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一
太
平
洋
戦
争
後
よ
り
一
貫
し
て
日
本
社
会
の
民
主
主
義
を
擁
護
し
続
け
て
い
る
哲
学
者
、
鶴

見
俊
輔
は
、
現
在
憲
法
九
条
に
関
す
る
議
論
が
問
わ
れ
て
い
る
只
中
に
、
な
お
現
役
の
思
想
家

と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
鶴
見
の
思
想
の
根
源
が
、「
私
的
な
根
」、
生
活
と
思
想
と
の
結
び
つ

き
に
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ
る
が
、
鶴
見
は
こ
の
視
点
か
ら
戦
後
日
本
社
会
に
対
し
て
、

民
主
主
義
の
意
味
を
問
い
続
け
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
問
わ
れ
て
い
る
側
の
日
本
社
会
で
は
、
思
想
的
立
場
の
左
右
を
問
わ
ず
、
民

主
主
義
を
あ
る
意
味
で
の
「
お
守
り
的
言
葉
」
と
し
て
固
守
し
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
深

化
さ
せ
よ
う
と
は
し
な
い
傾
向
を
持
ち
続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
特
に
民
主
主
義
的
立
場
を
標
榜

す
る
進
歩
的
勢
力
に
お
い
て
過
去
に
顕
著
に
現
れ
た
し
、
現
在
も
な
お
現
れ
て
い
る
場
合
が
あ

る
。
鶴
見
は
こ
の
傾
向
に
対
し
て
、
絶
え
ず
注
意
を
喚
起
し
、
民
主
主
義
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

を
示
唆
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
効
果
は
い
ま
一
つ
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
こ
と
は
、
日
本
社
会
が
な
お
民
主
主
義
に
お
い
て
未
成
熟
な
側
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
こ

の
た
め
様
々
な
社
会
運
動
が
多
く
の
躓
き
の
石
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ

故
現
時
点
に
お
い
て
、
鶴
見
の
言
う
民
主
主
義
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
再
度
確
認
し
て
い
く
必

要
性
が
な
お
残
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
小
論
は
こ
の
た
め
の
試
み
で
あ
り
、
鶴

見
の
民
主
主
義
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
明
確
に
把
握
す
る
た
め
に
、
敢
え
て
時
代
的
に
一
昔
前

の
対
談
集
①
―
―
哲
学
者
久
野
收
と
の
対
談
―
―
を
利
用
し
た
。
け
だ
し
こ
の
対
談
が
な
さ
れ

た
時
代
―
―
ま
だ
ソ
連
が
存
在
し
て
お
り
、
改
革
（
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
）
が
行
わ
れ
て
い
た
時

代
―
―
と
比
較
し
て
政
治
的
状
況
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
と
は
い
え
、
民
主
主
義
を
語
る
本

質
は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
そ
し
て
何
よ
り
も
久
野
收
の
発
言
が
、
鶴
見
の
民
主
主
義
論
の
特
徴

を
よ
く
照
ら
し
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

二
鶴
見
は
、
民
主
主
義
を
論
じ
る
視
点
と
し
て
、
民
主
主
義
を
め
ぐ
る
権
力
の
関
係
を
指
摘
す

る
。
そ
れ
が
「
在
権
民
主
主
義
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
鶴
見
は
こ
の
問
題
を
、
林
達

夫
の
「
共
産
主
義
的
人
間
」
で
の
議
論
か
ら
論
じ
始
め
る
。

「
林
達
夫
の
テ
ー
マ
は
、
今
新
し
く
で
き
た
言
葉
で
言
う
と
『
在
権
民
主
主
義
』
と
『
在
権

マ
ル
ク
ス
主
義
』
の
問
題
だ
と
思
う
。『
在
権
』、
権
力
を
と
り
、
政
府
を
と
っ
た
後
の
、
権
力
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の
思
想
に
な
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
の
は
、
権
力
を
転
覆
し
よ
う
と
運
動
す
る
マ
ル
ク
ス

主
義
と
は
違
う
と
い
う
認
識
で
す
。
こ
れ
は
今
、
徐
々
に
当
た
り
前
に
な
っ
て
る
。
今
年
（
一

九
八
九
年
）
六
月
、
中
国
・
天
安
門
前
の
事
件
は
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
、
一
共
産

主
義
国
の
総
理
が
、
学
生
運
動
が
国
家
の
威
信
を
失
墜
さ
せ
た
と
し
て
弾
圧
す
る
。
こ
れ
は
一

つ
の
国
家
主
義
の
変
形
と
い
う
か
、
バ
リ
ア
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
時
代
が

来
た
と
い
う
・
・
・
」（
三
三
）。

「
日
本
の
場
合
、『
在
権
民
主
主
義
』
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
鵜
飼
信
成
さ
ん

が
、『
文
部
省
の
「
民
主
主
義
」
と
い
う
国
定
教
科
書
の
立
場
も
そ
れ
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
民
主

主
義
を
め
ぐ
る
対
立
と
い
う
の
で
な
く
て
、
も
っ
と
前
の
ほ
う
で
相
手
を
排
斥
し
て
し
ま
っ
て
、

自
分
だ
け
で
民
主
主
義
を
独
占
し
て
出
て
く
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
』
と
言
っ
て
い
る
。
／

こ
れ
は
『
在
権
民
主
主
義
』
の
問
題
な
ん
で
す
。『
在
権
民
主
主
義
』
と
『
在
権
マ
ル
ク
ス
主
義
』

と
が
見
合
う
形
で
出
て
き
て
い
る
」（
四
三
）。

こ
こ
に
鶴
見
の
民
主
主
義
を
論
じ
る
中
心
点
の
一
つ
が
あ
る
。
つ
ま
り
権
力
が
民
主
主
義
を

主
張
す
る
場
合
に
は
同
時
に
、
い
か
な
る
政
治
権
力
で
も
不
可
避
的
に
持
っ
て
い
る
両
刃
的
な

側
面
を
視
点
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
久
野
は
、
次
の

よ
う
に
語
る
。

「
久
野
　
そ
こ
は
も
う
、
日
本
の
場
合
、
ぼ
く
も
含
め
て
だ
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
い
か
れ
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
い
い
権
力
は
い
い
政
策
を
す
る
、
悪
い
権
力
は
悪
い
政
策

