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赤
澤
は
、
戦
後
思
想
や
知
識
人
の
問
題
を
考
察
す
る
と
き
、
日
高
六
郎

の
「
折
々
の
発
言
」
が
示
唆
的
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。「
日
高
の
議
論

は
、
日
本
の
民
衆
の
巨
大
な
歴
史
的
体
験
を
重
視
し
、
そ
れ
が
優
先
的
価

値
を
選
択
さ
せ
る
根
拠
に
な
っ
て
い
る
と
捉
え
る
も
の
で
、
そ
の
歴
史
的

体
験
に
は
、
戦
争
体
験
と
高
度
経
済
成
長
に
よ
る
生
活
の
変
化
が
あ
る
と

す
る
も
の
で
あ
る
」（
一
三
頁
）
と
い
う
よ
う
に
。「
戦
後
」
と
い
う
枠
組

み
を
用
い
る
と
き
、
ど
う
し
て
も
「
戦
争
体
験
」
に
力
点
が
置
か
れ
る
こ

と
が
多
い
。
だ
が
、「
高
度
経
済
成
長
」
の
も
た
ら
し
た
「
生
活
変
化
と

意
識
変
化
」（
一
二
頁
）
の
問
題
は
、「
戦
後
知
識
人
と
民
衆
観
」
を
検
討

す
る
と
き
、
今
後
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
書
で
は
、
赤
澤
の

藤
田
省
三
論
が
こ
の
問
題
を
考
え
る
糸
口
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。

 
（
大
阪
商
業
大
学
教
授
）

知
識
人
と
は
何
か 

─
出
原
政
雄
編
『
戦
後
日
本
思
想
と
知
識
人
の
役
割
』
評

黒
川　

み
ど
り

　

本
書
は
、
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
に
設
け
ら
れ
た
研
究
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
「
戦
後
日
本
思
想
の
総
合
的
研
究
」（
二
〇
一
〇
年
四
月
〜
一
三
年

三
月
）
の
一
六
本
の
成
果
論
文
集
で
あ
り
、
以
下
の
内
容
か
ら
成
る
。

　
　

序
論 

戦
後
日
本
思
想
へ
の
新
た
な
関
心
の
高
ま
り
（
出
原
政
雄
）

　

第
一
部　

天
皇
制
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
ア
ジ
ア

第
1
章 

藤
田
省
三
の
戦
後
天
皇
制
論
（
赤
澤
史
朗
）
／
第
2
章 

橋

川
文
三
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
（
平
野
敬
和
）
／
第
3
章 

竹
内
好
の

「
ア
ジ
ア
」「
中
国
」「
日
本
」（
萩
原
稔
）
／
第
4
章
「
対
米
自
主
」

の
思
想
（
望
月
詩
史
）

　

第
二
部　

平
和
思
想
・
市
民
主
義
・
社
会
科
学

第
5
章 

矢
内
原
忠
雄
の
戦
後
平
和
思
想
（
出
原
雅
雄
）
／
第
（
章 

生
活
綴
方
運
動
と
民
衆
の
思
想
（
長
妻
三
佐
雄
）
／
第
7
章 

内
田
義

彦
に
お
け
る
社
会
認
識
の
「
生
誕
」（
田
中
和
男
）

　

第
三
部　

自
由
主
義
と
変
革
思
想

第
8
章 

多
田
道
太
郎
の
自
由
主
義
（
根
津
朝
彦
）
／
第
（
章
「
悔
恨

共
同
体
」
の
断
層
（
織
田
健
志
）
／
第
10
章
「
戦
後
思
想
」
に
お
け

る
転
向
論
（
福
家
崇
洋
）

　

第
四
部　

戦
後
文
学
の
思
想

第
11
章 

出
発
点
と
し
て
の
「
政
治
と
文
学
」
論
争
（
岩
本
真
一
）
／

第
12
章 

昭
和
の
記
憶
と
幕
末･

維
新
の
「
物
語
」（
竹
本
知
行
）

　

