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前
文
で
示
さ
れ
た 

戦
後
日
本
の
め
ざ
す
価
値
観 

            

    

     

司
会
＝
昨
年
の
10
月
か
ら
講
座
を
取
り
組
ん

で
き
ま
し
た
が
、
大
変
重
要
な
前
文
の
議
論
を

し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
討
論
の
最
後
で
前
文 

 
 

に
戻
り
日
本
国
憲
法
の
精
神
に
つ
い

て
改
め
て
確
認
し
合
い
た
い
と
思
い

ま
す
。
ま
ず
問
題
提
起
を
お
願
い
し

ま
す
。 

 
 
 
 

Ｍ
Ｉ
＝
憲
法
前
文
は
、
戦
前
日
本
が 

 
 
 

 
 
 
 

行
っ
て
き
た
侵
略
戦
争
と
人
権
無
視 

 
 
 
 

 
 
 
 

の
体
制
を
反
省
し
、
戦
後
日
本
が
め 

 
 
 

 
 
 
 

ざ
す
価
値
観
を
示
し
て
い
ま
す
。
基 

 
 
 
 

本
的
人
権
の
尊
重
・
平
和
主
義
・
国 

 
 
 
 

民
主
権
と
国
際
協
調
主
義
と
い
う
基 

 
 
 
 

本
的
な
考
え
方
を
述
べ
た
上
で
、
国 

         

家
の
名
誉
に
か
け
て
そ
の
理
念
を
実
現
し
て
い

く
と
宣
言
し
て
い
ま
す
。 

具
体
的
に
は
、
第
一
段
落
の
「
日
本
国
民

は
、
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国
会
に
お
け
る
…
こ

れ
に
反
す
る
一
切
の
憲
法
、
法
令
及
び
詔
勅
を

排
除
す
る
」
は
、
言
論
の
自
由
も
思
想
信
条
の

自
由
も
な
か
っ
た
時
代
、
ま
た
悲
惨
な
戦
争
の

体
験
な
ど
を
踏
ま
え
て
〝 

私
た
ち
は
こ
う
い

う
憲
法
を
作
る
ん
だ 

〟
と
い
う
憲
法
制
定
の

趣
旨
、
目
的
を
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
基
本
は
、

国
家
の
主
権
は
国
民
に
あ
り
、
国
民
主
権
と
い

う
政
治
体
制
に
よ
っ
て
人
権
の
尊
重
と
平
和
主

義
を
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

ま
た
、
日
本
国
憲
法
は
平
和
憲
法
と
言
わ
れ
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ま
す
が
、
そ
れ
は
第
二
段
落
の
「
日
本
国
民
は
、

