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今
日
、
日
本
の
民
主
化
の
課
題
に
対
し
て
、
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
が
感
じ
て
い
る
最
も
大
き

い
困
難
は
、
ど
う
い
う
性
質
の
も
の
だ
ろ
う
か
。

　
ひ
と
く
ち
に
云
い
あ
ら
わ
せ
ば
、
そ
れ
は
、
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
非
常
に
大
部
分
の
ひ
と

が
、
自
分
た
ち
め
い
め
い
の
一
生
に
と
っ
て
、
日
本
の
民
主
化
が
ど
ん
な
に
血
肉
的
な
影
響
を
も
つ
も
の

で
あ
る
か
と
い
う
事
実
を
ま
だ
実
感
と
し
て
い
な
い
点
で
あ
り
、
同
時
に
、
民
主
主
義
社
会
の
建
設
の
た

め
に
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
は
、
歴
史
の
上
か
ら
も
ど
の
位
重
大
な
任
務
を
負
う
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
を
、
十
分
自
覚
し
て
い
な
い
点
に
あ
る
と
思
う
。

　
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
性
格
は
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
、
今
日
に
お
い
て
独
特
で
あ
り
、
他
の

国
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
と
ち
が
う
複
雑
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
日
本
の
明
治
か
ら
の
精
神
史

を
か
え
り
み
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
苦
悩
は
、
い
つ
で
も
、
そ
の
時
代
と

人
と
の
う
ち
に
あ
る
進
歩
的
な
要
素
と
封
建
的
な
要
素
と
の
相
剋
で
あ
っ
た
。
ど
ん
な
文
学
者
で
も
、
そ

の
作
家
が
真
率
な
生
活
感
情
と
時
代
感
覚
を
も
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
相
剋
は
作
品
に
も
歴
然
と
あ
ら
わ
れ

た
し
、
そ
の
生
死
に
も
か
か
わ
っ
て
来
て
い
た
。
透
谷
、
二
葉
亭
、
独
歩
、
漱
石
、
鴎
外
、
芥
川
龍
之
介
、

有
島
武
郎
、
小
林
多
喜
二
な
ど
の
例
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
、
こ
の
事
実
を
語
っ
て
い
る
。
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今
日
、
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
も
っ
て
い
る
苦
悩
は
、
日
本
の
歴
史
の
そ
の
よ
う
な
系
統
を

ひ
い
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
内
容
は
変
化
し
て
来
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
自
覚
さ
れ

て
い
る
苦
悩
の
心
理
に
お
い
て
も
変
化
し
て
い
る
。
日
本
が
こ
の
十
数
年
間
、
戦
争
強
行
の
目
的
の
た
め

に
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
が
知
識
人
と
し
て
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
存
在
機
能
を
奪
っ
て
い
た
こ
と
が
、

そ
の
変
化
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
主
的
な
判
断
と
い
う
も
の
と
、
自
主
的
に
社
会
生
活
を

営
む
自
由
と
を
人
民
一
般
が
奪
わ
れ
て
い
た
と
き
、
ど
う
し
て
知
識
人
が
、
知
識
人
た
り
得
た
で
あ
ろ
う
。

す
べ
て
の
知
識
、
す
べ
て
の
合
理
的
探
究
、
価
値
評
価
と
し
て
の
批
判
は
封
鎖
さ
れ
て
い
た
。
在
る
も
の

は
、
権
力
の
強
制
と
、
そ
の
強
制
を
可
能
な
ら
せ
て
い
る
日
本
の
軍
国
的
な
封
建
的
な
社
会
の
雰
囲
気
と
、

知
識
人
た
る
自
覚
を
放
棄
し
た
一
民
衆
と
し
て
の
忍
苦
し
か
な
か
っ
た
。
似え
非せ
学
者
、
似
非
作
家
、
似
非

イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
恥
知
ら
ず
な
戦
争
協
力
に
た
い
し
て
、
声
に
出
せ
な
い
眼
を
き
つ
く
働
か
し
て
、

