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「
知
識
人
論
」

．マ

ン

ハ
イ
ム
の

ー

l
現

代

教

育

の

再

生

の

本
稿
は
マ

γ
ハ
イ
ム
の
知
識
人
論
を
内
在
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
知
識
人
論
を
説
く
に
い
た
っ
た
マ
ン
ハ
イ
ム
自
体
の
背
後
に
あ
る
客
観

的
、
主
観
的
要
因
を
明
ら
か
に
し
、
知
識
人
論
で
被
が
追
求
し
よ
う
と
し
た

意
図
の
理
解
を
通
じ
て
、
現
代
の
教
育
を
考
え
る
た
め
の
一
つ
の
視
点
を
提

示
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

従
来
マ
ン
ハ
イ
ム
の
諸
論
に
向
け
ら
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
の
批
判
を
ふ
り

返
っ
て
み
る
に
、
そ
の
一
つ
の
大
き
な
流
れ
は
彼
の
知
識
人
論
に
対
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
あ
る
意
味
で
は
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
マ
ン
ハ
イ

ム
の
理
論
を
一
般
的
区
分
に
従
っ
て
前
、
後
期
？
v
に
二
分
す
る
な
ら
ば
、

前
期
に
お
け
る
文
化
総
合
の
担
い
手
と
し
て
の
「
自
由
浮
動
的
イ
ン
テ

p
ゲ

ソ
チ
ァ
」
、
そ
し
て
後
期
に
お
け
る
支
配
エ
リ
ー
ト
た
る
計
画
主
体
者
と
し

寸

再
考

た

め

，馬

居

政

幸

て
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
と
、
彼
の
理
論
の
究
極
的
な
要
ハ
か
な
め
〉
と
な

る
の
は
一
貫
し
て
知
識
人
の
問
題
で
あ
っ
た
。
特
に
理
論
と
実
践
が
、
そ
し

て
具
体
的
な
展
望
が
説
か
れ
る
時
、
必
ず
知
識
人
が
そ
の
主
体
者
と
し
て
現

れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
理
論
を
批
判
的
に
検
封
し
よ
う
と
す
る

な
ら
ば
、
必
然
的
に
彼
の
知
識
人
論
に
踏
み
込
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ

れ
は
、

A
・
フ
ォ
ガ
ラ
シ
ハ
2
v
、
G
・
ル
カ
1
チハ
3
v
を
代
表
と
す
る
マ
ル
ク

ス
主
義
の
側
か
ら
の
批
判
と
い
う
よ
り
は
否
定
と
し
て
、
ま
た
他
方
、

R
－

K
・マ

1
ト
ン
ハ
4
v
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
そ
の
自
己
撞
着
性
、
怒
意
性
、
非

現
実
性
と
い
っ
た
批
判
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
そ
れ
ぞ
れ
の
批
判
は
部
分
的
で
は
あ
る
が
、
知
識
社
会
学
に
よ
る

分
析
と
い
う
客
観
的
事
実
と
知
識
人
へ
の
期
待
と
い
う
主
観
的
要
請
と
の
癒

着
と
い
う
マ
ン
ハ
イ
ム
の
論
理
的
欠
陥
を
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
ま
り

に
も
こ
の
論
理
的
欠
陥
と
し
て
知
識
人
論
を
見
る
傾
向
が
強
く
、
エ

γ

．ρ
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シ
ー
に
欠
け
、
そ
の
理
論
を
生
か
そ
う
と
す
る
試
み
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

い
。
ま
さ
に
A
・
ジ
ャ
フ
が
批
判
す
る
よ
う
に
「
風
呂
水
を
流
す
の
に
そ
の

子
ど
も
も
一
緒
に
捨
て
て
し
ま
う
」
《
5
v
こ
と
に
な
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う

か
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
論
理
的
整
合
性
を
犠
牲
に
し
て
ま

で
も
マ
ン
ハ
イ
ム
が
知
識
人
論
で
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
問
題
自

体
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
．

マ
ン
ハ
イ
ム
が
生
を
享
け
学
的
生
活
を
送
っ
た
時
代
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知

性
が
か
つ
て
な
い
「
心
理
的
不
安
」
《
6
v
に
襲
わ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
一
九

世
紀
を
彩
っ
た
、
「
理
性
」
に
対
す
る
信
頼
と
「
進
歩
の
思
想
」
と
い
う
楽
観

的
世
界
観
が
終
蒋
し
「
非
合
理
性
」
の
躍
動
が
時
代
の
支
配
的
潮
流
と
な
っ

た
。
そ
し
て
「
合
理
性
」
の
名
の
も
と
に
発
展
し
て
き
た
近
代
文
明
が
そ
の

「
負
要
因
」
？
】
を
一
気
に
爆
発
さ
せ
、
経
済
恐
慌
、
失
業
、
人
間
の
孤
立

化
、
機
械
化
、
価
値
の
動
揺
‘
多
元
化
が
人
聞
の
存
在
根
拠
自
体
を
揺
が
す

危
機
的
状
況
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
今
回
、
「
反
科
学
論
」
、

g
や
「
科
学
の
相
対
主
義
」
円

εと
い
う

主
張
に
代
表
さ
れ
る
如
く
、
再
び
「
合
理
性
」
へ
の
懐
疑
が
論
議
の
焦
点
と

な
り
、
パ
ラ
色
の
「
未
来
論
」
は
灰
色
の
「
終
末
論
」
に
変
わ
ろ
う
と
し
て

い
る
。
人
闘
が
自
然
を
支
配
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
文
明
の
所
産
に
よ

り
「
人
聞
の
存
在
そ
の
も
の
が
脅
か
さ
れ
る

k
gと
い
う
逆
説
的
状
況
に
立

た
さ
れ
た
今
、
わ
れ
わ
れ
は
改
め
て
人
間
と
は
何
か
、
そ
し
て
人
聞
の
つ
く

り
出
し
た
文
化
あ
る
い
は
文
明
と
は
何
か
を
聞
い
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
懐
疑
を
前
に
し
て
、
「
危
機
の
時
代
」
に
「
た
し
か
な
意
味

を
失
っ
て
し
ま
っ
た
現
代
の
生
の
状
況

koを
明
確
な
も
の
に
し
よ
う
と
し

す
処
女
論
文
『
弧
と
文
化

k
gか
ら
、
ド
イ
ツ
時
代
で
の
『
歴
史
主
義
h
g

を
へ
て
、
知
識
人
論
を
体
系
的
に
論
じ
た
『
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
の
問
題
k
g

ま
で
の
彼
の
思
考
の
流
れ
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
り
考
察
す
る
。
そ
し
て
、

彼
の
知
識
人
論
の
背
後
に
あ
る
主
観
的
・
客
観
的
要
因
を
明
ら
か
に
し
た

い
ハ
師
三

K・マンハイムの「知識人論」再考

背
年
マ
ン
ハ
イ
ム
が
直
面
し
た
問
題
は
、
ジ
ン
メ
ル
の
説
く
「
文
化
の
悲

劇
」
で
あ
っ
た
《

5
。

彼
は
文
化
を
「
自
分
と
は
異
質
な
も
の
を
媒
介
に
し
て
自
己
自
身
に
到
達

し
よ
う
と
努
め
る
」
《
げ
〉
「
副
知

a
z
ω
g
Z
（
主
観
的
文
化
色
白
ω
g
σ
官
W
仲

間三

ZM1〉
」
と
「
精
神
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
歴
史
の
発
展
を
通
じ
て

人
類
の
遺
産
と
な
っ
た
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
な
も
の
ご
と
」
〈
思
す
な
わ
ち
「
作

品

E
m
巧
R
E
〈
客
観
的
文
化

e
o
o
g
o
w
z
g
同
巳

Z
吋
〉
」
と
に
分

け
る
。「

魂
」
は
経
験
の
中
に
感
じ
ら
れ
る
無
秩
序
な
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、

少
数
の
神
秘
的
才
能
を
持
つ
者
以
外
は
、
そ
の
不
完
全
な
経
験
に
秩
序
を
も

た
ら
す
た
め
に
「
作
品
」
と
い
う
媒
体
が
必
要
と
な
る
。
「
魂
」
は
こ
の

「
作
品
」
を
通
じ
て
他
の
「
魂
」
と
コ
ミ
品
ニ
ケ
l
ト
が
可
能
と
な
る
。
つ

ま
り
主
観
的
な
も
の
か
ら
客
観
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
文
化
は
歴

史
を
形
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
異
質
な
力
の
影
響
下
に
さ
ら
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

