
相
も
変

わ
ら
ぬ
日
本

高

橋

正

昨

秋
、
自
衛
隊

の
海
外

派
遣
を

め
ぐ

る
論
議

が

ひ

と
し
き
り
世
上

を
賑

わ
せ
た
。

い
わ
く
、

こ
れ
は
新

た
な
戦
争

へ
の
さ
ら
な
る

一
歩
だ
、
否
、

日
本

の
国

際
的
地
位
を
考

え
れ
ぽ
当

然
だ
等

々
。

率
直

に
言

っ
て
、

現
行
憲
法

に
照
ら

せ
ぽ

、
自
衛

隊

の
海
外
派
遣

は
違
憲

で
あ

る
。

そ
も

そ
も
、
自
衛

隊

の
存
在
そ

の
も

の
が
違
憲
な

の
で
あ

る
。
憲
法

の

条
項
を

い
か
に
解

釈
し
よ
う
と
も
、
自
衛

隊

の
存
在

も
、
ま

し
て
や
海
外

派
兵
が
合
憲

で
あ

る
と

い
う
主

張

は
成

り
立

た
な

い
。
そ
れ
を
合
憲

で
あ
る
と
強
弁

す

る
者

は
す

べ
て
、
法
匪

で
あ

り
、

三
百
代
言

の
類

で
あ

る
。

ま
し

て
、
政
府

・
自
民
党

の
よ
う

に
、
事

情

は
ど

う
あ

れ
、
時

の
権
力
が
法

を
勝

手

に
解
釈

し
、

そ
れ
を

国
民

に
押
し

つ
け

る
の
は
、
近
代
法
治
国
家

に
は
あ

る
ま
じ
き
行
為

で
あ

り
、

そ
れ
が
罷

り
通

る

な

ら
ぽ
、

二
〇
世
紀
末

の
民
主
主
義

日
本

は
徳
川
封

建

の
世

か

「
朕

は
国
家

な
り
」

の
絶
対
王
政

の
時
代

と
な

ん
ら
選
ぶ
と

こ
ろ
が

な

い
。
否
、
戦
前

の
軍

国

主
義

日
本

と
も
さ

し
て
変

わ
ら
な

い
。

戦
前

、
軍
部

の
独
走
が

可
能

で
あ

っ
た

の
は
、
旧

帝

国
憲
法

に
、
軍

の
統
帥
権

は
天
皇

に
属
す

る
と
あ

り
、

こ

の
条
項
を
楯

に
、

軍
部
が
天
皇

の
名

を
借
り

て
勝

手
な
行
動
を

と
り
、

政
府

の
関
与
、
介

入
を
拒

否

し
た
ぼ

か
り

か
、
憲
法

を
踏

み
に
じ

っ
て
、
国
政

を
壟

断
し
た

た
め
で
あ

っ
た
。
帝
国
憲
法
が

政
治

に

つ
い
て
は
、
内
閣
補
弼
制

度

に
よ
る
立
憲

君
主
制

の

体
裁

を
と
り
な
が

ら
、

軍
事

に

つ
い
て
は
天
皇
親
政

の
体

裁
を
と

る
と

い
う
矛
盾
を
内
包

し
、
法
制
上

の

一
貫

性
を
欠

い
た
と
こ
ろ

に
、
問
題

の
根

源
が
あ

っ

た

の
だ
。

つ
い
で
な
が

ら
、
筆

老

は
さ
き

の
戦
争

に

つ
い
て
、

憲
法
上
、
天
皇

に
政
治
的
責
任

は
な

い
が
、
軍
事
的

責
任

は
免

れ
難

い
と

い
わ
ざ

る
を
得

な

い
。
但

し
、

道
義
的
責
任

に

つ
い
て
は
、

こ
れ
は
天
皇
と

い
え
ど

も
個
人

の
良
心

の
問
題

で
あ

っ
て
、
他
人
が

と
や
か

く
言

う

べ
き

こ

と

で
は
な

い
。

「汝

ら

の
中
、
罪

無

き
者
、

石
も

て
こ
の
女

を
打

て
」

で
あ

る
。

そ
れ
は
さ

て
お
き
、
前
述

の
と
お
り
、
戦
前

の
日

本

は
法
制

上
も
前
近
代
的

国
家
だ

っ
た
の
だ

か
ら
、

政
治
権

力
を
簒
奪

し
た
軍
部

が
恣
意
的

に
法

を
解

釈

し
、
あ

る

い
は
踏

み
に
じ

っ
て
独
走

し
た

の
も
、
け

だ

し
当

然

で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
戦
後

の
日
本
国
憲

法

に
は
そ

の
よ
う

な
矛
