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清

水

幾

太

郎

の

「
常

識

」

あ
る
理
論

の
坐
折
と
レ
ト
リ

ッ
ク
の

完

成

に

つ

い

て

杉

山

光

信

清
水
幾
太
郎

の
書
く
も

の
に
は
、
さ
り
げ
な

い
言
葉
に
罠
が
し
か
け
ら
れ
て

い
て
、
そ
こ
に
気
づ
か
な

い
と
か
れ

の
レ
ト
リ

ッ
ク
に
も
て
あ
そ
ば
れ
る
。
書

か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
文
字
通
り
に
う
け
と
る
な
ら
、
知
ら
ぬ
問
に
、
か
れ
の

ね
ら

い
通
り
の
場
所

へ
連
れ
て
い
か

れ
て
し
ま
う
。

『オ
ー
ギ

ュ
ス
ト

・
コ
ン
ト
』
(お
刈
G。
)
も
そ
う
だ
。
こ
れ
を
た
だ

コ
ン
ト

の

生
涯
を
語

っ
た
も
の
、
あ
ま
り
核
心

に
立
ち
い
ら
な

い
と

い
う
も
ど
か
し
さ
は

あ

る
が
、
と
に
か
く
周
辺
を
め
ぐ
り

つ
つ
も

コ
ン
ト

の
思
想
体
系

の
形
成
を

語

っ
た
も
の
と
し
て
読
む
な
与
、
い
つ
の
間
に
か
清
水

の
ね
ら
い
ど
お
り
に
説

得
さ
れ
る
。

コ
ン
ト
の
体
系
は
、
啓

蒙
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
ム
と
合
理
主
義

の
思

想
に
従

っ
て
行
わ
れ
た
大
革
命
が
、
混
乱
し
か
も
た
ら
さ
な
か

っ
た
こ
と
、
破

壊
と
解
体
し
か
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
こ
と
を

ふ
ま
え
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
日
本

で
は
啓
蒙
思
想
は
つ
ね
に
明
る
い
光

の
顔
で
え
が
か
れ
て

い
る
が
、
十
九
世
紀

初
葉
の
フ
ラ
ン
ス
の
現
実
の
う
ち
で

は
、
決
し
て
日
本
で
考
え
ら
れ
て
い
た
よ

う
な
適
の
と
し
て
機
能
し
た
の
で
隠
な

い
。
『
オ
ー
ギ

ュ
ス
ト

・
コ
ン
ト
』
を
素

朴
に
読
む
人
は
、

い
つ
の
問
に
か
清
水
に
よ

っ
て

「啓
蒙
よ
、
さ
ら
ば
」
と
い

う
立
場
こ
そ
、
現
代
を
生
き
る
に
あ
た

っ
て
必
要
な
こ
と
と
考
え
る
に
至
る
の

だ
。こ

と
が
そ
れ
だ
け
で
終
る
な
ら
、
と
り
た
て
て
問
題
に
す
る
こ
と
は
な

い
。

し
か
し
、
清
水
が

「啓
蒙
よ
、
さ
ら
ば
」
と
い
う
こ
と
で
語
ろ
う
と
し
て
い
る

の
は
そ
ん
な
こ
と
で
は
な

い
。
「啓
蒙
よ
、
さ
ら
ば
」
は
直
ち
に

「戦
後
を
疑
う
」

に
連
続
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
清
水
は

「終
ろ
う
と
し
て
い
る
戦
後
」

と
い
う
時
期
を

「啓
蒙
時
代
」
に
擬
し
、
「啓
蒙
時
代
」
を
う

つ
こ
と
で
、
実
は

「戦
後
」
を
う

つ
と
い
う
作
業
を
進
め
て
い
る
か
ら
だ
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の

巧
み
な
レ
ト
リ

ッ
ク
な

の
か
。
た
し
か
に
そ
う
だ
。
だ
が
、
さ
り
げ
な
い

「言

葉
」
を
用

い
な
が
ら
、
巧
み
な
レ
ト
リ

ッ
ク
を
操
る
そ
の
背
後
に
、
清
水
な
り

の
社
会
学
的
な
理
論
装
置

・
仕
掛
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
し
た
ら
、
そ
し
て
清
水

本
人

の
意
図
と
し
て
は

「
変
節
」
の
人
と
い
わ
れ
つ
つ
も
、
そ
の
時
期
そ

の
時

期
の
状
況

に
自
前
の
装
置

・
仕
掛
で
分
析
し
、
方
向
を
示
そ
う
と
全
力
を
こ
め

へ
・て

取

り

組

ん

で
き

た

の
だ

と
し

た

ら

、

ジ

ャ
ー

ナ

リ

ス
ト

の
巧

み

な

レ
ト

リ
.ッ

ク

と

い
う

こ
と

で

は
す

ま

な

い
だ

ろ

う

。
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「
戦
後
を
疑
う
」
で

「戦
後
と

い
う
終
ろ
う
と
し
て
い
る
時
期
」
を
う
と
う

と
す
る
と
き
、
治
安
維
持
法

が
人

び
と
に
と

っ
て
も

っ
た
意
味
に
ポ
イ

ン
ト
が

=し
ぼ
ら
れ
て
い
る
。
戦
前
と
戦
後
を
わ
け
る
も
の
は

一
般
に
治
安
維
持
法
が

一

τ九
四
五
年
ま
で
は
存
在
し
、
そ
れ
以
後
は
な
く
な

っ
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
そ
う
に
ち
が
い
な

い
が
、.
と
巧
み
な
計
算
の
上
で
清
水
は
ひ
と

.ま
ず
同
意
す
る
ふ
り
を
見
せ
る
。

そ
の
上
で
治
安
維
持
法
が
お
よ
ぼ
し
た
社
会

的
な
影
響
、
ま
た
こ
の
法
律

に
よ

り

「転
向
」
を
強
い
ら
れ
た
人
び
と
の
体
験

を
評
価
す
る
に
あ
た

っ
て
、
進
歩
的
学
者
た
ち
の
言
説
を
逆
転
さ
せ
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
ち
出
さ
れ
る
の
が

「
日
本
人
の
常
識
」
と
い
う
さ
り

'
げ
な

い
言
葉
な
の
だ
。

清
水
幾
太
郎
は
こ
れ
よ
り
も
ず

っ
と
以
前
に
治
安
維
持
法

に
つ
い
て
言
及
し

た
こ
と
が
あ
る
(
「運
命
の
岐
路
に
立
ち
て
」
、
一
九
五
〇
)。
そ
こ
で
清
水
は
「
こ

の
治
安
維
持
法
ほ
ど
吾
々
の
内
部

に
深
く
沈
澱
し
て
吾

々
の
行
為
と
意
識
と
を

決
定
し
て
き
た
も

の
が
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
」
と
書

い
て
い
た
。
そ
こ
で
は
こ
の

法
律
が
人
間
を
恐
怖
の
感
情
の
う
ち

に
立
た
せ
、
日
常

の
行
動
を
正
義
や
知
性

で
リ
ー
ド
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
七

て
い
っ
た
と
説
明
さ
れ
た
。
戦
争
と

い
う

非
人
問
的
な
事
業
を
達
成
す
る
こ
と
も
、
こ
の
恐
怖
の
感
情

か
ら
生
れ
る
盲
目

的

エ
ネ

ル
ギ
ー
を
組
織
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
の
だ
、
と
説
明
さ
れ
て

い
た
。
と
こ
ろ
で
、
治
安
維
持
法

が
恐
怖
の
感
情
を
ひ
き
お
こ
し
た
人
び
と
と
は

ゴ

・だ
れ
で
あ

っ
た
の
か
。
「庶
民
」
な

の
か

「
知
識
入
」
な
の
か
つ
清
水
は

「庶
民
」

に
つ
い
て
語

っ
て
い
つ
含

じ
つ
は

か
れ
を
も
含
め
て
の
知
識
人

の
体
験
を
表

白
し
て
い
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。

こ
う
お
さ
え
て
お
く
と
、
「戦
後
を
疑
う
」
を
書

い
て
い
る
清
水

の
立
場
の
転

船

換
は
は

っ
き
り
し
よ
う
。
戦
前

・
戦
中

の

「知
識
人
」
の
体
験
が

「日
本
人

の

.常
識
」
に
よ

っ
て
否
定
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
論
説
の
こ
と
は
く
わ
し

く
ふ
れ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
治
安
維
持
法
を
め
ぐ
る
最
大

の
ド
ラ
マ
の
ひ
と

つ
、
一
九
三
三
年
の
佐
野

・
鍋
山
転
向
が
、
こ
の
論
説
で
は

「
日
本
人
の
常
識
」

に
か
な

っ
た
こ
と
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
治
安
維
持
法
は
も
と
も
と

コ
ミ
ン

テ
ル
ツ
の
活
動
に
対
応
し
よ
う
之
す
る
も
σ

」で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
で
コ
ミ

ン
テ

ル

シ
も
状
況
の
変
化
の
な
か
で
世
界
革
命
の
た
め
の
も
の
か
ら

ソ
ヴ
ィ
エ
ト

一
国
の

社
△
季
王
義
を
防
衛
す
る
も
の
へ
と
変
化
し
、
「三
二
年
テ
ー
ゼ
」
も
、
日
本
国
内
の

状
勢
か
ら
よ
り
も
ソ
ヴ

ィ
エ
ト

一
国

の
防
衛
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
と
し
て
、
外
部

か
ら
押
し

つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
日
本
で
の
当
面
す
る
主
要
任
務
の
第

一
に

「天
皇
制
の
転
覆
」
を
か
か
げ
る

「三
二
年
テ
!
ゼ
」
は
、
日
本
人
の
生

.