一
個
人
の
「
魂
」
は
そ
の
具
体
化
で
あ
る
「
作
品
」
に
よ
り
そ
の
短
い
生
涯

を
超
え
永
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
《
目
。

た
マ
ン
ハ
イ
ム
の
思
考
を
検
討
す
る
こ
と
は
実
り
多
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
特
に
彼
の
危
機
に
対
す
る
認
識
と
危
機
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
内
而

の
欲
求
と
の
葛
藤
の
結
晶
と
も
言
う
べ
き
知
識
人
論
を
、
そ
の
時
代
認
識

〈
客
観
的
要
因
〉
と
知
識
人
へ
の
特
殊
な
理
解
ハ
主
観
的
要
因
〉
を
探
究
す

る
こ
と
に
よ
り
解
き
ほ
ど
く
事
は
十
分
意
義
あ
る
こ
と
と
考
え
る
。
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マ
ン
ハ
イ
ム
に
お
け
る
「
社
会
的
に
自
由
に
浮
動
す
る
イ
ソ
テ
リ
ゲ
ン
チ

ア
印
O
包
包
骨

E
S
F
喝。
σopao

同

PHo－
－
回
開
。
回
日
開
」
を
中
心
に
し
た
知
識

人
論
は
三
つ
の
契
機
か
ら
成
り
立
つ
と
考
え
る
。

第
一
は
マ
ン
ハ
イ
ム
の
時
代
経
験
に
裏
付
け
さ
れ
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代

知
識
人
に
対
す
る
特
殊
な
理
解
か
ら
く
る
要
請
と
し
て
の
知
識
人
論
で
あ

る
。
第
二
に
は
彼
の
知
識
社
会
学
が
内
包
す
る
論
理
的
必
然
性
と
し
て
の
知

議
人
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
識
社
会
学
が
単
に
現
状
の
分
析
の
道
具
に

止
ま
ら
ず
、
総
合
へ
の
転
回
点
を
発
見
し
未
来
へ
の
展
望
を
明
ら
か
に
す
る

実
践
を
意
図
す
る
以
上
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
主
体
を
常
に
論
理
自
体
の
中

に
組
み
込
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
三
は
第
一
と
第
二
の
契

機
の
背
後
に
あ
っ
た
知
識
人
の
存
在
自
体
が
、
大
衆
の
蛾
起
と
ナ
チ
ズ
ム
の

台
頭
に
よ
り
崩
壊
す
る
の
を
眼
前
に
し
て
、
新
た
な
状
況
に
自
由
な
知
的
過

程
を
見
出
し
育
成
し
よ
う
と
し
た
教
育
の
問
題
と
し
て
の
知
識
人
論
で
あ

る。
以
上
の
事
を
前
提
に
本
稿
で
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
知
識
人
論
を
第
一
と
第

三
の
契
機
を
中
心
に
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
時
代
の
青
年
マ

γ
ハ
イ
ム
の
思
考
を
表

と
こ
ろ
が
、
「
作
品
」
と
い
う
媒
体
は
、
そ
の
創
作
の
過
程
に
お
い
て
必

然
的
に
媒
体
の
も
つ
固
有
の
法
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結

果
、
文
化
的
行
為
の
中
に
「
魂
」
の
根
源
と
は
異
な
る
要
素
を
引
き
入
れ
て

し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
作
品
」
は
一
方
で
は
「
塊
」
に
秩
序
を
も
た
ら
し

他
の
「
魂
」
と
の
？
、

L
－
－
ケ
l
ト
と
そ
の
永
続
化
を
も
た
ら
す
が
、
同
時

に
そ
の
性
質
故
に
「
菰
」
の
本
来
の
意
味
が
死
滅
し
て
も
な
お
と
ど
ま
る
こ

と
を
し
ら
な
い
技
術
的
発
展
を
も
た
ら
し
、
文
化
は
「
誤
れ
る
発
展
」
、
と

「
不
信
」
へ
と
進
ん
で
い
く
《
想
。

過
去
お
よ
び
現
在
の
「
塊
」
の
集
積
と
し
て
の
「
客
観
的
文
化
」
が
‘
そ

れ
自
体
の
自
律
的
か
つ
固
有
の
法
則
を
発
展
さ
せ
「
主
観
的
文
化
」
と
の
瀞

を
深
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
疎
隔
現
象
こ
そ
「
文
化
の
悲
劇

az

寸

g
m回目円
L
R
同
ロ
エ
ロ
己
の
実
体
で
あ
る
ハ
む
。

こ
の
独
自
の
生
命
を
持
ち
人
聞
を
支
配
す
る
「
ゴ
l
レ
ム
の

o－o
g
k
g

と
化
し
た
文
化
を
前
に
し
て
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
さ
ら
に
こ
の
危
機
の
転
換
に

目
を
向
け
る
。

「
疎
外
の
過
程
は
魂
の
原
事
実
に
つ
い
て
の
新
し
い
体
験
の
軌
道
の
上
に

乗
っ
て
く
る
と
、
一
人
一
人
に
知
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
は
じ
め

て
、
古
い
内
容
が
も
は
や
直
接
の
関
連
性
を
も
た
ぬ
事
が
明
ら
か
に
な
り
、

古
い
形
式
が
わ
れ
わ
れ
と
無
縁
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
今
回
、

新
し
い
地
平
に
現
れ
て
い
る
新
し
い
内
容
は
、
ま
だ
定
形
化
さ
れ
て
い
な
い

が
、
そ
れ
が
具
体
的
な
も
の
と
し
て
直
接
実
在
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、

幾
多
の
古
い
も
の
が
形
骸
化
し
て
い
く
と
い
う
歴
史
哲
学
の
中
に
生
き
て
い

る
と
わ
れ
わ
れ
は
感
じ
て
い
る
。

k
g
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危
機
は
同
時
に
そ
の
内
部
に
希
望
へ
の
転
換
の
因
を
も
含
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
そ
の
転
換
を
可
能
に
す
る
歴
史

主
体
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
彼
は
自
己
の
世
代
に
求
め
る
。

「
た
と
え
わ
れ
わ
れ
は
、
新
し
い
内
容
を
、
新
し
い
形
式
の
光
の
も
と
に

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
古
い
文
化
の
理
解
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ

れ
に
と
っ
て
本
質
的
と
思
わ
れ
る
、
新
し
い
文
化
を
単
備
す
る
こ
と
が
で
き

る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
何
ご
と
か
を
な
し
遂
げ
た
と
信
ず
る
も
の
で
あ

る
。
」
《

mv

す
な
わ
ち
、
マ
ン
ハ
イ
ム
に
代
表
さ
れ
る
プ
ダ
ベ
ス
ト
の
若
い
知
識
人
こ

そ
そ
の
重
貨
を
担
う
べ
き
存
在
な
の
で
あ
る
。
彼
は
ジ
ソ
メ
ル
の
影
響
を
受

け
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
そ
の
立
場
を
進
め
て
、
現
代
の
危
機
の
本
質
を
当
時

大
勢
を
占
め
て
い
た
社
会
科
学
的
見
方
に
よ
る
社
会
的
、
政
治
的
諸
問
題
の

解
決
に
よ
っ
て
で
は
克
服
で
き
な
い
と
考
え
、
そ
の
解
決
を
、
文
化
革
新
に

よ
る
「
人
間
梢
神
の
尊
厳
の
確
証
と
人
間
の
魂
の
数
済

h
gに
求
め
た
の
で

あ
る
。い

い
か
え
れ
ば
、
強
い
歴
史
意
識
の
上
に
た
つ
危
機
の
診
断
か
ら
、
そ
の

克
服
を
文
化
の
破
壊
・
創
造
と
い
う
図
式
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
危
機
そ

れ
自
体
に
立
ち
向
か
い
、
そ
の
底
流
に
内
在
す
る
希
望
へ
の
転
換
の
要
求
を

捜
し
求
め
る
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
鉱
大
す
る
方
向
で
文
化
の
党
樫
を
図

る
。
さ
ら
に
そ
の
主
体
を
、
危
機
を
危
機
と
し
て
認
知
し
、
そ
の
克
服
へ
の

使
命
を
自
覚
し
う
る
人
々
H
知
識
人
に
託
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ベ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
時
代
認
識
と
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人

K・マンハイムの「知識人論J再考

そ
れ
は
一
見
無
秩
序
で
雑
多
な
変
化
に
み
え
る
歴
史
過
程
の
中
か
ら
「
全

体
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
か
り
て
変
化
の
よ
り
深
い
統
一
を
把
握
」
（
き
し
「
秩

