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民
衆
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ 

─ 
赤
澤
史
朗
・
北
河
賢
三
・
黒
川
み
ど
り
編 

『
戦
後
知
識
人
と
民
衆
観
』
評

長
妻　

三
佐
雄

　

本
書
は
、『
文
化
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
三
年
）、

『
戦
後
日
本
の
民
衆
意
識
と
知
識
人
』（『
年
報
日
本
現
代
史
』
第
八
号
、
二

〇
〇
二
年
）、『
戦
後
地
域
女
性
史
再
考
』（『
年
報
日
本
現
代
史
』
第
一
八
号
、

二
〇
一
三
年
）
等
の
成
果
を
生
み
出
し
て
き
た
日
本
現
代
思
想
史
研
究
会

の
最
新
の
成
果
で
あ
り
、
以
下
の
内
容
か
ら
成
る
。

溝
上
泰
子
論
（
鬼
嶋
淳
）
／
丸
岡
秀
子
に
お
け
る
知
識
人
と
民
衆
（
松

尾
純
子
）
／
写
真
家
濱
谷
浩
の
グ
ラ
フ
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
（
井
上
祐
子
）

／
大
石
又
七
の
思
想
（
小
沢
節
子
）
／
桑
原
武
夫
の
戦
後
思
想
（
根
津

朝
彦
）
／
神
島
二
郎
の
一
九
五
〇
年
代
と
思
想
史
研
究
の
模
索
（
戸
邉

秀
明
）
／
丸
山
眞
男
に
お
け
る
「
精
神
の
革
命
」
と
「
大
衆
」（
黒
川
み

ど
り
）
／
「
藤
田
省
三
に
お
け
る
知
識
人
像
と
民
衆
観
の
変
容
」（
赤
澤

史
朗
）
／
鶴
見
俊
輔
の
思
想
・
方
法
と
大
衆
の
思
想
（
北
河
賢
三
）

　

本
書
「
は
じ
め
に
」
で
編
者
の
一
人
で
あ
る
赤
澤
が
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
丸
山
眞
男
や
清
水
幾
太
郎
、
竹
内
好
と
い
っ
た
著
名
な
知
識
人
を
対

象
と
し
た
戦
後
思
想
に
関
す
る
研
究
は
相
当
数
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
数
人
の
知
識
人
を
対
象
に
し
て
、
メ
ン
バ
ー
が
そ
れ

ぞ
れ
担
当
す
る
人
物
を
決
め
、
そ
の
思
想
的
な
営
み
や
テ
ク
ス
ト
を
比
較

検
討
し
な
が
ら
行
う
共
同
研
究
も
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

研
究
の
な
か
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
知
識
人
は
数
多
く
の
文
章
を
残
し
て
い

る
場
合
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
知
識
人
を
対
象
に
し
た
研
究
は
同
時
代
の

言
説
空
間
を
知
る
う
え
で
も
重
要
で
あ
り
、
戦
後
思
想
に
お
い
て
も
複
数

の
知
識
人
の
代
表
的
な
テ
ク
ス
ト
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
そ
の
時
々
の
政

治
・
社
会
的
な
問
題
や
思
想
的
な
課
題
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、

知
識
人
の
言
説
を
対
象
に
す
る
だ
け
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
「
民
衆
意
識
・

思
想
」（
赤
澤
）
や
感
情
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
で
き
る
か
ぎ
り
明
ら
か
に

す
る
こ
と
も
同
時
代
の
精
神
状
況
を
知
る
う
え
で
看
過
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
。
公
共
空
間
に
自
ら
の
声
を
届
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
社
会

的
な
弱
者
の
声
を
代
弁
す
る
こ
と
が
知
識
人
の
役
割
の
一
つ
だ
と
し
て
も
、

同
時
代
の
知
識
人
が
民
衆
の
多
種
多
様
な
姿
を
十
分
に
く
み
あ
げ
る
こ
と

は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

出
原
政
雄
編
『
戦
後
日
本
思
想
と
知
識
人
の
役
割
』（
法
律
文
化
社
、
二

〇
一
五
年
）
で
は
、
従
来
の
知
識
人
論
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
、
知
識
人

の
枠
組
み
を
広
く
し
て
、
こ
れ
ま
で
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
人
物
も

知
識
人
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
同
じ
く
本
書
で
も
、
論
壇
で
活
躍
し
て
い

