
の
統
治
が
難
し
い

国
柄
で
す
。
国
内
の
経
済
格
差
は
、
年
々
大
き
く
な
る
一
方
、
広
大
な
国
土
を
住
み
易
く

す
る
社
会
基
盤
は
、
今
も
っ
て
脆
弱

ぜ
い
じ
ゃ
く

な
状
態
だ
と
云
わ
れ
、
少
数
民
族
差
別
の
不
満
も
一

部
伝
え
ら
れ
る
等
、
国
内
に
内
乱
の
要
因
を
抱
え
て
い
る
の
が
実
情
で
す
。 

 
 

歴
史
的
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
二
、
〇
〇
〇
有
余
年
の
交
流
を
保
つ
中
国
と
の
関
係
を
最

優
先
す
べ
き
で
し
ょ
う
が
、
関
係
各
章
で
論
述
し
た
と
お
り
、
日
中
間
に
は
、
相
容
れ
難

い
問
題
が
多
数
混
在
し
て
い
ま
す
。 

 
 

先
の
大
戦
で
敗
れ
た
我
が
国
は
、
経
済
を
優
先
し
て
、
そ
の
大
国
と
は
な
っ
た
も
の
の
、

防
衛
力
を
最
小
限
に
抑
制
し
て
き
た
た
め
、
中
国
と
の
比
較
に
お
い
て
、
防
衛
力
が
不
足

し
た
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

人
間
が
戦
争
を
引
き
起
こ
し
、
人
間
自
ら
が
、
戦
争
を
こ
の
地
上
か
ら
廃
絶
で
き
な
い

限
り
、
日
本
国
民
が
生
き
延
び
る
術す

べ

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
最
小
限
の
防
衛
力
（
武
力
）
を

保
持
す
る
こ
と
は
、
当
然
な
の
で
す
。 

 
 

更
に
、
日
本
独
力
で
は
、
脅
威
対
象
国
が
保
有
し
て
い
る
核
戦
力
等
の
強
大
な
武
力
に

対
抗
で
き
な
い
が
故
に
、「
自
由
主
義
圏
」
に
共
存
す
る
米
国
と
の
軍
事
同
盟
を
、
強
化
す



る
こ
と
が
、
同
時
に
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。 

 
 

米
国
の
歴
史
は
、
我
が
国
の
歴
史
に
比
べ
れ
ば
、
高
々
二
百
有
余
年
に
過
ぎ
ず
、
そ
の

政
策
は
、
世
界
最
強
の
軍
事
力
を
背
景
に
、
時
に
、
独
善
的
に
突
っ
走
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
年
）
、
当
時
の
米
国
大
統
領
ニ
ク
ソ
ン
が
、
突
如
、
我
が

国
の
頭
越
し
に
、
中
国
と
の
国
交
を
樹
立
し
た
、
俗
に
「
ニ
ク
ソ
ン
シ
ョ
ッ
ク
」
と
呼
称

さ
れ
る
行
動
は
そ
の
典
型
で
す
。
そ
の
行
動
の
裏
に
は
、「
張
子
の
虎
」
と
評
し
な
が
ら
も
、

毛
沢
東
率
い
る
「
中
国
共
産
党
政
権
」
が
核
兵
器
開
発
に
成
功
し
た
事
実
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
 

新
た
な
核
兵
器
保
有
国
と
な
っ
た
中
国
に
対
す
る
、
こ
の
時
の
米
国
の
対
応
を
教
訓
と

し
た
北
朝
鮮
が
、「
核
兵
器
の
開
発
・
保
有
」
こ
そ
が
、
自
国
に
対
す
る
米
国
の
態
度
を
一

変
さ
せ
る
「
鍵
」
に
な
る
と
確
信
し
、「
核
開
発
」
に
執
着
し
続
け
て
い
る
の
は
明
白
で
す
。 

こ
う
し
た
、
米
国
の
独
断
的
な
行
動
の
現
実
を
認
識
し
た
上
で
、
日
米
同
盟
を
よ
り
強

固
に
、
よ
り
深
化
さ
せ
る
こ
と
が
、
我
が
国
を
守
る
最
善
策
な
の
で
す
。 

 