序
の
原
理
」
と
「
最
も
内
的
な
構
造
」
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
マ
ン

ハ
イ
ム
は
こ
の
「
全
体
性
」
を
把
握
す
る
主
体
の
位
置
を
ト
レ
ル
チ
の
「
現

在
的
文
化
総
合
品
目
。
”
。
∞

gd奇
跡
円
丘
寝
間
巳

Z
B
W
H
H
5
2
0」
の
中
に
求

め
、
総
合
へ
の
転
回
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
こ
の
「
現
在
的
文
化
総
合
」
の

主
体
の
位
置
に
マ

γ
ハ
イ
ム
は
知
識
人
と
し
て
の
自
己
意
識
の
理
論
的
確
証

を
得
た
と
考
え
る
。

す
な
わ
ち
、
「
現
在
的
文
化
総
合
」
と
は
「
歴
史
認
識
は
特
定
の
精
神
的

立
場
、
未
来
を
意
欲
し
未
来
へ
積
極
的
に
働
き
か
け
る
主
体
か
ら
し
て
は
じ

め
て
可
能
に
な
る
」
ハ
号
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
過
去
の
観
察
は

「
未
来
の
形
成
を
旨
と
し
つ
つ
現
時
点
で
行
動
す
る
主
体
の
関
心
」
か
ら
の

み
可
能
で
あ
り
「
歴
史
の
選
択
の
方
向
」
「
客
観
化
と
叙
述
の
方
向
」
は
「
現

在
の
行
動
性
の
方
向
」
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
〈
む
。
し
か
も
、
そ
の
認
識

主
体
は
「
恥
史
研
究
者
の
偶
然
的
で
主
観
や
経
験
に
制
約
さ
れ
た
自
設
」
〔
怨

で
は
な
く
「
人
間
の
う
ち
に
あ
る
中
核
で
あ
り
、
そ
の
内
尖
と
意
欲
と
が
歴

史
を
動
か
し
て
い
る
諸
傾
向
と
一
体
を
な
し
て
い
る
し

A
G
も
の
な
の
で
あ

る。
こ
の
主
体
の
位
置
こ
そ
後
の
「
自
由
浮
動
的
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
」
の
問

題
と
し
て
具
体
化
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
「
其
の
主
体
に
ほ

か
な
ら
ぬ
一
つ
の
全
体
性

k
gと
し
て
の
歴
史
に
対
し
て
、
認
識
者
が
単
な

る
自
我
に
よ
る
思
考
で
は
な
く
、
実
践
を
通
し
て
自
己
投
企
を
行
い
、
時
代

の
中
に
復
雑
に
交
錯
す
る
種
々
の
パ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
プ
を
自
己
の
中
に
取
り

問
へ
の
倍
額
が
入
り
交
っ
た
彼
の
思
考
は
、
安
易
な
革
命
の
選
択
で
は
な
く

あ
え
て
困
難
な
文
化
の
革
新
の
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
‘
こ
の

「
時
代
の
危
機
」
に
対
す
る
診
断
の
様
式
と
「
批
判
世
代
」

avと
し
て
の
青

年
マ
ソ
ハ
イ
ム
の
自
己
意
識
が
後
の
知
識
人
論
の
原
型
と
な
っ
た
の
で
あ

る。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
マ

γ
ハ
イ
ム
が
捉
え
た
自
己
意
識
は
、
ハ
ソ
ガ

リ
ー
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
辺
境
で
の
同
世
代
の
人
間
と
い
う
狭
い
次
元
に
止

ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
「
社
会
的
に
自
由
に
浮
動
す
る
知
識
人
」
と

し
て
明
確
に
意
識
さ
れ
る
に
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
草
命
と
ト
レ
ル
チ
と
の
出
会

い
が
必
要
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
ハ

γ
ガ
リ
1
草
命
は
、
あ
る
意
味
で
は
背
年
と
し
て
の
オ
プ
テ
ィ

ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
己
意
識
に
対
し
て
、
「
理
論
」
か
ら
「
突
践
」
へ
と

「
飛
躍
」
し
た
「
革
命
型
知
識
人
」
と
、
他
方
「
思
想
」
か
ら
「
利
害
」
へ

と
「
転
向
」
し
た
「
反
革
命
型
知
識
人
」
と
い
う
現
実
に
よ
っ
て
、
厳
し
い

自
己
反
省
を
迫
っ
た
。
そ
れ
は
現
実
へ
の
「
主
体
的
ヨ
ミ
ッ
ト
メ
ソ
ト
」
と

現
実
に
対
す
る
「
認
識
」
と
の
聞
に
生
じ
た
亀
裂
へ
の
困
惑
で
あ
っ
た
安
三

こ
の
マ
ソ
ハ
イ
ム
の
自
己
反
省
に
解
答
を
与
え
た
の
が
ト
レ
ル
チ
と
そ
の

「
歴
史
主
義
国

zzzmgロ
と
で
あ
っ
た
。
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回

マ
γ
ハ
イ
ム
に
と
っ
て
「
歴
史
主
義
」
と
は
、
世
界
観
で
あ
る
と
同
時
に

方
法
論
と
し
て
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
お
お
っ
た
「
総
合
へ
の
転
回
」
を
導

こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
〈
想
。

込
み
「
存
在
と
の
一
致
」
門
ぎ
を
求
め
よ
う
と
努
力
す
る
主
体
を
指
す
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
マ
ン
ハ
イ
ム
の
説
く
「
浮
動
性
」
と
は
、
本
来
こ
の
言
葉
か

ら
想
像
さ
れ
る
無
定
見
な
受
動
性
で
は
な
く
、
「
歴
史
へ
の
参
加
」
《
さ
と
い

う
積
極
的
な
意
味
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

マ
ン
ハ
イ
ム
が
ハ

γ
ガ
リ
l
以
来
の
「
知
識
人
と
は
何
か
」
と
い
う
課
題

を
「
現
在
的
文
化
総
合
」
の
認
識
主
体
と
い
う
「
歴
史
主
義
」
の
立
場
に
解

容
を
得
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
う
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
彼
が
ト
レ
ル
チ
か

ら
学
ん
だ
も
の
は
単
に
論
理
的
な
も
の
に
止
ま
ら
ず
、
「
学
問
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
」
（
む
と
し
て
の
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
知
識
人
の
典
型
と
し
て
の
ト
レ
ル
チ

の
存
在
自
体
で
あ
っ
た
。

マ
ン
ハ
イ
ム
は
ト
レ
ル
チ
を
「
前
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
専
門
化
し
て
し
ま

っ
た
陛
史
研
究
を
、
な
ん
と
か
総
合
し
て
み
せ
よ
う
と
い
う
激
し
い
渇
望
に

燃
え
て
い
た
精
神
科
学
者
の
、
一
つ
の
典
型
を
代
表
し
て
い
る
。
」
【
哲
と
と

ら
え
、
青
年
マ
ン
ハ
イ
ム
か
ら
脱
皮
し
た
知
識
人
と
し
て
の
新
し
い
自
己
の

立
場
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
マ

γ
ハ
イ
ム
に
と
っ
て
知
識
人

の
存
在
は
ま
さ
に
〈
事
実
〉
の
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
知
識
人
論
を
理
解
す
る
に
際
し
、
先
に
述
べ
た
「
歴

史
へ
の
参
加
」
と
い
う
能
動
的
意
志
と
、
こ
の
八
事
実
〉
と
し
て
の
知
識
人

の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
る
う
。

五
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『
歴
史
主
義
』
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
マ
ン
ハ
イ
ム
の
知
識
人
と
し
て

の
自
己
意
識
は
、
知
器
社
会
学
の
論
理
的
整
合
化
と
そ
の
現
実
分
析
に
伴



覇
電
源
£
6
4
・、

い
、
よ
り
明
確
な
形
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
そ
れ
は
知
識
社
会
学
に
よ
る
歴

史
的
、
社
会
的
条
件
の
分
析
を
土
台
に
時
代
の
危
機
を
解
消
す
る
主
体
の
問

題
で
あ
っ
た
。

い
い
か
え
れ
ば
、
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
で
展
開
さ
れ
た
彼

の
知
識
人
論
日
「
動
的
総
合
の
担
い
手
と
し
て
の
相
対
的
に
自
由
に
浮
動
す

る
イ
ン
テ
リ
ゲ

γ
チ
ァ
の
問
題
」
は
決
し
て
通
歴
史
的
な
も
の
で
は
な
く
、

特
定
の
歴
史
的
条
件
と
社
会
的
条
件
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