恒
久
の
平
和
を
念
願
し
…
平
和
の
う
ち
に
生
存

す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
」
で
平

和
主
義
を
誓
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
自
国
民
の

生
命
と
財
産
は
、
近
隣
諸
国
と
の
相
互
信
頼
を

築
か
ず
に
は
守
れ
な
い
。
戦
争
を
放
棄
し
た
こ

と
で
全
世
界
の
国
民
が
平
和
の
う
ち
に
生
存
す

る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
ま
す
。 

「
戦
争
の
放
棄
」
（
第
２
章
第
９
条
）
が

「
国
民
の
権
利
と
義
務
」（
第
３
章
）
の
前
に

お
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
人
権
の
保
障
は

平
和
の
下
で
し
か
あ
り
得
な
い
、
だ
か
ら
「
国

民
の
権
利
と
義
務
」
の
前
に
〝 

非
戦
・
非
武

装
の
立
場
に
立
つ 

〟
と
決
意
し
て
い
る
の
で

す
。 さ

ら
に
第
３
段
落
「
わ
れ
わ
れ
は
、
い
ず
れ

の
国
家
も
…
他
国
と
対
等
関
係
に
立
と
う
と
す

る
各
国
の
責
務
で
あ
る
と
信
ず
る
」
で
、
自
国

の
主
権
を
維
持
し
、
他
国
と
の
対
等
関
係
に
立

と
う
と
す
る
の
が
各
国
の
責
務
で
あ
り
、
そ
う

い
う
立
場
に
私
た
ち
は
立
つ
と
い
う
国
際
協
調

主
義
を
誓
っ
て
い
ま
す
。 

日
本
が
行
っ
た
戦
争
は
、
中
国
・
朝
鮮
・
フ

ィ
リ
ピ
ン
等
の
独
立
と
主
権
を
侵
し
ま
し
た
。

こ
の
第
３
段
落
は
国
家
の
独
善
性
を
否
定
し
政

治
道
徳
の
法
則
を
述
べ
て
い
る
の
で
す
。 

そ
し
て
最
後
の
第
４
段
落
「
国
家
の
名
誉
に

か
け
て
全
力
を
あ
げ
て
こ
の
崇
高
な
理
想
と
目

的
を
達
成
す
る
」
で
基
本
的
人
権
の
尊
重
・
平

和
主
義
・
国
民
主
権
の
三
原
則
と
国
際
協
調
主

義
の
実
現
を
国
際
社
会
に
約
束
し
て
い
ま
す
。 

石
原
慎
太
郎
な
ど
は
「
憲
法
を
読
ん
だ
こ
と

が
あ
る
か
。
あ
ん
な
ひ
ど
い
日
本
語
は
な
い
」

「
占
領
軍
に
押
し
付
け
ら
れ
た
憲
法
だ
」
と
現

憲
法
を
批
判
し
改
憲
す
べ
き
と
言
っ
て
い
ま
す

が
、
大
切
な
の
は
文
章
の
中
に
託
さ
れ
て
い
る

考
え
方
で
〝 

文
学
的
か
と
か
名
文
か 

〟
な
ど

と
い
う
批
判
は
的
外
れ
で
す
。
〝 

押
し
付
け

ら
れ
た
憲
法 
〟
と
い
う
批
判
も
、
憲
法
の
中

味
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
制
定
過
程
の
問
題
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
国
に
ふ
さ
わ
し
い

内
容
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

明
治
憲
法
と
日
本
国
憲
法 

 

司
会
＝
前
文
で
示
さ
れ
て
い
る
憲
法
の
趣
旨
・

目
的
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
回

は
こ
れ
ま
で
討
論
し
て
き
た
こ
と
の
ま
と
め
の

意
味
も
含
め
自
由
に
意
見
を
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

Ｋ
Ｔ
＝
明
治
憲
法
に
は
「
朕
は
」
と
い
う
言
葉

が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
よ
ね
。
「
朕
」
（
天

皇
）
に
権
力
が
あ
る
と
・
・
。
日
本
国
憲
法
の

基
本
は
〝 

国
民
に
主
権
が
あ
る 

〟
と
言
っ
て

い
る
。
戦
前
の
考
え
方
を
１
８
０
度
変
え
た
と

い
う
事
な
ん
で
す
ね
。 

Ａ
Ｒ
＝
「
押
し
付
け
ら
れ
た
憲
法
」
と
言
う
人

が
い
ま
す
が
、
前
回
の
「
天
皇
」
の
討
論
で
も

出
さ
れ
ま
し
た
が
、
日
本
国
憲
法
を
制
定
す
る

と
き
、
日
本
政
府
の
草
案
は
天
皇
主
権
に
こ
だ

わ
っ
て
明
治
憲
法
を
手
直
し
し
た
程
度
だ
っ
た

ん
で
す
。
し
か
し
、
各
方
面
か
ら
た
く
さ
ん
の

憲
法
草
案
が
提
案
さ
れ
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案

に
反
映
さ
せ
な
が
ら
、
国
会
で
大
変
な
議
論
を

し
、
制
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
の
憲

法
は
日
本
の
国
民
が
求
め
て
い
た
も
の
だ
っ
た

と
思
う
ん
で
す
。 

Ｍ
Ｉ
＝
憲
法
制
定
ま
で
充
分
な
議
論
を
せ
ず
に

急
い
だ
の
は
事
実
み
た
い
で
す
。
国
民
に
充
分

な
議
論
を
さ
せ
る
と
、
戦
争
で
家
族
が
死
ん
じ

ち
ん 
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ゃ
っ
て
骨
も
拾
え
な
い
。
何
で
こ
ん
な
思
い
を