第
五
部　

福
祉･

ジ
ェ
ン
ダ
ー･

反
戦
・
沖
縄

第
13
章 

社
会
連
帯
思
想
の
戦
前･

戦
後
（
池
本
美
和
子
）
／
第
14
章

公
娼
廃
止
後
の
廃
娼
運
動
（
林
葉
子
）
／
第
15
章 

ベ
ト
ナ
ム
反
戦
か

ら
内
な
る
ア
ジ
ア
へ
（
黒
川
伊
織
）
／
第
1（
章 

沖
縄
独
立
論
の
検
討

（
櫻
澤
誠
）

　

本
書
は
、「
戦
後
日
本
の
「
知
識
人
」」
を
「
広
く
解
釈
」
し
、
①
戦
前

か
ら
の
著
名
な
知
識
人
、
②
戦
後
言
論
界
を
代
表
す
る
よ
う
な
知
識
人
、

③
名
前
の
知
ら
れ
た
学
者
で
あ
る
が
、
ま
だ
本
格
的
研
究
が
少
な
い
知
識
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211　対　話

人
、
④
市
民
運
動
や
沖
縄
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
社
会
福
祉
な
ど
の
戦
後
的
課

題
の
中
で
発
見
さ
れ
た
行
動
す
る
知
識
人
、
の
四
パ
タ
ー
ン
に
分
類
さ
れ

る
幅
広
い
知
識
人
を
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。

　
「「
戦
後
日
本
思
想
」
の
考
察
の
系
譜
」
が
、
第
一
期
／
一
九
七
五
年
ご

ろ
か
ら
始
ま
る
「
戦
後
思
想
」
研
究
、
第
二
期
／
一
九
八
〇
年
代
以
後
の

「
戦
後
精
神
」、
近
年
の
「
戦
後
知
」
研
究
、
そ
し
て
第
三
期
／
九
〇
年
代

に
お
け
る
丸
山
眞
男
ら
著
名
な
「
知
識
人
」
を
軸
と
し
た
研
究
と
整
理
さ

れ
、
そ
の
な
か
で
本
書
は
、「
戦
後
日
本
思
想
の
様
々
な
テ
ー
マ
に
つ
い

て
有
名
無
実
を
問
わ
ず
主
と
し
て
戦
後
に
活
躍
し
た
知
識
人
の
役
割
に
注

目
し
て
考
察
し
た
点
で
は
一
九
九
〇
年
代
以
後
の
「
戦
後
知
識
人
」
研
究

に
連
な
る
」（
四
頁
）
と
い
う
。
個
々
の
知
識
人
に
つ
い
て
、
戦
前･

戦

中
と
戦
後
の
相
互
関
係
、
一
九
五
〇
年
代
の
言
論
活
動
、
の
二
つ
に
着
目

し
て
論
じ
ら
れ
る
（「
序
論
」）。

　

実
際
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
知
識
人
は
ま
さ
し
く
多
岐
に
及
ん
で
お

り
、
藤
田
省
三
、
橋
川
文
三
、
竹
内
好
、
鶴
見
俊
輔
と
い
っ
た
戦
後
の
代

表
的
知
識
人
か
ら
、
戦
後
に
行
わ
れ
て
き
た
「
転
向
」
研
究
、
中
野
重
治

ら
の
「
政
治
と
文
学
」
論
争
に
関
わ
る
文
学
、「
国
民
文
学
」
を
代
表
す

る
司
馬
遼
太
郎
、
そ
し
て
社
会
連
帯
思
想
、
廃
娼
運
動
、
べ
平
連
な
ど
市

民
運
動
な
ど
に
関
わ
る
も
の
ま
で
広
範
囲
に
わ
た
る
。

　

第
一
部
か
ら
第
五
部
ま
で
の
腑
分
け
は
一
六
論
文
を
ま
と
め
る
た
め
の

便
宜
的
な
要
素
が
強
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
個
別
に
論
文
に
つ
い
て
見
て