る
知
識
人
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
地
域
社
会
や
文
化
運
動
で
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
人
物
の
営
み
に
も
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
民
衆
の

思
想
や
意
識
を
重
視
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
を
民
俗
学
や
民
衆
思
想
史
の

よ
う
に
直
接
対
象
と
は
せ
ず
、
知
識
人
と
民
衆
の
関
係
そ
の
も
の
を
考
察

し
、
知
識
人
が
民
衆
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
か
を
検
討
し
て
い
る
。
多

く
の
知
識
人
が
民
衆
の
思
想
や
意
識
の
重
要
性
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
ど
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207　対　話

の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
い
い
の
か
、
そ
の
方
法
を
模
索
し
て
い
た
。
複
雑
で

あ
り
、
多
様
で
あ
り
、
概
念
化
す
る
こ
と
の
難
し
い
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う

に
し
て
捉
え
る
の
か
。
本
書
で
は
、
戦
後
の
知
識
人
た
ち
が
民
衆
に
迫
ろ

う
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、

民
衆
の
捉
え
方
や
知
識
人
と
民
衆
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
戦
後
日

本
に
お
い
て
変
容
す
る
知
識
人
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
従

来
の
知
識
人
論
で
は
な
く
、
知
識
人
の
民
衆
観
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
で
、

民
衆
の
思
想
や
意
識
を
く
み
と
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
と

も
に
、
知
識
人
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
を
検
討
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

赤
澤
は
、
戦
後
思
想
に
関
す
る
「
民
衆
意
識
・
思
想
を
重
視
し
た
い
く

つ
か
の
研
究
史
整
理
」（
本
書
一
〇
頁
）
と
し
て
、
安
田
常
雄
の
「
思
想
史

と
現
場
の
あ
い
だ

─
戦
後
日
本
思
想
史
研
究
の
方
法
を
通
し
て
」（『
社

会
思
想
史
研
究
』
二
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
や
安
丸
良
夫
の
「
戦
後
知
の
変

貌
」（
安
丸
・
喜
安
朗
編
『
戦
後
知
の
可
能
性

─
歴
史
・
宗
教
・
民
衆
』
所

収
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
を
取
り
上
げ
、
そ
の
意
義
と
問
題

点
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
「
論
壇
の
動
向
」
を
捉
え
た
も
の
と
し
て
、
小

熊
英
二
『〈
民
主
〉
と
〈
愛
国
〉

─
戦
後
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
公
共
性
』（
新
曜
社
、
二
〇
〇
二
年
）
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究

が
「
戦
後
の
知
識
人
が
戦
争
体
験
を
背
景
に
思
想
形
成
を
し
た
こ
と
な
ど
、

そ
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
上
で
の
重
要
な
観
点
を
示
唆
し
て
お
り
、
参
考

に
な
る
」（
一
一
頁
）
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
意
義
を

認
め
な
が
ら
も
、
た
と
え
ば
小
熊
の
研
究
に
つ
い
て
、
赤
澤
は
「
戦
後
思

想
は
論
壇
を
リ
ー
ド
す
る
知
識
人
の
思
想
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
り
、
同
時
代
の
人
々
の
「
心
情
」
は
リ
ー
ダ
ー
的
知
識
人
に
よ

っ
て
汲
み
上
げ
ら
れ
代
弁
さ
れ
る
と
い
う
理
解
に
立
っ
て
い
る
点
で
、
疑

問
が
残
る
」（
一
一
頁
）
と
述
べ
る
。
一
九
五
〇
年
代
に
は
「
論
壇
的
知

識
人
」
だ
け
で
は
な
く
、「
社
会
・
文
化
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
な
ど
新
し
い

知
識
人
」
が
登
場
し
、「
民
衆
思
想
」
が
発
見
さ
れ
た
（
一
一
頁
）。「
論

壇
的
知
識
人
」
を
対
象
に
し
た
思
想
研
究
だ
け
で
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き

な
い
「
民
衆
思
想
」
へ
の
眼
差
し
が
、
本
書
の
方
法
と
対
象
に
強
い
影
響

を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
書
で
は
戦
後
知
識
人
の
「
そ
の
民
衆
へ

の
向
き
合
い
方
」
を
検
討
し
、「
民
衆
へ
の
距
離
の
意
識
」
や
「
民
衆
へ

の
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
」、「
可
能
な
限
り
、
そ
の
知
識
人
の