さ
せ
ら
れ
た
ん
だ
、
こ
の
よ
う
に
国
民
が
思
っ

た
ら
大
変
だ
。
国
民
主
権
と
い
う
こ
と
を
真
剣

に
考
え
ら
れ
た
ら
、
自
分
た
ち
の
思
い
通
り
の

国
家
が
で
き
な
く
な
る
と
日
本
政
府
も
ア
メ
リ

カ
も
考
え
た
み
た
い
で
す
。 

Ｏ
Ｄ
＝
自
民
党
草
案
に
は
、
な
ぜ
憲
法
を
改
正

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
〝 

な
ぜ 

〟
が
な
い
。
日
本
国
憲
法
の
前
文
は
戦
前
の
反

省
か
ら
二
度
と
戦
争
は
や
ら
な
い
、
武
器
は
持

ち
ま
せ
ん
、
私
た
ち
は
高
い
理
想
を
持
っ
て
日

本
と
い
う
国
を
作
り
ま
す
と
全
世
界
に
宣
言
し

て
い
る
ん
で
す
。 

Ｋ
Ｔ
＝
自
民
党
の
改
憲
草
案
は
、
要
す
る
に
国

民
に
義
務
を
押
し
付
け
る
憲
法
を
作
り
た
い
。

権
力
者
を
縛
る
の
で
は
な
く
、
国
民
を
縛
る
憲

法
を
作
り
た
い
の
が
本
音
な
わ
け
で
す
ね
。 

司
会
＝
国
民
に
義
務
を
押
し
付
け
る
と
い
う
の

は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
。 

Ｋ
Ｔ
＝
た
と
え
ば
法
人
税
を
減
税
し
て
消
費
税

を
上
げ
て
も
、
そ
れ
は
み
な
さ
ん
義
務
な
ん
で

す
よ
、
と
思
わ
せ
る
。
そ
う
い
う
資
本
主
義
体

制
を
存
続
さ
せ
よ
う
と
い
う
力
を
働
か
せ
る
。

格
差
が
す
ご
く
広
が
っ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い

で
す
か
。
こ
の
格
差
の
広
が
り
を
我
慢
さ
せ
る

の
が
狙
い
だ
と
思
う
ん
で
す
。
新
自
由
主
義
の

中
、
多
国
籍
資
本
が
世
界
で
自
由
に
活
動
し
て

い
る
。
で
も
労
働
力
を
売
っ
て
生
活
し
て
い
る

私
た
ち
労
働
者
は
無
権
利
の
状
態
。
で
も
そ
れ

が
国
民
の
当
然
の
義
務
で
当
た
り
前
な
ん
で
す

よ
と
思
わ
せ
る
。 

 

〝 

理
想 

〟
を
持
ち
続
け
る
こ
と
の
大
切
さ 

 