い
く
。

　

第
1
章
赤
澤
論
文
は
、
藤
田
省
三
の
天
皇
制
論
を
通
し
て
国
民
主
権
の

下
で
、
本
来
存
在
理
由
を
欠
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
天
皇
制
が
受
け

入
れ
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
を
問
う
て
お
り
、
第
2
章
平
野
論
文
は
、
橋
川

文
三
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
を
、
戦
争
体
験
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
位
置

づ
け
た
。
第
3
章
萩
原
論
文
は
、
改
め
て
竹
内
好
の
「
ア
ジ
ア
」
論
・

「
中
国
」
論
を
問
い
、
ま
た
第
4
章
望
月
論
文
は
、
戦
後
の
石
橋
湛
山
の

対
外
認
識
を
「
対
米
自
主
」
と
称
し
、
そ
の
意
義
を
論
じ
た
。
戦
後
の
矢

内
原
忠
雄
の
「
平
和
思
想
」
を
描
き
出
し
た
第
5
章
出
原
論
文
、
そ
し
て

鶴
見
俊
輔
の
東
井
義
雄
論
を
と
お
し
て
生
活
綴
り
方
運
動
を
論
じ
た
第
（

章
長
妻
論
文
と
続
き
、
第
7
章
田
中
論
文
は
、
内
田
義
彦
の
社
会
科
学
認

識
を
追
っ
た
。
第
8
章
根
津
論
文
は
、
多
田
道
太
郎
の
「
自
由
主
義
論
」

を
、
第
（
章
織
田
論
文
は
、「
悔
恨
共
同
体
」
に
着
目
し
、
長
谷
川
如
是

閑
と
中
野
重
治
を
論
じ
た
。「
戦
後
思
想
」
に
お
け
る
転
向
論
を
と
り
あ

げ
た
第
10
章
福
家
論
文
は
、
転
向
論
を
幅
広
く
見
渡
し
て
腑
分
け
を
行
っ

た
も
の
で
あ
る
。
続
く
二
つ
の
章
は
文
学
を
取
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
り
、

第
11
章
岩
本
論
文
は
、
中
野
重
治
に
焦
点
を
当
て
、「
政
治
と
文
学
」
論

争
の
と
ら
え
返
し
を
行
っ
た
。
第
12
章
竹
本
論
文
は
、「
国
民
作
家
」
司

馬
遼
太
郎
の
再
評
価
を
試
み
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

な
か
で
も
、
藤
田
の
思
想
と
天
皇
制
論
の
双
方
に
、
従
来
論
じ
ら
れ
て

こ
な
か
っ
た
側
面
か
ら
光
を
当
て
た
赤
澤
論
文
、
そ
し
て
「
キ
リ
ス
ト
教

的
普
遍
主
義
」
と
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
使
命
意
識
」
と
の
相
克
を
追
い
な
が

ら
矢
内
原
を
論
じ
た
出
原
論
文
、
そ
し
て
、
鶴
見
の
東
井
論
か
ら
知
識
人

と
民
衆
の
あ
り
方
に
つ
い
て
「
そ
の
ど
ち
ら
か
が
相
手
を
導
く
と
い
う
関

係
と
は
異
な
る
関
係
」（
一
四
一
頁
）
を
提
示
し
た
長
妻
論
文
は
、
と
も
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に
丁
寧
な
論
証
で
示
唆
に
富
む
知
識
人
論
と
し
て
受
け
と
め
た
。

　

そ
れ
ら
一
連
の
論
文
と
は
性
格
を
異
に
し
、
諸
運
動
・
社
会
問
題
を
め

ぐ
る
動
向
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
括
ら
れ
て
い
る
の
が
第
五
部
で
あ
る
。

第
13
章
池
本
論
文
は
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
導
入
し
た
「
社
会
連
帯
思
想
」
の