そ
れ
に
反
撥
し
、
そ
れ
を
非
難
し
て
い
た
人
々
も
、
知
識
人
の
中
に
は
数
が
少
く
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
九
四
五
年
八
月
以
後
、
民
主
主
義
化
が
日
本
の
課
題
と
し
て
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
半
ば
封
建
の
闇
か
ら
ぬ
け
出
て
い
て
、
し
か
も
、
封
建
的
重
圧
の
た
め
に
脚
を
と
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
最
も
痛
切
に
自
覚
し
て
い
る
筈
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
層
こ
そ
、
雀
躍
し
て
、
自
分
の
踝
く
る
ぶ
しの
鎖
を

た
ち
切
る
た
め
に
活
動
す
る
だ
ろ
う
と
期
待
さ
れ
た
。
し
か
し
、
現
実
は
、
単
純
に
そ
う
動
い
て
来
て
い
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な
い
。
民
主
主
義
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
漠
然
た
る
懐
疑
め
い
た
も
の
が
瀰
漫
し
て
い
る
。
民
主
主
義

と
い
う
声
に
抵
抗
す
る
心
理
も
一
部
の
知
識
人
の
雰
囲
気
と
し
て
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
ど
こ
ま
で

も
心
理
と
し
て
、
雰
囲
気
と
し
て
も
た
れ
て
い
て
、
そ
の
社
会
的
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
科
学
的
な
分
析
を

加
え
ら
れ
る
こ
と
さ
え
も
民
主
主
義
そ
の
も
の
へ
の
懐
疑
と
ひ
っ
く
る
め
て
、
肯
う
け
がお
う
と
し
な
い
が
ん
こ

な
、
い
こ
じ
な
心
理
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
は
、
ど
う
い
う
わ
け
な
の
だ
ろ
う
。
君
ら
に
、
こ
の

社
会
が
ど
う
出
来
る
の
だ
。
俺
は
俺
な
り
に
生
き
て
ゆ
く
ん
だ
。
放
っ
て
お
い
て
く
れ
。
そ
う
い
う
気
持

が
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
ら
し
い
観
念
哲
学
や
芸
術
論
に
托
し
て
表
現
さ
れ
て
も
い
る
。

　
戦
争
中
の
知
性
の
殺
戮
は
兇
猛
で
あ
っ
た
。
兵
隊
、
徴
用
に
ゆ
く
か
、
監
獄
に
ゆ
く
か
、
二
つ
に
一
つ

し
か
な
い
よ
う
な
有
様
で
あ
っ
た
。
各
自
の
精
神
が
ど
ん
な
に
そ
れ
を
軽
蔑
し
て
い
よ
う
と
も
強
権
と
肉

体
へ
の
暴
力
で
、
特
定
の
権
力
と
目
的
と
に
し
た
が
え
さ
せ
ら
れ
た
。
本
郷
の
帝
国
大
学
の
あ
る
本
富
士

警
察
の
留
置
場
、
学
校
の
多
い
西
神
田
署
の
留
置
場
な
ど
は
、
東
京
の
警
察
の
乱
暴
な
留
置
場
の
中
で
も
、

最
も
看
守
の
粗
暴
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
帝
大
の
学
生
そ
の
ほ
か
諸
学
校
学
生
で
、
社
会
科
学
の
研
究
を

し
て
い
る
く
ら
い
の
青
年
た
ち
と
、
条
理
に
お
い
て
論
判
し
た
ら
、
看
守
は
決
し
て
理
に
立
っ
て
自
分
を

権
威
づ
け
ら
れ
な
い
。
彼
等
は
こ
の
事
実
を
見
ぬ
い
て
い
た
。
そ
れ
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
留
置
場
で
は
、

理
屈
を
云
わ
せ
な
い
た
め
に
、
一
寸
し
た
口
ご
た
え
を
し
よ
う
と
し
て
も
、
看
守
は
そ
の
留
置
人
を
コ
ン
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ク
リ
ー
ト
の
廊
下
へ
ひ
き
ず
り
出
し
て
、
古
タ
イ
ヤ
や
皮
帯
で
、
血
の
出
る
ま
で
、
そ
の
人
た
ち
が
意
気