我
が
国
を
守
る
に
は
、
先
に
「
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
」
と
「
非
核
二
原
則
」
で
論
述

し
た
よ
う
に
、
国
民
の
こ
う
し
た
防
衛
力
確
保
の
決
意
と
日
米
同
盟
を
強
化
す
る
弛た

ゆ

ま
ざ

る
努
力
と
が
、
不
可
欠
で
す
。 

 

他
方
、
世
界
で
唯
一
の
被
爆
国
と
し
て
、
広
島
・
長
崎
か
ら
「
核
廃
絶
」
に
向
け
た
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
続
け
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
人
類
の
愚
か
な
「
核
戦
争
」
を
抑
止
す

る
、
小
さ
な
抵
抗
と
し
て
貴
重
な
の
で
す
。 

 
 

我
が
国
は
、
更
に
、
前
項
「
日
本
人
と
し
て
の
誇
り
」
で
記
述
し
た
と
お
り
、「
世
界
の 

平
和
」
と
「
国
民
の
平
安
」
と
を
常
に
祈
っ
て
お
ら
れ
る
「
天
皇
陛
下
」
を
象
徴
に
戴
く
、 

世
界
に
類
を
見
な
い
国
家
で
す
。 

 

「
平
和
」
の
大
切
さ
を
、
折
々
に
、
陛
下
か
ら
世
界
に
向
け
て
発
信
し
て
戴
き
な
が
ら
、 

「
国
を
守
る
」
備
え
だ
け
は
怠
ら
な
い
、
一
見
「
二
律
背
反
」
と
受
け
取
ら
れ
そ
う
で
あ 

っ
て
も
、
そ
う
し
た
「
防
衛
政
策
」
を
継
続
す
べ
き
で
す
。 

  

米
国
が
独
立
し
て
間
も
な
い
頃
、「
ガ
ラ
ガ
ラ
蛇
」
を
描
い
た
国
旗
を
使
用
し
た
州
が
あ 

っ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。 

こ
の
旗
は
、
建
国
二
百
周
年
記
念
の
際
に
、
米
国
軍
艦
の
艦
首
に
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

旗
に
は
、
独
立
直
後
の
十
三
州
を
示
す
紅
白
の
帯
と
十
三
個
の
星
、
下
部
に
ガ
ラ
ガ
蛇 

が
描
か
れ
、 

  

「  D
on’t  tread  on  m

e  !  ( 

踏
み
つ
け
る
な )  

」 



 
 

と
、
添
え
書
き
し
て
あ
り
ま
し
た
。 

  
 

踏
み
つ
け
る
（
攻
撃
す
る
）
な
ら
ば
、
必
ず
反
撃
し
て
致
命
傷
を
与
え
て
や
る
と
の
、

米
国
国
民
の
「
防
衛
意
識
」
が
色
濃
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。 

「
専
守
防
衛
」
に
徹
す
る
我
が
国
に
と
っ
て
、
小
国
と
雖

い
え
ど

も
十
三
州
時
代
の
米
国
国
民
が

堅
持
し
て
い
た
「
国
を
守
る
」
と
の
硬
い
決
意
を
、
同
じ
よ
う
に
、
国
民
全
体
で
保
持
し
な

け
れ
ば
、
独
立
を
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
。 

  
 

さ
て
、
貴
方
達
（
キ
ミ
達
）
の
よ
う
な
若
い
方
々
に
、「
国
を
守
る
」
こ
と
が
如
何

い

か

に
重

要
で
あ
る
か
を
理
解
し
て
貰
う
た
め
、
本
書
を
著
し
ま
し
た
。 

こ
れ
か
ら
の
日
本
の
「
国
防
」
は
、
若
い
「
キ
ミ
達
」
に
期
待
致
し
ま
す
。 

 

