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1　　序　社会をほどき，結びなおすために

社 

会
を
ほ
ど
き
、
結
び
な
お
す
た
め
に

│
│
反
知
性
主
義
へ
の
さ
さ
や
か
な
抵
抗

序思
考
停
止
の
社
会

　

知
的
な
権
威
に
批
判
的
な
態
度
を
と
る
「
反
知
性
主
義
」
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
ず
い
ぶ
ん
時

間
が
経
ち
ま
し
た
。B

ブ
レ
グ
ジ
ツ
ト

rexit

（
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
脱
退
）
や
二
〇
一
六
年
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
を
み
て

い
ま
す
と
、
こ
の
傾
向
は
、
ま
す
ま
す
強
ま
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
時
代
の
流
れ
に
そ
く
し
て

い
う
な
ら
ば
、
研
究
者
、
専
門
家
で
あ
る
私
た
ち
著
者
は
、
被
告
人
席
、
よ
り
は
っ
き
り
い
え
ば
、
嫌
わ

れ
る
側
に
身
を
置
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

□
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で
も
、
自
分
の
立
場
に
固
執
す
る
こ
と
、
相
手
を
敵
と
み
な
し
、
相
手
の
主
張
を
否
定
し
つ
づ
け
る
こ

と
を
「
議
論
」
と
よ
ぶ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
思
考
停
止
」
と
ど
こ
が
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。
も
し
思
考

が
停
止
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
社
会
の
問
題
を
語
り
合
う
こ
と
自
体
に
嫌
気
が
さ
し
、
話
し
合
い
の
輪
に

加
わ
る
意
志
さ
え
を
も
失
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
社
会
を
生
き
る
人
た
ち
が
、
自

分
た
ち
、
そ
し
て
子
ど
も
た
ち
の
生
き
る
社
会
に
対
し
て
、「
な
ぜ
？
」「
ど
う
し
て
？
」
と
問
い
か
け
る

気
持
ち
を
失
っ
て
し
ま
え
ば
、
よ
り
よ
い
未
来
な
ど
や
っ
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

同
じ
よ
う
な
問
題
は
、
こ
の
本
を
執
筆
し
た
私
た
ち
四
人
が
専
門
と
す
る
「
社
会
科
学
」
の
な
か
で
も

起
き
て
い
ま
す
。
社
会
科
学
と
は
、
社
会
の
な
か
の
人
間
の
行
動
を
研
究
対
象
と
す
る
学
問
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
で
す
。
で
す
が
、
学
問
の
「
タ
コ
ツ
ボ
化
」
は
い
よ
い
よ
深
刻
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
同
じ
社
会
を

み
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
経
済
学
、
財
政
学
、
政
治
学
、
法
学
、
歴
史
学
…
…
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性
、
個

別
性
が
と
て
も
高
く
な
り
、
研
究
者
ど
う
し
で
さ
え
、
お
互
い
を
理
解
し
あ
え
な
い
時
代
に
な
り
は
じ
め

て
い
る
の
で
す
。

大
人
の
た
め
の
「
教
科
書
」

　

私
た
ち
四
人
は
、
こ
ん
な
知
的
状
況
に
後
押
し
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
本
を
執
筆
し
ま
し
た
。
反
知
性

□
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主
義
の
ご
時
世
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
え
て
大
人
の
た
め
の
「
教
科
書
」
を
書
く
、
上
か
ら
目
線
の
「
先
生
」

に
な
ろ
う
と
決
め
ま
し
た
。
日
本
社
会
の
将
来
を
語
り
合
う
た
め
の
共
通
の
理
解
、
土
台
の
よ
う
な
も
の

を
誰
か
が
提
案
し
な
け
れ
ば
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
、
実
の
あ
る
議
論
は
始
ま
ら
な
い
、
そ
う
本
気
で
考

え
た
か
ら
で
す
。

　

こ
の
本
で
は
、
日
本
の
社
会
を
形
づ
く
っ
て
い
る
、
誰
も
が
使
う
一
二
の
「
キ
ー
ワ
ー
ド
」
を
取
り
あ

げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
根
底
か
ら
吟
味
し
な
お
し
て
い
ま
す
。
思
想
的
な
立
場
に
と
ら
わ
れ
ず
、
こ
の