を
す
る
と
い
う
考
え
方
に
引
き
ず
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
権
力
そ
の
も
の
が
も
っ
て
い
る
悪
魔
的

構
造
を
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
是
非
に
よ
っ
て
く
も
ら
せ
て
い
る
。
／
だ
か
ら
親
米
派
の
方
は
、

ア
メ
リ
カ
ン
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
権
力
を
い
か
に
大
き
く
行
使
し
て
も
ソ
連
と
は
比
較
に
な
ら

な
い
程
度
の
軽
微
な
悪
し
か
生
ま
な
い
と
い
う
。
一
方
、
そ
の
逆
の
立
場
は
、
ソ
連
の
場
合
は
、

絶
対
い
い
権
力
だ
か
ら
全
部
い
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
言
い
か
ね
な
い
」（
四
八
）。
②

鶴
見
の
視
点
も
同
様
で
あ
る
。

「
世
界
の
情
勢
は
自
分
の
立
場
抜
き
に
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
ん
で
、
自
分
が
ど
こ
に
い
る

か
を
み
て
も
の
を
見
な
き
ゃ
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。
Ｈ
・
Ｇ
・
ウ
ェ
ル
ズ
の
『
透
明
人
間
』
み

た
い
に
、『
ソ
ビ
エ
ト
の
こ
こ
は
ダ
メ
だ
。
ア
メ
リ
カ
は
こ
こ
が
い
い
』
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
ば

か
り
や
っ
て
い
て
も
し
ょ
う
が
な
い
で
し
ょ
う
。
／
そ
の
透
明
人
間
の
立
場
が
、
大
ま
か
に
い

え
ば
日
本
の
知
識
人
の
立
場
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
左
翼
も
そ
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と

い
う
の
が
問
題
な
ん
で
す
」（
一
〇
八
）。

と
こ
ろ
が
こ
れ
ま
で
の
運
動
と
い
う
の
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
自
己
検
証
が
な
く
、
久
野

が
言
う
よ
う
な
枠
組
み
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
前
提
さ
れ
、
と
り
わ
け
左
翼
の
側
で
の
運
動
の
検
証

は
、
往
々
に
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
た
。
こ
の
視
点
は
、
久
野
、
鶴
見
と
も
に
強
調
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
久
野
　
や
は
り
、
基
本
的
に
は
自
分
の
見
解
に
つ
い
て
さ
え
自
分
で
責
任
を
取
ら
ず
に
、

時
代
や
国
家
や
社
会
や
党
派
に
そ
の
責
任
を
あ
ず
け
て
自
分
を
納
得
さ
せ
る
、
と
い
う
習
慣
が

あ
る
ん
で
す
ね
。（
後
略
）
／
本
人
は
責
任
を
と
っ
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
あ
る
人
は
学
問
や
党

派
の
名
に
隠
れ
て
、
あ
る
人
は
選
択
し
た
場
合
、
自
由
の
選
択
で
は
な
か
っ
た
か
ら
責
任
が
な

い
と
い
う
立
場
に
隠
れ
る
。
あ
る
人
は
初
め
か
ら
自
分
の
行
動
な
り
選
択
は
自
由
抜
き
、
責
任

抜
き
で
始
末
し
て
い
る
。
右
翼
の
側
は
も
ち
ろ
ん
、
理
論
的
色
彩
の
強
い
左
翼
の
側
で
も
、
見

通
し
や
判
断
を
誤
ら
せ
た
理
論
の
不
足
、
間
違
い
や
党
派
の
拘
束
は
深
く
問
わ
れ
ず
に
、
自
分

の
つ
か
み
方
、
従
い
方
が
悪
か
っ
た
の
だ
、
理
論
や
党
派
は
悪
く
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
弁
解

に
な
る
。
こ
う
な
る
と
、
自
分
の
理
論
の
ど
こ
が
拙
く
、
ど
こ
が
正
し
い
か
の
腑
分
け
が
で
き

な
く
な
る
。
そ
う
な
る
と
自
分
の
営
み
を
検
証
す
る
場
合
、
一
方
の
極
端
は
、
は
な
は
だ
自
己

破
壊
的
に
な
り
、『
全
部
オ
レ
が
ま
ず
か
っ
た
。
オ
レ
は
つ
ま
ら
な
い
人
間
な
ん
だ
』
と
い
う
懺

悔
に
な
る
。
す
る
と
政
治
や
運
動
か
ら
完
全
に
背
を
向
け
、
経
済
や
文
化
に
全
力
を
傾
注
す
る

こ
と
に
な
る
」（
六
七
〜
六
八
）。

こ
こ
に
は
こ
れ
ま
で
の
運
動
に
お
け
る
総
括
の
仕
方
が
、
鋭
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で

の
権
威
主
義
と
他
方
で
の
総
懺
悔
的
総
括
が
見
事
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
久
野
は
、
こ
の
点
が
わ
が
国
の
社
会
運
動
が
陥
っ
て
き
た
落
と
し
穴
で
あ
る
と
し
て
、