生
涯
を
通
じ
て
そ
の
思
想
と
役
割
を
明
ら
か
に
し
、
同
時
代
の
な
か
で
の

他
の
知
識
人
と
比
較
し
て
考
察
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
」
と
（
一
一

─
一
二
頁
）。
清
水
幾
太
郎
は
「
匿
名
の
思
想
」（『
世
界
』
一
九
四
八
年
九

月
）
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
が
、
民
衆
の
思
想
や
感
情
は
現
実
の
生
活
を

考
察
す
る
う
え
で
無
視
し
え
な
い
。
人
び
と
の
生
活
感
情
に
支
え
ら
れ
る

こ
と
が
「
思
想
」
を
実
践
す
る
た
め
に
は
必
要
で
あ
り
、
民
衆
か
ら
乖
離

し
た
思
想
は
少
な
く
と
も
現
実
の
生
活
を
動
か
す
も
の
に
は
な
り
に
く
い
。

知
識
人
の
多
く
が
自
己
の
内
部
に
お
け
る
文
脈
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

言
説
空
間
の
な
か
で
テ
ク
ス
ト
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
れ
が
発
表
さ
れ
た

媒
体
と
と
も
に
、
彼
ら
が
読
者
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
た
の
か
、
ま
た
、

民
衆
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
が
言
説
空
間
を
考
え
る
と
き
に
重

要
に
な
る
だ
ろ
う
。
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安
丸
・
喜
安
編
『
戦
後
知
の
可
能
性
』
の
「
ま
え
が
き
」
で
喜
安
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
戦
後
思
想
に
お
い
て
は
二
項
対
立
的
な
図
式
を
前
提
に

し
て
議
論
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
が
、
本
書
で
は
こ
の
よ
う
な
方
法
論

を
慎
重
に
避
け
て
い
る
。
前
近
代
と
近
代
、
土
着
と
西
洋
化
な
ど
と
い
っ

た
二
項
対
立
的
な
図
式
を
採
用
し
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
肯
定
的
な
価
値
観

と
否
定
的
な
価
値
観
を
前
提
に
し
て
、
そ
れ
を
基
準
に
各
思
想
家
や
テ
ク

ス
ト
を
位
置
づ
け
る
こ
と
も
し
な
い
。
ま
た
、
本
書
全
体
を
通
し
て
、
あ

る
べ
き
民
衆
像
や
理
想
と
す
る
知
識
人
と
民
衆
の
関
係
も
想
定
さ
れ
て
は

い
な
い
。
そ
し
て
、
民
衆
や
大
衆
に
直
接
的
に
関
係
す
る
テ
ク
ス
ト
だ
け

を
対
象
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
各
知
識
人
の
民
衆
観
を
抽
出
す
る
と
い
う
方

法
を
と
ら
ず
、
対
象
と
な
っ
た
知
識
人
の
思
想
的
な
営
み
を
同
時
代
の
文

脈
の
な
か
で
位
置
づ
け
な
が
ら
、
民
衆
観
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
。

本
書
が
全
体
と
し
て
民
衆
観
と
い
う
テ
ー
マ
で
統
一
性
を
も
た
せ
な
が
ら

も
、
民
衆
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
描
く
こ
と
に
成
功
し
て

い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
論
を
採
用
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

本
書
で
は
、
知
識
人
と
民
衆
と
い
う
区
別
は
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
二

分
法
で
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
か
ぎ
り
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
知
識
人

と
民
衆
の
関
係
も
多
様
で
あ
り
、
本
書
全
体
の
意
図
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な

知
識
人
と
民
衆
の
関
係
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

赤
澤
は
「
一
般
的
に
今
日
に
お
い
て
は
、
知
識
人
と
民
衆
（
大
衆
）
の

違
い
は
、
そ
れ
ほ
ど
截
然
と
区
別
さ
れ
得
る
も
の
と
は
い
え
な
い
」（
九

頁
）
と
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
知
識
人
」
を
同
時
代
の
政
治
・
社

会
的
な
問
題
を
広
く
扱
う
著
名
な
人
物
に
限
定
し
て
い
な
い
。「
狭
義
の

知
識
人
に
限
ら
な
い
で
、
地
域
の
社
会
的
・
文
化
的
な
運
動
の
リ
ー
ダ
ー

や
、
現
場
重
視
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
的
な
発
信
者
・
表
現
者
を
含
め
て
考