マ
ン
ハ
イ
ム
は
彼
の
時
代
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

「
い
っ
さ
い
の
も
の
が
一
挙
に
透
明
に
な
り
歴
史
が
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
構

成
要
素
や
構
造
を
率
直
に
あ
ら
わ
に
す
る
こ
の
歴
史
的
瞬
間
に
は
、
わ
れ
わ

れ
の
学
問
的
思
想
を
、
あ
げ
て
状
況
の
高
み
に
立
つ
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら

l
歴
史
上
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
れ
た
よ
う
に
ー
た
ち

ま
ち
に
し
て
こ
の
透
明
さ
が
消
え
う
せ
、
世
界
が
た
だ
一
つ
の
像
に
凝
り
か

た
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る」《鈎》
ま
さ
に
、
彼
の
時
代
こ
そ
自
由
浮
動
的
イ
ン
テ
り
ゲ

γ
チ
ァ
の
自
由
な
知

的
過
程
が
可
能
に
な
る
時
代
、
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
「
制
度
文
化
」
が
崩
壊

し
次
の
「
制
度
文
化
」
が
確
立
す
る
時
ま
で
の
「
歴
史
的
間
奏
曲
」

avの
時

代
で
あ
っ
た
。

ま
た
社
会
的
条
件
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
九

ニ
0
年
代
の
ド
バ
ツ
の
特
殊
状
況
で
あ
る
。

当
時
の
ド
イ
ツ
は
ヨ

l
ロ
グ
パ
の
過
去
数
世
紀
に
成
し
と
げ
た
知
的
業
績

が
ヲ
イ
マ

l
ル
体
制
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
「
現
代
思
想
の
柑
桶
」
ハ
む
と
化
し
．

．一‘、，a、・、、・，
aφ ・’． 

他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
マ

γ
ハ
イ
ム
に
と
っ
て
「
歴
史
へ
の
意
志
と
歴

史
へ
の
展
望
」
と
は
『
歴
史
主
義
』
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
超
越
的
で

静
的
な
営
み
で
は
な
く
、
生
活
の
過
程
と
密
接
に
絡
み
あ
っ
た
歴
史
そ
の
も

の
の
中
に
自
己
を
投
企
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ
故
、
知
識
人
は
、
ト

レ
ル
チ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
た
ん
な
る
観
察
者
で
は
な
く
、
「
そ
の
社
会

の
良
心
」
円
台
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

先
に
あ
げ
た
客
観
的
な
歴
史
的
社
会
的
条
件
に
加
え
て
、
こ
の
マ
ン
ハ
イ

ム
自
身
の
未
来
へ
の
展
望
か
ら
く
る
危
機
意
識
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
応
し
た

知
識
人
へ
の
理
解
に
よ
り
、
彼
は
「
自
由
浮
動
的
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
」
の

復
権
を
叫
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
カ
l
ス
ト
制
度
の
崩
壊
と
と
も
に
生
じ
た
比
較
的
階
級
に
と

・
ら
わ
れ
な
い
階
層
で
あ
る
知
識
人
が
、
そ
の
自
由
な
視
点
の
変
化
と
、
教
義

を
基
盤
に
し
た
多
様
な
バ
l
九
ベ
タ
テ
ィ
プ
や
感
情
移
入
に
よ
り
、
ヨ
l
ロ

グ
バ
社
会
を
ひ
き
裂
い
て
い
る
相
互
に
敵
対
的
な
種
々
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

共
感
的
な
内
的
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
総
合
」
を
意
欲
し
、
そ

こ
か
ら
未
来
へ
の
展
望
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
を
解
消
さ

す
こ
と
を
彼
は
期
待
し
た
の
で
あ
る
。

マ
ン
ハ
イ
ム
は
、

s
・
ヒ
晶

l
ズ
が
指
摘

avす
る
よ
う
に
時
代
の
趨
勢

が
知
識
人
に
要
求
す
る
「
参
加

gmmぬ
O
B
O
E」
と
い
う
新
し
い
倫
理
を

含
み
な
が
ら
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
代
表
と
す
る
教
条
主
義
や
感
傷
的
、
自

己
満
足
的
な
政
治
的
実
践
を
許
す
こ
と
が
で
き
ず
、
「
自
由
浮
動
性
」
を
積

極
的
に
擁
護
す
る
立
場
に
回
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
で
、
マ

γ
ハ
イ
ム
の
知
識
人
論
E
「
自
由
浮
動
的
イ
γ
テ
リ

K・マシハイムの「知識人論J再考

て
い
た
。
そ
の
中
で
は
、
表
面
的
な
安
定
の
喪
で
思
考
の
極
化
に
よ
る
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
闘
争
が
す
べ
て
の
階
級
や
集
団
の
聞
に
生
じ
て
い
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
「
奇
妙
な
一
種
の
均
衡

k
g状
態
の
中
に
あ
り
、
そ
れ
故
、
す
べ
て

の
思
想
や
観
念
に
と
っ
て
、
そ
こ
は
自
己
を
試
す
「
社
会
的
実
験
の
場
」
《
包

で
あ
っ
た
。

こ
の
ニ
つ
の
条
件
は
、
ま
さ
に
知
識
人
が
活
躍
す
る
舞
台
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
マ
ン
ハ
イ
ム
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
客
観
的
条
件
に
加

え
て
、
彼
の
未
来
へ
の
ベ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
展
望
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が

現
実
を
切
り
開
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
捕
え
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
喪
失
で
．
あ

る。
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マ
ン
ハ
イ
ム
に
と
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
投
落
は
特
定
の
階
層
に
の
み

危
機
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
暴
露
に
よ
る
「
即
物
性
」

は
む
し
ろ
か
え
っ
て
、
「
全
体
に
と
っ
て
は
い
つ
も
自
己
自
身
を
は
っ
き
り

さ
せ
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
消
失
は
、
全

体
と
し
て
の
人
聞
の
生
成
の
形
態
を
変
え
て
し
ま
う
と
マ
ン
ハ
イ
ム
は
捉
え

る。
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
消
失
は
、
人
間
自
身
が
物
と
な
る
よ
う
な
、
静
的
な
即

物
性
を
成
立
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
っ
と
も
合
理
的
に
自
己
を
支
配
す
る

人
聞
が
街
動
の
ま
ま
に
動
く
人
聞
に
な
り
、
長
い
間
の
犠
牲
に
満
ち
た
英
雄

的
な
発
展
の
あ
と
で
自
覚
の
最
高
の
段
階
に
到
達
し
た
人
聞
が
‘
ユ
ー
ト
ピ

ア
の
消
滅
と
と
も
に
、
歴
史
へ
の
意
志
と
歴
史
へ
の
展
望
と
を
失
う
。
こ
う

い
う
、
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
最
大
の
逆
説
が
起
こ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
己

av

こ
の
「
歴
史
へ
の
意
志
と
歴
史
へ
の
展
望
」
を
担
う
主
体
こ
そ
知
識
人
に

ゲ
γ
チ
ァ
論
」
の
背
後
に
あ
る
主
観
的
・
客
観
的
要
因
を
明
ら
か
に
で
き
た

と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
ハ
ン
ガ
9
1
に
お
い
て
培
っ
た
「
批
判
世
代
」
と
し

て
の
自
己
意
識
が
『
歴
史
主
義
』
に
よ
り
知
識
人
と
し
て
の
立
場
を
確
立

し
、
そ
の
位
置
に
立
っ
た
マ

γ
ハ
イ
ム
が
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
知
的
状
況
に

当
面
し
た
時
、
「
歴
史
へ
の
彦
加
」
と
現
実
の
「
曇
り
な
い
認
識
」
を
合
わ

せ
持
つ
「
浮
動
性
」
の
意
義
を
叫
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。

こ
の
よ
う
に
マ
ン
ハ
イ
ム
の
知
識
人
論
を
と
ら
え
る
時
、
明
ら
か
に
、
彼

の
知
識
人
論
は
八
事
実

V
の
問
題
で
は
な
く
八
要
請
〉
の
問
題
で
あ
る
。
こ

の
意
味
で
、
マ
1
ト
ン
の
「
ミ
ュ
ン
ヒ
ハ
ウ
ゼ

γ
男
爵
の
髭
」
ハ
ざ
と
い
う
普

え
も
故
な
し
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
は
マ

γ
ハ
イ
ム
自
身
が
自
覚
し
て
い
た
と
考
え
る
。
な
ぜ

な
ら
、
復
は
知
識
人
の
特
殊
な
能
力
を
宣
揚
す
る
一
方
で
、
現
代
の
知
的
状

況
の
中
に
そ
の
能
力
を
発
錯
し
う
る
人
聞
の
育
成
の
方
途
の
探
究
を
自
己
の

課
題
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

彼
は
既
に
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
中
で
「
其
の
能
動
的
人

間
」
そ
し
て
「
全
体
観
察
」
を
可
能
に
す
る
人
聞
の
育
成
を
提
唱
す
る

av。

さ
ら
に
知
識
人
を
体
系
的
に
論
じ
た
『
イ
γ
テ
リ
ゲ

γ
チ
ァ
の
問
題
』
の
中

で
、
生
活
史
上
に
お
け
る
知
的
過
程
を
分
析
す
る
時
、
具
体
的
に
論
じ
て
い

る
の
で
あ
る
。

・晶．，、
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マ
ン
ハ
イ
ム
は
ま
ず
青
年
期
を
と
ら
え
、
そ
れ
を
「
知
的
ア
ジ
テ
l
シ罰