明
治
維
新
以
来
、
我
が
国
が
辿た

ど

っ
た
戦
争
の
教
訓
を
真
摯

し

ん

し

に
受
け
止
め
、
現
在
の
我
が

国
を
取
り
巻
く
軍
事
情
勢
を
正
し
く
把
握
し
て
、
「
恐
れ
ず
」
・
「
驕お

ご

ら
ず
」
・
「
阿

お
も
ね

ら
ず
」
、

民
族
の
誇
り
を
失
う
こ
と
な
く
、
毅
然

き

ぜ

ん

と
し
て
「
日
本
」
を
守
り
通
し
て
戴
き
た
い
。 

 

戦
わ
ず
し
て
「
勝
利
」
を
収
め
る
方
策
を
求
め
な
が
ら
も
、
危
急
存
亡
に
臨
ん
で
は
逃

げ
る
こ
と
な
く
、
一
人
で
も
多
く
の
国
民
の
生い

の

命ち

を
救
う
た
め
に
戦
っ
て
下
さ
い
。 

 

勝
利
な
き
戦
い
は
、
「
無
謀
」
で
す
。 

 

敗
戦
の
憂
き
目
だ
け
は
、
避
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

「
一
国
平
和
主
義
」
が
非
常
識
と
な
っ
た
よ
う
に
、
今
後
、
混
迷
と
複
雑
化
を
増
す
世

界
で
は
、
「
独
り
よ
が
り
の
自
主
防
衛
」
も
困
難
だ
と
悟
る
べ
き
で
す
。 

 

国
連
の
機
能
に
限
界
が
あ
る
限
り
、
同
盟
国
と
の
集
団
的
自
衛
権
を
有
効
に
発
揮
す
る

こ
と
に
よ
り
、
「
日
本
に
対
す
る
戦
争
を
抑
止
す
る
」
の
が
、
最
善
の
策
な
の
で
す
。 

 



最
後
に
、
半
世
紀
以
上
を
経
て
も
色
褪

い

ろ

あ

せ
な
い
、
防
衛
大
学
校
初
代
校
長
の
槇
智
雄
先

生
が
昭
和
三
十
三
年(

一
九
五
八
年)

三
月
十
七
日
の
卒
業
式
で
述
べ
ら
れ
た
一
節
を
紹
介

し
て
、
筆
を
置
く
こ
と
に
し
ま
す
。 

 
 
 
 

 
 

「 
 

人
は
幸
福
に
慣
れ
る
時
、
や
や
も
せ
ば
心
緩
み
、
励
む
こ
と
を
忘
れ
、
ま
た
怠
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
目
を
世
界
の
現
状
に
向
け
ま
す
と
、
こ
の

よ
う
な
幸
福
は
、
他
の
多
く
の
民
族
が
常
に
受
け
て
い
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
無

為
と
安
易
の
う
ち
に
獲
得
す
る
も
の
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
激
し
い
努
力
な
し
に
は

維
持
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
一
国
を
成
せ
ど
も

異
民
族
相
争
い
、
一
民
族
に
し
て
い
く
つ
か
の
国
家
に
分
断
さ
れ
、
あ
る
い
は
民
族

が
自
由
に
選
ぶ
政
府
の
下
の
生
活
を
拒
ま
れ
て
、
屈
従
に
服
す
る
こ
と
は
、
余
り
に

も
多
く
そ
の
例
を
見
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
幸
い
わ
が
民
族
は
、
独
立
を
確
保
し
、

平
和
を
維
持
し
国
民
み
ず
か
ら
の
法
秩
序
を
擁
立
し
て
、
生
活
を
営
ん
で
い
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
幸
福
で
あ
り
、
誇
り
で
あ
る
と
い
わ
ず
し
て
、
何
を
幸
福
で

あ
り
、
誇
り
で
あ
る
と
い
い
得
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
独
立
と
平
和
を
確
立
し
、
国

民
み
ず
か
ら
の
生
活
を
擁
護
す
る
こ
と
の
、
い
か
に
む
ず
か
し
き
か
は
世
界
の
現
状

が
示
し
て
お
り
、
国
民
の
熱
意
と
努
力
の
み
が
こ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
ま
す
こ
と
も

一
つ
の
は
げ
し
い
現
実
と
し
て
、
日
毎
に
こ
れ
を
眺
め
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ

こ
に
国
民
の
防
衛
意
欲
が
発
し
、
わ
れ
わ
れ
の
防
衛
の
任
務
が
生
ま
れ
、
そ
の
任
務

と
、
尊
さ
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
民
主
主
義
の
下
の
防
衛
と
は
、
こ
の
よ
う
な
も

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
槇
智
雄
著
「
防
衛
の
務
め
」（
甲
陽
書
房
）
一
二
八
頁
） 

 
 

   
 
 
 
 

キ
ミ
よ
、
日
本
を
守
れ
。 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

終
読
を
感
謝
し
ま
す
、
合
掌
。 

   
 
 

 



あ 

と 

が 

き 
   

今
年
（
二
〇
一
一
年
）
三
月
十
一
日
、
東
日
本
大
震
災
が
勃
発
し
ま
し
た
。 

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
「
９
超
」
を
記
録
し
た
大
地
震
は
、
想
定
を
超
え
る
大
津
波
を
発
生
さ

せ
、
こ
の
為
、
全
て
の
電
源
を
喪
失
し
た
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
原
子
炉
数
基
が
「
メ

ル
ト
ダ
ウ
ン
」
を
起
こ
し
ま
し
た
。 

 

「
国
難
」
と
称
さ
れ
る
、
こ
の
震
災
か
ら
五
ヶ
月
近
く
が
過
ぎ
て
も
、
放
射
能
漏
れ
の
収

束
は
先
が
見
え
ず
、
ま
た
、
被
災
地
の
復
興
そ
の
も
の
も
、
遅
々
と
し
て
進
展
し
な
い
状
態

が
続
い
て
い
ま
す
。 

 

放
射
能
と
云
う
「
見
え
な
い
敵
」
と
の
戦
い
は
、
被
災
地
を
「
平
時
」
か
ら
一
気
に
「
有

事
」
の
状
態
に
陥
れ
た
に
等
し
く
、
「
国
民
の
生
命
財
産
を
守
る
」
と
の
視
点
で
、
「
国
家
の

果
た
す
役
割
」
が
、
強
く
問
わ
れ
る
事
態
と
な
り
ま
し
た
。 

 

被
災
地
に
投
入
さ
れ
た
十
万
人
を
超
え
る
自
衛
隊
員
は
、
戦
後
の
民
主
主
義
の
中
で
育
ま

れ
た
真
摯
な
姿
勢
で
「
被
災
民
の
想
い
」
を
「
自
ら
の
心
」
と
し
て
、
昼
夜
を
厭
わ
ず
復
興

に
尽
力
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
「
国
民
の
自
衛
隊
」
と
し
て
の
姿
は
、
報
道
を
通
し
て
、

国
民
が
改
め
て
、
広
く
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。 

「
自
衛
隊
」
が
、
国
防
を
軽
視
す
る
政
治
家
が
愚
弄
し
た
「
暴
力
装
置
」
で
は
決
し
て
な

い
こ
と
を
、
内
外
に
示
し
た
の
で
す
。 

 

ま
た
、
震
災
発
生
時
、
各
地
の
被
災
地
で
住
民
を
「
避
難
」
さ
せ
る
為
に
命
を
賭
し
て
職

務
を
全
う
し
た
警
察
官
・
消
防
団
員
・
自
治
体
職
員
の
悲
報
が
、「
公
」
を
優
先
さ
せ
る
日
本

人
の
「
国
民
性
」
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た
事
実
と
し
て
、
聞
く
者
の
涙
を
誘
い
ま
し
た
。 

 

こ
う
し
た
現
場
で
の
努
力
と
は
裏
腹
に
、「
国
を
守
る
」
に
必
須
の
「
国
家
観
」
に
乏
し
い

政
府
要
人
が
自
己
保
身
を
図
る
態
度
は
、
復
興
対
処
の
時
間
を
空
費
さ
せ
る
だ
け
で
、
我
が

国
に
と
っ
て
、
不
幸
の
極
み
で
あ
り
、
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。 

 

と
も
あ
れ
、
未
曾
有
の
大
震
災
が
、「
国
を
守
る
」
意
義
に
つ
い
て
、
政
府
を
は
じ
め
国
民

全
体
に
、
改
め
て
、
問
い
直
し
た
と
も
云
え
ま
す
。 

   