沮
喪
す
る
ま
で
乱
打
し
て
、
ヤ
キ
を
入
れ
た
。
殴
る
者
の
い
な
い
と
き
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
留
置
場
の

扉
を
う
っ
て
歩
い
て
、
そ
こ
に
刑
具
の
あ
る
こ
と
を
示
威
し
た
。
軍
隊
の
ビ
ン
タ
は
、
個
人
の
自
尊
心
、

個
性
の
自
覚
、
個
人
の
権
利
の
観
念
を
、
そ
の
頭
か
ら
は
た
き
出
す
た
め
に
行
わ
れ
た
。
日
本
の
イ
ン
テ

リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
は
、
こ
う
い
う
留
置
場
の
皮
帯
も
、
軍
隊
の
ビ
ン
タ
も
、
す
べ
て
を
直
接
に
、
或
は
間
接

に
肉
体
に
う
け
て
生
活
し
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
ひ
と
と
お
り
そ
う
い
う
脅
迫
的
な
権
力
が
崩

壊
し
た
と
き
、
日
本
の
知
識
人
は
、
は
じ
め
て
お
お
っ
ぴ
ら
に
自
身
の
侮
蔑
を
表
現
し
、
憎
悪
を
示
し
、

そ
れ
に
つ
ば
き
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
瞬
間
が
す
ぎ
て
、
次
に
自
分
た
ち
の
日
本
の
民
主
化
と
い
う
課
題
に
向
っ
た
と
き
、
既
往
の
権
力

に
示
し
た
侮
蔑
、
憎
悪
の
感
情
は
ど
う
い
う
発
展
を
遂
げ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
見
お
と
す
こ
と
の
出
来

な
い
深
刻
な
内
面
的
危
機
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
と
し
て
歴
史
的
な
危
機
で

も
あ
っ
た
。
民
主
主
義
運
動
の
伝
統
の
貧
し
い
、
そ
れ
ほ
ど
封
建
的
な
要
素
の
多
い
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ゲ

ン
ツ
ィ
ア
は
、
人
間
と
し
て
全
く
当
然
な
自
然
発
生
の
欲
求
か
ら
、
生
命
の
安
定
を
さ
え
剥
奪
し
て
来
た

既
往
の
権
力
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
否
定
、
拒
否
は
明
瞭
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
民
主
化
へ
の
欲

求
の
上
に
立
っ
て
発
動
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
云
い
難
か
っ
た
。
堰
い
っ
ぱ
い
に
充
ち
て
来
て
い
る
民
主
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的
要
求
の
潮
が
バ
ネ
と
な
っ
て
、
つ
よ
く
は
じ
き
出
さ
れ
た
既
成
権
力
へ
の
否
認
で
は
な
か
っ
た
。
余
り

非
人
間
だ
っ
た
過
去
の
方
法
に
対
し
て
そ
の
限
り
反
撥
し
否
認
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
代
る
自
分
た

ち
の
社
会
的
発
言
力
の
構
成
と
し
て
の
政
治
形
態
は
、
は
っ
き
り
つ
か
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
古
い
、
惨

虐
な
権
力
を
退
場
さ
せ
る
も
の
は
、
即
ち
自
分
た
ち
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
を
ふ
く
む
全
人
民
の
進
出
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
十
分
わ
か
っ
て
い
る
上
で
、
古
い
も
の
の
否
認
が
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

　
こ
の
こ
と
は
一
九
三
三
年
以
来
、
日
本
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
運
動
が
絶
滅
さ
せ
ら
れ
て
い
た
事

実
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
窒
息
さ
せ
ら
れ
た
あ
と
、
反
ナ
チ
の
人
民
戦
線

運
動
が
日
本
に
も
つ
た
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
封
建
的
残
滓
の
上
に
発
生
し
た
封
建
的
独
裁
に