ン
に
も
っ
と
も
力
あ
ふ
れ
る
接
近
を
示
す
時
」

avと
し
て
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン



チ
ァ
の
生
活
史
上
に
お
け
る
一
つ
の
タ
イ
プ
と
す
る
。

青
年
は
「
自
己
が
答
え
う
る
範
囲
を
越
え
る
も
の
」
に
疑
問
を
投
げ
か

け
、
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
は
こ
の
青
春
期
の
特
色
を

「
超
越
衝
動
可

S
R
g
a
E阿
古
弓

E
g
k
g
と
名
づ
け
、
そ
の
成
立
を

「
背
年
が
社
会
の
文
化
的
世
襲
と
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
極
化
を
発
見
す

る
」
門
む
と
き
に
見
出
す
。
そ
れ
は
、
第
一
次
集
団
に
代
表
さ
れ
る
直
接
的
環

境
が
彼
の
全
体
社
会
で
な
く
「
一
つ
以
上
の
人
生
の
あ
り
方

k
gが
存
在
す

る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、
脊
年
は
物
事
に
対
す
る
「
距
離

a
z
g
n
S」

a
v
を
獲
得
し
‘
自
己
の
環
境
を
越
え
る
「
衝
動
」
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
を

意
味
す
る
。

す
な
わ
ち
、
背
年
は
こ
の
「
距
離
」
に
基
づ
く
観
点
の
選
択
可
能
性
に
よ

り
既
成
の
観
点
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
批
判
を
試
み
、
新
し
い
世
界
を
切
り
開

こ
う
と
す
る
。
こ
の
批
判
的
思
考
が
、
青
年
の
生
き
方
の
中
に
貫
か
れ
た
と

き
「
真
の
教
育
の
過
程
P
閃

g
Eロ
O
M
M円
0
0
0
ω
ω
O
同
包
ロ

2
2
8」
avが

始
ま
る
と
マ
ン
ハ
イ
ム
は
主
張
す
る
。
彼
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
表
現
す

る。
「
あ
る
者
に
す
れ
ば
、
そ
れ
は
青
年
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
り
、
他
の
者
に

と
っ
て
は
孔
生
の
あ
り
方
に
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
。

k
gと。

さ
ら
に
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
都
市
化
に
よ
る
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
の
浸
透

や
、
産
業
社
会
に
お
け
る
ピ
ュ

l
ロ
タ
ラ
シ

l
の
発
達
が
、
大
衆
労
働
者
に

「
余
暖
－

E
g
g－
2go」
を
保
障
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
捉
え
、
そ

の
中
に
知
識
人
と
し
て
の
知
的
過
程
を
現
し
う
る
可
能
性
を
明
ら
か
に
す

る。

K・マンハイムの「知識人論」再考

に
し
た
人
々
の
中
に
、
青
年
の
「
超
越
衝
動
」
と
同
様
「
実
り
多
い
批
判
の

源
泉
」
円

8
、
そ
し
て
知
識
人
と
し
て
の
機
能
を
は
た
す
可
能
性
を
求
め
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
マ
ン
ハ
イ
ム
の
知
識
人
観
を
‘
次
の
よ
う
に

も
理
解
で
き
る
と
考
え
る
。

す
な
わ
ち
、
マ
ン
ハ
イ
ム
に
と
っ
て
知
識
人
と
は
確
か
に
一
方
で
は
一
つ

の
特
殊
な
社
会
層
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
特
権
層
と
し
て
の
「
自
由
浮

動
的
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
」
の
碁
盤
が
、
現
代
の
種
々
の
状
況
に
よ
り
崩
壊

し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
現
代
の
状
況
自
体
が
、
か
つ
て
知
識
人
を
結
び

つ
け
た
教
養
と
、
そ
れ
へ
の
接
近
を
許
し
特
殊
な
観
点
を
も
た
ら
し
た
位
置

を
、
可
能
性
と
し
て
多
く
の
人
々
に
共
通
の
も
の
と
し
て
与
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ま
た
青
年
期
が
万
人
に
与
え
ら
れ
た
機
会
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
ゆ
え
に
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
知
識
人
の
特
殊
な
思
考
を
最
終
的
に
は
大

衆
自
体
に
内
在
す
る
可
能
性
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
一
定
の
条
件
を
整
え
る
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
人
々
が
知
識
人
と
し

て
の
自
由
な
知
的
過
程
を
な
し
得
る
と
い
う
希
望
を
抱
こ
う
と
し
た
の
で
あ

る。
危
機
の
解
決
を
‘
そ
の
破
壊
に
で
は
な
く
、
そ
れ
肉
体
に
内
在
す
る
希
望

へ
の
転
換
点
を
と
り
出
し
、
拡
大
育
成
す
る
方
向
で
解
決
す
る
。
そ
れ
は
ハ

ン
ガ
リ
ー
以
来
の
マ
ン
ハ
イ
ム
の
思
考
様
式
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
筆
者
は
彼

の
知
識
人
論
の
第
三
の
契
機
と
し
て
育
成
の
問
題
を
取
り
あ
げ
た
の
で
あ

る。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
筆
者
は
マ
ン
ハ
イ
ム
の
知
識
人
論
を
彼
の
思
考
の

変
化
に
従
っ
て
追
求
し
て
き
た
が
、
さ
ら
に
進
め
て
、
そ
の
変
化
に
内
在
す

近
代
知
識
人
は
泣
か
な
「
余
暇
」
を
基
盤
に
し
て
．
教
養
へ
の
接
近
と
直

接
的
利
害
に
拘
束
さ
れ
な
い
自
由
な
思
考
を
可
能
に
し
た
。
ま
た
彼
ら
の

「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
の
要
求
は
思
考
の
内
面
化
に
よ
る
「
経
験
の
二
次
的
側

面

k
gを
聞
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
「
経
験
の
深
化

a
g
M
M
g
E∞
a

O
M刷

Xwzoロ
g
k
g
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
り
、
知
識
人
は

多
様
な
バ

1
ス
ベ
ク
テ
ィ
プ
と
観
点
の
オ
1
ル
タ
I
ナ
テ
ィ
プ
を
身
に
つ

け
、
む
き
だ
し
の
利
害
関
係
を
精
神
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
の
要
求
は
近
代
市
民
社
会
自
体
の
理
想

と
し
て
、
特
に
分
業
化
と
都
市
化
に
従
っ
て
多
く
の
人
々
に
共
通
の
も
の
と

な
っ
て
き
た
《
号
。
ま
た
「
余
暇
」
も
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
衆
労
働
者
に

あ
る
程
度
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

Sτ

ゆ
え
に
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
知
識
人
固
有
の
能
力
と
し
て
行
っ
て
き
た
特
殊

な
思
考
が
、
都
市
住
民
や
大
衆
労
働
者
に
も
可
能
に
な
っ
た
と
す
る
。
特
に

彼
は
「
レ
ジ
ャ
ー
ク
ラ
ス
」
に
替
わ
る
知
的
過
程
を
担
う
者
と
し
て
、
「
余

暇
」
を
「
創
造
的
で
感
受
性
の
強
い
タ
イ
プ
の
追
求
」
に
向
け
る
人
々
を

「
レ
ジ
ャ
ー
－
タ
イ
ム
知
識
人

Z
Zロ
3
・2
g
o
z
z
＝S
H
E－
」
と
名

づ
け
、
生
活
史
に
基
づ
く
知
識
人
の
類
型
の
一
つ
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い

る〈印
1

ま
た
一
方
、
現
代
の
知
的
状
況
の
分
析
を
通
し
て
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
大
衆