司
会
＝
自
民
党
の
改
憲
草
案
に
つ
い
て
意
見
が

出
さ
れ
ま
し
た
が
、
前
文
で
示
さ
れ
た
憲
法
の

精
神
を
護
る
た
め
に
私
た
ち
は
ど
う
し
て
い
け

ば
良
い
の
で
し
ょ
う
。 

Ｍ
Ｉ
＝
Ｋ
Ｔ
さ
ん
も
言
っ
て
い
た
が
改
憲
派
の

目
的
は
、
資
本
主
義
体
制
の
国
家
を
国
民
が
守

る
の
が
義
務
。
だ
か
ら
国
民
は
黙
っ
て
働
く
。

そ
の
た
め
に
国
民
主
権
で
は
ま
ず
い
か
ら
天
皇

主
権
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
〝 

美
し
い

国
、
日
本
を
作
る 

〟
と
か
〝 

日
本
を
取
り
戻

す 

〟
な
ん
て
抽
象
的
な
こ
と
を
言
っ
て
「
そ

う
か
な
」
と
思
い
込
ま
せ
て
い
る
。 

Ｋ
Ｕ
＝
国
の
た
め
に
す
す
ん
で
犠
牲
に
な
る
、

命
を
投
げ
出
す
。
そ
う
い
う
憲
法
に
し
た
い
と

い
う
事
で
し
ょ
う
。 

Ｋ
Ｔ
＝
憲
法
は
国
民
が
主
人
公
か
、
国
家
が
主

人
公
か
、
こ
の
議
論
が
非
常
に
大
事
な
と
こ
ろ

か
な
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
会
社
あ
っ
て
の
労

働
者
な
の
か
、
労
働
者
が
社
会
の
主
人
公
な
の

か
と
い
う
事
と
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。「
良
い

憲
法
だ
か
ら
っ
て
安
心
し
た
ら
終
わ
り
。
条
文

が
ど
う
変
わ
る
か
よ
り
ど
う
使
う
か
が
重
要
」

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

Ｏ
Ｄ
＝
私
の
地
域
で
「
無
尽
」
と
い
う
婦
人
が

集
ま
っ
て
食
事
し
な
が
ら
交
流
す
る
場
が
あ
り

ま
す
。
参
加
し
た
妻
が
帰
っ
て
き
て
「
お
父
さ

ん
今
日
は
集
団
的
自
衛
権
の
話
が
出
て
ね
。
徴

兵
制
で
孫
が
戦
争
に
と
ら
れ
た
ら
困
る
と
○
○

の
お
ば
あ
さ
ん
が
話
し
た
の
。
安
倍
さ
ん
は
子

ど
も
が
い
な
い
か
ら
親
の
気
持
が
わ
か
ら
な
い

ん
だ
よ
、
と
盛
り
上
が
っ
て
話
し
て
い
た
」
と

言
い
ま
し
た
。
こ
う
い
う
話
が
職
場
や
地
域
で

出
て
く
る
と
意
識
も
変
わ
る
と
思
い
ま
す
。 

Ｍ
Ｉ
＝
憲
法
学
者
の
樋
口
陽
一
さ
ん
は
「
理
念

と
現
実
の
間
の
緊
張
に
疲
れ
て
理
念
を
捨
て
る

む 

じ
ん 
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の
か
、
そ
れ
と
も
理
念
と
現
実
の
開
き
を
目
の