「
そ
う
で
は
な
く
て
、
ど
こ
で
間
違
っ
た
の
か
、
機
構
や
党
派
の
ど
こ
に
責
任
を
負
わ
す
の
か
、

そ
の
時
の
勢
い
の
ど
こ
に
責
任
を
負
わ
す
の
か
と
か
、
そ
れ
ら
を
具
体
的
に
は
っ
き
り
さ
せ
る

営
み
を
や
っ
た
上
で
の
自
分
の
責
任
の
問
題
に
な
る
は
ず
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
な
い
と
、
責
任

を
と
る
場
合
、
過
剰
な
無
限
責
任
を
背
負
い
こ
み
、
坊
主
懺
悔
に
な
っ
て
し
ま
う
」（
六
八
）
と

述
べ
る
。

三
こ
の
よ
う
な
、
枠
組
を
ア
プ
リ
オ
リ
な
前
提
と
し
て
疑
わ
な
い
思
考
様
式
は
、
近
代
日
本
社

会
で
は
国
家
に
対
す
る
態
度
に
お
い
て
も
明
確
に
現
れ
る
。
例
え
ば
、
近
代
日
本
を
形
成
し
て

い
く
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
明
治
憲
法
に
対
す
る
態
度
で
あ
る
。

久
野
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
こ
の
議
論
の
前
提
は
、「
明
治
憲
法
は
戦
後
の
現
在
で
は
あ
ま
り
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評
判
が
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
―
―
そ
し
て
そ
れ
は
当
然
で
す
が
―
―
、
そ
れ
で
も
曲
り
な
り
に
せ

よ
、
市
民
的
自
由
と
基
本
的
人
権
を
た
と
え
大
き
な
制
約
づ
き
に
し
て
も
法
律
で
認
め
た
成
文

憲
法
は
、
ア
ジ
ア
で
最
初
で
あ
っ
た
。
孫
文
や
リ
サ
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
の
独
立
運

動
の
志
士
た
ち
が
日
本
を
評
価
し
た
の
は
、
憲
法
の
日
本
で
あ
っ
て
、
帝
国
主
義
の
日
本
で
は

な
か
っ
た
。
そ
こ
を
見
落
と
し
て
は
歴
史
に
対
し
て
盲
目
に
な
っ
て
し
ま
う
」（
九
四
）
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
以
上
に
、
久
野
が
言
う
明
治
憲
法
の
「
対
他
的
構
造
」
と
「
対
自

的
構
造
」
の
側
面
の
区
別
と
評
価
の
重
要
性
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
天
皇
制
が

「
一
方
で
は
支
配
の
機
構
で
あ
る
と
同
時
に
、他
方
で
は
外
側
に
対
す
る
団
結
の
心
棒
で
も
あ
る
」

（
久
野
、
九
五
）
と
い
う
こ
と
を
左
翼
の
側
が
軽
視
し
て
き
た
経
緯
が
、
戦
後
の
現
行
憲
法
に
も

続
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
現
行
憲
法
の
象
徴
天
皇
制
の
基
底
に
も
、

「『
日
本
共
同
体
、
一
民
族
、
一
国
家
、
一
指
導
者
』
と
い
う
、
い
つ
で
も
排
他
的
日
本
型
フ
ァ

シ
ズ
ム
に
な
る
一
歩
手
前
の
信
仰
が
ひ
そ
ん
で
い
る
」（
久
野
、
九
六
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
基
底
の
上
に
戦
後
の
経
済
成
長
が
あ
っ
た
し
、
日
本
と
い
う
背
景
を
背
に
し
て
、
企
業
も

個
人
も
海
外
に
進
出
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
鶴
見
は
、
日
本
の
戦
争
に
対
す
る
反
省
の
な
さ
＝
自
浄
作
用
の
欠
落
を
語
る
。

「
日
本
の
場
合
に
は
、
一
五
年
も
あ
ん
な
ム
チ
ャ
な
戦
争
を
や
っ
て
、
つ
ま
り
他
国
民
に
あ

れ
だ
け
ひ
ど
い
こ
と
を
し
た
と
い
う
意
味
で
の
ひ
ど
い
戦
争
、
し
か
も
負
け
る
に
き
ま
っ
て
い

る
戦
争
を
続
け
て
い
く
ん
だ
か
ら
、
損
な
戦
争
で
も
あ
る
。
そ
れ
を
や
っ
て
、
し
か
も
自
浄
作

用
を
作
る
こ
と
が
な
く
て
ア
メ
リ
カ
の
軍
隊
に
負
け
た
。
／
敗
北
の
認
識
そ
の
も
の
も
持
続
し

て
い
な
い
。
こ
れ
が
重
大
な
問
題
で
す
ね
。
世
界
の
ど
こ
に
対
し
て
も
の
い
う
に
し
て
も
、
敗

北
の
認
識
が
な
け
れ
ば
い
ま
の
日
本
人
に
と
っ
て
の
世
界
認
識
な
ん
て
成
り
立
た
な
い
。
／
そ

れ
は
サ
イ
ボ
ー
グ
（
改
造
人
間
）
と
同
じ
だ
と
思
う
。
非
常
に
ヘ
ン
な
こ
と
に
な
る
と
心
臓
も

取
っ
ち
ゃ
う
。
そ
う
す
る
と
千
年
も
万
年
も
生
き
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
ん
だ
。
そ
れ
は
一
つ