活
の
現
実

に
、
「常
識
」
に
根
ざ
す
も
の
で
は
な

い
。
「
日
本
人
の
大
地
か
ら
生
れ

た
声
で
は
な
い
。
日
本
人
の
自
然
な
叫
び
で
な
い
」
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
共
産
党

の
リ
ー
ダ
ー
で
あ

っ
た
佐
野

・
鍋
山
が

「転
向
」
し
日
本
人
の

「常
識
」
に
立

ち
も
ど

っ
て
以
来
、
多
数

の
人
び
と
の

「転
向
」
が
雪
崩
の
よ
う
に
生
じ
た
の

は
な
に
も
不
思
議
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
な
れ
ば

「転
向
」
が

提
起
し
た

一
切
の
問
題
、
「転
向
」
を
強

い
ら
れ
た
人
び
と
の
も

っ
た

「良
心
」

の
う
し
ろ
め
た
さ
、
「転
向
」
が
照
明
し
た
日
本
人
の
思
考
様
式

の
非

「近
代
性
」

な
ど
は
、
は
じ
め
か
ら
存
在
し
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。
「戦
後
ー
啓
蒙
時
代
」

の

「常
識
」
に
よ
る
否
定
、
そ
の
否
定
の
完
成
を

『
オ
ー
ギ

ュ
ス
ト

・
コ
ン
ト
』

と

「戦
後
を
疑
う
」
は
示
し
て
い
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
「常
識
」
と

い
わ
れ
て
、
る
も

の
は
な
に
な

の
か
。
そ
れ
は
清

水
に
と

っ
て
の
常
識
で
あ
り
、右
翼
的
な
人
び
と
の
常
識
で
あ
る
、な
ど
と
い
っ
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て
は
い
け
な
い
。
清
水
に
と

っ
て
さ
り
げ
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る

「常
識
」
は
、

か
れ
が
戦
前
か
ら
社
会
学
研
究
を
進

め
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
活
動
を
行
う
う
ち

で
手
に
入
れ
た
重
大
か
つ
強
力
な
理
論
装
置
な

の
で
あ
る
。

な
ぜ
そ
れ
が
重
大
か
つ
強
力
な
装

置
で
あ
る
か
は

「戦
後
を
疑
う
」
を
も
う

一
度
み
れ
ば
よ
い
。
終
り
近
く
に

「常
識
と
良
心
と
」
と

い
う

一
節
を
み
る
だ

ろ
う
。
暗
に

「知
識
人
」
を
ほ
の
め
か
し

つ
つ
、
日
本
で
は
常
識
が
低
く
み
ら

れ
て
い
る
と
清
水
は
い
う

(同
趣
旨

の
文
章
は

『オ
ー
ギ

ュ
ス
ト

・
コ
ン
ト
』
、

に
も
み
ら
れ
る
)。
し
か
し
そ
う
だ
ろ
う
か
、
と
か
れ
は
問

い
か
え
す
。'要
約
す

る
と
こ
う
だ
。
《常
識
は
広
く
多
く
の
人
び
と
に
共
有
さ
れ
る
知
識

の
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
大
部
分
は
各
人
の
日
常
経
験
か
ら
流
れ
出
て
自
然
に
出
来
た
プ
ー

ル

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
常
識
は
共
有
さ
れ
る
こ
と
で
人
び
と
を
結
び
つ
け
る
》。

(
一
㊤
刈
co
σ
"
○◎
①
-
刈
)
い

っ
て
み
れ
ば
社
会
的
統
合

の
要
因
と
し
て
、
清
水
の
「常

識
」
は
デ

ュ
ル
ケ
ム
や
パ
ー
ソ
ン
ズ

の
価
値
に
相
当
す
る
も

の
で
あ
る
。
だ
が

そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
「常
識
」
は
私
た
ち
同
時
代

の
人
び
と
の
体
験
の
み
で
な

く
て
先
人
た
ち
の
体
験
も
融
合
し
た
歴
史
的
な
も

の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

清
水
の
巧
み
な
説
明
に
よ
る
な
ら
「
揺
れ
動
き

つ
つ
も
時
間
の
テ
ス
ト
に
た
え
、

現
在
に
至

っ
て
い
る
も
の
、
常
識
に
よ

っ
て
私
た
ち
は
現
在
の
生
者
と
結
ば
れ

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
過
去
の
死
者
と
も
結
ば
れ
て
い
る
」。
は
な
は
だ

コ
ン
ト

的

と
い
お
う

か
。
い
や

コ
ン
ト
を
通
り

こ
し
て
、伝
統
主
義
者
の
言
葉
だ
と
い

っ

て
よ

い
。
じ
じ

つ

『
オ
ー
ギ

ュ
ス
ト

・
コ
ン
ト
』
の
な
か
で
、
「ド

・
メ
ス
ト

ル

は
そ
う
奇
妙
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な

い
こ
と
が
わ
か
る
」
(6
刈。。ρ

H
HO
)
と
書

い
て
い
た
こ
と
を
思

い
出
そ
う
。
ド

・
メ
ス
ト
ル
は
.「啓
蒙
」
の
帰

結
と
し
て
の
大
革
命
が
歴
史
の
自
然
な
流
れ
の
経
路
を
乱
し
て
し
ま

っ
た
と

い

い
、
十
九
世
紀
初
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
混
乱
を
、
そ
の
こ
と
か
ら
理
性
の
思

い

上
り
に
た
い
す
る
自
然
の
復
讐
と
し
て
説
明
し
た
人
物
で
あ
る
。

.清
水
幾
太
郎
に
と

っ
て
の
「常
識
」
は
、
ド
・メ
ス
ト
ル
に
と

っ
て
の
歴
史
の
な

・か
に
実
在
し
て
い
る
自
然
(11
神

の
摂
理
)と
同
じ
地
位
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ

は
、
ル
ソ
ー
の
「民
衆
の
意
思
」
、
マ
ル
ク

ス
主
義

の
「歴
史
毋
法
則
」
に
相
当
す
る

も
の
で
あ

っ
て
、
現
実
の
出
来
ご
と
は
す

べ
て
そ
こ
か
ら
測
定
さ
れ
る
基
準
と

い
う
位
置
を
占
め
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
清
水
は

「日
本
人
の
常
識
」
に

立
ち
、
そ
れ
ゆ
え

「外
国

の
奇
抜
な
非
常
識
」
を
あ
り
が
た
が

っ
て
い
る

「知

識
人
」
を
批
判
す
る
基
準
を
手
に
し
て
い
る
わ
け
な

の
だ
。
い
か
に
正
反
対
の

立
場
に
移
行
し
た
と
し
て
も
、
こ
.の
よ
う
な
理
論
装
置

・
仕
掛
の
採
用
と

い
う

こ
と
で
い
え
ば
、
「戦
後
を
疑
う
」
で
も

「
運
命
の
岐
路
に
立
ち
て
」
で
も
変
化

は
み
ら
れ
な

い
。
清
水

の

「変
節
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
点
だ
け
は

一
貫

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

清
水
幾
太
郎
に

つ
い
て
語
る
た
め
に
は
、
「知
識
人
の
存
立
根
拠
は
、
知
識

へ

の
関
与

の
度
合
に
お
け
る
か
れ
と
公
衆

一
般

の
距
離
で
あ
る
」
な
ど
と
い
う
プ

リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
規
定
か
ら
始
め
て
も
、
と
う
て
い
そ
の
核
心
に
切
り
こ
む
こ
と

は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

さ
し
あ
た
り
、
こ
こ
で
は
清
水
の
理
論
装
置

・
仕
掛
が
ど
の
よ
う

に
形
成
さ

.
れ
た
も
の
な
の
か
、
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

口
清
水
幾
太
郎
は

一
九
二
八
年
に
東
大

に
入
り
、

一
九
三

一
年
に
卒
業
す
る
。

こ
の
期
間
中
に
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
と
唯
物
論
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ

っ
た
こ
と
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は
、
『わ
が
人
生
の
断
片
』
二

九
七

五
年
)
の
よ
う
な
自
伝
で
も
話
し
て
い
る
。

自
伝
の
な
か
で
は
、
セ
ツ
ラ
ー
や
唯
研
の
メ
ン
バ
!
と
し
て
の
活
動
は
成
り
行

き
上
仕
方
な
く
や

っ
て
い
た
と

い
う
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
印

象
と
こ
の
時
期
に
清
水
の
書

い
た
論
考

(
『社
会
学
批
判
』
、

一
九
三
三
年
)
の

ト
ー

ン
で
は
か
な
り
の
差
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
清
水
じ
し
ん
も

一

九
三
三
年

の
佐
野

・
鍋
山
転
向
声
明
に
ひ
き
つ
づ
く
日
本
に
お
け
る
思
想
的
大

混
乱

の
な
か
に
ま
き
こ
ま
れ
た
。

そ
し
て
方
向
転
換
を
し
て
い
く
が
、
そ
れ
は

戸
坂
潤
の
ば
あ

い
の
よ
う
に

「ア

ジ

・
プ

ロ
的
政
治
的
言
論
活
動
」
か
ら

「啓

蒙
的
言
論
活
動
」

へ
と

い
う
よ
う

に
、
政
治
方
針
は
変
え
ず
戦
術
の
レ
ベ
ル
だ

け
を
低
下
さ
せ
る
行
き
方
と
も
、
こ
と
な

っ
て
匪
た
。
清
水
の
ば
あ

い
の
転
換
は

「じ
し
ん

の
内
部
の
な
に
も
の
か
の
変
化
」を
と
も
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
以
後
、
清

水
は
デ

ュ
ー
イ
を
始
め
之
す
る
ア
メ
リ
カ
の
プ
テ
グ

マ
テ
ィ
ズ
ム
哲
学
や
社
会

心
理
学
に
沈
潜
し
て

い
く
が
、
そ

れ
は
ま
た
高
木
義
孝
の
い
う
よ
う
に
人
間
の

ロ

「自
然
」
を
承
認
す
る
こ
と
、
「
い
わ
ば
自
己
承
認
で
あ
り
、
自
己
自
身
が
ひ
と

つ
の
原
理
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
」
立
場

へ
の
変
化
で
あ
る

(註
1
)。
そ
し

て
、
清
水
の
理
論
装
置

・
仕
掛
も
、

こ
れ
以
後
に

つ
く
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
っ
て
も
、
清
水

の
理
論
装

置
は
体
系
的
な
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
は

な

い
。

い
く

つ
か
の
仕
掛
を
集
め
た
部
品
の
ス
ト

ッ
ク
と

い
う
よ
う
な
形
で
存

在
し
て
い
て
、●状

況
か
ら
さ
し
出
さ
れ
て
く
る
問
題
ご
と
に
、
そ
の
ス
ト

ッ
ク

か
ら
適
当
な
仕
掛
を
乏
り
出
し
、
組

み
合
せ
て
分
析
し
、
解
決
の
方
向
を
示
す

と

い
う
ブ
リ

コ
ラ
ー
ジ

ュ
の
作
業
な

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
個

々
の
部
品
11

仕
掛
は
旧
型
化
す
る
と
新
し

い
も
の
と
と
り
か
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
部
品

の
い
く

つ
か
を

『組
織

の
条
件
』
(
一
九

四
〇
年
)
か
ら
と
り
出
し
て
み
よ
う
。

ア
メ
リ
カ
の
プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ズ
ム
哲
学

へ
の
沈
潜
か
ら
清
水
が
得
て
き
た
第

一
の
も
の
は
、
「思
想
」
と

「行
動
」
の
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
は

「
ク
ラ
イ
シ
ス
」

の
理
論
と
し
て
示
さ
れ
る
。
「東
亜
の
新
秩
序
の
建
設
」
が
当
面
の
さ
し
せ
ま

っ

た
課
題
と
さ
れ
て
い
る
状
況
で
、
必
要
な
こ
と
は
思
想
で
な
く
行
動
で
あ
る
と

論
じ
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
清
水
は
盲
目
的
な

「
日
本
精
神
」
で
は
だ
め

だ
と
い
う

コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
、
「思
想
」
と

「行
動
」
に
つ
い
て
論
じ
る
の
で
あ

る
。
明
治
以
来
、
外
国

の
思
想
を
と
り
い
れ
る
こ
と
ば
か
り
、
と
く
に
ド
イ
ツ

の
哲
学
思
想
ば
か
り
が
と
り

い
れ
ら
れ
て
き
た
こ
の
国

に
お
い
て
、思
想

は
「文

化
所
産
と
し
て
客
観
化
さ
れ
た
構
成
物
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
を