前
に
し
て
な
お
理
念
を
語
る
こ
と
の
『
カ
ッ
コ

悪
さ
』
に
耐
え
な
が
ら
現
実
を
理
念
に
近
づ
け

よ
う
す
る
の
か
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

で
す
よ
。
青
臭
い
、
カ
ッ
コ
悪
い
と
言
わ
れ
て

も
私
た
ち
の
求
め
る
理
想
の
社
会
、
例
え
ば
、

社
会
の
中
で
も
職
場
の
中
で
も
お
互
い
に
仲
良

く
し
よ
う
。
親
子
夫
婦
が
仲
良
く
な
ろ
う
。
し

か
し
、
仲
良
く
な
れ
な
い
、
そ
の
原
因
を
考
え

取
り
除
く
。
貧
困
だ
っ
た
り
、
差
別
だ
っ
た
り

色
々
あ
る
。
基
本
的
人
権
が
尊
重
さ
れ
国
民
主

権
が
守
ら
れ
、
そ
の
前
提
で
あ
る
平
和
が
守
ら

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
人
間
平
等
の
搾
取
の

な
い
社
会
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

を
、「
現
実
は
そ
う
は
い
か
な
い
よ
、
資
本
主

義
社
会
だ
も
の
。
相
手
の
力
が
強
い
ん
だ
か
」

ら
と
あ
き
ら
め
た
ら
、
平
和
で
差
別
の
な
い
社

会
な
ん
て
で
き
な
い
と
思
う
ん
で
す
。 

Ａ
Ｒ
＝
沖
縄
に
行
っ
た
と
き
、
軍
隊
は
国
民
を

決
し
て
守
ら
な
い
、
と
い
う
話
を
聞
い
て
本
当

に
そ
う
だ
、
憲
法
の
平
和
主
義
は
理
想
か
も
し

れ
な
い
け
れ
ど
も
平
和
を
大
事
に
す
る
。
生
命

を
大
切
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
力
を
ふ
り
絞
っ

て
頑
張
っ
て
守
ら
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
し
た
。 

 

憲
法
を
護
る
こ
と
は
偏
っ
た
考
え
方
!? 

 