の
道
で
、
サ
イ
ボ
ー
グ
の
ほ
う
が
能
率
的
か
も
し
れ
な
い
。
産
業
世
界
で
勝
つ
か
も
し
れ
な
い

し
、
自
動
車
で
は
日
本
は
ア
メ
リ
カ
を
つ
ぶ
し
た
ん
だ
か
ら
偉
い
こ
と
で
す
よ
。
実
力
は
認
め

ま
す
。
／
し
か
し
、
自
浄
作
用
の
道
は
そ
れ
と
は
違
う
道
な
ん
だ
、
俺
は
サ
イ
ボ
ー
グ
的
だ
と

い
う
違
い
の
認
識
が
な
き
ゃ
あ
い
け
な
い
。
俺
は
サ
イ
ボ
ー
グ
だ
、
だ
か
ら
ゴ
キ
ブ
リ
だ
け
の

天
下
に
な
っ
て
も
ま
だ
生
き
て
自
動
車
を
次
か
ら
次
に
つ
く
っ
て
地
球
全
体
を
壊
滅
さ
せ
て
や

る
ぞ
、
と
い
う
悪
魔
の
精
神
み
た
い
な
も
の
が
あ
れ
ば
ち
ょ
っ
と
す
ご
い
と
思
う
ん
だ
け
ど
、

そ
れ
じ
ゃ
な
い
ん
だ
な
。
そ
こ
に
自
覚
の
欠
如
が
あ
る
。
サ
イ
ボ
ー
グ
は
一
〇
〇
点
の
答
案
が

出
せ
る
。
そ
の
や
り
方
で
能
率
を
あ
げ
て
い
る
。
サ
イ
ボ
ー
グ
的
だ
と
い
う
認
識
が
ま
ず
な
い

と
あ
ぶ
な
い
」（
一
一
〇
〜
一
一
一
）。

こ
の
鶴
見
の
意
見
に
あ
る
自
浄
作
用
の
欠
如
は
、
こ
れ
ま
で
そ
れ
ほ
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
な

く
、
国
家
と
い
う
枠
組
み
が
、
以
前
に
も
増
し
て
現
在
も
次
第
に
強
化
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
を
囲

ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
自
身
が
当
然
視
し
て
、
疑
問
を
差
し
挟
ま
な
い
状

況
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
国
家
と
い
う
枠
組
み
が

当
然
視
さ
れ
て
い
る
状
況
が
、
権
力
の
側
の
み
な
ら
ず
、
左
翼
の
側
に
も
浸
透
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
鶴
見
は
、
こ
う
述
べ
る
。

「
明
治
国
家
は
、
小
さ
い
国
か
ら
ど
ん
ど
ん
上
が
っ
て
い
っ
て
、
歴
史
上
の
事
実
と
し
て
力

を
増
し
て
き
た
と
思
う
ん
で
す
。
上
昇
国
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
ね
。
そ
し
て
敗
戦
で
も
の

す
ご
く
転
落
し
て
、
四
等
国
だ
五
等
国
だ
と
自
嘲
的
に
い
っ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ネ

が
で
き
て
か
ら
は
そ
の
劣
等
感
を
拭
い
去
っ
て
、
ま
た
も
と
の
上
昇
国
家
の
場
に
持
っ
て
い
こ

う
と
し
て
る
ん
で
す
。
南
京
虐
殺
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
を
全
部
消
し
ち
ゃ
っ
て
ね
。
／
こ
れ
が
困
る
。

国
家
が
ど
ん
ど
ん
上
昇
し
て
い
っ
て
世
界
が
よ
く
な
る
と
い
う
考
え
方
に
、
疑
い
を
差
し
は
さ

ま
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
実
は
左
翼
も
似
て
い
る
ん
で
、
社
会
主
義
国
家
の
ほ
う
が
資
本

主
義
国
家
よ
り
上
だ
か
ら
、
こ
こ
で
問
題
が
解
決
さ
れ
る
ん
だ
と
い
う
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
み

た
い
に
ど
ん
ど
ん
上
が
る
よ
う
な
歴
史
観
な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
が
問
題
だ
。『
社
会
主
義
国
家
に

な
っ
た
ら
自
由
の
概
念
が
変
わ
る
ん
だ
』
と
い
う
説
が
あ
っ
て
、
そ
の
説
が
大
変
広
く
国
際
的

に
左
翼
に
迎
え
ら
れ
た
時
期
が
あ
り
ま
す
ね
」（
一
六
七
）。

そ
し
て
国
家
が
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
枠
組
を
ア
プ
リ
オ
リ
な
前
提

と
す
る
思
考
回
路
が
国
民
全
体
に
刷
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
自
浄
作
用
の
欠
如
し
て
い
る
こ

と
が
、
現
実
の
問
題
と
し
て
ど
の
よ
う
な
危
険
を
も
た
ら
す
か
に
つ
い
て
鶴
見
は
、
司
馬
遼
太

郎
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
。

「
司
馬
遼
太
郎
さ
ん
の
『
こ
の
国
の
か
た
ち
』
と
い
う
、
月
刊
『
文
藝
春
秋
』
の
巻
頭
論
文

を
集
め
た
本
の
第
一
冊
が
出
た
ん
で
す
が
、
私
は
と
て
も
感
心
し
ま
し
た
。
司
馬
さ
ん
は
現
代

に
対
し
て
単
純
な
感
情
を
持
っ
て
い
る
。
先
の
戦
争
中
に
戦
車
隊
の
小
隊
長
で
（
埼
玉
県
）
熊

谷
に
い
た
。
ア
メ
リ
カ
軍
が
東
京
へ
上
陸
し
て
き
た
ら
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
中
隊
長

に
聞
い
た
。
難
民
が
東
京
か
ら
ど
ん
ど
ん
こ
ち
ら
に
や
っ
て
く
る
。
戦
車
が
動
か
な
い
。
ど
う

す
る
の
か
と
聞
い
た
ら
、『
難
民
を
踏
み
に
じ
っ
て
東
京
へ
進
軍
す
る
』
と
中
隊
長
が
い
っ
た
。

そ
の
時
、
司
馬
さ
ん
は
『
も
う
ダ
メ
だ
。
終
わ
り
だ
。
人
民
を
敵
と
し
て
踏
み
に
じ
っ
て
何
を

守
る
の
か
』
と
思
っ
た
」（
一
六
八
）。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
う
に
は
重
過
ぎ
る
内
容
が
、
国
家
と
い
う
枠
組
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
し
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て
思
考
す
る
結
論
的
情
景
と
し
て
付
随
す
る
。
③