魅
力
的
な
日
本
社
会
、
そ
れ
自
体
に
関
心
を
も
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
日
本
社
会
の
「
い
ま
」
と
「
こ
れ

か
ら
」
を
見
通
す
た
め
の
材
料
、
共
通
の
知
的
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
提
供
し
よ
う
と
、
私
た
ち
が
積
み

あ
げ
て
き
た
「
知
性
」
を
す
べ
て
の
み
な
さ
ん
に
ひ
ら
こ
う
と
考
え
ま
し
た
。
思
い
切
っ
て
い
え
ば
、
経

済
、
政
治
、
社
会
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
、
で
き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
い
言
葉
で
、
で
き
る
だ

け
多
様
な
視
点
で
説
き
明
か
し
、
最
後
に
未
来
へ
の
一
つ
の
方
向
性
を
示
し
た
い
、
そ
ん
な
想
い
を
込
め

て
、
こ
の
『
大
人
の
た
め
の
社
会
科
』
を
書
き
あ
げ
た
の
で
し
た
。

　

反
知
性
主
義
が
叫
ば
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
、
あ
え
て
「
上
か
ら
目
線
」
で
教
科
書
を
書
く
と
い
う
「
さ

さ
や
か
な
抵
抗
」
で
は
あ
り
ま
す
が
、
い
く
ら
研
究
を
仕
事
と
し
て
い
て
も
、
こ
の
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な

出
来
事
が
、
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
起
き
て
い
る
の
か
を
一
つ
の
理
論
で
説
明
し
つ
く
す
こ
と
な
ど
、
私
た
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ち
に
だ
っ
て
で
き
や
し
ま
せ
ん
。
で
も
、
四
人
で
議
論
を
重
ね
る
う
ち
に
、「
な
ぜ
、
こ
の
出
来
事
を
、

み
ん
な
は
こ
ん
な
ふ
う
に
理
解
す
る
の
だ
ろ
う
」「
な
ぜ
、
こ
の
問
題
で
人
々
は
対
立
す
る
の
だ
ろ
う
」

「
希
望
を
語
る
た
め
に
は
何
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
」、
そ
ん
な
問
い
へ
の
答
え
が
少
し
ず
つ
み
え
て
く
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
、
学
び
の
喜
び
が
、
対
話
の
な
か
に
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
専
門
や
立
場
を
超
え
て
学

ぶ
気
持
ち
を
失
わ
な
け
れ
ば
、
誰
も
が
す
ぐ
に
生
徒
に
戻
れ
る
、
い
ま
、
私
た
ち
は
そ
う
感
じ
て
い
ま
す
。

こ
の
感
覚
を
ぜ
ひ
み
な
さ
ん
と
共
有
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

本
書
の
構
成

　

こ
の
本
は
全
体
で
四
つ
の
部
、
一
二
の
章
で
で
き
て
い
ま
す
。
簡
単
に
そ
れ
ぞ
れ
の
部
の
内
容
を
説
明

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

第
Ⅰ
部
で
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
、
勤
労
、
時
代
と
い
う
経
済
に
関
連
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
に
光
を
当
て
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
誰
も
が
経
済
成
長
を
願
い
ま
す
。
で
す
が
、
日
本
の
経
済
は
行
き
詰
ま
り
、
多
く
の
人
た
ち
が

将
来
不
安
に
お
び
え
な
が
ら
、
日
々
の
暮
ら
し
を
送
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
と
い
う
指
標
を
こ

れ
ほ
ど
大
切
に
す
る
背
後
に
は
、
近
世
か
ら
続
く
、
勤
労
と
い
う
日
本
人
の
価
値
観
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

□
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価
値
観
を
基
盤
と
し
な
が
ら
作
ら
れ
て
き
た
日
本
の
社
会
シ
ス
テ
ム
は
、
い
ま
、
ま
さ
に
歴
史
の
転
換
点