次

々
と
と
り
こ
む
こ
と
に
努
め
、自
分

の
頭
で
考
え
よ
う
と
し
な

い
日
本
で
は
、

思
想
は

「個
人
の
心
の
動
き
」
、
「心

の

=
疋
の
状
態
と
活
動
」
と
し
て
は
考
え

ら
れ
な
か

っ
た
が
、
い
ま
や

「東
亜
新
秩
序
建
設
」
の
た
め
に

「国
民
の
日
常

生
活
の
新
た
な
る
統

一
」
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
の
さ

い
、
思
想
に
つ
い
て

も
見
方
を
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
思
想

と
行
動
と

を
分
離
し
た
も

の
で
は
な
く
不
可
分
の
も

の
と
し
て
考
え
る
こ
と
・

こ
の
ば
あ

い
、
東
亜
新
秩
序
と

い
わ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
目
的
に
同
調
す
る
ふ
り
を
し

て
お
い
て
手
段
の
近
代
化
を
は
か
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
あ
わ
よ
く
ば
目
的
を

も
変
質
さ
せ
よ
う
と
い
う

「生
産
力
理
論
」
と
同
じ
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
が
、
清
水

の
ば
あ

い
も
あ

っ
た
の
だ
と
考
え
る
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は

「思
想
」
と

「行
動
」
と
が
不
可
分
の
も

の
で
あ
る
と

い
う

こ
と

を
、
清
水
は
ど
の
よ
う
に
説
く
の
か
。
そ
れ
は
W

・
1

・
タ

マ
ス
の
ク
ラ
イ
シ

ス
の
理
論
を
手
び
き
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
で
あ
る
。
e
、
人
間
は
他

の
生
物

と
同
じ
よ
う
に
環
境
を

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
て
生
き
る
。

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
が
確
立
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し
て
い
る
あ

い
だ
は
、
人
間
と
環
境

と
の
間
に
バ
ラ
ン
ス
が
存
在
す
る
。
口
、

ク
ラ
イ
シ
ス
は
、
こ
の
バ
ラ

ン
ス
の
喪
失
に
始
ま
る
。
人
間
が
周
囲
の
環
境
の

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
が
で
き
な
く
な

っ
た
と
き
に
、
人
間
は
生
き
ら
れ
な

い
、
な
い

し
は
よ
く
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
な

い
。
人
間
は
そ
の
欲
す
る
仕
方
に
従

っ

て
生
き
よ
う
と
す
る
な
ら
、
こ
の
ク
ラ
イ
シ
ス
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
、
人
間
と
環
境
と
の
バ
ラ

ン
ス
が
破
れ
る
の
は
習
慣
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
混

乱
し
、
そ
れ
が
人
間
の
生
き
る
道
を

示
す
能
力
を
失

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
環
境

の
う
ち
に
習
慣
を
無
力
化
す
る
変
化

が
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
四
、
ク
ラ
イ
シ

ス
を
克
服
さ
せ
る
の
は
人
間
の
心
、
精
神

で
あ
る

(人
跚
の
心
、
精
神
は
、
人

間
と
環
境
と
の
あ

い
だ
に
バ
ラ
ン
ス
が
存
在
し
て
い
る
間
は
、
生
れ
も
、
存
在

も
、
成
長
も
し
な

い
)。
ク
ラ
イ
シ
ス
の
み
が
、
心
や
精
神
を
生
み
出
す
。
習
慣

に
よ
り
生
き
る
道
を
失

(、
た
人
間
が
さ

い
ご
に
依

っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
も

の

が
、
心
で
あ
り
思
想
な
の
で
あ
る
。

こ
の
考
、え
方

に
よ
る
な
ら
、
人
間

の
心
、
精
神
、
思
想
と

い
わ
れ
る
も
の
は
、

習
慣
と
結
び
つ
き
、
連
続
す
る
も

の
と
し
て
と
.ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

本
能

の
つ
き
る
と
こ
ろ
で
習
慣
が
あ

ら
わ
れ
、
習
慣
の
つ
き
る
と
こ
ろ
で
思
想

が
人
間
の
行
動
を
み
ち
び
く
役
割
を

果
す
。
だ
か
ら
、
本
能

ー

習
慣

-

思
想
と
い
う
図
式
が
成
立
す
る
。

「本
能
も
習
慣
も
人
間
の
行
動
の
様
式

の
名
称
で
あ
り
、
ふ
つ
う
人
間
は
そ

の
複
合
と
し
て
存
在
し
て

い
る
。
思
想
が
こ
の
図
式
に
あ
る
も

の
な
ら
、
行
動

と
矛
盾

・
対
立
す
る
も

の
で
な
く
、
む
し
ろ
、
行
動
の
最
高
の
秩
序
を
形
成
す

る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
ク
ラ
イ
シ
ス
を

こ
え
る
も

の
、
環
境

齟
の
変
化
が
本
能
や
習
慣
の
力
を
こ
え

た
と
き
、
こ
れ
に
代

っ
て
人
間
に
生
き
る

道
を
示
す
最
高
の
行
動
様
式
で
あ
る
。
思
想
で
な
く
行
動
を
、
と

い
う
と
き
そ
.

れ
は
習
慣
と
本
能
と
に
依

っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
(一漣
ρ

りト。
)。

プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ズ

ム
を
学
ぶ
う
ち
で
清
水
が

つ
か
ん
だ
こ
の

「思
想
」
の
概

、念
は
、
さ
き
に
述
べ
た
か
れ
の
理
論
装
置
の
ス
ト

ッ
ク
の

一
部
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
り
か
れ
は
戦
時
中
は
思
想
よ
り
も
行
動
を
と
さ
け
ぶ

、「日
本
精
神
」
論
を

批
判
し
え
た
わ
け
で
あ
り
、
ま
た
戦
後
に
お
け
る

「無
の
党
派
性
」
や

「主
体

性
論
」
を
行
動
と
の
対
応
を
示
せ
ぬ
空
論
と
し
て
拒
否
す
る
の
で
あ
る
し
、
さ

ら
に

「匿
名
の
思
想
」
の
段
階
で
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
か
実
存
主
義

と
い
っ
た

「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
で
顕
著
な
存
在
を
示
す
」
が

「
日
本
人
の
行
動

の
原

理
で
は
な

い
浮
動
的
な
思
想
」
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
清
水
に
と

っ
て
、
「思

想
」
は
行
動

の
カ
ー
ヴ
と
関
係
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
そ
の
人

間

の
行
動
に
食

い
こ
む
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

(註
2
)。

思
想
が
ク
ラ
イ
シ
ス
を
こ
え
よ
う
と
す
る
人
間

の
行
動
様
式
と

い
う
の
は
わ

齟か
る
が
、
そ
れ
と
実
在
の
客
観
性
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
。
清
水
は
決
し

て

「
科
学
」
の
問
題
を
見
落
し
て

い
る
わ
け

で
は
な
か

っ
た
。
否
、
む
し
ろ
、

表
面
で
は
東
亜
新
秩
序
に
か
ん
す
る
言
説
に
さ
お
さ
す

ふ
り
を
し
つ
つ
、
最
も

.
強
く

「科
学
」
や

「
新
し
い
組
織
方
法
」
の
必
要
性
を
唱
え
た
部
分
に
属
し
て

い
た
。
そ

の
さ
い
の
清
水

の
科
学
な
い
し
学
問
の
と
ら
え
方
は
、
き
わ
め
て
ユ

ニ
ー
ク
だ
。
清
水
は

「存
在
の
世
界
」
と

「環
境
の
世
界
」
と
い
う
区
分
を
立

て
る
の
で
あ
る

(H
⑩心
O
"
一刈心
)。
「存
在
の
世
界
」
と

い
う

の
は

「
一
切
の
欲
求

か
ら
離
れ
た
神
の
眼
の
ご
と
き
も
の
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
世
界
主
体
に
固
有

の

ー
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
自
由
に
お

い
て
あ
ら
わ
れ
る
世
界
」
で
あ
る
。

い
い
か

え
れ
ば
、
「科
学
」
が
関
係
す
る
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し

「環
境
の
世
界
」
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}

・
は

「欲
求

の
眼
を
通
じ
て
成
立
す

る
世
界
、
主
体
に
固
有
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
を
前
提
と
し
て
現
わ
れ
る
世
界

」
で
あ

っ
て
、
人
間
を
含
め
、
す
べ
て
の
生

物
に
と

っ
て
生
活
す
る
世
界
は
こ
れ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
ク
ラ
イ
シ

ス
と
の
関
係
で

「思
想
」一
の
一概
念
が
う
ち
出

さ
れ
て
き
た
が
、
清
水
に
よ
る
と

「
問
題
」
(ー
ク
ラ
イ
シ
ス
)
が
生
じ
る
の
は

「環
境
の
世
界
」
に
お
い
て
の
み
な
の
で
あ
る
。
カ

ン
ト
に
よ
れ
ば

「自
然
」

は

一
般
的
法
則
と
特
殊
的
法
則
の
総
和
で
あ
り
機
械
的
な
も

の
と
さ
れ
る
が
、

清
水
の

「存
在
の
世
界
」
も
カ
ン
ト
の

「自
然
」
に
似
て

「問
題
」
を
含
む
こ

と
の
な
い
世
界
な
の
だ
。
ク
ラ
イ

シ
ス
が
生
じ
る
と
き
、
人
間
が
環
境
の
世
界

に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り

「問
題
」
は
解

決
さ
れ
な

い
。
「神

の
閃
き
」
に
よ

っ
て
世

界
を
み
る
こ
と
、
行
為
者
の
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
は
ず
し
て
、
つ
ま
り
欲
求

の
眼
を
離
れ
て
世
界
を
観
察
す
る

こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
人
間
に
と

ρ
て

の
み
、
こ
の
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。「環
境
の
世
界
」
か
ら
脱
け
出
し
て

「存

在
の
世
界
」
に
移
る
こ
と

(そ
れ

と
い
・γ
の
も
、人
間
は
環
境
と
存
在
と
、世
界

が
二
重
構
造
と
な

っ
て
い
る
の
を
知

っ
て
い
る
ゆ
え
の
こ
と
だ
が
)、
「学
問
」

と
い
・ワ
の
は
こ
の
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。
「学
問
は
人
間
が

《神

の
閃
き
》
を
示

す
ひ
と
.つ
の
道
、
欲
求
の
眼
か
ら
自
由
に
な
り
、
遠
近
法
か
ら
解
放
さ
れ
て
世

タ

界
を
み
る

こ
と
」
(一り膳
O
"
一〇Qω
)
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「存
在
の
世
界
」
は
仮

構
で
あ
る
と
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、こ
の
清
水
の
「学
問
論
」
は
藤
田
省