盾

は
存
在

せ
ず
、

日
本
は
近

代
的

法
治
国
家
と

な

っ
た
は
ず

で
あ

る
。
従

っ
て
、

時

の
権
力
即

ち
政
府

・
与
党
が
法
を
恣
意
的

に
解
釈

し
、
施
行
す

る
よ
う
な
こ
と
が
あ

っ
て
は
な
ら
な

い
。

特

に
軍
事
を
含
む

国
政

の
根
幹

に
か
か
わ
る
政
策

の

立
案

に
当

っ
て
は
、

国
会
そ

の
他

で
徹
底

的
な
討
議

が

行
な
わ
れ

る
べ
き
だ
し
、
そ

の
決
定

、
施
行

に
当

た

っ
て
は
、
あ

く
ま

で
主
権
者

で
あ

る
国
民

の
意
思

に
俟

た
な
け

れ
ぽ

な
ら
な

い
。

つ
ま
り
、
最
低
限
、

,・



解
散

、
総
選
挙
が
行
な

わ
れ
て
然
る

べ
き

で
あ

る
。

そ
れ
が

民
主
主
義
国

の
在

り
方

と

い
う
も

の
だ
。
現

在

の
自

民
党
政
府

に

つ
い
て
言

え
ば

、
国
民

は
高

々
、

消
費
税

の
手
直
し
と
そ

の
施
行

を
認

め
て
、

こ
れ
を

選

ん
だ

に
過
ぎ
な

い
。

こ

の
民
意

を
無
視
す

る
な

ら

ば
、

日
本

は
戦
前
と
同

じ
で
あ

り
、
政
府

・
自
民
党

は
軍
部

と
選
ぶ
と

こ
ろ
が

な

い
。

筆
者

は
自

民
党
政
府
が
自
衛

隊

の
海
外
派
遣
を

必

要

と
考

え
る
な
ら
、
現
行
憲
法

の
解

釈

の
問
題

で
は

な
く
、
ま
し

て
現
行
憲
法
が
許
容

す
る
範
囲

で
の
関

連
法
規

の
整
備
す
な
わ

ち

「
国
連

平
和
協
力
法
」

の

制
定

な
ど

の
次
元

で
は
な

く
、
自
衛

隊

の
存
在

の
当

否

に
ま
で
遡

っ
て
憲
法
第
九
条

の
改

正
を

は

っ
き

り

提
起

す
べ
き

で
あ

る
と
考

え
る
。

時

の
権
力

の
恣
意

的

な
解
釈

、
法
と
事
実

の
乖
離
が

放
置
さ
れ

る
な
ら
、

法

は
国
民
か
ら
も
尊
重

さ
れ
ず

、
法
治
国
家

は
立

ち

行

か
な

い
。

長
年

、
国
際

政
治

の
現
場

で
報
道

に
携
わ

り
、

そ

の
後

も
国
際

政
治

の
観
察
者

で
あ
り
続
け

る
筆
者

の

目
か
ら
見
れ
ば
、
現
在

の
国
際

社
会

で
、

一
人
前

の

国
家

と
し

て
責
任
あ

る
地
位

を
占

め
る

た
め
に
は
、

ま
し
て
今

日

の
日
本

の
よ
う

に
経
済

大
国
と

し
て
世

界

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

す
国
家

に
は
、
憲
法

に
そ

の
責
務

と
権
限
を

は

っ
き

り
規

定
さ
れ

た
正
規

の
軍

隊
が

不
可
欠

で
あ
り
、

そ

の
範

囲
内

で
派
兵
も
許

さ

れ

る
べ
き

で
あ

る
。

そ
う
す
れ
ぽ
近
隣
諸

国

の
と

か

く

の
憂
慮
も

や
が

て
杷
憂
と
な
り
、

そ
う
し
な
け
れ

ぽ
逆

に
日
本

は
無
責

任

の
誹
り
を
免

れ
ず

、
世
界

の

平
和

に
寄
与
す

る
よ
り
も
、
世
界

の
不
安

定
を
助
長

す

る
こ
と

に
な
り
か
ね
な

い
。

日
本
自
体

、
国
際
協

調
と
繁
栄

の
今

日
か
ら
孤
立
と
貧
困

の
明
日

へ
と
転

落
し

て
行

く
こ
と
は
避
け
ら
れ
な

い
。

日
本
と

は
逆

に
、
巨
大

な
軍
備

と
そ
れ

に
相
応

し
か
ら
ぬ
弱
体
な

経
済
を
抱

え
た
半

人
前

の
国

ソ
連
が
、

長
ら
く