四

そ
し
て
鶴
見
は
、
こ
の
枠
組
み
の
思
考
が
現
在
も
な
お
強
力
に
続
い
て
い
る
と
し
て
、
そ
の

特
徴
を
「
手
続
き
」
の
問
題
に
見
る
。

「
司
馬
さ
ん
は
そ
こ
ま
で
し
か
い
わ
な
い
。
高
度
成
長
以
来
、
似
た
よ
う
な
図
式
に
な
っ
て

い
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
ま
す
。
私
の
言
葉
で
言
え
ば
ど
こ
が
似
て
い
る
か
と
い
う
と
、
原
理

原
則
を
考
え
な
い
で
、
手
続
き
に
埋
も
れ
て
し
ま
う
考
え
方
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
」

（
一
六
八
〜
一
六
九
）。

こ
の
こ
と
の
例
と
し
て
鶴
見
は
、
戦
前
の
例
を
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
は
、
上
昇
国
家
を
目
指

し
つ
つ
、
な
お
ま
だ
ブ
レ
ー
キ
の
あ
っ
た
一
九
〇
五
年
ま
で
の
明
治
国
家
と
は
質
的
に
異
な
る
、

近
代
国
家
日
本
で
あ
る
。

「
こ
れ
は
、
日
露
戦
争
以
後
も
そ
う
な
ん
で
、
ど
う
す
れ
ば
陸
軍
大
学
に
行
っ
て
少
将
、
中

将
、
大
将
に
な
れ
る
か
と
い
う
『
手
続
き
』
の
問
題
が
あ
っ
て
、
ど
う
す
れ
ば
日
本
が
負
け
な

い
で
す
む
か
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
考
え
な
い
。
軍
人
の
任
務
は
、
そ
の
こ
と
を
考
え
る
こ

と
な
の
に
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
。
軍
人
は
凶
器
を
持
っ
て
い
る
わ
け
だ

か
ら
、
ど
う
す
れ
ば
暴
れ
回
ら
な
い
よ
う
に
で
き
る
か
と
い
う
自
己
統
制
の
問
題
も
落
っ
こ
っ

ち
ゃ
う
。
凶
器
を
持
っ
て
い
る
人
間
の
集
団
が
、
い
っ
た
い
ど
う
す
れ
ば
凶
器
を
使
わ
な
い
で

す
む
か
と
い
う
の
が
軍
の
原
理
問
題
で
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か

ら
、
二
・
二
六
事
件
が
起
こ
っ
て
も
、
こ
れ
に
対
し
て
も
無
統
制
に
な
っ
て
い
く
。
ノ
モ
ン
ハ

ン
で
さ
ん
ざ
ん
負
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
負
け
を
ひ
た
隠
し
に
隠
す
こ
と
に
追
わ
れ
る
。

全
部
、『
手
続
き
』
で
す
。
つ
ま
り
少
将
が
中
将
に
な
り
た
い
、
中
将
が
大
将
に
な
り
た
い
か
ら

ノ
モ
ン
ハ
ン
の
敗
北
を
国
民
に
か
く
す
。
国
民
は
軍
の
力
を
信
頼
し
て
大
東
亜
戦
争
に
入
っ
て

ゆ
く
。
そ
れ
は
『
手
続
き
』
の
問
題
」（
一
六
九
）。

こ
の
視
点
が
、
敗
戦
後
か
ら
現
代
も
な
お
続
い
て
国
家
権
力
の
側
で
強
力
に
作
用
し
て
い
る
、

と
鶴
見
は
指
摘
す
る
。

「
そ
の
状
態
に
、
い
ま
は
似
て
い
る
。
い
ま
の
『
手
続
き
』
問
題
は
、
い
い
小
学
校
へ
入
る

た
め
に
い
い
幼
稚
園
、
い
い
中
学
校
へ
入
る
た
め
に
私
立
の
い
い
小
学
校
、
い
い
高
校
へ
入
る

た
め
に
私
立
の
い
い
中
学
校
、
そ
し
て
い
い
大
学
へ
入
る
た
め
に
い
い
高
校
。
そ
こ
で
終
わ
っ

ち
ゃ
う
わ
け
で
、
こ
れ
は
全
部
『
手
続
き
』
の
問
題
で
す
。
／
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
学
問
を
や

れ
る
か
。
弾
力
性
の
あ
る
人
間
を
つ
く
れ
る
か
と
い
う
『
原
理
』
の
問
題
が
落
ち
て
い
る
。
こ

れ
は
『
手
続
き
』
で
あ
っ
て
、
社
会
学
の
言
葉
で
い
え
ば
、『
原
理
』
で
は
な
い
『
中
間
原
理
』

な
ん
で
す
。
マ
ン
ハ
イ
ム
の
い
う
プ
リ
ン
シ
ピ
ア
・
ミ
ー
デ
ィ
ア
と
い
う
こ
と
。
中
間
原
理
を

『
原
理
』
に
代
行
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
ど
う
し
た
ら
代
議
士
に
な
れ
る
か
と
か
、
そ
れ

は
親
の
看
板
を
継
ぐ
の
が
一
番
い
い
と
か
、
そ
う
い
う
の
は
み
ん
な
『
手
続
き
』
な
ん
で
す
」

（
一
六
九
〜
一
七
〇
）。

つ
ま
り
「
手
続
き
」
に
集
中
す
る
と
は
能
率
に
重
き
を
置
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ

が
主
流
と
な
っ
て
い
る
の
が
現
代
日
本
社
会
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、「
原
理
」
の
問
題

を
ど
こ
か
に
置
き
忘
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
戦
後
も
な
お
大
き
な
流
れ
と