え
る
傾
向
」
が
あ
り
、
本
書
で
も
、
こ
の
よ
う
な
「
広
義
の
知
識
人
」
が

念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。「
広
義
の
知
識
人
」
に
あ
っ
て
も
、「
働
き
か
け

る
者
と
働
き
か
け
ら
れ
る
者
、
知
識
人
と
し
て
立
と
う
と
す
る
自
己
意
識

と
周
囲
の
民
衆
と
意
識
の
切
れ
目
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
す
る
」
の
で
あ

り
、
そ
こ
に
知
識
人
と
民
衆
の
区
別
を
見
て
い
る
（
九
頁
）。

　
「
は
じ
め
に
」
で
は
、
つ
ぎ
の
四
点
が
「
収
録
し
た
幾
つ
か
の
論
文
に

共
通
す
る
視
角
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
「
知
識
人
と
い
う

こ
と
を
広
く
捉
え
る
こ
と
」、「
高
等
教
育
を
経
た
知
識
人
・
文
化
人
で
な

い
人
物
」（
一
三
頁
）
を
も
対
象
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
「
取
り

上
げ
た
人
物
の
民
衆
観
が
ど
ん
な
も
の
か
に
着
目
す
る
点
」
で
あ
る
。
そ

し
て
、
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
知
識
人
の
多
く
が
「
民
衆
に
お
け
る

個
の
自
立
性
の
追
求
」
を
課
題
に
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
（
一

四
頁
）。
第
三
に
「
そ
の
知
識
人
の
思
想
的
特
徴
を
、
そ
の
人
物
の
思
想

の
形
成
・
変
遷
過
程
の
中
で
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
（
一
四
頁
）
で
あ
る
。

第
四
に
、
そ
の
人
物
の
「
従
来
の
表
現
の
仕
方
」
に
対
す
る
批
判
や
「
そ

の
人
物
に
特
有
の
独
自
性
を
も
っ
た
表
現
の
追
求
」
に
注
視
し
た
点
で
あ

る
（
一
四
頁
）。
第
二
、
第
三
の
視
角
は
収
録
さ
れ
て
い
る
論
文
す
べ
て

に
共
通
し
て
い
る
。
溝
上
泰
子
や
丸
岡
秀
子
の
よ
う
に
地
域
社
会
で
民
衆

に
寄
り
添
い
な
が
ら
著
作
を
発
表
し
た
人
物
か
ら
、
桑
原
武
夫
や
丸
山
眞

男
の
よ
う
な
「
狭
義
の
知
識
人
」
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
人
の

民
衆
観
に
着
目
し
た
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
第
一
と
第
四
の
視
角
は
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す
べ
て
の
論
文
に
共
通
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
と
く
に
本
書
の
魅
力
に

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
溝
上
や
丸
岡
、
そ
れ
に
濱
谷
浩
や
大
石

又
七
と
い
っ
た
知
識
人
の
営
み
を
、
戦
争
体
験
を
ふ
く
む
「
戦
後
」
と
い

う
空
間
の
な
か
で
捉
え
直
し
た
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
民
衆
と
の
「
つ
な
が

り
方
」（
三
七
頁
）
を
模
索
す
る
様
子
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
意
義
深

い
。

　

た
と
え
ば
、
山
陰
農
村
女
性
の
姿
を
描
い
た
溝
上
が
、
村
の
人
び
と
か

ら
「
姉
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
山
代
巴
の
こ
と
を
う
ら
や
ま
し
く
感
じ

て
い
た
こ
と
を
鬼
嶋
淳
は
指
摘
す
る
。
一
九
五
〇
年
代
の
日
本
で
は
「
啓

蒙
す
る
側
と
啓
蒙
さ
れ
る
側
に
は
、『
間
隙
』
が
あ
る
よ
う
に
み
え
た
」

（
三
六
─
三
七
頁
）
の
で
あ
り
、
そ
の
「
間
隙
」
を
埋
め
る
関
係
性
を
築
く

た
め
に
、
溝
上
が
苦
心
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
集
団
で
の
話