司
会
＝
理
想
を
現
実
に
近
づ
け
る
と
一
口
に
言

っ
て
も
や
は
り
現
実
は
厳
し
い
で
す
よ
ね
。
具

体
的
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と

で
す
か
。 

Ｏ
Ｄ
＝
職
場
で
も
の
を
言
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
、

あ
る
い
は
国
民
の
７
～
８
割
が
原
発
は
い
ら
な

い
と
言
っ
て
も
再
稼
動
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

集
団
的
自
衛
権
も
半
数
以
上
の
国
民
が
反
対
で

も
解
釈
改
憲
さ
れ
て
い
く
。
反
対
し
て
も
変
わ

ら
な
い
シ
ス
テ
ム
が
支
配
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ

て
き
た
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
と
は
何
か
と
い
う
と

官
僚
主
義
と
労
使
協
調
の
労
働
組
合
主
義
で
す

よ
。
こ
れ
を
壊
す
の
は
並
大
抵
で
は
な
い
。
必

ず
変
わ
る
と
い
う
展
望
を
持
ち
な
が
ら
小
さ
な

話
し
合
い
の
場
を
作
り
コ
ツ
コ
ツ
積
み
上
げ
て

い
く
以
外
に
な
い
と
思
う
ん
で
す
。 

Ｍ
Ｉ
＝
１
９
７
０
年
代
、
労
働
運
動
の
昂
揚
期

に
支
配
者
側
は
、
ス
ポ
ー
ツ
、
セ
ッ
ク
ス
、
ス

ク
リ
ー
ン
と
い
う
３
Ｓ
（
ス
リ
ー
エ
ス
）
を
利

用
し
、
あ
る
い
は
〝 

シ
ラ
ケ 

〟
と
い
う
言
葉

や
〝 

無
関
心 

〟
と
い
う
言
葉
を
流
行
ら
せ
た
。

若
い
人
た
ち
が
そ
の
流
行
に
の
せ
ら
れ
て
社
会

に
目
を
む
け
な
く
さ
せ
ら
れ
て
き
た
。 

Ａ
Ｒ
＝
支
配
階
級
の
側
は
人
間
の
考
え
方
を
ど

う
操
縦
し
て
支
配
す
る
か
を
常
に
考
え
て
い
る
。

だ
か
ら
小
さ
な
話
し
合
い
の
場
を
職
場
地
域
に

作
っ
て
い
く
と
い
う
私
た
ち
が
追
求
し
て
い
る

大
衆
学
習
運
動
が
す
ご
く
大
事
だ
な
と
思
い
ま

す
。
話
し
合
い
考
え
る
場
が
な
い
と
、
支
配
の

た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
攻
撃
に
呑
み
込
ま
れ
て
い

っ
て
し
ま
う
。 

Ｍ
Ｉ
＝
「
あ
な
た
は
憲
法
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ

り
ま
す
か
」
と
い
う
世
論
調
査
で
、「
読
ん
だ

こ
と
な
い
」
42
・
８
％
、
「
一
度
は
読
ん
だ

こ
と
が
あ
る
」
28
・
０
％
、「
何
度
も
読
ん
だ

こ
と
あ
る
」
19
・
８
％
で
半
数
近
く
の
人
が

憲
法
を
読
ん
で
い
な
い
。
Ｔ
Ｖ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

で
若
い
人
に
「
あ
な
た
は
憲
法
の
改
正
に
つ
い

て
ど
う
思
い
ま
す
か
」
と
聞
く
と
「
変
え
た
方

が
良
い
で
す
よ
」
と
言
う
。
そ
こ
で
「
ど
こ
を

変
え
た
ら
良
い
と
思
い
ま
す
か
」
と
聞
く
と

「
何
と
な
く
…
」
と
答
え
る
。
さ
ら
に
「
憲
法

か
た
よ 

は 

や 
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を
読
ん
だ
こ
と
あ
り
ま
す
か
」
と
聞
く
と
「
え

っ
!?
…
」
と
、
こ
う
い
う
感
じ
な
ん
で
す
。

〝 

改
憲
、
改
憲 

〟
と
言
わ
れ
、
雰
囲
気
で

「
変
え
た
方
が
良
い
の
か
な
あ
」
と
思
っ
て
し

ま
う
。
学
校
で
も
憲
法
の
中
味
を
き
ち
ん
と
教

え
な
い
で
し
ょ
う
。 

Ｋ
Ｔ
＝
「
梅
雨
空
に
『
九
条
守
れ
』
の
女
性
デ

モ
」
と
い
う
俳
句
を
公
民
館
報
に
載
せ
よ
う
と

思
っ
た
ら
公
民
館
長
は
「
偏
っ
て
い
る
」
と
カ

ッ
ト
し
ま
し
た
。
こ
れ
ど
う
思
い
ま
す
。 

Ａ
Ｒ
＝
憲
法
９
条
を
守
れ
と
言
っ
て
い
る
ん
だ

か
ら
お
か
し
く
な
い
よ
ね
。 

Ｏ
Ｄ
＝
今
年
の
憲
法
記
念
日
の
憲
法
集
会
に
公 

          

民
館
が
会
場
を
貸
さ
な
い
と
か
、
地
域
の
イ
ベ

ン
ト
へ
「
９
条
の
会
」
の
出
店
が
拒
否
さ
れ
る

と
い
う
動
き
が
全
国
的
に
あ
り
ま
し
た
。
あ
の

流
れ
と
同
じ
で
す
ね
。 

Ｓ
Ｉ
＝
「
賛
成
と
反
対
の
世
論
を
二
分
し
て
い

る
も
の
は
月
報
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
」
と
い
う
の

が
市
民
団
体
が
交
渉
に
行
っ
た
時
の
館
長
の
説

明
だ
っ
た
。
そ
し
て
掲
載
し
な
か
っ
た
。 

Ｋ
Ｕ
＝
今
は
平
和
を
語
る
と
「
左
寄
り
だ
」、

反
戦
平
和
と
言
う
と
「
あ
い
つ
は
偏
っ
て
い

る
」
と
言
わ
れ
る
。 

Ｏ
Ｄ
＝
戦
後
69
年
、
戦
争
で
「
一
人
も
殺
さ

ず
一
人
も
殺
さ
れ
ず
」
と
い
う
国
は
先
進
国
で

は
日
本
だ
け
だ
そ
う
で
す
。
69
年
間
、
非
戦

を
貫
け
た
の
は
戦
争
の
放
棄
を
定
め
た
憲
法
が

あ
っ
た
か
ら
で
す
。 

 