抗
し
、
近
代
民
主
主
義
の
基
本
的
人
権
を
主
張
し
た
運
動
で
あ
っ
た
。
が
、
日
本
で
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
運
動
を
う
ち
こ
わ
し
た
治
安
維
持
法
へ
の
恐
怖
か
ら
、
人
民
戦
線
運
動
の
骨
子
で
あ
る
社
会
性
、
近

代
社
会
の
民
主
性
の
主
張
を
ぬ
き
と
っ
て
、
こ
の
人
民
戦
線
運
動
が
説
明
さ
れ
た
。
反
ナ
チ
の
運
動
は
、

決
し
て
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
遠
い
抗
議
で
な
か
っ
た
証
拠
で
あ
る
。
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
が
ナ
チ

ス
の
独
裁
へ
反
抗
を
示
す
こ
と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
日
本
の
な
か
で
益
々
独
裁
を
強
化
し
て
来
た
絶
対
主

義
体
制
へ
の
抗
議
を
意
味
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
人
民
戦
線
の
提
唱
の
と
き
、
も
う
近
代
の
民
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主
的
主
張
を
ひ
っ
こ
め
て
、
非
政
治
的
に
、
非
社
会
的
に
そ
れ
を
提
案
し
た
日
本
の
一
部
の
イ
ン
テ
リ
ゲ

ン
ツ
ィ
ア
は
、
そ
の
後
ひ
き
つ
づ
く
人
間
復
興
と
い
う
文
化
上
の
提
唱
で
も
、
全
く
骨
ぬ
き
の
、
口
先
弁

巧
に
陥
ら
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
、
抽
象
的
な
人
間
復
興
と
い
う
も
の
が
、
現
世
紀

の
、
対
立
す
る
社
会
の
生
活
者
で
あ
る
人
間
に
あ
り
よ
う
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
日
本
の
恐
怖
す
べ
き

絶
対
制
は
、
こ
の
場
合
に
も
、
社
会
生
活
に
伴
う
階
級
性
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
の
階
級
の
歴
史
性
に
つ
い

て
語
ら
せ
な
か
っ
た
。
非
道
な
権
力
が
そ
れ
を
語
ら
せ
な
か
っ
た
と
と
も
に
、
人
民
戦
線
の
提
示
の
場
合

ナ
チ
ス
的
な
封
建
性
と
近
代
民
主
主
義
の
対
立
の
歴
史
的
な
必
然
を
消
し
て
し
ま
っ
た
日
本
の
一
部
の
イ

ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
は
、
非
道
な
権
力
の
代
弁
の
よ
う
に
、
人
間
の
社
会
生
活
の
現
実
に
あ
る
階
級
性
を

抹
殺
し
た
人
間
復
興
論
を
流
布
さ
せ
た
。
こ
う
い
う
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
堕
落
の
最
も
著
し
い
典
型

は
政
治
的
な
面
で
佐
野
、
鍋
山
、
三
田
村
等
の
侵
略
戦
争
協
力
の
理
論
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
。
文
学
で
は
、

文
学
の
階
級
性
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
幅
の
ひ
ろ
い
既
成
作
家
と
旧
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
の
動
き
と
し
て

あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
の
中
心
課
題
の
あ
り
ど
こ
ろ
を
極
力
抹
殺
し
、
見
え
な
い
よ
う
に
し
て
過
さ
れ
て

来
た
十
数
年
間
を
思
え
ば
、
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
、
今
日
お
か
れ
て
い
る
苦
悩
の
理
由
も
よ

く
諒
解
さ
れ
る
と
思
う
。
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
は
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
と
し
て
知
る
べ
き
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こ
と
を
知
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
封
建
的
な
諸
現
象
に
は
反
対
し
な
が
ら
、
自
分
と
社
会
と
を
封
建
か

ら
根
本
的
に
解
放
す
る
キ
イ
・
ポ
イ
ン
ト
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
実
に
信
じ
ら
れ