国
際

社
会

か
ら
疎
外

さ
れ
、
今
や
未
曾
有

の
経

済
危
機

に

直
面
し

て
、
世
界

の
不
安
定
要
因

と
な

っ
て
い
る
の

を
見
れ
ば
、

そ
れ
は

一
目
瞭
然

で
あ

ろ
う
。
護
憲
派

は
そ

の
点
を

よ
く
よ
く
考
え

て
み
る
べ
き

で
あ

る
。

戦
後

の
日
本
が

平
和
憲
法

の
下
、
経
済

の
再
建
と

発
展

に
専
念

し
て
き
た

の
は
正

し
い
選
択

で
あ

っ
た
。

し

か
し
、

こ

の
選
択

が
米
国

の
軍
事

力

の
傘

の
下

で

初

め
て
可
能

で
あ

っ
た
事
実
を
見
過

ご
し

て
は
な
ら

な

い
。

し
か
も

、
米
国

の
傘

は
今

や
綻

び

つ
つ
あ

る

の
だ
。
戦
後

四
十
五
年
と

い
え
ば
半

世
紀

に
な

ん
な

ん
と
す

る
。
半
世
紀

と

い
え
ば
、
世
界
が

大
き
く
変

化
す

る
の
に
十
分

な
歳
月

で
あ

る
。
現

に
世
界

は
変

わ
り

つ
つ
あ

る
。

過
去
四
十

五
年

の
選

択
が
正

し
か

っ
た
と

し
て
も

、
果
た
し

て
こ
れ

か
ら
も
正

し
い
と

言
え

る
で
あ

ろ
う
か
。
徳
川

二
百

六
十
年

の
鎖
国
が

日
本

の
平
和

を
維

持
し

た
こ
と

は
歴
史
的
事
実
だ
が
、

だ
か
ら
と

い

っ
て
、
幕
末

維
新

の
時
点

で
鎖

国
を
続

け
る
こ
と
が
果

た
し
て
正
し

い
政
策

で
あ

り
、

可
能

な
選

択

で
あ

っ
た
だ

ろ
う
か
。

今

日

の
日
本

は
正

に
幕

末
維
新
と
同

じ
国
家

的
選

択

を
迫

ら
れ

て
い
る
。
政

府

・
与
野
党
も
国
民

も

こ

の
選

択
を
避
け

て
は
な
ら
な

い
。
政
府

・
与
党

は
近

代
法

治
国
家
を
守

る
た
め

に
こ
の
際
、

は

っ
き
り
改

憲

を
提
議

す

べ
き
だ

し
、

国
民

は
自
ら

の
責
任

に
お

い
て
是
非

の
判
断

を
下
す
べ
き

で
あ

る
。
現
行

憲
法

は
旧
欽

定
憲

法

が
豪

語

し

た

よ
う

な

『
不
磨

の
大

典
』

で
は
な
く
、
主
権
者

た

る
国
民

に
存
続
あ

る

い

は
改

廃

の
自
由
が
委

ね
ら
れ

て
い
る
の
だ
。
危

険
な

の
は
、
改

憲
を
問
う
選
挙

で
敗
れ

る
こ
と
を
恐
れ

て
、

現
行

憲
法

の
歪
曲

な

い
し
拡
大
解
釈

に
よ
り
、
な
し

崩

し
的

に
既
成
事
実

を
積

み
上
げ

て
行

こ
う
と
す

る

権
力

の
側

の
姑
息

さ
で
あ
り
、

こ
れ

こ
そ
が

日
本
を

し

て
戦
前
と
似

た
道

を
歩
ま

せ
る
こ
と

に
な
る
。

国
民

の
多
数
が
改
憲

を
拒
否
す
れ
ば
、

そ
れ
は
国

民
が

法
と
民
主
主
義

の
原
則

に
従

っ
て
行

っ
た
選
択

で
あ
り
、
そ

の
結
果
が

た
と

い
日
本

の
国
際
的

孤
立

と
経
済
的
衰
退
を
招

く

こ
と

に
な

る
と
し
て
も
、
そ

れ
は
そ
れ

で
、
国
民
が
自

ら
甘
受
す

べ
き

も

の
で
あ

る
。

そ

の
時

こ
そ
、
今

、
声
高

に
護
憲

を
唱
え

て
い

る
人

々
の

"
平
和
主
義

"
が
本
物

か
否

か
が

試
さ
れ

る

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う
。

(
了
)
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