に
立
た
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

重
要
な
の
は
、
こ
こ
で
す
。
い
ま
を
歴
史
の
転
換
点
と
感
じ
る
こ
と
、
こ
の
事
実
自
体
が
、
歴
史
の
流

れ
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
時
代
区
分
の
線
を
入
れ
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
社
会
を
切
り
取
る
の
か
を
あ
ら

た
め
て
問
い
な
お
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
代
に
私
た
ち
が
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。
第
Ⅰ
部

で
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
と
い
う
指
標
の
も
つ
意
味
を
あ
ら
た
め
て
考
え
な
お
し
、
さ
ら
に
、
戦
後
日
本
の
財
政
の

歴
史
や
時
代
区
分
の
あ
り
方
か
ら
「
日
本
社
会
の
い
ま
」
を
照
ら
し
返
し
て
い
き
ま
す
。

　

第
Ⅱ
部
で
取
り
あ
げ
る
の
は
、
多
数
決
、
運
動
、
私
と
い
う
政
治
を
め
ぐ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。
人
間

が
た
だ
集
ま
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観
が
共
有
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
い
わ
ば
〈
私
た
ち
〉

と
い
う
意
識
が
共
有
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
社
会
は
成
立
し
ま
す
。
で
す
が
、
い
ま
の
日
本
で
は
、
多
数
決

に
支
え
ら
れ
た
民
主
主
義
が
機
能
不
全
に
お
ち
い
り
、
そ
の
根
本
に
あ
る
は
ず
の
〈
私
た
ち
〉
と
い
う
視

点
が
弱
ま
り
、
政
治
へ
の
参
加
も
敬
遠
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

本
来
で
あ
れ
ば
、
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、
何
ら
か
の
利
害
や
意
見
を
も
つ
人
々
に
よ
る
社
会
運
動
の
必
要

性
が
高
ま
っ
て
よ
い
は
ず
で
す
。
で
す
が
、
そ
の
運
動
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で

ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。〈
私
た
ち
〉
を
取
り
戻
す
た
め
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に
は
、〈
私
〉
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
も
う
一
度
考
え
な
お
す
必
要
も
あ
り
そ
う
で
す
。
第
Ⅱ
部

で
は
み
な
さ
ん
に
そ
ん
な
大
き
な
問
い
を
投
げ
か
け
ま
す
。

　

第
Ⅲ
部
で
は
、
公
正
、
信
頼
、
ニ
ー
ズ
と
い
う
社
会
的
な
キ
ー
ワ
ー
ド
を
手
が
か
り
に
、
日
本
社
会
に

〈
私
た
ち
〉
を
取
り
戻
す
た
め
の
条
件
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
人
々
が
他
者
に
共
感
す
る
た
め
に
は
、
い

く
つ
か
の
条
件
が
あ
り
そ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
公
正
さ
の
欠
け
た
社
会
が
、
他
者
へ
の
不
信
や
疑
心
暗

鬼
を
生
み
出
す
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
他
者
を
信
頼
で
き
な
い
社
会
で
は
〈
私
た

ち
〉
と
い
う
感
覚
を
分
か
ち
合
う
こ
と
も
難
し
い
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
前
に
、
い
ま
の
日
本

社
会
で
は
他
者
を
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
そ
う
で
す
。

　
〈
私
た
ち
〉
の
前
提
に
あ
る
の
は
、
公
正
さ
や
信
頼
と
い
う
「
心
の
内
側
」
の
問
題
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
歴
史
的
に
み
る
と
、
人
間
と
人
間
が
協
力
し
、
助
け
合
っ
て
き
た
背
景
に
は
、
人
々
が
い
の
ち
や

暮
ら
し
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
た
め
に
、
お
互
い
が
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
利
害
関
係
」

も
あ
り
ま
し
た
。〈
私
た
ち
〉
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
信
頼
や
公
正
さ
を
確
保
し
つ
つ
、
ニ
ー
ズ
を
ど
の

よ
う
に
満
た
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
。
第
Ⅲ
部
で
は
こ
の
問
題
を
考
え
ま
す
。

　

最
後
の
第
Ⅳ
部
で
は
、
歴
史
認
識
、
公
、
希
望
と
い
う
未
来
を
読
み
と
く
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
用
意