な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
鶴
見
は
強
い
危
惧
の
念
を
抱
く
。
そ
し
て
こ
れ
に
抵
抗
す
る
姿

勢
と
し
て
、
自
分
と
し
て
ど
こ
に
石
を
置
く
か
を
問
う
。

五
で
は
鶴
見
に
と
っ
て
、
拠
っ
て
立
つ
場
所
は
ど
こ
に
あ
る
か
。

鶴
見
は
、「
私
は
、
自
分
の
思
想
は
自
分
の
生
活
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
自
分
の
思
想
、
自
分

の
生
活
が
自
分
を
説
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
が
自
分
の
勝
負
ど
こ
ろ
で
し
ょ

う
」（
八
五
）
と
述
べ
、「
結
局
、
あ
る
仕
方
で
自
分
が
流
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
時
に
、
自
分
は

ど
こ
に
石
を
置
く
か
。
そ
れ
を
問
い
返
す
こ
と
」（
九
八
）
が
、
そ
の
回
答
で
あ
る
と
す
る
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
鶴
見
は
、
久
野
の
意
見
を
引
用
し
て
、
こ
う
語
る
。

「
こ
こ
で
久
野
さ
ん
は
根
拠
地
の
運
動
と
い
う
も
の
に
ふ
れ
て
／
『
水
俣
の
人
々
、
被
害
者

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
作
家
の
石
牟
礼
（
道
子
）
さ
ん
の
よ
う
に
”
こ

こ
が
自
分
の
生
涯
も
の
だ
“
と
限
定
し
て
、
全
力
投
球
す
る
人
が
い
る
。
正
義
、
人
道
上
、
や

る
べ
き
で
あ
る
か
ら
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
の
で
は
、
正
義
や
人
道
が
負
け
て
し
ま
う

と
、
や
っ
て
い
る
方
も
目
も
当
て
ら
れ
ぬ
敗
北
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
自
分

の
内
部
に
あ
る
考
え
方
、
生
き
る
力
み
た
い
な
も
の
で
掘
り
下
げ
て
い
っ
て
、
拠
点
、
根
拠
地

に
到
達
す
る
わ
け
だ
。（
後
略
）』
／
と
い
っ
た
意
味
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
」（
七
八
〜
七

九
）。そ

し
て
鶴
見
は
、
久
野
が
触
れ
た
「
ラ
ジ
カ
ル
・
ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム
」
の
問
題
に
関
連
し
て

個
々
の
人
間
に
関
わ
る
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム
を
指
摘
す
る
。

「
そ
れ
か
ら
久
野
さ
ん
が
さ
っ
き
い
わ
れ
た
『
ラ
ジ
カ
ル
・
ソ
シ
ャ
リ
ズ
ム
』
で
す
が
、『
ラ
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ジ
カ
ル
』
に
は
『
急
進
的
』
と
い
う
意
味
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
『
根
本
的
』
と
い
う
意
味
が
あ
る

ん
で
す
ね
。
ラ
ジ
コ
に
入
っ
て
弁
論
の
ほ
う
で
ラ
ジ
コ
を
代
表
す
る
の
は
ア
ラ
ン
な
ん
で
す
が
、

ア
ラ
ン
の
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム
と
い
う
の
は
根
本
主
義
で
す
。
／
個
人
の
中
で
自
分
の
根
に
向
か
っ

て
い
く
。
い
つ
も
ゆ
っ
く
り
と
考
え
て
い
く
か
ら
、
時
の
流
れ
で
フ
ワ
フ
ワ
変
わ
ら
な
い
ん
で

す
。
時
の
流
れ
に
立
っ
て
、
あ
る
程
度
、
対
抗
で
き
る
自
分
の
根
を
求
め
て
い
る
わ
け
。
根
に

向
か
う
精
神
で
す
ね
。
そ
れ
が
ラ
ジ
コ
で
す
。
／
そ
の
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
か
つ
て
は
共
産

党
と
か
社
会
主
義
の
幻
想
に
身
を
ま
か
せ
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
自
分
の
中
の
根
、
社
会
の
中

の
根
、
伝
統
の
中
の
根
に
向
か
っ
て
そ
こ
か
ら
や
っ
て
い
く
。
だ
け
ど
社
会
主
義
の
理
想
は
保

つ
。
こ
う
い
う
タ
イ
プ
が
ラ
ジ
コ
な
ん
で
す
ね
」（
一
一
九
〜
一
二
〇
）。

こ
の
視
点
は
、
か
つ
て
の
日
本
の
社
会
主
義
運
動
に
お
い
て
当
然
視
さ
れ
て
い
た
「
概
念
主

義
」
あ
る
い
は
「
教
条
主
義
」
―
―
「
め
い
め
い
一
人
ひ
と
り
の
経
験
は
ひ
と
ま
ず
カ
ッ
コ
に

入
れ
て
、
外
や
上
か
ら
の
教
え
を
小
学
校
の
生
徒
が
先
生
の
教
え
通
り
に
教
科
書
を
学
ぶ
よ
う

に
忠
実
に
学
ん
で
、
よ
く
学
ん
だ
頭
の
い
い
生
徒
、
頭
の
い
い
イ
ン
テ
リ
が
社
会
主
義
な
ら
社

会
主
義
を
民
衆
に
講
釈
す
る
」（
久
野
、
一
一
六
）
―
―
と
い
う
パ
タ
ー
ン
か
ら
離
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
こ
に
こ
そ
各
々
の
個
人
が
問
題
を
自
分
の
問
題
と
し
て
対
す
る
姿
勢
が
存
在
す
る
。