変
遷
を
戦
前
戦
後
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
、
戦
後
は
と
く
に

糸
賀
一
雄
を
中
心
に
据
え
、
歴
史
学
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な

い
「
社
会
連
帯
思
想
」
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
変
遷
が
示
さ
れ
て
い
る
。

第
14
章
林
論
文
は
、
売
春
防
止
法
制
定
過
程
の
女
性
議
員
た
ち
に
焦
点
を

充
て
、
そ
の
経
過
や
そ
こ
に
内
在
す
る
問
題
を
丁
寧
に
追
っ
た
も
の
で
あ

り
、
従
来
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
は
な
く
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

が
多
か
っ
た
。
第
15
章
黒
川
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
研
究
の
な
か
っ
た
べ
平

連
運
動
の
神
戸
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
1（
章
櫻

澤
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
焦
点
が
十
分
に
充
て
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
大
宜
見

朝
徳
の
独
立
論
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
、
林
論
文
と
同
様
、
と
り
わ
け

研
究
史
上
の
意
義
が
大
き
く
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
多
か
っ
た
。

　

紙
幅
の
制
約
も
あ
り
す
べ
て
の
論
文
に
つ
い
て
は
言
及
で
き
な
い
が
、

本
書
は
こ
れ
ら
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
し
て
冒
頭
で
も
言
及
し
た

と
お
り
、「
戦
後
日
本
思
想
」
の
研
究
成
果
の
集
成
で
あ
る
た
め
、
狭
義

の
知
識
人
論
と
し
て
論
じ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
、
以
下
に
、
い
く
つ
か

気
の
つ
い
た
点
を
提
示
し
た
い
。

　

第
一
に
、
従
来
、
研
究
対
象
に
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
「
保
守
」

の
立
場
を
も
含
む
多
様
な
知
識
人
を
と
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
、
本
書
の

大
き
な
特
徴
と
い
え
よ
う
。
戦
後
の
石
橋
湛
山
の
外
交
政
策
に
焦
点
を
充

て
た
第
4
章
望
月
論
文
、
多
田
道
太
郎
の
「
自
由
主
義
」
を
論
じ
た
第
8

章
根
津
論
文
、
戦
後
の
長
谷
川
如
是
閑
の
「
日
本
人
」
論
に
注
目
し
た
第

（
章
織
田
論
文
、
そ
し
て
「
国
民
作
家
」
と
し
て
司
馬
遼
太
郎
を
論
じ

た
第
12
章
竹
本
論
文
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。「
保
守
」
に
注
目
し
た
の

は
、
編
者
が
萩
原
延
壽
の
「「
革
新
」
が
自
己
を
鍛
え
る
た
め
に
は
あ
え

て
「
現
代
の
享
受
」
に
傾
く
「
保
守
」
の
挑
戦
を
受
け
て
み
る
必
要
が

あ
る
」
と
の
提
言
を
引
き
つ
つ
、「
革
新
」
と
「
保
守
」
の
両
者
を
含
む

「
知
識
人
の
役
割
」
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
個
々
の
論
文
で
は
、
大
杉
栄
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
ま
で
視

野
に
入
れ
る
多
田
道
太
郎
の
「
自
由
主
義
」
が
、「
戦
後
史
の
文
脈
の
中

で
…
…
ど
の
よ
う
に
位
置
付
く
の
か
は
次
な
る
課
題
と
し
た
い
」
と
あ
り

（
根
津
論
文
）、
む
し
ろ
そ
の
点
こ
そ
が
提
示
さ
れ
る
と
よ
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
あ
る
い
は
織
田
論
文
は
、「
如
是
閑
が
戦
後
に
展
開
し
た
議
論

を
、
古
き
良
き
「
日
本
」
へ
の
愛
着
を
説
く
「
保
守
的
」
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
と
し
て
切
り
捨
て
る
こ
と
は
、
む
ろ
ん
容
易
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
ナ

シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
や
共
同
性
を
め
ぐ
る
問
い
は
、
理
性
や
合
理
的
な
判
断
で

割
り
切
れ
る
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
自
民
族
中
心
主
義
の
誘
惑
と
底
な

し
の
懐
疑
論
の
危
険
に
耐
え
な
が
ら
、
日
本
人
の
共
同
性
を
問
い
つ
づ
け

た
如
是
閑
の
試
み
は
、
そ
の
失
敗
も
含
め
て
、
決
し
て
他
人
事
で
は
済

ま
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
」（
二
二
二
頁
）
と
結
び
、
本
文
中
で
は
学
ぶ
べ

き
興
味
深
い
指
摘
も
多
か
っ
た
が
、「
新
ら
し
き
規
範
意
識
」（
丸
山
眞
男
、

二
〇
七
頁
）
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
戦
後
の
転
向
後
の
長
谷
川
の
「
日
本

人
論
」
に
注
目
し
、
そ
れ
に
批
判
を
加
え
る
こ
と
な
く
論
を
終
え
て
し
ま
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っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
る
知
識
人
を
ど
う
と
ら
え
れ
ば
い
い

の
だ
ろ
う
か
、
と
の
疑
問
が
残
る
。
司
馬
遼
太
郎
に
つ
い
て
論
じ
た
竹
本

論
文
に
つ
い
て
も
、「「
画
一
化
」
の
く
び
き
を
脱
し
た
日
本
人
の
多
様

性
」
を
打
ち
出
し
、「「
真
実
」
と
し
て
の
幕
末･

維
新
の
国
民
国
家
建
設

の
ス
ト
ー
リ
ー
を
提
示
し
た
」（
二
九
〇
頁
）
と
し
て
評
価
す
る
な
ら
ば
、

こ
れ
ま
で
中
村
政
則
を
は
じ
め
と
す
る
歴
史
家
た
ち
が
「
司
馬
史
観
」
批

判
を
行
っ
て
き
た
こ
と
と
ど
う
対
峙
す
る
の
だ
ろ
う
か
と
の
問
い
を
発
し

た
く
な
る
。
そ
の
よ
う
な
点
を
は
じ
め
、
先
行
研
究
に
対
す
る
応
答
も
ほ

し
か
っ
た
。

　

第
二
に
、
そ
れ
ら
に
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
発
掘
さ
れ
再
評

価
さ
れ
る
、
主
と
し
て
「
保
守
」
思
想
が
戦
後
思
想
の
な
か
で
持
つ
意
味

の
追
究
が
な
さ
れ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
な
い
と
、
と

も
す
る
と
「
保
守
」
思
想
の
ま
る
ご
と
肯
定
と
も
と
ら
れ
か
ね
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。「
保
守
」
思
想
に
限
ら
ず
全
体
を
つ
う
じ
て
権
力
と
対

峙
す
る
「
政
治
」
の
観
点
が
比
較
的
稀
薄
で
、「
権
力
と
の
緊
張
関
係
を

も
た
ず
に
非
政
治
的
に
「
内
的
自
由
」
を
探
求
す
る
傾
向
を
有
し
た
」
と

い
う
、
根
津
論
文
（
一
八
〇
頁
）
の
大
正
教
養
主
義
に
つ
い
て
の
指
摘
と
、

あ
る
意
味
で
相
通
ず
る
点
が
生
じ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

　

第
三
に
、
そ
の
こ
と
は
、
本
書
所
収
論
文
の
多
く
が
、「
知
識
人
で
あ

る
こ
と
」
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
選
び
と
っ
た
研
究
対
象
と

向
き
合
っ
て
い
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
よ
う
。

　

私
た
ち
は
、『
戦
後
知
識
人
と
民
衆
観
』
の
「
は
じ
め
に
」（
赤
澤
史
朗

執
筆
）
に
お
い
て
、「
私
た
ち
が
も
し
「
戦
後
知
識
人
論
」
と
い
う
も
の

を
構
想
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
民
衆
へ
の
向
き
合
い
方
を
検
討
し
、
民
衆
へ