本
書
は
、
表
題
が
示
す
と
お
り
、
「
国
防
」
を
扱
い
、
そ
の
根
底
に
は
、
「
戦
争
と
平
和
」

に
対
す
る
「
理
想
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
、
と
の
「
命
題
」

が
脈
動
し
て
い
ま
す
。 

 

「
戦
争
と
平
和
」
の
テ
ー
マ
は
、
ロ
シ
ア
の
文
豪
ト
ル
ス
ト
イ
の
小
説
を
紐
解
く
ま
で
も

な
く
、
人
間
に
と
っ
て
、
深
遠
で
解
明
し
難
く
、
あ
た
か
も
、
底
深
い
「
井
戸
」
を
覗
く
に

等
し
い
も
の
で
す
。 



 
人
は
何
故
、
争
う
の
か
。 

 

国
家
は
何
故
、
戦
争
す
る
の
か
。 

  

個
と
し
て
の
人
間
は
、
自
ら
の
生
命

い

の

ち

を
大
切
に
す
る
運
命

さ

だ

め

を
負
い
、
ま
た
、
互
い
に
助
け

合
う
本
能
を
持
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
地
球
上
か
ら
「
戦
争
」
が
無
く
な
ら
な
い
現
実
を
、

「
国
家
と
政
治
体
制
」
の
歴
史
的
変
遷
に
着
目
し
て
分
析
し
ま
し
た
。 

 

理
想
と
し
て
の
「
平
和
」
、
現
実
と
し
て
の
「
戦
争
」
、
こ
の
狭
間
で
「
戦
争
を
抑
止
」
し

続
け
る
方
策
を
検
討
し
ま
し
た
。 

  

人
間
の
「
性さ

が

」
と
も
云
う
べ
き
、
「
戦
争
」
を
繰
り
返
す
歴
史
の
中
で
、
「
日
本
を
守
る
」 

為
に
は
ど
う
す
る
の
か
。 

 

近
隣
に
、
顕
在
す
る
脅
威
と
し
て
の
中
・
朝
両
国
を
抱
え
る
日
本
が
、「
戦
争
を
抑
止
」
し

て
、
少
な
く
と
も
、
「
平
和
を
享
受

き
ょ
う
じ
ゅ

」
し
続
け
る
に
は
ど
う
す
る
か
。 

  

こ
の
小
論
が
、
若
い
貴
方
達
（
キ
ミ
達
）
に
と
っ
て
、「
日
本
を
守
る
」
意
義
を
考
察
す
る

上
で
、
少
し
ば
か
り
役
立
つ
な
ら
ば
、
望
外
の
喜
び
で
す
。 

   

昨
年
（
平
成
二
十
二
年
）
二
月
に
書
き
上
げ
た
本
書
の
内
容
に
ご
理
解
を
賜
り
、
公
表
す

る
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
チ
ャ
ン
ネ
ル
Ｎ
ｉ
ｐ
ｐ
ｏ
ｎ
」
の
夏
川
和
也
理

事
長
（
元
統
幕
議
長
）
は
じ
め
、
編
集
の
労
を
頂
戴
し
た
山
田
道
雄
編
集
長
（
元
海
自
呉
総

監
）
、
山
村
洋
行
事
務
局
長
（
元
海
自
第
一
輸
送
隊
司
令
）
に
深
甚
な
る
謝
意
を
表
し
ま
す
。 

 

ま
た
、
ネ
ッ
ト
配
信
に
直
接
携
わ
っ
て
戴
い
た
「
チ
ャ
ン
ネ
ル
Ｎ
ｉ
ｐ
ｐ
ｏ
ｎ
」
製
作
担

当
の
坂
本
広
志
氏
に
も
併
せ
て
感
謝
致
し
ま
す
。 

  

平
成
二
十
三
年 

八
月 

吉
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
に
て 
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常 
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﹇ 
 

第
二
十
七
回 

 

（
第
六
章 

９
／
９
）
（
あ
と
が
き
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