三

(
『現
代
史
断
章
』
)
や
安
藤
英
治

(
『
マ
ッ
久
ス

・
ウ

ェ
ー
バ
i
研
究

『
)
な

ど
に
よ
り
社
会
科
学
の
認
識
の

「客

観
性
」
の
成
立
す
る
構
造
が
解
明
さ
れ
て

い
る
今
日
か
ら
み
れ
ば
、
「価
値
自
由
」
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
ム
に
立

っ
て
い
る
と

さ
れ
る
も
の
だ
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
清
水
が

一
九
四
〇
年
段
階
で
う
ち
だ
し
た
い

「
思
想
」
の
概
念
を
、
こ
の
よ
う
に

「科
学
」
と
関
係
さ
せ
て
い
た
の
を
お
さ

え
て
お
け
ば
よ

い
。

こ
の

「環
境
」
1
↓

「存
在
」
・と
い
う
図
式
は
、
清
水
に
よ
り
さ
ら
に
完
成

さ
れ
る
形
式
で
は
、
も
う
ひ
と
つ

「回
心
」
・の
プ

ロ
セ
ス
が
付
け
加
え
ら
れ
る
。

「存
在
の
世
界
」
は

「科
学
」

の
対
象
で
あ
る
世
界
だ
が
、
こ
れ
は
人
間
が
つ

く
り
出
し
た

「不
自
然
な
菓
空
の
世
界
」
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
シ
ス
と
出
会

っ
た

人
間
は
、
ク
ラ
イ
シ
ス
か
ら
脱
け
出
よ
う
と
し
て
こ
の
世
界
に
達
す
る
が
、
そ

こ
に
到
達
し
て
得
た
知
識
を
も

っ
て
再
び
現
実
に
、
「環
境
の
世
界
」
へ
も
ど
る

.の
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
新
し

い
知
識
が
そ
れ
以
前
に
行
為
者
が
有
し
て
い

た

「主
観
的
要
素
」
と
調
和
で
き
れ
ば
、
技
術
的
な
次
元
で
の
処
理
と
し
て
す

ま
す

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
ど
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
も
た
ら

さ
れ
た

「客
観
的
要
素
」
(ー
知
識
)
が
は
じ
め
の
主
観
的
要
素
と
衝
突
し
、
そ

の
内
容
と
形
式
を
解
体
し
で
し
ま
う
ば
あ

い
は
ど
う
な
る
の
か
。
そ

の
と
き
に

は

「主
観
的
要
素
の
根
本
的
変
化
が
必
要
で
あ
り
、
新
し

い
理
想
と
信
仰
と
が

必
要
」
(
一⑩α
ρ
お

)
で
あ
る
。
「回
心
」
が
必
要
と
な
る
の
だ
。

一
九
四
八
年
段

階
の
清
水
は
、
「敗
戦
」
と

い
う
ク
ラ
イ
シ
ス
を
ぬ
け
て
日
本
人
が
あ
ら
た
に
出

発
す
る
た
め
に
、
日
本
人
に

「回
心
」
を
迫
る
思
想
は
な
一に
か
、
と
問
う

こ
と

に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
あ
と
で
ふ
れ
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、清
水

の
理
論
装
置

・
仕
掛
の
ス
ト

ッ
ク
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

『流
言
蜚
語
』
を
開
い
て
み
る
な
ら
、
「信
仰
」
と

「知
識
」
と
か
、
「直
接
接

触
の
世
界
」
と

「間
接
接
触
の
世
界
」
な
ど
と
い
っ
た
清
水

に
ユ
ニ
ー
ク
な
概

念
が
み
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
清
水

の
ブ

リ

コ
ラ
丿
ジ

ュ
作
業

に
あ

た

っ
て
動
員
さ
れ
る
部
品
な
の
で
あ
る
。
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註

1

高
木
義

孝

「人

間
的

自
然

と
市

民
社

会

の
往

還
」

一
九

七
六
年

九
月

四

「
頁

(
『季

刊

、

ジ

ャ
ー
ナ

リ

ズ

ム
論

史

研
究
』

恥

4

)

註

2

庄

司
興

吉

は
、
清
水

に
と

っ
て

、
「
あ
ら

ゆ

る
思
想

や
知

識

は
衣
裳

で

あ

り

、
道
具

で
あ

る

に
す

ぎ

な

か

っ
た
」
な

ど
と
書

い
て

い
る

が
・
ど

う

し

ズ
そ

の
よ
、つ
に

い
え

る

の
だ
ろ
う

か
。

(
「
社

会
学

的

知
識

人

の
現
在

的
役
割

」
、
『第

51

回
日
本

社
会

学
会

大
会

報

告
要
旨

』
、

一
八
八

頁

)
の

ち
に

『
わ

が
人
生

の
断
片

』
に

お

い
て
、
安

保
問

題
談

話
会

に

い
た
進

歩

的

学
者

た
ち

を
批

判
す

る
ば

あ

い
も

、
か
れ
ら

は

「
思
想

」
と

「
行
動

」

が
ち

が

っ
て

い
る

、
と

い
う

論

理
な

の
で
あ

る
。
清
水

の
核
心

部
分

を

こ

の
よ
う

に
読

み
ち

が
え

た
り

、
戦
時

下

の
清
水

が

「偽

装
転

向

」
で
あ

っ

た
な

ど
と

い
う

理
解

で
は

、
話

に
な

ら
な

い
。

「
戦

中
」
と

「
戦
後

」
の
あ

い
だ

に
あ

る
距
離

を

、
こ
れ

で

は

理

解

で

き

な

い

で
あ

ろ
う

。

『組
織
の
条
件
』
を
出
す

の
と
前
後
し
て
、
清
水
幾
太
郎
は
読
売
新
聞
の
論

説
委
員
に
な

っ
て
い
る
。
清
水
は

一
九
〇
七
年
生
れ
だ
か
ら
、
こ
の
と
き
三
四

歳
で
あ

っ
た
わ
け
だ
。
こ
の
頃
に
は
昭
和
研
究
会
と
関
係
し
て
い
た
し
、

一
九

四
二
年
に
は
徴
用
さ
れ
て
ビ
ル
マ
に
行

っ
て
い
る
。
読
売
新
聞
社
時
代

の
こ
と

は

『わ
が
人
生
の
断
片
』
の
な
か
で

「新
聞
社

の
内
部
で
」
と
し
て
語
ら
れ
て

い
る
け
れ
ど
、
そ
こ
で
は
言
論
の
制

限
の
も
と
で
い
か
に
苦
労
し
て
、
検
閲
官

の
眼
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「意
地
で
書

い
た

一
行
や

一
句
」
を
し
の
び
ご
ま
せ
た

か
、
戦
時
中

の
読
者
が
ど
れ
ほ
ど
敏
感
に
そ
の

一
行
や

一
句
に
反
応
し
て
く
れ

た
か
、
し
か
語
ら
れ
て
い
な

い
。
「地
獄
の
底
は
、
私
た
ち
が
意
地
で

一
行
か

一

句
を
書
き
、
多
数

の
読
者
が
そ
れ
に
共
鳴
し
、
検
閲
官
が
そ
れ
に
腹
を
立
て
る
、

そ
う

い
う

世

界

で

あ

っ
た
」
倉
Φ
『
9

上

し

O
①
)
。
今

日

の

清

水

は

「
地

獄

の
底

」

で
過

し

た

時

期

を

な

つ
か

し

む

か

の
よ

う

に

書

い

て

い
る
。

が

、
他

の
機

会

に

は

、
「
私

は

、

…

:
:
:
読

者

が

異

常

な

注

意

を

以

っ
て

読

ん

で

い
た

社

説

を

何
篇

か
書

い
た

人

間

で
あ

る

。

私

は
占

領

軍

に
よ

っ
て

捕

え

ら

れ

る

の

で

は

な

い
か

、
殺

さ

れ

る

の

で

は

な

い
か

、
と

考

え

続

け

て

い
た

」

(]■㊤
窃
ω
"
bO
bO
⑩
)
と

い

う

よ

う

に

、
「
暗

い
恐

怖

」

の

日

々
を

過

し

た

時

期

も

あ

っ
た

の

で

あ

る
。
そ

れ

は
松

浦

総

三

の

い
う

よ
う

に

「
戦

争

に

協

力

し

、

戦

争

に
打

ち

込

ん

だ

と

い
う

暗

い
思

い
出

」
餐
陶　
)の

せ

い
な

の

か

ど
う

か

。

さ

い
わ

い
な

こ
と

に

、

今

日

で

は

香

内

三

郎

教

授

に

よ

っ
て

、

こ

の
時

期

に

清
水

の
書

い
た
論

説

に

つ

い
て

検

討

が
な

さ

れ

、

清
水

が

「
意

地

で

書

い

た

一

行
や

一
句
」
が
ど
の
よ
う
で
あ

っ
た
か
、
論
説
委
員

-

読
者

i

検
閲
官

の
三
角
形
の
構
図
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
か
、
は
か
な
り
解
明
さ
れ
て

い
る
紐
。
清
水
が

「地
獄
の
底
」
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
な

つ
か
し
む
か
の

よ
テ

に
書
く
の
は
、
た
ん
な
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
な
の
で
は
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
清
水
が

「
戦
後
」
批
判
を
行
う

ひ
と
つ
の
基
準
な

の
で
も
あ
る
。
検
閲
官

に
よ
る

コ
言
論
の
異
常
な
制
限
」
は
、
社
説
の
書
き
手
と
読
者
の
あ
い
だ
に
、

メ

ッ
セ
ー
ジ
の
発
受
を
め
ぐ

っ
て
鋭

い
精
神
の
緊
張
を
存
在
さ
せ
て
い
た
。

コ

ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
回
路
を
流
れ
る
暗
号
、
「意
地
で
書
い
た

一
行
や

一
句
」
の

解
読
が
成
り
立

っ
て
い
た
の
は
こ
の
緊
張
の
ゆ
え
な
の
だ
。
し
か
し
言
論
が
自

由
に
な

っ
た
戦
後
に
は
、
も
は
や
こ
の
精
神
の
緊
張
は
な
く
、
「
愚
者

の
天
国
」

が
出
現
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
時
期
に
清
水
の
書

い
た
論
説
だ
が
、
香
内
教
授
は

「科
学
に
よ

る
鍛
練
」
、
「常
識
の
尊
重
」
な
ど

一
九
四
四
年
の
時
点
で
書
か
れ
た
も
の
に
し
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ぼ
っ
て
分
析
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
な
ら
、
「科
学
に
よ
る
鍛
練
」
で
は
戦
争