ま
と
も
な
生
活
の
で
き
る
環
境
が 

平
和
を
守
る
道  

司
会
＝
改
憲
へ
の
動
き
が
加
速
し
て
い
ま
す
が
、

ど
の
よ
う
な
意
識
が
働
い
て
い
る
と
思
い
ま
す

か
。 

Ｋ
Ｕ
＝
自
民
党
の
中
に
も
こ
れ
ま
で
は
戦
争
体

験
者
が
い
て
暴
走
に
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
っ
て
い

た
。
そ
れ
が
安
倍
や
麻
生
な
ど
戦
争
の
恐
ろ
し

さ
を
知
ら
な
い
戦
後
派
が
主
流
に
な
っ
て
き
た
。

だ
か
ら
ブ
レ
ー
キ
が
全
く
か
か
ら
な
く
な
っ
た

と
言
わ
れ
て
い
る
。 

Ｍ
Ｉ
＝
弁
護
士
の
伊
藤
真
さ
ん
も
改
憲
問
題
に

つ
い
て
、
戦
争
経
験
者
が
減
り
戦
争
に
対
す
る

実
体
験
が
な
い
か
ら
戦
争
の
恐
ろ
し
さ
を
実
感

で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
高
度
経
済
成

長
の
中
で
公
害
な
ど
負
の
遺
産
が
い
っ
ぱ
い
出

て
き
た
。
だ
か
ら
、
マ
イ
ナ
ス
面
は
現
憲
法
を

変
え
、
リ
セ
ッ
ト
し
て
、
心
機
一
転
ま
き
直
し
、

〝 

新
し
い
日
本
を
作
り
ま
し
ょ
う 

〟
と
い

う
意
識
が
働
い
て
い
る
の
で
は
、
と
指
摘
し
て

い
ま
す
。
今
、
資
本
主
義
が
行
き
詰
っ
て
貧
富

な
ど
格
差
が
広
が
り
国
民
は
閉
塞
感
を
感
じ
て

い
る
。
〝 

新
し
い
憲
法
で
新
し
い
社
会
だ 

〟
と
い
う
意
識
が
出
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
言
っ
て
い
ま
す
。 

Ｋ
Ｕ
＝
戦
争
に
な
れ
ば
格
差
も
な
く
な
る
。
平

等
な
社
会
が
来
る
ん
で
は
な
い
か
と
い
う
発
想

が
大
真
面
目
に
語
ら
れ
て
い
る
。 
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Ｋ
Ｔ
＝
そ
う
い
う
考
え
方
に
今
の
若
者
た
ち
は