な
い
ほ
ど
僅
か
し
か
知
ら
ず
、
漠
然
と
し
か
し
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
僅
少
な
理
解
と
漠
然
た
る
翹
望
は
、

今
日
、
ち
っ
と
も
民
主
的
で
も
な
い
し
、
正
直
で
も
な
い
政
権
の
頑
迷
執
拗
な
ね
ば
り
存
続
に
よ
っ
て
、

け
が
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

　
わ
た
し
た
ち
の
ぐ
る
り
の
手
近
い
現
実
の
な
か
に
、
美
し
い
、
模
範
と
な
る
民
主
主
義
の
見
本
は
見
え

て
い
な
い
。
そ
れ
が
は
っ
き
り
一
般
の
人
々
の
眼
と
心
に
映
る
ま
で
に
、
海
外
と
の
自
由
な
ゆ
き
き
は
ま

だ
出
来
な
い
条
件
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
気
分
の
中
に
は
、
民
主
主
義
の
課

題
さ
え
、
そ
と
か
ら
あ
て
が
わ
れ
た
よ
う
に
思
っ
て
、
何
と
な
し
、
そ
の
手
に
の
る
も
の
か
、
と
い
う
風

な
眼
つ
き
さ
え
も
見
え
る
。
自
分
の
存
在
を
、
自
分
の
発
言
を
社
会
に
の
ば
し
て
ゆ
く
道
と
し
て
、
自
分

自
身
の
運
命
の
展
開
の
方
向
と
し
て
、
自
身
の
内
な
る
も
の
の
発
露
と
し
て
の
民
主
的
要
求
が
自
覚
さ
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
に
、
自
分
の
問
題
と
し
て
の
民
主
主
義
が
つ
か
め
な
い
と
と
も
に
、
日
本
の
民
主
主
義
の
た

め
に
自
分
が
ど
う
い
う
存
在
で
あ
る
か
と
い
う
関
係
も
明
瞭
に
さ
れ
て
い
な
い
。
日
本
や
中
国
の
新
民
主

主
義
が
す
す
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
歴
史
の
道
の
上
に
は
、
封
建
性
を
排
棄
し
よ
う
と
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
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民
主
主
義
の
要
求
と
、
す
で
に
帝
国
主
義
の
段
階
に
ま
で
進
ん
で
い
る
資
本
主
義
的
な
社
会
悪
を
是
正
し

よ
う
と
す
る
社
会
主
義
的
な
民
主
主
義
的
方
法
の
必
要
が
、
か
ら
ま
り
合
っ
て
、
二
重
に
な
っ
て
存
在
し

て
い
る
。
勤
労
階
級
が
こ
の
新
民
主
主
義
の
推
進
力
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
面
に
封
建
性
と
闘
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
情
に
お
か
れ
て
い
る
日
本
の
よ
う
な
社
会
で
は
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
自
身
が
、
自
身

の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
そ
の
も
の
を
封
建
の
型
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
、
知
性
の
近
代
的
な
確
立
の
た
め

に
、
自
分
の
我
の
成
長
発
展
の
た
め
に
、
勤
労
階
級
と
本
当
に
協
力
し
て
、
二
つ
三
つ
、
五
つ
と
よ
り
多

く
組
合
わ
さ
れ
た
肩
の
力
で
、
過
去
の
重
圧
を
押
し
の
け
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
風
に
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
と
民
主
主
義
の
関
係
を
真
面
目
に
理
解
す
れ
ば
、
こ
の
頃
平
野

謙
氏
が
反
覆
し
て
云
っ
て
い
る
よ
う
な
、
小
林
多
喜
二
の
死
と
特
攻
隊
員
の
死
と
は
、
単
に
一
つ
歴
史
の

両
面
で
あ
り
、
等
し
く
犬
死
に
で
あ
る
と
い
う
論
の
非
現
実
な
こ
と
が
分
っ
て
来
る
。
オ
ブ
ロ
ー
モ
フ
は

自
殺
し
な
か
っ
た
。
チ
ェ
ル
ヌ
イ
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
も
自
殺
し
な
か
っ
た
。
こ
の
二
様
の
、
自
殺
し
な
か
っ