遂
行

の
た
め
の
モ
ラ
ル
高
揚
の
方
法

と
し
て
ミ
ソ
ギ
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
、
清
水
は
批
判
し

て
い
る
。

ミ
ソ
ギ
で
は
だ
め
で
あ
り
も

っ
と
科
学
を
と

い

う

の
で
あ
る
。
そ
の
論
理
は
周
到

で
あ

っ
て
、
ミ
ソ
ギ
は
だ
め
と
し
て
も
動
員

さ
れ
て
い
る
宗
教
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
ま

で
否
定
す
る
こ
と
は
な

い
。
宗
教
も
そ
の

時
代
の
実
証
的
知
識

の
集
大
成
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
も
と
も
と
科
学
的
な
も

の

を
含
め
て
こ
そ
有
効
で
あ
る
は
ず
だ
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
「決
戦
下
の
言
論
指

導
」
で
は
、
も

っ
と
国
民
に
戦
局
の
真
相
を
知
ち
せ
よ
、
国
民
は

「日
常
生
活

の
経
験
」
で
す
で
に
真
相
に
気
づ

い
て
い
る
。
そ
れ
を
伏
せ
つ
づ
け
る
の
で
は

当
局
に
た
い
す
る
不
信
を
増
大
さ
せ
る
だ
け
、
と
い
う
。
「常
識
の
尊
重
」
も
、

さ
き
の
二
つ
と
同
じ

コ
ン
テ
ク
ス
ト

で

「常
識
」
に
か
え
れ
と
当
局
に
説

い
て

い
る
。
常
識
は

「
歴
史
的
な
日
常
経
験
の
積
み
重
な

っ
た

エ
ッ
セ
ン
ス
」
で
あ

る
か
与
、
こ
れ
を
無
視
し
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
今
日
の
清
水
が

「戦
後
を
疑
う
」
の
な
か
で
用
い
て

い
る

「常
識
」
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
な
の
だ
が
、

こ
の
批
判
基
準
が
む
け
ら
れ
る
対
象

は
、
ほ
ぼ
逆
と

い
っ
て
い
い
。
国
民
の
「常

識
」
の
方
が
科
学
的
で
あ
り
そ
こ
か
ら
当
局
を
批
判
し
て
い
た
の
が
、
今
日
で

は

「
日
本

の
大
地
か
ら
の
叫
び
」
や
伝
統
と
結
び
つ
い
て
い
る

「常
識
」
か
ら

「啓
蒙
」
と

「進
歩
的
知
識
人
」
を
う

つ
と
い
う
構
図
に
な

っ
て
い
る
の
だ
か

ら
。
注
意
す
べ
き
こ
と
は
こ
の

「常

識
」
と
い
う
装
置

・
仕
掛

の
機
能
で
あ
る
。

香
内
教
授
の
説
明
を
借
る
な
ら
、
「自
ら
を
語
る
の
で
は
な
く
、
背
後
に
な
に
も

の
か
巨
大
で
強
力
な
も

の
を
仮
構
し
て
、
そ
こ
に
依
拠
し
、
そ
の
代
弁
者
と
し

て
語
る
と
い
う

《
市
民
的
》
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

・
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
の
形
式
、
そ

れ
を
貫
徹
し
て
い
る
」
(香
内

誌

)
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
九
四
四
年

の
論
説

に
お
い
て
清
水
に
イ
メ
レ
ジ
さ
れ
て
い
る

「国
民
」
は
科
学
的

・
合
理
的
に
行

動
す
る
市
民
で
あ

っ
て
、
そ
の
視
点
か
ら
戦
争
遂
行
・王
体
の
非
合
理
性
が
批
判

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
の
選
択
は
清
水
の
み
の
こ
と
で
な
く
、

大
河
内

一
男
、
風
早
八
十
二
の
ば
あ

い
が
そ
う
だ

っ
た
し
、
戦
後
に
開
花
す
る

「市
民
社
会
」
派
社
会
科
学
が
と

っ
て
い
た
立
場
も

こ
れ
に
近

い
の
で
あ
る
。

香
内
教
授
は

「
こ
う
み
て
く
る
と
清
水
の
戦
中
の

《国
民
》
に
た
い
す
る
評
価

は
き
わ
め
て
楽
観
的
で
明
る

い
。
ほ
と
ん
ど
十
八
世
紀
的
啓
蒙
思
想

に
近

い
」

と
い
っ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
「市
民
社
会
」
派
杜
会
科
学
と
清
水
は
ど
こ
で
分

化
し
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
丸
山
真
男
が

「自
然
」
と

「作
為
」
と
い
い
、
大

塚
久
雄
が

「前
期
的
資
本
」
や

「国
内
市
場
」
と
い
う
よ
う
に
理
論
的
基
準
を

う
ち
出
す

こ
と
が
で
き
た
の
に
、
清
水
は

「常
識
」
と
い
う

「市
民
的
」
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム

・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
と
ど
ま
.り
続
け
た
と

い
う

こ
と
な
の
か
。
あ
る

い
は
、
た
て
ま
え
と
し
て
語

っ
て
い
た
は
ず
の

「東
亜
新
秩
序

の
建
設
」
に
、

あ
る
い
は
戦
争
遂
行

ヘ
コ
ミ

ッ
ト
す
る
う
ち
に
、
は
じ
め
に
あ

っ
た
目
的
と
手

段
の
あ

い
だ
の
峻
別
が
し
だ
い
に
は
っ
き
り
し
な
く
な

っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ

と
な
の
か
。

清
水
幾
太
郎
の
書

い
た
社
説
を
み
て
い
く
と
、
必
ず
し
も
科
学
的

・
合
理
的

市
民
の
視
点
で
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。
そ

こ
に

清
水
の

「肉
声
」
が
き
か
れ
る
の
で
な

い
か
と
香
内
教
授
は
示
唆
す
る
。
そ
れ

は
サ
イ
パ
ン
島
が
陥
落
し
て
日
本

の
新
聞
の
紙
面
が
感
傷

一
色
に
ぬ
り

つ
ぶ
さ

れ
た
と
き
の
清
水

の
論
説
だ
。
「戦
争
は
各
国
民

の
全
体
を
さ
な
が
ら

一
個
の
巨

大
な
機
械
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
感
傷
を

の
り
こ
え
て
、
ひ
と
つ
の
目
的
に
突
き

進
む
こ
と
を
要
求
す
る
」。

「必
要
な
こ
と
は
、
全
国
民
を
巨
大
か

つ
精
緻
な
生
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け
る
機
械
た
ら
し
め
る
た
め
の
反
省

が
、
経
済
と

い
わ
ず

、
政
治
と

い
わ
ず
、

国
力
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
わ
た

っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
。同
趣
旨

の
文
章
は

大
河
内

一
男

の
.『戦
時
社
会
政
策
論

』
な
ど
の
う
ち
に
見
つ
け
出
す

こ
と
も
で

き
よ
う

が
、
清
水
の
発
言
は
、
そ
れ
が
行
わ
れ
た
状
況
と
そ
の
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク

な
ト
ー
ン
ゆ
え
に
と
く
に
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
清
水
も
含
め
て
、
戦
争

と

い
う
目
的
に
は
同
意
し
て
お

い
て
そ
の
手
段
を
近
代
化
し
合
理
化
せ
よ
と

い

う
批
判
は
、
読
者
と
検
閲
官
と
に
ち

が

っ
た
読
み
方
を
し
て
く
れ
と
い
え
る
も

の
な
の
か
ど
う
か
。
「読
者
に
は
、
文
脈
、
結
論
ぬ
き
の

《
科
学
》
、
《A
口
理
性
》

の
強
調
、
そ
れ
に
よ

η
て
全
稀
を

つ
ら
ぬ
く
非
合
理
性

へ
の
批
判
を
読
み
と

っ

て
も
ら

い
、
検
閲
官

に
は
、
い
や
私
は
、
こ
う
す
れ
ば
よ
り
よ
く
戦
争
が
遂
行
で

き
る
と
信
じ
て
提
案
し
て
い
る
だ
け

で
、
と
抗
弁
す
る
」
(香
内

扇

)
こ
と
は
で

き
る
の
か
ど
う
か
。
し
か
し
、
指
摘

さ
れ
て
み
れ
ば
こ
れ
は
決
し
て
戦
時
下
の

「批
判
的
言
論
」
の
み
に
限

っ
た
こ
と

で
な

い
の
が
わ
か
ろ
う
。
「実
弾

の
と
び

か
う
総
裁
選
挙
を
や
め
よ
」
、
「政
治
を
も

っ
と
ク
リ
ー
ン
に
せ
よ
」
と

い
う
今

日
の
新
聞
を

に
ぎ
わ
せ
て

い
る
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
も
、
そ
の
基
本
的
な
論
理
構
造

に
お

い
て
は
清
水
の
論
説
と
同

一
、
目
標
、
大
前
提
は
そ
の
ま
ま

で
、
手
段
と

か
他
の
側
面
を
強
調
す
る
と

い
う
構
造
は
そ
の
ま
ま
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
論
説

委
員
の
清
水
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
文
章

の
基
本

に
忠
実
で
あ

っ
た
と
い
え
る
か

も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
「
マ
ス

・
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
」
(
一
九
五
三
年

)

に
な
る
と
、
清
水
は
日
本

の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
こ
の
基
本
的
論
理
に
腹
を
立

て
、
は
げ
し
く
な
じ
る
こ
と
に
な
る

の
だ
が
。

.一
貫
性
が
欠
け
て
い
る
。
だ
が

清
水
が
各

々
の
状
況
で
、
そ
れ
な
り

に
全
力
を
こ
め
て
対
応
し
て

い
た
と
い
う

重
さ
は
無
視
し
え
な
い
。
本
当
の
問
題

は
、
一
貫
性
が
欠
け
て
い
る
と
か
、
「変

節
」
と
か

い
う

こ
と
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
立
場
を
変
え
た

っ
て
よ

い
の
だ
。
た
だ
そ
の
ば
あ

い
に
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
変
更
を
す
る
の
か
と

い

う
目
的
に
よ

っ
て
、
そ
れ
以
後
の
思
想
と
行
動
が
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
清
水
が

「思
想
」
は
行
動
に
食

い
こ
む
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
っ
た
と
き
、
目
的
に
よ

っ
て
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
さ
れ
続
け

る
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

こ
の
時
期
の
清
水
が
う
ち
出
し
た
も
の
と
し
て
、
「科
学
」
、
「常
識
」
と
な
ら

ん
で
も
う
ひ
と
つ

「表
現
」
の
概
念
に
ふ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
「《現
実
》

を
怒
れ
な

い
と
き
、
人
は
そ
の

《表
現
》
を
責
め
る
。
こ
の
時
期
の
新
聞
を
み

れ
ば
、
本
当
は
形
容
詞
句
が
、
《
現
実
》
を
追
い
こ
し
、
は
る
か
後
ろ

へ
、
ひ
き

は
な
し
て
い
た
」
(香
内

る

)。

清
水
に
よ
れ
ば
、そ
れ
で
は
い
け
な

い
の
だ
。宣
伝

ー
報
道
と
は

「複
雑
で
透
明
な
」
第

一
の
現
実
を
観
念
と
言
語
の
レ
ベ
ル
に
変

換
し
、
再
構
成
し
て

「透
明
な
」
第
二
の
現
実
と
し
て
示
す
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
・