「
根
に
向
か
っ
て
、
と
い
う
精
神
な
ん
で
す
ね
。
し
か
し
『
こ
れ
が
根
っ
子
だ
』
と
い
う
の

は
危
な
い
。
根
に
向
か
う
精
神
。
根
に
向
か
っ
て
降
り
て
い
く
と
い
う
か
、
自
分
の
中
の
根
、

社
会
の
中
の
根
、
日
本
の
伝
統
の
中
の
根
に
向
か
っ
て
繰
り
返
し
下
が
っ
て
い
っ
て
、
そ
こ
か

ら
時
代
の
流
れ
に
対
し
て
い
く
」（
一
二
一
）。

「
根
に
向
か
う
姿
勢
を
保
っ
て
い
け
ば
、
一
歩
一
歩
退
い
て
い
く
姿
勢
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う

下
が
り
方
が
あ
る
。
根
に
向
か
っ
て
下
が
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
あ
り
得
る
と
思
う
。
そ
こ
で
す

ね
、
問
題
は
。
自
分
が
自
分
と
向
き
合
う
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
」（
一
二
二
）。

鶴
見
は
こ
う
繰
り
返
し
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
姿
勢
の
持
つ
重
要
性
を
鮮
明
に
し
よ

う
と
す
る
が
、
同
時
に
そ
こ
に
は
絶
対
的
な
も
の
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
は
な
く
、
絶
え
ざ
る

自
己
検
証
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
強
調
す
る
。

六
鶴
見
の
言
う
「
自
分
の
根
」
と
い
う
視
点
か
ら
の
発
想
は
、
社
会
運
動
に
お
け
る
「
ま
と
も

さ
の
感
覚
」、「
正
義
の
形
式
」
の
問
題
に
お
い
て
そ
の
核
心
に
向
か
う
。
日
本
の
社
会
運
動
で

錦
の
御
旗
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
き
た
「
正
義
」
の
問
題
に
つ
い
て
鶴
見
は
語
る
。

「
そ
こ
に
は
、
政
府
も
、
政
府
以
外
の
人
間
も
、
守
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
ま
と
も
さ

．
．
．
．

の
感

覚
と
い
う
の
が
あ
る
。
そ
の
ま
と
も
さ
と
い
う
の
は
、
哲
学
的
な
問
題
と
し
て
い
え
ば
、
形
式

の
問
題
で
す
。
日
本
の
政
治
運
動
は
形
式
の
問
題
を
落
と
し
て
き
た
。
だ
か
ら
運
動
が
起
こ
る

と
、
正
義
感
で
、
感
情
に
か
ら
れ
て
ど
こ
ま
で
も
ゆ
く
。
感
情
で
い
け
ば
人
権
蹂
躙
し
ま
す
。

そ
の
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
」（
一
八
〇
〜
一
八
一
）。

「
久
野
　
ぼ
く
た
ち
日
本
人
は
、
気
質
と
し
て
の
正
義
感
の
情
念
は
、
大
い
に
奨
励
さ
れ
て
、

持
っ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
、
自
他
両
方
を
貫
く
正
義
の
形
式
へ
の
感
覚
と
い
う
も
の
を
習
俗
に

ま
か
せ
て
育
て
よ
う
と
し
な
い
。
い
や
、
気
質
の
場
合
で
も
、
岩
波
書
店
の
吉
野
源
三
郎
さ
ん

が
終
始
実
行
し
よ
う
と
し
て
い
た
”
敵
な
が
ら
も
、
あ
っ
ぱ
れ
“
と
い
う
敵
味
方
両
方
に
通
じ

る
評
価
気
質
が
な
い
わ
け
で
す
よ
。（
後
略
）

鶴
見
　
ま
と
も
さ
の
感
覚
と
い
う
か
正
義
な
ん
で
す
よ
。
同
じ
正
義
の
形
式
上
の
原
則
（
こ

れ
は
原
則
の
原
則
と
言
っ
て
い
い
く
ら
い
の
抽
象
的
な
も
の
）
を
違
う
状
況
の
中
で
保
ち
続
け

る
と
い
う
こ
と
が
重
大
な
の
で
、
常
に
教
室
の
中
で
『
一
番
』
と
い
う
の
は
、
教
室
が
変
わ
る

と
そ
の
正
義
も
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
か
ら
、
あ
て
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
が
問
題
だ
と

思
う
」（
一
九
四
）。

こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
枠
組
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
進
め
て
き
た
日
本
の
社
会
運
動
に
対

し
て
、
こ
れ
自
身
の
あ
り
方
を
問
題
に
し
て
い
く
視
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。「
正
義
感
だ

け
か
ら
で
は
な
が
つ
づ
き
の
す
る
運
動
は
で
き
な
い
と
い
う
重
要
な
問
題
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

そ
こ
で
は
主
流
の
意
見
以
外
は
排
除
す
る
こ
と
に
な
り
や
す
い
。
人
間
が
人
間
で
あ
る
限
り
合

意
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
―
―
そ
れ
が
形
式
の
問
題
」（
一
八
五
）
だ
と
す
る
鶴

見
は
、
自
分
の
枠
組
を
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
し
て
推
進
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
運
動
の
更
に

奥
底
に
、「
自
分
の
根
」
と
こ
れ
を
支
え
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
「
正
義
の
形
式
」（
原
則
の
原
則
、

枠
組
み
の
枠
組
み
）
が
理
念
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
指
摘
す
る
。
鶴
見
は
、
こ
の
「
自
分
の
根
」

と
「
正
義
の
形
式
」
か
ら
、
逆
に
現
実
の
運
動
そ
の
も
の
へ
と
接
近
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

と
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
、
運
動
を
「
原
理
」
か
ら
見
る
こ
と
目
が
で
き
る
と
と
も
に
、

そ
の
目
自
身
を
絶
え
ず
自
己
検
証
し
て
い
く
立
場
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
久
野
は
、「
右
翼
へ
の
批
判
は
、
理
念
形
式
と
し
て
自
己
批
判
に
も
な
ら