教
育
の
積
極
面
を
強
調
す
る
。

大
衆
教
育
は
「
教
義
人
」
と
し
て
の
資
格
が
教
育
に
よ
る
免
許
状
の
有
無

に
変
化
L
た
こ
と
に
よ
り
〈
巴
、
多
く
の
人
々
に
、
以
前
に
は
不
可
能
で
あ
っ

た
地
位
へ
の
上
昇
を
可
能
に
し
た
。
マ
ソ
ハ
イ
ム
は
こ
の
上
昇
移
動
を
可
能

-136ー

る
不
変
的
な
要
因
を
知
識
社
会
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
存
在
被
制
約
性

的

E
Z
”。σロ
saonFatav
の
論
理
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
し
た
い
。

七

マ
ン
ハ
イ
ム
は
英
語
版
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』

「
存
荘
被
制
約
性
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

「
人
聞
の
自
由
に
質
言
を
費
す
者
も
、
自
分
た
ち
の
行
為
が
利
害
関
心

に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
度
合
の
強
さ
に
感
づ
か
な
い
か
ぎ
り
、
実
際
に

は
、
社
会
的
存
在
被
制
約
性
に
ほ
ぼ
盲
目
的
に
従
っ
て
い
る
連
中
と
変
わ
ら

な
い
：
：
：
。
行
為
に
た
い
す
る
社
会
的
存
在
制
約
性
の
無
意
識
的
影
響
と
い

う
こ
と
を
主
援
す
る
者
こ
そ
、
じ
つ
は
で
き
る
か
ぎ
り
こ
う
し
た
社
会
的
存

在
被
制
約
性
を
克
服
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
者
な
の
で
あ
る
。

k
g

す
な
わ
ち
、
「
存
在
被
制
約
性
」
の
論
理
で
マ
γ
ハ
イ
ム
が
展
開
し
よ
う

と
し
た
も
の
は
、
思
考
が
社
会
的
存
在
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う

八
事
実
〉
の
認
識
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
よ
り
軍
要
な
の
は
、
「
制
約

性
」
に
関
す
る
洞
察
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
無
意
識
的
動
機

を
意
織
的
・
合
理
的
決
定
の
対
象
に
転
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
「
個
人
の
自
己

拡
強
」
ハ

eを
行
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
近
代
市
民
社
会
の
理

想
で
あ
る
自
律
し
た
個
の
尊
重
の
追
求
に
他
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
そ
れ
は
ま
た
青
年
マ
ン
ハ
イ
ム
の
理
想
の
形
を
か
え
た
現
れ
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
い
て
向

覚
し
た
問
題
は
「
人
間
精
神
の
尊
厳
の
確
証
と
人
間
の
認
の
数
済
」
に
他
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

の
序
文
で

-137ー



「
：
：
・

他
方
、
知
識
人
は
「
浮
動
性
」
の
概
念
が
示
す
よ
う
に
「
存
在
制
約
性
」

の
暴
露
に
よ
る
絶
え
ざ
る
自
己
相
対
化
か
ら
視
野
の
拡
大
を
は
か
る
者
で
あ

る。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
背
年
マ
ン
ハ
イ
ム
の
「
人
間
精
神
の
尊
厳
の
確
証
と

人
間
の
塊
の
放
済
」
と
い
う
理
想
は
、
知
識
社
会
学
に
よ
る
そ
の
実
現
の
模

索
と
い
う
方
向
に
平
行
し
て
、
知
識
人
論
の
中
に
、
一
方
で
は
担
い
手
の
問

題
と
し
て
、
他
方
具
体
的
な
人
間
の
モ
デ
ル
と
し
て
追
求
さ
れ
て
き
た
と
考

え
る
。す

な
わ
ち
、
「
人
間
梢
神
の
尊
厳
」
こ
そ
知
識
人
論
を
は
じ
め
と
し
て
、

マ
ン
ハ
イ
ム
の
す
べ
て
の
理
論
に
内
在
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
意
図
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
知
識
人
を
モ
デ
ル
に
し
た
自
律
し
た
個
の
育
成
と
い

う
方
向
に
収
蝕
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

「
飼
育
さ
れ
た
意
志
だ
け
が
窓
志
で
あ
り
、
革
命
的
、
あ
る
い
は
、
反
革

命
的
行
為
だ
け
が
行
為
で
あ
る
と
決
め
て
か
か
っ
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ま
ざ

ま
な
関
係
や
人
闘
を
徐
々
に
改
善
し
て
ゆ
く
の
も
や
は
り
行
為
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
・
：
い
き
い
き
し
た
批
判
的
良
心
を
備
え
た
意
志
主
体
を
い
っ
そ
う

多
く
つ
く
り
だ
す
こ
と
が
全
体
の
其
の
関
心
事
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

k
g

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ
ー
が
「
価
値
自
由
」
の
論
理
を
通
し
て
、
科
学
す

る
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
近
代
市
民
の
倫
理
を
説
い
た

の
に
対
L
9
1
マ
γ
ハ
イ
ム
は
そ
の
前
提
に
た
っ
て
、
さ
ら
に
、
単
に
理
念

の
次
元
で
は
な
く
、
具
体
的
に
「
意
欲
す
る
意
志
」
に
働
き
か
け
る
方
途
を

模
索
し
た
。
そ
れ
が
彼
の
知
識
人
論
の
意
図
で
あ
り
、
ま
た
教
育
論
の
本
質

で
あ
る
。
論
の
整
合
性
は
と
も
か
く
、
困
難
を
承
知
の
上
で
、
な
お
現
実
へ

K・マγハイムの「知識人論J再考

画
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
も
と
に
エ
リ
ー
ト
を
い
か
に
育
成
し
全
体
社
会
の
中

に
位
置
づ
け
た
か
は
教
育
の
問
題
と
し
て
、
ま
た
知
識
人
の
社
会
的
責
任
の

問
題
と
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
指
摘
し
え
た
に
と
ど
ま
る
が
、
マ
ン
ハ
イ

ム
が
教
え
た
こ
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
、
相
似
た
状
況
に
あ
る
今
日
の
わ

れ
わ
れ
が
教
育
を
考
え
る
と
き
に
、
き
わ
め
て
有
効
な
手
が
か
り
に
な
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

公
民
】

〈1
〉
前
期
・
：
ド
イ
ツ
で
の
知
識
社
会
学
中
心
の
論
考

後
期
・
：
渡
英
後
の
社
会
計
画
論
中
心
の
論
考
。

〈2
〉

A
・
フ
ォ
ガ
ラ
シ
、
沼
義
昭
訳
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ァ
の
社
会
学
と
社

会
学
の
知
性
」
樺
俊
雄
創
『
知
識
社
会
学
』
一
九
五
八
、
誠
信
書
房
、

一
四
七

l
一
八
五
頁
。

ハ
3
〉

G
・
ル
カ
l
チ
‘
聞
峻
凌
三
他
訳
『
理
性
の
破
壊
』
下
、
一
九
六
八

年
、
白
水
社
、
二
八

O
l二
九

O
頁。

〈4
〉

R
－
K
・マ

1
ト
ン
、
蘇
東
証
同
他
訳
『
社
会
構
造
と
社
会
理
論
』
一

九
六
一
年
、
み
す
ず
書
房
、
四
四
六
J
四
六
五
頁
。

〈
5
〉

A
・
シ
ャ
フ
、
森
岡
弘
道
他
訳
『
歴
史
と
真
理
』
一
九
七
三
年
、
紀

伊
国
屋
書
店
、
一
九
八
頁
。

〈
6
〉

S
・
ヒ
品

l
ズ
、
生
松
敬
三
他
訳
『
意
識
と
社
会
』
一
九
七

O
年、

み
す
ず
書
房
、
一
一
一
員
。

へ
7
〉
宝
月
誠
「
危
機
の
診
断
」
『
大
医
府
立
大
学
紀
要
・
人
文
・
社
会
科

学
』
二

O
号
、
一
九
七
二
年
、
五
九
頁
。

の
働
き
か
け
を
追
求
し
た
マ
ン
ハ
イ
ム
の
態
度
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
受
け
継

が
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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八

本
稿
は
マ
ン
ハ
イ
ム
の
知
識
人
論
を
可
能
な
か
ぎ
り
マ
ン
ハ
イ
ム
自
身
に

感
情
移
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
背
後
に
あ
る
主
観
的
客
観
的
要
因
と
そ

の
意
図
す
る
も
の
を
探
究
し
た
。
し
か
し
問
題
は
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
。