た
と
い
う
行
為
の
価
値
を
、
た
だ
、
ロ
シ
ア
の
ツ
ァ
ー
リ
ズ
ム
の
下
に
お
け
る
歴
史
の
両
面
で
あ
っ
て
、

ど
っ
ち
も
等
し
く
人
間
行
為
の
ね
う
ち
し
か
な
い
も
の
だ
と
云
っ
て
、
承
知
す
る
人
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
無
数
の
青
年
が
無
垢
純
一
な
心
を
、
欺
瞞
に
よ
っ
て
刺
戟
激
励
さ
れ
、
欺
瞞
に
立
っ
た
目
的
の
た
め
に

す
て
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
と
、
作
家
小
林
多
喜
二
が
、
そ
の
よ
う
に
無
惨
な
特
攻
隊
を
考
え
出
す
よ
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う
な
非
人
間
な
権
力
の
重
圧
か
ら
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
を
こ
め
る
日
本
の
全
人
民
を
解
放
し
よ
う
と
す

る
運
動
に
献
身
し
、
警
察
で
殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
と
を
、
単
に
歴
史
の
両
面
の
現
象
と

云
い
切
る
心
に
は
、
慄
然
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
殺
し
た
側
か
ら
見
れ
ば
、
そ
う
な
の
だ
ろ

う
か
ら
。
殺
し
た
側
と
す
れ
ば
、
あ
れ
は
あ
あ
し
て
殺
し
、
こ
れ
は
こ
う
し
て
殺
し
、
い
ず
れ
も
等
し
く

単
一
な
目
的
の
た
め
に
し
た
両
様
の
処
置
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
、
徹
底
的
に
生

き
る
こ
と
を
要
求
し
て
生
き
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
う
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
、
そ

の
生
の
た
め
に
ど
う
生
を
終
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
傍
観
的
で
あ
り
得
な
い
し
冷
評
に
納
っ

て
も
い
ら
れ
な
い
。
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
に
よ
り
目
ざ
め
た
社
会
人
と
し
て
の
誇
り
が
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
何
だ
ろ
う
。
俗
見
が
当
然
な
行
為
と
認
め
て
通
し
て
い
る
こ
と
で
も
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
と

し
て
の
自
主
的
な
判
断
、
そ
の
行
為
の
社
会
的
価
値
の
評
価
に
立
っ
て
、
敢
て
し
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
れ
を
し
な
い
か
ら
と
云
っ
て
叱
る
も
の
が
な
い
に
し
ろ
、
人
間
と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
と
知
っ
た
と
き

に
は
我
身
に
負
う
て
そ
れ
を
敢
て
行
う
合
理
性
の
強
靭
さ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
夏
目
漱
石
時
代
の
イ
ン

テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
さ
え
、
こ
の
人
格
自
立
の
精
神
に
つ
い
て
の
原
則
は
理
解
し
、
主
張
し
て
い
る
。
文
学

の
発
端
も
、
こ
の
人
間
性
の
主
張
に
こ
そ
は
ら
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
平
野
氏
が
、
小
林
多
喜
二
の
死
を
英
雄
的
に
考
え
る
こ
と
は
、
要
す
る
に
一
つ
の
俗
見
で
あ
っ
て
、
そ
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れ
は
日
本
の
民
主
主
義
そ
の
も
の
の
う
ち
に
尾
を
ひ
い
て
い
る
封
建
性
で
あ
る
と
し
、
そ
の
幻
想
を
は
い

で
見
せ
よ
う
と
試
み
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
は
目
標
を
誤
っ
て
重
大
な
過
失
と
な
っ
た
。
小
林
多
喜
二
が
殺

さ
れ
た
そ
の
こ
と
が
偉
い
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
が
歴
史
の
進
歩
に
お
い
て
可