本
当
に
な
っ
て
い
る
の
か
な
ぁ
。 

Ｍ
Ｉ
＝
名
ば
か
り
店
長
だ
の
、
24
時
間
死
ぬ

ま
で
働
け
だ
の
、
と
格
差
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ

て
い
る
。
労
働
組
合
も
正
社
員
だ
け
相
手
に
し

て
非
正
規
社
員
の
こ
と
は
全
く
相
手
に
し
て
い

な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
に
対
す
る
反
発
や
不
満

か
ら
戦
争
で
も
始
ま
っ
て
軍
隊
に
行
け
ば
、
学

歴
も
貧
富
も
家
柄
も
関
係
な
く
軍
隊
内
の
階
級

で
扱
い
が
決
ま
る
。
平
等
に
扱
わ
れ
る
、
と
い

う
考
え
方
に
な
る
ん
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

Ｏ
Ｄ
＝
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
な
ん
か
も
似
た
意
識

だ
と
思
う
。
格
差
や
貧
困
に
対
す
る
不
満
を
弱

い
者
へ
向
け
て
攻
撃
す
る
。
そ
う
い
う
意
識
が

若
者
を
中
心
に
国
民
の
中
に
作
ら
れ
て
き
て
い

る
。
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
は
排
外
・
排
他
主
義
だ

か
ら
戦
争
に
向
か
う
危
険
性
が
あ
る
そ
う
で
す
。 

Ｋ
Ｓ
＝
そ
う
、
ご
く
普
通
の
子
た
ち
が
言
っ
て

い
る
ん
だ
よ
ね
。 

Ｏ
Ｄ
＝
そ
う
い
う
考
え
方
を
防
御
す
る
た
め
に

も
日
本
国
憲
法
の
前
文
を
し
っ
か
り
理
解
す
る

こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
ん
で
す
。
こ
れ
が
な
く

な
っ
た
ら
大
変
な
こ
と
で
す
よ
。
自
民
党
の
改

憲
草
案
の
よ
う
に
前
文
の
平
和
主
義
を
な
く
し

て
、
９
条
の
非
戦
を
な
く
し
て
国
防
軍
が
作
ら

れ
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
を
助
長
し
て
い
っ
た
ら
本
当
に
戦
争
の
で

き
る
国
、
戦
争
を
す
る
国
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

Ｋ
Ｕ
＝
ア
メ
リ
カ
の
若
者
が
学
費
補
助
な
ど
と

引
き
換
え
に
軍
隊
へ
の
入
隊
を
選
ぶ
姿
を
取
材

し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
堤
美
果
さ
ん
は
「
ア

メ
リ
カ
政
府
は
、
教
育
と
社
会
保
障
の
予
算
を

削
っ
て
格
差
を
拡
大
さ
え
す
れ
ば
入
隊
志
願
者

を
確
保
で
き
て
し
ま
う
。
日
本
の
若
者
を
戦
場

に
送
り
た
く
な
い
な
ら
、
憲
法
９
条
を
守
る
だ

け
で
は
な
く
、
ま
と
も
に
生
活
で
き
る
環
境
を

作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。 

Ｏ
Ｄ
＝
そ
の
た
め
に
も
労
働
組
合
の
果
た
す
役

割
は
大
き
い
で
す
ね
。 

Ｍ
Ｉ
＝
と
こ
ろ
が
労
働
組
合
が
、
格
差
社
会
の

中
で
苦
し
ん
で
い
る
若
者
た
ち
を
組
織
で
き
な

い
。
貧
困
の
原
因
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を

学
ぶ
場
が
な
い
。
怒
り
を
受
け
止
め
一
緒
に
考

え
闘
う
受
け
皿
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
い
。
闘

っ
た
経
験
が
な
い
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
団
結

の
話
を
す
る
と
「
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
守
る
。

労
働
組
合
に
守
っ
て
も
ら
お
う
な
ん
て
思
わ
な

い
」
と
な
る
。 

Ｋ
Ｔ
＝
職
場
で
も
地
域
で
も
憲
法
を
活
か
す
と

い
う
こ
と
は
や
っ
ぱ
り
労
働
者
の
団
結
を
抜
き

に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
権
利
を
行
使
す
る
に
も
、

平
和
を
維
持
し
守
る
、
つ
ま
り
憲
法
を
守
ら
せ

る
と
い
う
こ
と
、
改
憲
の
動
き
に
対
し
て
私
た

ち
が
で
き
る
最
大
の
抵
抗
は
団
結
抜
き
に
は
考

え
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
話
し
合
い
の
場
を

作
り
な
が
ら
闘
え
る
組
織
を
作
っ
て
い
く
以
外

に
な
い
で
す
よ
ね
。 

司
会
＝
み
な
さ
ん
に
憲
法
前
文
の
問
題
提
起
を

受
け
て
自
由
に
議
論
し
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、

私
た
ち
は
も
う
一
度
、
日
本
国
憲
法
の
精
神
を

し
っ
か
り
と
受
け
止
め
、
家
族
は
も
ち
ろ
ん
職

場
や
地
域
で
一
緒
に
考
え
改
憲
の
流
れ
を
変
え
、

具
体
的
に
護
憲
の
取
り
組
み
を
強
め
な
が
ら
自

分
た
ち
の
憲
法
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
み
な
さ
ん
が
提
起
し

て
い
る
よ
う
に
職
場
や
地
域
に
団
結
の
で
き
る

話
し
合
い
の
場
を
作
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

長
期
に
わ
た
る
討
論
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。 