ま
ず
知
識
人
と
大
衆
の
関
係
で
あ
る
。
マ

γ
ハ
イ
ム
は
大
衆
の
中
に
知
識

人
と
し
て
の
知
的
過
程
の
可
能
性
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
現
代
社

主
の
傾
向
は
む
し
ろ
可
能
性
を
消
失
せ
し
め
る
方
向
で
進
ん
で
い
る
。
そ
の

中
で
披
が
ど
こ
ま
で
知
識
人
と
大
衆
と
の
差
を
縮
め
え
た
か
。
い
い
か
え
れ

ば
、
彼
の
「
人
間
精
神
の
尊
厳
」
と
い
う
理
想
が
現
実
の
も
の
と
な
る
方
途

を
ど
こ
ま
で
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
教
育
の
問

題
と
し
て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
知
識
と
人
間
と
の
関
係
で
あ
る
。
人
聞
に
と
っ
て
の
知
識
を
獲
得

す
る
こ
と
と
社
会
的
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
知
識
と
知
恵
の

内
的
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
「
存
在
被
制
約
性
」
の
克
服
と
認
識
論
へ
の
方

途
を
示
し
た
マ

γ
ハ
イ
ム
の
知
識
社
会
学
の
．
探
究
が
、
こ
の
問
題
に
ど
こ
ま

で
対
処
し
う
る
か
。
知
識
人
の
研
究
は
い
わ
ば
そ
の
一
つ
の
パ
タ
l
γ
と
し

て
拠
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
エ
リ
ー
ト
の
問
題
で
あ
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
の
知
識
人
論
は
育
成
の

問
題
と
し
て
教
育
論
に
流
れ
込
む
が
、
そ
れ
は
エ
リ
ー
ト
の
育
成
と
大
衆
教

育
に
分
化
す
る
。
こ
の
点
で
第
一
の
問
題
と
は
逆
に
「
自
由
の
た
め
の
計

〈
8
〉
柴
谷
鰐
弘
『
反
科
学
論
』
一
九
七
三
年
、
み
す
ず
書
房
。

（
9
〉
村
上
陽
一
郎
『
近
代
科
学
を
越
え
て
』
一
九
七
四
年
、
日
本
経
済
新

聞
社
、
九
頁
。

（
mv
生
松
敬
三
『
人
間
へ
の
聞
い
と
現
代
』
一
九
七
五
年
、

N
H
K
、
八

頁。

ハ
U
〉
同
・
冨
MWロロ
v
a
s－
z
o
o－omEocロ
a
C
H
o
z
o
ハ
ω
o
v
E
Z
回ロ
T

SFno
〈

2
E伺
・
司
g
ロ
E
R
H
M
W
E
Z
m
g－
s
g〉
ω・
怠
（
以
下

回・

C
と
略
す
〉

ハ
ロ
〉
同
・
冨
削
w
E
H
F
a
s－－－
ωoo－o
g
n
n国
間
三
宮
円
J

何回円
H
Z・
毛
色
ロ

〈
F
E
m－
）
同
MWユ
玄
白
ロ
ロ
F
E
E－
宅
問
ωωonωωONE－o岡山
0・
〉
g
’S
I

E
ω
ロ
ω
品
。
自
宅
R
F
〈国
0
2
g
E
H
F
R
F
H
O司
F”ロ
a・
図
。
ユ
E
・

5
0
3
ハ
以
下
毛
と
略
す
）

〈
mv
同－
z
”ロロ同
H
a
s－
E

回目
ω”。ユ
ω自
信
、
・
4
〈・

（
M
〉
同
－
z
g
g
v
a
s＼
4
v
o
M
M
H・0
E
O
B
a
H
V
O
E
S－－
5
0
n
z
z・

”白山口問】ロ山岡
1
U

可由同
HHozuω
回MmwωH
”
n
a
M
V円。
ωOロ骨円。－
AW－－・開『同
HOω
骨

冨
m
n
n
F旦
g
p
n
a
M
M
ω
旦
問
。
。
国
間
0
5
0
2
ハ
oaHY
開
2
3
m
o
n

ω
o
a
o－o
g唱
。
同
の
巳

Z
円
0・（悶・同・司－

F
o
n
a
o
n
s
u
a〉
ハ
以
下

問
・
の
と
略
す
〉

こ
の
論
文
は
渡
英
直
前
に
か
か
れ
、
英
国
に
て
加
筆
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
だ
け
に
マ
ン
ハ
イ
ム
の
思
考
の
変
化
を
見
る
の
に
は
よ
い
。

〈
日
〉
第
二
の
契
機
は
既
に
多
く
の
論
者
に
よ
り
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
こ

こ
で
は
扱
わ
な
い
。

例
新
明
正
道
『
知
識
社
会
学
の
諸
相
』
一
九
三
二
年
、
宝
文
館
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#< 

〈
時
〉
ロ
・
貝
2
2
0ア
量

的

o
a
a
o閃
判
。
同
関
口
。
dzoam刷
O
M
w
n
a
冨
OH1Mw－

MME
－oωOMMHMMご
斗

V
O
M
M
E
8
0同
吋
S
E
E
oロ
M
Z
3
1
0
Z
O
B
E

HVO
司

OH1SHW仲間
O
P
O剛
宮
ω回
目

V
E
B
6
1円
V。
己
的

v
q・
司

o
z仲
間
。
巴

ω
a
oロ。
o
aロ附
W
2
0己
M『
〈
。
戸
∞
N
－
Z
0・
ω
z
s・－
vhyS申
1
2。

〈
げ
〉
巧
・

ω－
s

〈
時
）
巧
”
∞
－

s

－

〈
四
〉
当
・

ω－
s

〈
却
〉
巧
・

ω・
8
1
2

〈
幻
〉
巧
－

m・叶
N
l
a

ハ
mv
当・

ω・
JE・
独
自
な
生
命
を
持
ち
人
聞
を
支
配
す
る
と
い
わ
れ
る
ユ

ダ
ヤ
神
話
の
土
偶
。

〈
お
〉
巧
・

ω－

a

〈
M
V
巧・

ω・∞品

〈お〉

D
・
ケ
ッ
ト
ラ
1
、
徳
永
糊
訳
「
若
き
ル
カ

I
チ
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
革

命
」
『
ル
カ
l
チ
研
究
』
一
九
六
九
年
、
白
水
社
、
二
四
五
頁
。

〈
お
〉
マ
ン
ハ
イ
ム
は
文
化
の
形
成
過
程
を
コ
ン
ト
に
な
ら
っ
て
、
一
、
宗

教
的
文
化
、
二
、
芸
術
的
文
化
、
三
、
美
的
、
批
判
的
文
化
の
三
段
階

に
区
分
す
る
。
そ
し
て
現
代
を
美
的
、
批
判
的
文
化
と
と
ら
え
自
己
の

世
代
の
使
命
を
批
判
に
お
く
、
宅
－

ω・吋品

ハ
幻
〉
高
橋
徹
「
マ
ン
ハ
イ
ム
と
オ
ル
テ
ガ
」
『
世
界
の
名
著
、
五
六
、
マ

γ
ハ
イ
ム
・
オ
ル
テ
ガ
』
一
九
七
一
年
、
中
央
公
論
、
二
六
頁
。

ハ
却
〉
徳
永
陶
「
マ
ン
ハ
イ
ム
と
歴
史
主
義
の
問
題

l
一
九
二

O
年
を
め
ぐ

．
る
思
想
的
覚
え
書
き
」
〈
K
・
マ
ン
ハ
イ
ム
、
徳
永
例
訳
『
歴
史
主
義
」

K・マンハイムの「知識人論J再考

，問、，司、，ー、，圃、〆『、 f『、戸、，．、，『，町、，－ －邑－
~1. ~~ ~9 臼 57 56 55 54 52 52訂so49 

階－－－－－－－－－－－~~ 戸的識
Bこマ ?l?l ?l ?l何回何回開何回何 5コ曹の
~ :/ .flvhpp_np_p_o h h h h－案反
c J、切切 ー・・ー w w ；，伊客運
争イ L~：：：：：： TJ~~ －包も可
手伝 ffiffi ：：？ ~~m~~~ 注量 ：；； Iっ
プ ｜ ωι た 性