能
と
さ
れ
る
自
身
の
展
開
の
た
め
に
献
身
し
得
る
道
が
そ
こ
に
し
か
な
い
と
い
う
よ
う
な
社
会
を
こ
そ
私

た
ち
は
絶
滅
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
し
、
小
林
自
身
の
窮
極
の
目
的
も
そ
こ
に
あ
っ
た
。
小
林
多
喜
二

の
死
は
、
ま
さ
し
く
日
本
の
自
主
的
精
神
に
加
え
ら
れ
た
暴
圧
の
表
現
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
結
果
さ
え

も
た
ら
し
た
野
蛮
暗
黒
な
当
時
の
日
本
で
、
小
林
多
喜
二
が
一
人
の
正
直
な
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
と
し

て
、
自
分
の
良
心
の
声
、
自
分
の
人
間
的
確
信
に
従
っ
て
、
そ
の
と
き
最
善
と
判
断
さ
れ
た
解
放
運
動
の

方
向
に
従
っ
た
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
、
今
日
の
す
べ
て
の
自
覚
あ
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
に
と
っ
て
の

共
感
が
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
急
性
肺
炎
に
き
く
薬
は
ペ
ニ
シ
リ
ン
し
か
な
い
と
い
う
と
き
、
和
製
の

ペ
ニ
シ
リ
ン
は
よ
く
き
か
な
い
か
ら
と
云
っ
て
、
そ
れ
を
使
わ
ず
に
良
人
を
死
な
す
妻
が
天
下
に
あ
る
だ

ろ
う
か
。
日
本
の
解
放
運
動
が
様
々
の
歴
史
的
負
担
の
も
と
に
未
熟
で
あ
っ
た
と
し
て
、
日
本
の
解
放
運

動
の
形
が
そ
の
ほ
か
に
な
か
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
参
加
し
た
こ
と
は
愚
行
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
イ
ン
テ
リ

ジ
ェ
ン
ス
と
は
、
こ
う
い
う
急
所
で
、
は
っ
き
り
事
態
の
意
味
を
弁
別
す
る
思
考
の
能
力
を
さ
し
て
い
う

の
で
あ
る
。

12誰のために



　
今
日
、
日
本
の
民
主
主
義
は
、
難
航
を
示
し
て
い
る
。
国
内
国
外
も
つ
れ
合
う
潮
の
流
れ
の
複
雑
さ
と
、

主
体
的
に
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
を
こ
め
る
全
人
民
に
民
主
的
感
覚
が
成
熟
し
て
い
な
い
こ
と
の

た
め
に
、
難
航
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
民
主
的
社
会
建
設
の
方
向
を
懐
疑
し
、
イ
ン
テ
リ
ゲ

ン
ツ
ィ
ア
が
自
身
の
歴
史
的
運
命
の
発
展
に
躊
躇
す
る
こ
と
は
賢
明
だ
ろ
う
か
。
学
者
や
作
家
が
自
身
の

才
能
の
よ
り
ゆ
た
か
な
開
花
と
よ
り
豊
純
な
真
と
美
の
追
求
を
と
お
し
て
、
民
主
社
会
の
促
進
に
参
加
す

る
こ
と
は
む
だ
な
骨
折
り
で
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。

13



14誰のために



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
十
三
巻
」
新
日
本
出
版
社

　
　
　1979
（
昭
和54

）
年11

月20

日
初
版
発
行

　
　
　1986
（
昭
和61

）
年3

月20

日
第5

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
十
一
巻
」
河
出
書
房

　
　
　1952

（
昭
和27
）
年5
月
発
行

初
出
：
同
上
（1946

（
昭
和22
）
年10

月
執
筆
の
遺
稿
）

入
力
：
柴
田
卓
治

校
正
：
米
田
進

2003

年4

月23

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ

ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

15



誰のために
――インテリゲンツィアと民主主義の課題――

２０２０年　７月１７日　初版

奥　付

発行 青空文庫

著者 宮本百合子
URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