し
合
い
だ
け
で
は
な
く
、「
文
通
」
に
よ
る
一
対
一
の
関
係
を
重
視
し
て
、

溝
上
が
農
村
の
女
性
た
ち
と
人
間
関
係
を
紡
い
で
い
っ
た
こ
と
に
鬼
嶋
は

注
目
す
る
。
写
真
家
で
あ
る
濱
谷
を
取
り
上
げ
た
こ
と
も
本
書
の
ユ
ニ
ー

ク
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
前
述
し
た
第
四
の
視
角
に
関
連
し
て
い
る
。
井
上

祐
子
は
、
戦
後
の
濱
谷
が
残
し
た
「
人
の
見
逃
し
て
い
る
、
し
か
し
現
に

存
在
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
」（
一
一
五
頁
）
と
い
う
言
葉
に
着
目

す
る
。
だ
が
、
同
時
に
、
濱
谷
は
、
澁
澤
敬
三
の
民
俗
学
の
影
響
を
受

け
て
「
撮
影
対
象
と
な
る
人
を
人
と
し
て
尊
重
し
、「
素
材
と
し
て
撮
ら

な
い
」
と
い
う
態
度
」
を
と
る
よ
う
に
な
り
、「
写
す
側
」
と
「
写
さ
れ

る
側
」
の
狭
間
で
思
い
悩
ん
で
い
た
（
一
一
六
頁
）。「
啓
蒙
す
る
側
」
と

「
啓
蒙
さ
れ
る
側
」、「
写
す
側
」
と
「
写
さ
れ
る
側
」、
溝
上
に
し
て
も
濱

谷
に
し
て
も
両
者
の
「
間
隙
」
で
苦
悩
し
て
い
た
知
識
人
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。
こ
の
「
間
隙
」
に
対
す
る
意
識
が
本
書
の
「
知
識
人
」
と
「
民

衆
」
と
い
う
枠
組
み
そ
の
も
の
を
問
い
直
す
試
み
と
も
関
連
し
て
お
り
、

二
項
対
立
的
な
知
識
人
と
民
衆
の
関
係
に
陥
ら
な
い
要
因
に
も
な
っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。

　

桑
原
武
夫
論
で
は
、
ほ
と
ん
ど
大
衆
や
民
衆
と
い
う
概
念
は
用
い
ら
れ

て
い
な
い
。
内
容
的
に
も
、
桑
原
の
思
想
を
丹
念
に
時
代
状
況
の
な
か
で

跡
づ
け
る
仕
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
直
接
的
に
桑
原
の
民
衆
観
に
言
及
し

て
は
い
な
い
が
、「
第
二
芸
術
」（『
世
界
』
一
九
四
六
年
一
一
月
）
な
ど
を

論
ず
る
な
か
で
、
間
接
的
に
そ
れ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
民
衆
観

と
い
う
設
定
を
し
な
が
ら
も
、
大
衆
や
民
衆
と
い
う
言
葉
に
拘
泥
せ
ず
、

同
時
代
の
政
治
・
社
会
状
況
の
な
か
で
桑
原
の
思
想
の
特
質
を
描
き
、
そ

れ
が
か
え
っ
て
桑
原
の
民
衆
観
を
示
唆
し
て
い
る
。
知
識
人
と
民
衆
と
の

距
離
を
考
え
る
う
え
で
も
貴
重
な
論
文
で
あ
る
。
神
島
二
郎
論
で
は
、
安

丸
良
夫
の
神
島
批
判
が
興
味
深
く
、
戸
邉
秀
明
は
「
安
丸
が
サ
ー
ク
ル
運

動
な
ど
に
見
た
「
民
衆
的
主
体
性
」
の
系
譜
は
、
西
洋
と
の
距
離
で
達
成

を
測
ら
れ
る
価
値
観
に
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
「
民
衆
思
想
」
の
発
展

の
延
長
に
こ
そ
望
見
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
」（
二
四
三
頁
）
と
指
摘

す
る
。
安
丸
は
「
近
代
的
個
人
の
主
体
性
」
と
は
異
な
る
「
民
衆
的
主
体

性
」
が
形
成
さ
れ
る
可
能
性
を
戦
後
日
本
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
（
二
四

二
頁
）。
こ
の
よ
う
に
神
島
と
安
丸
の
民
衆
観
の
相
違
点
に
注
目
し
な
が

ら
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
「
民
衆
的
主
体
性
」
の
問
題
を
検
討
し
た
こ
と

は
、
本
書
全
体
の
テ
ー
マ
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。
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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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