「 - 2主にに教 ∞ 
分獲 N gご
2企 育て

成」
。を をの

「 論中
装 じで

て政
琴 ぃ治
企 る教

。育
と の
の間

運題
と

重し
て

彦批
判

一
九
七

O
年
、
未
来
社
、
＝
二
頁
〉

（

m
U
〉

d
F〈・

ω
l
N
＠＠

ハ
初
〉
当
・

ω・
Mg－．

ハ
剖
〉
巧
－

ω－
N
O
∞

ハmω
〉
当
・

ω・．
Mg

（
お
〉
当
・

ω－
M
－∞∞

（
川
品
｝
。
宅
－

m－
M
品＠

（
お
〉
高
橋
・
同
書
、
三
八
頁
。

｛
部
〉
徳
永
・
同
書
、
一
二
九
頁
。

ハ
釘
）
巧
－

ω・
Mg

（
犯
〉
巧
－

m－
M
O
N

（
mm
）・
H

・C
・

ω・J

『吋

（川
W

V

開・
0
・
M
Y
同品目吋

ハ
叫
〉
生
訟
敬
三
、
同
書
、
入
頁
。

ハ
必
〉
馬
場
修
一
「
現
代
知
識
人
論
の
課
題

Leイ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
の
終
駕
』

論
争
と
知
識
人
論
」
『
思
想
』
一
九
七
二
年
五
月
、
五
七
五
号
、
一
一
一
－
一

頁〉

ハM
W
〉

S
・
ヒ
ュ
ー
ズ
、
同
書
、
二
八
四
頁
。

ハ
川
崎
）
戸
口
・

ω・
M
M
U

ハ必〉

S
・
ヒ
ナ
l
ズ
、
同
番
、
二
八
六
頁
。

（必〉

S
・
ヒ
ュ
ー
ズ
、
同
雷
、
二
八
七
頁
。

ハ円引〉

R
・
K
・
マ
l
ト

γ
、
同
番
、
四
六
回
頁
。

ハ
崎
明
〉
マ
ン
ハ
イ
ム
は
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
「
政
治
的
知
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一
、
「
手
工
的
作
業
」
自

g
g－
官
民
R
g
g
o
o－
「
知
的
作
業
」

E
Zロ
O
O
P
E－
宮
wAO『
自
白

SAH0
・

二
、
「
専
門
職
」
咋

g
官一

O
F
Z
Z回
「
ト
レ
イ
ド
」
可
制
脚
色
。

三
、
「
R
－zn白押
R
－
」
・
「
ロ
n
o
aロ
omcwa」

四
、
「
免
許
条

g
Z
5
2
2
8」
の
有
無
ハ
開
－

P
問者・

2
H
I－－
ω〉

〈
位
〉
開
・
0
・目y同品目∞

（
回
）
従
来
「
存
在
被
拘
束
性
」
と
訳
さ
れ
て
き
た
が
、
筆
者
は
秋
本
律
郎

民
の
説
に
従
い
「
存
在
被
制
約
性
」
と
訳
す
（
秋
本
律
郎
「
解
説
」
秋

本
他
訳
『
現
代
社
会
学
大
系
、
六
、
マ
ン
ハ
イ
ム
、
シ
ェ

I
ラ
1
』
青

木
書
店
、
一
九
七
三
年
〉

〈
悦
〉
同
－
Z
白ロロ
v
a
S
2
M
u
g－hgEMH
ミ
〉
MMMVH．。
M
w
n
v
Z
5
0剛
J
6
7

－o
g－－－

z
o
o－om奇

ω
n
a
C
H
O回
M
E・
ハ
同
・
同
・
M
J
F
oロ品。
P
S
ω
由・・

。．AMMW〉

（
邸
）

OMM
・0
＝・同
Y

お

（
館
山
〉
同
・

c・
ω・Mm－。

ハmw
）
安
藤
英
治
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
バ

l
研
究
』
一
九
六
五
年
、
未
来
社

〈
主
と
し
て
一
章
、
二
章
〉
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A Reconsideration of K. Mannheim’s thought 
of the Intellectuals 

A Decision Process of Educational Budget 
in an Urban Community with Rapid Increase in Population 

-A Case of Hachioji-City -

一寸！』
Masayuki U mai 

(Graduate school, Tokyo University of Education) 

Kazunori Kumagai 

(Soka University) 

The purpose of this paper is to indicate some points of view from which we 

-consider education today' by scrutinizing k・Mannheim’sthought of the intellectuals. 

For this purpose, we must clarify Mannheim’s understanding of his own age and 

the modern European intellectuals山剛ghthe works in which he ~rgued 伽ut the 

intellectuals: for examples, Seele und Kultur in which we回 nscrutmize the thought 

of young Mannheim during his stay in Hungary, Historismus, ldeologuie wzd Utopie, 

and Tile Problem of tlze /ntelligentsia in which he discussed the intellectuals system-

atically …山pointedout ft erm帆削hediscussed the ir 

＆島nd‘＇rela山 frcisc…be峨 Intclligenzぺbut伽 tosearch for the way of 

sup~~~：：：. t~l：：~ollo、.ving point 

further: 
l) How can the mass obtain the capacity of the intellectuals'? ni.. 

2) What relationship could be found between attainment of knowlc~gc and thought 

and action'? 
3) How could “Elite”be determined and what are their positions in society? 

An educational budget manifests the authoritative allocation ・of the public funds 

to public educational activities and focuses on how to allocate the limited funds to 

the swelling educational needs. In the decision-process various.factors-socio-economic, 

political and educational-interact reciprocally, and many social forces struggle悦th

each other for more favorable budget decisions. This study tries to explore the socio-

political process in Hachioji-City, Tokyo, which is concerned 叫ththe decision of 

“who gets what7 how”in public edu伺 tion.In this study the decision-process of 

educational budget is anal~zcd in terms of the dynamic system of the following three 

sets of clements; 1) the decision-making set of the Board of Education, the mayor 

ancJ his executive agency, and the City-Assembly, 2) the pressure-impact set of the 

cduc;ttional interest groups, the influential opinion leaders, public opinion, and the 

strudural change of environments, and 3) the condition set of the resources, public 

funds, the legislative regulations, and rules. 

Since 1960's, Hachioji-City has shown the rapid increase in population. Along 

wilh this population growth, the number of primary school children in that city was 

inm・:ascd by 13,000 during the period of May 1965 to May 1975. For the decision 

m:tk\.•rs, therefore, it has become one of the most urgent problems to build new 

sdlll,,ls. The rate of the educational expenditure in the total amount of the budget 

has r1.•markably increased since 1970. 

Th~ decision process of educational budget is divided into the following three 

stagl・s; 1) the formation stage-the Board of Education, 2) the assessment stage-the 

MayM and his executive agency, and 3) the decision stage-the City-Assembly. 

Tlmmgh these stages, the decision process showed the strong tendency of bureau-

era Iiよ：ationand specilization, and the established plan, the educational pressure 

groups. and the public opimon showed to play important roles in the decision process 

of cJucational budget. 
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た
w
h

ヨ
4

・

特
集

l
lど
う
も
耐
ぎ
れ
の
よ
い
表
現
と
は
い
え
な
い
テ
l
マ
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
英
訳
で
は
多
少
主
宵
を
と
り
入
れ
て
も
ら
っ
た
も
の

の
、
日
本
語
で
は
そ
れ
を
十
分
に
こ
な
し
き
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
し
か
し
各
論
文
は
決
し
て
耐
ぎ
れ
の
わ
る
い
も
の
で
は
な
い
。
特

集
テ
l
マ
が
空
ま
わ
り
に
な
ら
ず
に
す
ん
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
執
筆

者
の
賜
と
感
謝
し
た
い
。

投
稿
｜
｜
こ
の
集
は
、
特
集
よ
り
も
投
稿
に
紙
数
の
余
裕
を
と
っ
て

お
い
た
が
、
周
知
に
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
か
予
想
数
を
は
る
か
に
下

ま
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
遺
憾
な
の
は
投
稿
論
文
の
す
べ
て
を
掲

椴
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
だ
け
の
判
断
か
も
知
れ
な

い
が
、
紀
裂
の
吋
的
水
準
を
保
つ
た
め
に
焔
械
を
見
お
く
つ
た
論
文
が

少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
の
現
実
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
見
方
は
あ
ろ
う

が
、
問
題
は
無
視
で
き
な
い
と
思
う
の
で
、
し
か
る
べ
き
検
討
の
場
が

設
け
ら
れ
、
会
員
の
研
究
活
動
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

要
望
し
た
い
。

な
お
、
特
別
寄
稿
は
、
そ
の
論
文
の
ま
え
が
き
に
も
あ
る
よ
う
な
主

旨
に
よ
っ
て
編
集
委
員
会
と
り
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。
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