の
距
離
の
意
識
と
、
逆
に
民
衆
に
対
す
る
共
感
を
手
が
か
り
に
、
そ
の
知

識
人
と
し
て
の
生
成
と
変
転
の
過
程
を
明
ら
か
に
出
来
な
い
か
と
考
え

た
」
と
記
し
た
よ
う
に
、
民
衆
と
の
向
き
合
い
方
の
な
か
で
知
識
人
と
民

衆
と
い
う
線
が
ど
こ
に
引
か
れ
、
引
き
直
さ
れ
る
の
か
を
問
う
て
き
た
。

そ
の
上
で
、
狭
義
の
知
識
人
に
限
ら
ず
、
高
等
教
育
を
受
け
た
か
否
か
と

は
別
に
、
地
域
の
諸
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
や
民
衆
の
現
場
を
見
つ
め
る
発
信

者･

表
現
者
を
含
め
て
、
知
識
人
を
「
広
く
捉
え
」
て
同
書
を
編
ん
だ
。

お
そ
ら
く
は
本
書
と
そ
の
点
で
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
本
書
で
は
、

私
た
ち
が
射
程
に
入
れ
た
以
上
に
、
幅
広
く
研
究
対
象
を
広
げ
る
こ
と
に

も
な
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
メ
リ
ッ
ト
も
ま
た
大
き
い
に
ち
が
い

な
く
、
そ
れ
を
承
知
で
あ
え
て
述
べ
る
と
す
れ
ば
、
今
日
、
知
識
人
の
不

在
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
く
、
ま
た
思
想
史
研
究
に
お
い
て
も
、

か
つ
て
の
知
識
人
論
や
民
衆
思
想
史
の
研
究
成
果
が
批
判
的
に
せ
よ
継
承

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
傾
向
が
強
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
権
力
、

そ
し
て
そ
の
権
力
関
係
な
か
に
生
き
る
民
衆
と
の
関
わ
り
が
強
く
意
識
さ

れ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
序
論
」
に
お
い
て
も
、
竹
中

佳
彦
の
「
冷
戦
の
終
結
や
ソ
連
の
解
体
、「
五
五
年
体
制
」
の
崩
壊
に
よ

っ
て
、
保
革
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
の
意
味
が
失
わ
れ
た
と
い
わ
れ
る
現
在

だ
か
ら
こ
そ
…
…
理
念
を
提
示
す
る
知
識
人
が
必
要
だ
」
と
い
う
提
起
へ

の
共
鳴
が
表
明
さ
れ
て
お
り
（
三
頁
）、「
国
家
秩
序
」
と
の
関
わ
り
に
お

い
て
そ
の
理
念
、
そ
し
て
そ
れ
の
も
つ
意
味
づ
け
が
明
瞭
に
出
さ
れ
る
と
、
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よ
り
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
書
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
若
手
研
究
者
も
含

め
て
の
共
同
研
究
の
成
果
と
い
う
性
格
を
強
く
も
っ
て
お
り
、
必
ず
し

も
「
知
識
人
」
論
に
絞
り
込
ん
だ
共
同
研
究
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。

そ
う
し
た
論
集
の
役
割
も
大
き
く
、
思
想
史･

文
化
史
の
研
究
状
況
に
照

ら
し
て
も
、
新
た
な
足
跡
を
残
す
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
い

え
よ
う
。

追
記　

本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、『
戦
後
知
識
人
と
民
衆
観
』
の
共
編

者
で
あ
る
赤
澤
史
朗
、
北
河
賢
三
の
両
氏
か
ら
ご
意
見
を
う
か
が
っ
て

参
考
に
し
、
黒
川
の
責
任
に
お
い
て
執
筆
し
た
。

 

（
静
岡
大
学
教
授
）
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