過
剰
に
つ
め
こ
ま
れ
た
パ
ッ
シ
ョ
ン
を
ふ
り
払

っ
て
、
も

っ
と
身
軽
で
機
能
的

な

「表
現
」
方
法
に
よ

っ
て
、
時
局
の
真
相
が
伝
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

こ
う
し
て
、
清
水
に
お
い
て
戦
時
下
の
こ
の
時
期
に
、
科
学

-

常
識

-

表
現
と
い
う
図
式
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う

み
て
お
く
な
ら
、

一
九
四
五
年
段
階
で
の
清
水
に
と

っ
て
、
「戦
後
」
と
は
異
常
な
ま
で
の
言
論
の

自
由
の
制
限
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
図
式
を
具
体
化
し
て
い
く
こ

と
に
他
な
ら
な
か

っ
た
の
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
香
内
教
授
の
い
う
よ
う
に
、
敗

戦
は
清
水
に
と

っ
て
、
「国
民

の

《常
識
》
に
依
拠
し
、
そ
こ
に
基
盤
を
置

い
た

《
科
学
》
を
発
展
さ
せ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
全
く
新
し

い
社
会
を

つ
く
り
あ
げ
て

い
く
好
機
到
来
」
(香
内

}
○。
)
と
映

っ
て
い
た
に
ち
が
い
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
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点
に
つ
い
て
は
、
「自
由
な
民
衆
」
に
よ
る
新
し

い
社
会
の
創
造
を
期
待
し
て
い

た

「
市
民
社
会
」
派
社
会
科
学

の
敗

戦
の
う
け
と
め
方
と
よ
く
似
て
い
る
。
し

か
し
大
塚
久
雄
が

「自
由
な
民
衆
」

の
出
現
を

つ
い
に
み
る
こ
と
が
な
か

っ
た

よ
う

に
、
清
水
も
科
学
的
な

「常
識
」
の
担

い
手
と
出
会
う
こ
と
は
つ
い
に
な

か

っ
た
。
こ
の
こ
と
が
清
水
を
し
て

「匿
名
の
思
想
」

へ
と
進
ま
せ
、
さ
ら
に

「庶
民
」

へ
と
そ
の
立
場
を
旋
面
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

(as)
註

-

松

浦
総

三

『
清
水

幾
太

郎

と
大
宅

壮

一
』

一
九

七
入

年

七

三
頁

註

2

香
内

三
郎

「清

水

幾
太
郎

に
お
け

る
社

会
学

の
復

権

」
一
九

七

七
年

三

月

。
(
『
季
刊

、
ジ

ャ
ー
ナ

リ

ズ

ム
論

史

研
究

』
恥
6

)
こ

の
論

文
は

一
九

四
〇

年
代

の
清

水

の
活

動
に

ふ
れ

た
も

の
と

し

て
は

、
画
期

的
な

も

の
。

本

節

は

こ

の
論

文

に
多

く

依

っ
て

い
る
。

敗
戦
と
混
乱

、
そ
れ
に
続
く
復
興

の
過
程
の
な
か
で
、
現
実

の
具
体
的
な
民

衆

の
う
ち
に
清
水
幾
太
郎

の
み
た
も

の
は
、
裸

の
エ
ゴ
イ
ス
ト
と
し
て
の
民
衆

で
あ

っ
た
。
敗
戦
と

い
う
ク
ラ
イ
シ

ス
の
な
か
に

い
る
の
に
、
決
し
て

「存
在

の
世
界
」

へ
出
て
い
こ
う
と
は
せ
ず

、
す
ば
し
こ
く
立
ち
ま
わ
り
、
そ
の
こ
と

だ
け
で

「環
境
の
世
界
」
で
う
ま
く

切
り
ぬ
け
て
い
る
民
衆
、
あ
ま
り
に
も
過

剰
な
適
応
能
力
を
有
し
て
い
る
ゆ
え

に
、
・ク
ラ
イ
シ
ス
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら

も
決
し
て
本
当
の

「回
心
」
を
も

つ
こ
と
の
な
い
民
衆
、
そ
れ
ゆ
え
清
水

の
い

、
う
意
味
で
の

「思
想
」
も

「近
代
的
自
我
」
も
も
た
な

い
民
衆
、
清
水
が
出
会

う
も
の
は
こ
れ
で
あ
る
。

戦
中
に
準
備
さ
れ
た
図
式
を
現
実
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
な
ら
、
こ
の
裸

の

エ
ゴ
イ
ス
ト
か
ら
な
る
現
実

の
民
衆
に

「回
心
」
を
生
じ
さ
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。

そ
れ
ゆ
え
清
水
は

「匿
名
の
思
想
」
の
な
か
で
、
こ
う
問
う
こ
と
に
な
る
。
「若

し
真
実
の
意
味
に
於

い
て
日
本

の
思
想
の
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
如

何
な
る
思
想
が
国
民
に
回
心
を
迫
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
如
何
な
る
思
想

が
、
国
民
を
或
る
迂
路
を
経
た
後
に
新
し

い
平
面
に
這

い
上
ら
せ
、
そ
の
行
動

の
新
し

い
原
理
と
な
る
の
か
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
」
(一り
Oρ

心ω
)。
し
か
し
、

こ
の
間
に
た
い
す
る
清
水
の
こ
た
え
は
、
今
は
な
に
も
な

い
、
と

い
う
も
の
で

あ
る
。
「
日
本

の
う
ち
で
浮
動
し
て
い
る
思
想
」
あ
る

い
は

「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

の
う
え
で
顕
著
な
存
在
を
示
す
思
想
」
は
、
決
し
て
日
本
人
の
行
動
に
食

い
こ

み
、
そ
の
行
動
の
カ
ー
ヴ
を
変
化
さ
せ
る
も
の
で
は
な

い
。

ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
か
。
い
や
そ
う

で
は
な

い
。
ま
だ
、
裸
の
エ
ゴ
イ
ス

ト
た
る
民
衆
を
動
か
し
て
い
る
も
の
が
残

っ
て
い
る
。
「思
想
」
と
は

い
え
な

い

か
も
知
れ
な

い
が
、国
民

の
大
部
分
が
日
常
生
活

の
う
ち
で
信
じ
て
い
る
も
の
、

整
合
性
は
も
た
な

い
か
も
知
れ
な

い
が
、
た
し
か
に
国
民
を

つ
か
み
そ
の
行
動

を
支
配
し
て
い
る
も
の
、
名
づ
け
よ
う
が
な

い
が
そ
れ
は
存
在
す
る
。
清
水
が

「匿
名

の
思
想
」
と
よ
ぶ
も

の
は
こ
れ
で
あ
る
。
底
に
よ
ど
ん
で
い
る
粘
体
な

ど
清
水
が
こ
れ
に
つ
い
て
あ
た
え
る
説
明
は
、
香
内
教
授
の
い
う
よ
う
に
、

マ

ル
ク

ス
主
義
で

い
う
体
系
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
貯
水
池
で
あ
る

「社
会
心

理
」
、
当
時

「旧
意
識
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
も

の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
そ

.れ
で
は
日
本
の
国
民
を
動
か
し
て
い
た
も
の
は
、
戦
争

・
敗
戦
と

い
、つ
ク
ラ
イ

シ
ス
を
通
じ
て
変
化
し
な
い
ま
ま
だ
っ
た
の
か
。

清
水
は
存
在
も
七
な

い
科
学
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的

.
合
理
的
な
国
民

の

「常
識
」
を
想
定
し
て
、
戦
中

の
時
期
の
論
説
を
書

い

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

・

そ
こ
の
と
こ
ろ
は
も
う
少
し
い
り

く
ん
で
い
る
。
戦
争

・
敗
戦
は
た
し
か
に

月
本
人
の
行
動
に
と

っ
て
ク
ラ
イ
シ
ス
を
生
じ
さ
せ
た
。
し
か
し
、
他
の
思
想

が
こ
れ
を
ク
ラ
イ
シ
ス
と
し
て
完
成
す
る
力
を
欠

い
て
い
た
た
め
、
「匿
名

の
思

想
」
な
る
も
の
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な

っ
た
の
だ
。
「科
学
的
知
識
を
以

っ
て

障
害

の
除
去
に

つ
と
め
つ
つ
、
新
し

い
主
観
的
要
素
を
以

っ
て
こ
れ
を
統

一
す

る
力
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

一
度
四
散
し
た
か
に
み
え
た
思
想

の
諸
要

素
が
、
た
と
え
多
く
の
も

の
は
破
片

と
な

っ
て
い
る
に
し
て
も
、
次
第
に
集

っ

て
ひ
と
つ
の
沈
澱
物
と
な
る
に
至

っ
た
」
(一㊤
αρ

心。。
)
と
い
う

の
で
あ
る
。
さ

・

ら
に
わ
る
い
こ
と
に
、
冷
戦

の
圧
力

が
敗
戦
の
意
味
を
あ

い
ま
い
に
し

て
し

」

ま

っ
た
こ
と
が

「匿
名
の
思
想
」
の
形
成
を
た
す
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は

ど
う
や

っ
て
こ
の

「匿
名

の
思
想
」

を
の
り
こ
え
る
か
と

い
え
ば
、
や
は
り
戦

中
の
時
期
に
う
ち
出
さ
れ
た

「環
境

の
世
界
」
と

「存
在
の
世
界
」
の
図
式

に

従

っ
て

「回
心
」
を
迫
る
こ
と
な

の
で
あ
る
。
「科
学

の
迂
路
を
媒
介
と
し
た
思

想
が
在
来
の
匿
名
の
思
想
を
駆
遂
し

て
、
自
己
を
国
民

の
原
理
た
ら
し
め
る
こ

と
が
、

つ
ま
り
自
己
を
新
し
く
匿
名

の
思
想
た
ら
し
め
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で

あ
ろ
う
」
(δ
α
ρ
お

)。

と
は
い
え
、
清
水
は
科
学
に
よ

っ
て
媒
介
さ
れ
た

「思
想
」
と
い
っ
て
い
る

の
で
あ

っ
て
、
「科
学
」
だ
け
が
主
張
さ

れ
て
い
る
の
で
な

い
こ
と
に
注
意
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
。
か
れ
が
思
想
と

い
う
ば
あ
い
、
そ
れ
は
科
学
的

・
客
観
的

要
素
と
、
主
観
的

・
非
合
理
的
要
素
と

の
結
合
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
前
者
に
よ

っ
て
現
実
に
食

い
こ
み
、
後
者
に
よ

っ
て
人
間
を

つ
か
む

と

い
う
の
で
あ
る
。
清
水
の
い
う
主
観
的

・
非
合
理
的
要
素
と
は
、
人
間

の
欲

求
、
理
想
、
信
仰
、
伝
統
な
ど
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
人
間
の
行
動
を
非
合
理
的