な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
右
翼
を
批
判
す
る
の
は
自
己
批
判
に
照
り
返
ら
な
い
し
、
右

翼
の
左
翼
批
判
も
自
己
批
判
に
照
り
返
ら
な
い
。
み
ん
な
、
わ
れ
の
み
正
し
と
し
て
、
自
己
批

判
を
省
略
し
て
、
右
翼
を
批
判
し
、
左
翼
を
批
判
し
、
リ
ベ
ラ
ル
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
す

ね
。
批
判
を
成
立
さ
せ
る
ワ
ク
、
あ
る
い
は
理
念
が
自
他
両
方
に
同
様
に
作
用
す
る
の
が
わ
か
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っ
て
い
な
い
。
ど
こ
も
こ
こ
も
、
身
び
い
き
だ
ら
け
・
・
・
」（
一
八
七
〜
一
八
八
）
と
述
べ
る

が
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
鶴
見
の
立
場
に
も
当
て
は
ま
る
。

こ
の
立
場
が
日
本
の
社
会
運
動
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
の
力
或
い
は
効
用
を
持
つ
こ
と
が
で
き

る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。
し
か
し
こ
の
立
場
が
少
な
く
と
も
、
正

義
の
感
情
だ
け
で
突
っ
走
る
運
動
に
対
し
て
、「
自
分
の
根
」
か
ら
す
る
「
理
念
」
に
よ
っ
て
、

き
わ
め
て
当
た
り
前
の
立
場
か
ら
の
主
張
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
社

会
運
動
は
、
今
な
お
こ
の
視
点
か
ら
の
議
論
を
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
改
め
て
認

識
す
る
次
第
で
あ
る
。

鶴
見
は
、
こ
の
対
談
の
終
了
後
に
、
次
の
言
葉
を
記
し
て
い
る
。

「
人
権
意
識
の
鈍
い
革
新
運
動
家
が
あ
り
得
る
と
と
も
に
、
敏
感
な
人
権
意
識
を
も
つ
保
守

主
義
者
も
あ
り
得
る
。
こ
の
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
、
大
正
期
の
東
大
新
人
会
以
来
の
日
本
の

進
歩
思
想
に
は
薄
い
。
革
新
か
ら
保
守
へ
の
な
だ
れ
の
中
で
、
人
権
意
識
の
薄
い
保
守
主
義
が

優
勢
を
占
め
る
こ
と
へ
の
抵
抗
が
つ
づ
く
こ
と
を
望
む
し
、
そ
の
よ
う
な
抵
抗
を
つ
づ
け
る
仲

間
の
ひ
と
り
で
あ
り
た
い
」（
二
一
三
）。

「
九
条
の
会
」
に
も
つ
な
が
る
鶴
見
の
確
信
で
あ
る
。

以
上
小
論
は
、
鶴
見
の
民
主
主
義
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
焦
点
を
あ
わ
せ
、
そ
れ
が
「
自
分

の
根
」
と
「
正
義
の
形
式
」、「
理
念
と
し
て
の
正
義
」
で
あ
る
こ
と
を
描
き
出
し
た
。
こ
れ
が

現
実
に
具
体
的
な
議
論
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
と
い
う
事
実
が
日
本
の
社
会
運
動
の

性
格
を
象
徴
的
に
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
今
後
の
展
開
に
待
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

註
　

①
　
久
野
收
・
鶴
見
俊
輔
『
思
想
の
折
り
返
し
点
で
』、
一
九
九
八
年
、
朝
日
新
聞
社
。
以
下
本

書
か
ら
の
引
用
は
、
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
記
す
。

②
　
こ
れ
に
続
い
て
久
野
は
、
ソ
連
派
の
主
張
に
つ
い
て
権
力
奪
取
と
そ
の
後
の
建
設
の
区
別

に
つ
い
て
も
触
れ
る
が
、
こ
の
意
見
は
現
在
も
な
お
有
効
で
あ
る
。

「
も
っ
と
も
ぼ
く
自
身
は
、（
中
略
）
革
命
運
動
と
ポ
ス
ト
革
命
の
建
設
運
動
の
断
絶
に
目

ざ
め
て
い
る
こ
と
の
必
要
性
を
言
っ
て
い
ま
す
。
建
設
は
革
命
の
直
接
継
続
な
ど
と
革
命
の

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
っ
た
連
中
は
言
う
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
建
設
は
広
い
意
味
で
の
近
代
化

だ
か
ら
、
彼
ら
の
言
う
革
命
的
近
代
化
は
実
は
不
可
能
な
ほ
ど
む
ず
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。

だ
か
ら
近
代
化
は
革
命
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
に
目
ざ
め
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

言
っ
て
い
ま
す
」（
四
八
）。

③
　
司
馬
の
文
学
作
品
の
背
景
に
は
こ
の
よ
う
な
視
点
が
厳
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
、
鶴
見
は
、「
こ
の
時
の
国
家
の
指
導
体
制
に
対
す
る
不
信
の
感
情
。
そ
れ
が
四
五
年

間
ず
っ
と
司
馬
さ
ん
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
。
自
分
は
日
露
戦
争
の
終
わ
り
ま

で
で
筆
を
と
ど
め
る
。
日
露
戦
争
の
終
わ
り
か
ら
違
う
日
本
に
な
っ
た
、
と
い
う
考
え
方
で

す
ね
」（
一
六
八
）
と
語
り
、
久
野
も
、「
日
露
戦
争
の
勝
利
で
、
日
本
国
家
は
自
浄
の
制
度

や
能
力
を
意
に
介
さ
ず
に
”
向
上
“
的
堕
落
を
始
め
た
ん
で
す
」（
同
）
と
賛
意
を
示
す
。
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