要
素
を
含
む

「思
想
」
が
支
配
し
て
い
る
と

い
っ
て

い
る
か
ら
と

い
っ
て
、
「非

合
理
的
な
も
の
」を
強
調
し
て
い
る
な
ど
と
い
う

の
は
あ
た
ら
な

い
の
で
あ
る
・

と
こ
ろ
で
、

一
九
四
〇
年

の

『組
織

の
条
件
』
か
ら
四
八
年

の

「匿
名

の
思

想
」
ま
で
の
清
水
の
軌
跡
は
そ
れ
な
り
に
理
解
で
き
る
の
だ
が
、
か
れ
の
立
場

は
こ
の
す
ぐ
あ
と
、
「庶
民
」
で
は
大
き
な
転
回
を
す
る
。
そ
れ
ま
で
日
本
の
民

・
衆
に

「回
心
」
を
迫

っ
て
い
た
の
に
、
「庶
民
」
で
は
、
問
題
は

「吾
々
の
問
に
、

庶
民
を
見

い
出
し
、
そ
の
願
望
の
う
ち
に
価
値
を
、
そ
の
経
験
ゐ
う
ち
に
方
法

を
発
見
す
る
時
、
吾
々
は
相
共
に
新
し

い
平
面

へ
這
い
上
る
こ
と
が
出
来
る
の

で
あ
ろ
う
」
(6
α
ρ

富
①1
刈
)
と
論
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。
民
衆

に

「回
心
」
を
迫
る
こ
と
は
も
は
や
問
題
と
は
な
ら
な

い
。
む
し
ろ

、
そ
こ
で
清

水
が

「自
覚
」
し
た
よ
う
に
、
知
識
人
が
自
ら
が
庶
民
に
属
す
る
こ
と
に
気
づ

き
、
そ
こ
に
同
化
す
る
こ
と
、
知
識
人
に
よ

っ
て
代
弁
さ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り

え
な

い

「黙

っ
て
い
る
庶
民
」
に
同
化
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
急
転
回
は
、
そ
れ
な
り
に

一
貫
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
清
水

の
知
的
営
為

の
か
れ
じ
し
ん
に
よ
る
否
定

で
あ
る
。
ど
う
し
て
こ
ん
な

こ
と
が
生
じ
た
の
だ

ろ
う
か
。

そ
れ
は

一
九
四
八
年
秋
か
ら
、
清
水
が
平
和
運
動

に
身
を
投
じ
る
こ
と
に
か

か
わ

っ
て
い
る
と
思
う
。
「
匿
名

の
思
想
」
が

『世
界
』
に
載
る
の
が
四
八
年
九

月
、
「庶
民
」
が

『展
望
』
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
五
〇
年

一
月
で
あ
る
。
こ
の
間
、

清
水
は
久
野
収
ら
と
共
に
岩
波
で
安
保
問
題
談
話
会
を

つ
く
り
、
全
面
講
和
論

の
代
表
的
論
客
と
し
て
活
動
す
る
が
、
こ
の
こ
と
と
か
か
わ

っ
て
い
る
。

こ
の
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期
間
に
清
水
が
な
に
を
体
験
し
た
か
は
、前
後
す
る
が

一
九
五
三
年
の
「
マ
ス

・

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
」
か
ら
う
か
が
・つ
こ
と
が
で
き
る
。
平
和
運
動
を
進
め

ー
る
う
ち
で
、
清
水
は
当
時

の
マ
ス

・
コ
ミ
と
対
立
す
る
の
で
あ
る
。
講
和
問
題

に
か
ん
す
る
日
本

の
マ
ス

・
コ
ミ
の
論
調
と
き
た
ら
、「
日
本
お
よ
び
日
本
人
が

こ
の
問
題
の
当
事
者
で
あ
る
の
に
、
日
本

の
新
聞
は
こ
れ
を
ひ
と
ご
と
と
し
て

扱

っ
て
い
る
」
、
全
面
講
和
論
の
あ

と
お
し
な
ど
し
て
く
れ
な

い
の
だ
。
そ
し
て

清
水
た
ち
の
活
動
も
空
し
く
、
片
面

講
和
の
形
で
サ
ン

・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約

は
締
結
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
講
和
問
題
に
す
ぐ
ひ
き
つ
づ
い
て
出
現
す
る
争
点

で
あ
る
破
防
法
に
た
い
し
て
も
、

マ
ス

・
コ
ミ
が
本
気
で
そ
の
影
響
力
を
行
使

し
よ
う
と
す
れ
ば
防
止
で
き
た
の
に
、
マ
ス

・
コ
ミ
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
プ

レ
卿

・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
は
る
こ
と

は
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う

し
た
こ
と
な
の
か
、
と
清
水
は
怒
る

の
で
あ
る
。
占
領
箪
の
手
に
よ

っ
て
で
あ

る
と
は
い
え
、
新
聞
は
言
論
の
制
限

か
ら
解
放
さ
れ
て
、
敗
戦
の
す
ぐ
あ
と
の

時
期
に
は
、
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に

「国
民
思
想

の
転
換
」
、
「心
構
え
の

一
新
」
を

説
き
、
戦
争
責
任

の
問
題
を
提
起
し

、
「民
主
化

の
要
請
と
国
民
」
あ
る
い
は

「
日

本
経
済
の
民
主
化
」
を
論
じ
、
「労
働

組
合
の
結
成
を
急
げ
」
と
主
張
し
て
い
た

で
は
な

い
か
。
日
本

の
新
聞
が
講
和
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
と
同
じ
姿
勢
を
と

れ
な

い
の
は
ど
う
し
て
か
。
清
水
は
平
和
運
動
の
さ
い
の
怨
念
を
は
ら
す
か
の

よ
う

に
戦
後

の
数
年
間

の
マ
ズ

・
コ
ミ
の
急
速
な
変
化
を
分
析
し
、
批
判
的
に

あ
と
づ
け
て
み
せ
た
。

そ
れ
は
要
す
る
に

「
カ
ス
の
復
讐

」
な
の
で
あ
る
。
戦
争
以
前
に
国
民
の
有

し
て
い
た

「
旧
意
識
」
が
、
戦
争
と
敗
戦
と
い
う
ク
ラ
イ
シ
ス
に
よ

っ
て
い
っ

た
ん
は
破
砕
さ
れ
た
の
に
、
破
片
が
再
び
結
集
し
て
し
ま

っ
た
よ
う
に
、
「
か
つ

て
民
衆
を
欺
い
・て
い
た
新
聞
が
…
…
ノ
コ
ノ

コ
と
戦
後
に
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
上

民
衆
を
指
導
す
る
よ
う
な
社
説
を
書
い
て
い
る
」
(一⑩
αGQ"
b⊃心
①
)
こ
と
か
ら
、
マ

ス

・
コ
ミ
の
上
で
も
同
じ
よ
う
な
帰
結
が
生
じ
て
く
る
の
だ
。
清
水
に
よ
れ
ば
、

占
領
軍
に
よ

っ
て
あ
た
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
戦
後
の
変
化
は
そ
れ

自
体
を
発
展
さ
せ
て
い
け
ば
、
「自
力
の
革
命
」
へ
と
転
化
さ
せ
る
こ
と
の
で
き

る
は
ず

の
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
「
カ
ス
が
復
讐
を
遂
げ
て
い
く

か
」
で
あ

っ
た
。
清
水
が

「カ

ス
」
と

い
っ
て
い
る
の
は
な
に
か
。
敗
戦
と
同

時
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
表
面
に
あ
ら
わ
れ
た
指
導
的
論
文
は
、
読
者
を
完
全

な
り
ベ
ラ
リ
ス
ト
か

マ
ル
ク
ス
主
義
者
だ
と
想
定
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
論
者

も
ま
た
、
戦
争
中
は
完
全
な
り
ベ
ラ
リ

ス
ト

で
も

マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
も
な
く
、

な
ん
ら
か
の
形
で
戦
争
遂
行
に
加
担
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
の
に
、
そ
の
反

省
も
な
し
に
書

い
て
い
る
。
だ
が
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
読
者
は
依
然

「旧
意
識
」

を
身
に
つ
け
た
ま
ま
の
民
衆
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
民
衆
の
内
面
に
は
、

指
導
的
論
文
を

い
く
ら
読
ま
さ
れ
て
も
処
理
さ
れ
ぬ

「
モ
ヤ
モ
ヤ
」
が
残
る
。

清
水
は
こ
の

「
モ
ヤ
モ
ヤ
」
と
し
た
も

の
を

「
カ
ス
」
と
よ
び
、
そ
れ
が
適
切

な
形
で
解
消
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
を

い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う

い
う
と
き

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は

「匿
名
の
思
想
」
と
で
は
大
分
ち
が

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の

清
水
の
力
点
は
、
民
衆
に
モ
ヤ
モ
ヤ
が
残
る
の
は

「
戦
前
の
教
育

に
よ
る
偏
見
、

戦
中
の
重

い
経
験
」
の
せ

い
だ
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
で
あ
り
、
民
衆
の
責
任
で

は
な
い
。
悪

い
の
は
そ
れ
を
解
消
し
よ
う
と
し
な
か

っ
た
指
導
的
言
論
で
あ
り
、

こ
の
責
任
を
果
さ
な
か

っ
た
新
聞

の
方
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は

ま
た
、

一
九
四
六
年
に

「読
売
争
議
」
が
占
領
軍
の
イ

ン
ボ
デ

ン
の
介
入
に
よ

り
坐
折
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
、
編
集
権
問
題
を
め
ぐ
り

一
九
四
八

・
三

・
一
六

の
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日
本

新

聞

協

会

の

声

明

が
出

さ

れ

資

本

の
手

に

編

集

権

が
確

立

さ

れ

て

い
く

こ

と

、
追

放

解

除

に

よ

り

戦

争

中

の
新

聞

経

営

者

た

ち

が

新

聞

社

に
復

帰
し

て

い

く

こ

と

と

、
時

期

を

同

じ

く

し

て

い
る

。
「
そ

れ

ゆ

え

戦

争

直

後

の

マ
ス

幽・
コ

ミ

は

、

あ

の

新

し

さ

と

水

々
し

さ

と

は

、
寧

ろ

、

こ

ち

ら

が

好

ん

で

陥

っ
た

錯

覚

と

見

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
」

(
一
⑩
㎝
ω
り
トσ
α
O
)
、
な

に

ひ

と

つ
変

化

し

な

い
の

が
当

然

だ

っ
た

の
だ

、

と

清

水

は

い
う

。

依

然

と

し

て

「
マ

ス

・
コ
ミ

は

支

配

階

級

の
手

先

と

し

て

の
機

能

を

十

分

に

果

し

て
「い
る

」
と

い
う

認

識

。
し

て

み

れ

ば

、

講

和

問

題

に

さ

い
し

て

日

本

の
新

聞

の
と

っ
た
態

度

も

、

逆

に
よ

く

理

解

で
き

る

こ

と

に
な

る

。

だ

が

、

そ

こ

で

置

き

去

り

さ

れ

て

い
く

も

の

が
あ

る

の
を

忘

れ

て

は

な

ら

な

い
。
そ

れ

は

平

和

を

願

う

「
民

衆

」
で

あ

り

、
「
多

く

の
民

衆

は

マ

ス

・
コ
ミ

の

波

に

も

ま

れ

て

、
孤

独

と

絶

望

の

底

に

沈

み

か

け

て

い

る

」

(
一
㊤
α
ω
"
bσ
刈
bQ
)
清

水

は

そ

う

い
う

の

で
あ

る

。
清

水

の
論

理

を

厳

密

に

た

ど

っ

て

み

る

な

ら

、
「
カ

ス
」
、
「
モ

ヤ

モ

ヤ

」
を

内

面

に
有

し

た
ま

ま

旧

支

配

階

級

の

復

帰

を

支

え

て

い
る

「
民

衆

」

と

、
清

水

が

平

和

運

動

の
な

か

で

全

面

講

和

を

、訴

え

た

「
民

衆

」

と

、

二

つ
の

「
民

衆

」

の
イ

メ

ー

ジ

が

重

な

り

、

分

離

し

て

い
る

。

清

水

じ

し

ん

の
う

ち

で

「
民

衆

」

評

価

の
軸

が

揺

れ

て

い
る

の
が

認

め

ら

れ

よ

う

。

「
庶

民

」

は

、

こ

の

二

つ

の

「
民

衆

」

イ

メ

ー

ジ

の
う

ち

で

、
・
清

水

が

後

者

を

選

択

し

た

と

い
う

こ

と

で
な

い
だ

ろ

う

か
。

だ

か
ら

、

清

水

は
知

識

人

と
し

て

、

内

灘

の
基

地

拡

張

反

対

斗

争

を

は

じ

め

と
す

る

運

動

に

と

び

こ

み

、

民

衆

と

自

己

を

一
体

化
す

る

こ

と

が

で
き

た

、

と

い
う

こ
と

で

は

な

い

だ

ろ
う

か

。

し

か

し

、

「
庶

民

」

を

読

む

と

き

、
清

水

が

一
方

の

「
民

衆

」
イ

メ

ー

ジ

を

選

択

し

た

と

い

っ
て
割

り

切

る

に

は

、

ひ

っ
か

か

る
も

の
が

あ

る

の
も

事

実

だ

。

'
そ

こ

で

あ

げ

ら

れ

て

い

る

「
庶

民

」

の

性

格

を

と

り

あ

げ

て

み

れ

ば

よ

い
。

無

組

織

で

、
徹

底

的

に

日
常

的

で

、
「
背

伸

び

を

し

て

自

己

を

こ
え

よ

う

と

し

な

い
」

も

の

、
暗

く

悲

し

い
感

じ
。
「
庶

民

と

い
う

言

葉

と

共

に

、
私

に

は

豆

腐

屋

の
ラ

ッ

パ

の
音

が

聞

え

て
来

る

。

秋

刀
魚

を

炙

く

煙

り

が
漂

っ
て

く

る
臥

配

給

所

の
前

の
長

い
行

列

が

見

え

て

来

る

」

(
一
Φ
α
O
"
一
〇
刈
ー
Oo
)。

こ

れ

は

か
れ

が

少

年

時

代

を

過

し

た
本

所

の
人

び

と

を

原

イ

メ

ー

ジ

と

し

て

い
る

の

だ

ろ

う

か
。
《
庶

民

は

思

想

を

表

現

し

な

い
。

文
章

を

書

か
ず

、

演

壇

で
語

る

こ

と

も

し

な

い
。

庶

民

は

黙

っ
て

い
る
。

黙

っ
て

い
る

こ

と

は

、

庶

民

が

代

弁

者

の

言

を

納

得

し

て
う

け

い
れ

た

と

い
う

こ
と

で

は

な

い
。

間

接

接

触

の
世

界

で

つ
く

ら

れ

た

公

式

は

、

こ

れ

を

お

お

い

つ
く

す

こ

と

は

で

き

な

い
》

(
お
釦
ρ

冨

一
)。

言

葉

を

う

ば

わ

れ

た

民

衆

に
代

っ
て

発

言

す

る

も

の

、

と

い
う

知

識

人

論

の

テ

ー

マ
は

、

清

水

に

よ

っ
て

拒

否

さ

れ

て

い
て

、

だ

か

ら

、

知

識

人

は

「
庶

民

」

に

接

近

す

る

こ
と

は

で

き

な

い
。

し

か

し

、

清

水

に

だ
け

は

で
き

る

。

清

水

だ

け

は

こ

の
庶

民

の

ひ

と

り

な

の

で
あ

る

か
ら

。
「
私

自

身

が

庶

民

な

の

で
あ

る

。
固

よ

り

微

賤

の
生

れ

で

あ

っ
て

、

庶

民

の
衰

歓

は

、

本

当

の
と

こ

ろ

ひ

と

つ
ひ

と

つ

こ

の
胸

に
堪

え

る

の

で

あ

る

」

(
6
α
ρ

に

ト。
)
。

象

牙

の

塔

に

属

し

保

護

さ

れ

た

と

こ

ろ

で

や

っ
て

き

た

の

で

な

く

、

一
本

ど

っ
こ

の

ジ

ャ
ー

ナ

リ

ズ

ト

と

し

て

知

的

営

為

を

こ

こ
ま

で
続

け

て

き

た

と

い
う

自

負

と

、

江

東

の

下
.町

で

の

生

活

経

験

、

清

水

の

私
的

な

体

験

を

色

濃

く

お

び

て

い
る

こ

の

「庶

民

」
は

、
二

つ
の

「
民

衆

」

イ

メ

ー

ジ

の
ど

ち

ら

か

な

ど

と

は

、

も

は

や

い
え

ぬ
も

の
か

も

知

れ

な

い
。

こ

う

し

て

、
清

水

が

じ

し

ん

を

「
庶

民

」

と

完

全

に
同

一
化

し

た

と

き

、
「
民

衆

」

に

「
回

心

」

を

迫

る

と

い
う

問

題

も

消

え

て

い

っ
た
。

知

識

人

こ

そ

「
庶

民

」

の
方

に

お

り

て

く

る

べ
き

な

の

で

あ

り

、
新

し

い
社

会

へ
と

通

じ

て

い
る

道

は
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そ
こ
に
あ
る
、
と

い
う

こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
清
水

の
こ
の
転
回
は
中
国

共
産
党
の
影
響
に
よ
る
.
「民
衆
路
線

」
と
の
関
係
を
ぬ
き
に
し
て
は
、
考
え
ら

れ
な
い
。

は
な
は
だ
逆
説
的
な
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
、清
水
は
平
和
運
動
に
と
び
こ
み
、

最
も

「左
翼
的
」
に
な

っ
て
い
く
と

き
に
、
そ
れ
ま
で
か
れ
が
構
築
し
て
き
た

問
題
設
定
と
そ
の
た
め
の
理
論
装
置
を
放
棄
し
て
し
・ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
ひ
と

つ
の
自
殺
行
為
と
い
っ
て
よ

い
も
の
だ
が
、
そ
れ
と
ひ
き
か
え
に
清

水
は

「庶
民
」
と
い
・㌃
強
力
な
装
置
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「庶
民
」
と

い
う
装
置
は
、
戦
中
に
論
説
委
員
を
し
て
い
た
と
き
の
清
水
が
採

用
し
て
い
た

「常
識
」
と
、
同
じ
働
き
を
す
る
も
の
だ
か
ら
だ
。

こ
う
し
て
、

清
水
は

「庶
民
」
と
い
う

「神
聖
に
し
て
侵
す

べ
か
ら
ざ
る
存
在
」
を
か
れ

の

背
後
に
仮
構
し
て
、
そ
こ
に
依
拠
し

つ
つ
、
そ
こ
か
ら
自
由
自
在
に
出
撃
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
思
う

ま
ま
に
論
敵
を
う

つ
こ
と
の
で
き
る
強
力

な
装
置
を
、
清
水
は
再
び
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
今
日
、
清
水
幾
太
郎
の
も

と
で
こ
の
装
置
は
三
た
び
出
現
し
て
き
て

い
る
。
し
か
も
、
最
初
と
二
度
目
の
と
き
と
両
方
の
機
能
を
備
え
、
さ
ら
に

「
日

本
の
大
地
」
と
結
び
つ
い
た
か

っ
て
以
上
に
強
力
な
も
の
と
な

っ
て
。
三
た
び

出
現
し
て
く
る
に
あ
た

っ
て
は

「安

保
戦
争
の
不
幸
な
主
役
た
ち
」
(
『中
央
公

論
』
、

一
九
六
〇
年
九
月
)
か
ら

『
現
代
思
想
』
、
「
天
皇
論
」
(
『諸
君
』
、

一
九

七
三
年
三
月

)、
『倫
理
学
ノ
ー
ト
』
と
い
う
よ
う
に
続
く
、
屈
折
し
た
プ

ロ
セ

ス
が
存
在
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
を
語
る
の
は
ま
た
別

の
課
題
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、今
日
の
清
水
の
レ
ト
リ

ッ
ク
の
完
成
が
、理
論
の
坐
折
と
同
時
で
あ

っ

た
の
を
理
解
す
れ
ば
、
十
分
な
の
で
あ
る
。

、

《
文
献

》

清
水

幾
太
郎

、

一
九

四
〇

、
『組

織

の
条

件

』
、
(
「
思
想

と
行

動

」
二

九
三
九

年

十

一
月

と

「
学

問
の

効
用

と
権
威

」
一
九

四
〇

年

八

月

と
は

こ

の
著

作

か
ら

引

用

V。

、

一
九
五

〇

、
『
私

の
社
会

観

』
、
(
「
匿
名

の
思
想

」

一
九

四
八

年

九
月

、

「庶

民
」

一
九
五

〇
年

一
月

、
お

よ

び

「
運
命

の
岐
路

に
立

ち

て
」

一

九
五

〇
年

は

、

こ
の
著
作

か

ち
引

用

)。

`

、

一
九
五

三

、
「
マ
ス

・
コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン
」

(
『
日
本

資

本

主
義

講
座

』
、
第
三

巻

〉。

、

一
九

七

五
、

『
わ

が
人
生

の
断

片
』

(上

、
下

)。

、

一
九

七
八

a
、

『
オ
ー
ギ

ュ
ス
ト

・
コ
ン
ト

』

、

一
九

七
八

b

、
「
戦
後

を
疑

う

」
(
『中

央

公
論

』
、

一
九

七
八
年

六
月

)
〔本
稿

は

、

一
九

七
八

年
十

月

に
松

山
商

科
大
学

で
開

催

さ
れ

た

日
本

社

会

学
会
第
五
十

一
回
大
会
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
.
「
知
識

人
論

」

に
お

い
て
、

コ
メ

ン
テ

イ

タ
ー

と
し

て
発
言

し

た
と

き

の
原
稿

に

、
若

干

の
増
補

を
行

い
、
書

き

か
え

た
も

の
で
あ

る
〕
。

ぜ

.
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