し
ま
し
た
。
過
去
に
起
き
た
出
来
事
を
記
録
し
な
け
れ
ば
、
重
要
な
情
報
が
失
わ
れ
、
歴
史
の
認
識
を
め
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ぐ
っ
て
、
人
間
と
人
間
の
対
立
、
分
断
は
深
ま
る
一
方
で
し
ょ
う
。
人
々
の
基
本
的
な
歴
史
認
識
を
支
え

る
記
録
の
大
切
さ
、
地
道
な
よ
う
で
す
が
、
そ
の
た
め
の
努
力
な
く
し
て
、
未
来
を
前
向
き
に
語
り
合
う

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
時
代
の
転
換
点
で
は
、
必
ず
「
公
お
お
や
け

」
の
領
域
が
再
編
さ
れ
ま
す
。
こ
の
公
の
再
編
が
い
ま
の

日
本
で
も
進
み
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
社
会
の
基
本
的
な
仕
組
み
が
大
き
く
揺
ら
ぐ
と
き
に
は
、
個
人
の
内

面
と
社
会
も
新
し
い
つ
な
が
り
を
模
索
し
は
じ
め
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
い
ま
の
日
本
社
会
で
起
こ
り
は
じ

め
て
い
る
変
化
の
胎
動
に
耳
を
澄
ま
し
、
そ
の
胎
動
が
い
っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
読
み
と
き
、

未
来
を
希
望
と
と
も
に
展
望
す
る
│
│
そ
の
た
め
に
社
会
科
学
に
で
き
る
こ
と
を
具
体
的
な
事
例
と
理
論

の
双
方
か
ら
考
え
ま
す
。

　

私
た
ち
著
者
は
、
み
な
さ
ん
と
私
た
ち
の
対
話
を
通
じ
て
、
す
で
に
あ
る
問
題
が
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ

た
風
景
の
な
か
に
居
場
所
を
み
つ
け
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
新

た
な
疑
問
、
新
た
な
批
判
が
、
好
き
嫌
い
に
は
収
ま
ら
な
い
、
新
し
い
価
値
観
を
生
み
、
よ
り
多
様
で
、

活
発
な
議
論
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
さ
あ
、
私
た
ち
が
作
っ
て
い
る
こ
の
社
会

を
ほ
ど
き
、
結
び
な
お
す
た
め
の
、
知
的
な
対
話
を
始
め
ま
し
ょ
う
！
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私 

│
│
自
分
の
声
が
社
会
に
届
か
な
い

第 6章一
八
歳
選
挙
権
と
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｌ
Ｄ
ｓ

　

二
〇
一
五
年
に
は
若
者
と
政
治
を
考
え
る
う
え
で
象
徴
的
な
出
来
事
が
二
つ
あ
り
ま
し
た
。

　

一
つ
は
、
選
挙
権
年
齢
を
二
〇
歳
以
上
か
ら
一
八
歳
以
上
に
引
き
下
げ
る
改
正
公
職
選
挙
法
が
成
立
し

た
こ
と
で
す
。
こ
の
改
正
に
よ
り
、
一
八
歳
と
一
九
歳
に
新
た
に
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ

ん
現
在
の
人
口
構
成
か
ら
す
れ
ば
、
両
者
合
わ
せ
て
も
人
口
で
約
二
四
〇
万
人
、
有
権
者
に
お
け
る
割
合

で
約
二
％
で
す
か
ら
、
こ
の
改
正
で
有
権
者
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
わ
っ
た
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
で

□
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も
日
本
で
参
政
権
の
拡
大
が
み
ら
れ
た
の
は
、
実
に
敗
戦
直
後
の
一
九
四
五
年
以
来
の
こ
と
で
す
。
若
者

の
声
を
政
治
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
ね
ら
い
は
明
ら
か
で
し
ょ
う
。

　

も
う
一
つ
の
出
来
事
は
、
安
保
関
連
法
案
に
反
対
す
る
学
生
団
体
で
あ
る
Ｓシ

ー

ル

ズ

Ｅ
Ａ
Ｌ
Ｄ
ｓ
（
自
由
と
民

主
主
義
の
た
め
の
学
生
緊
急
行
動
）
の
活
動
で
す
。
台
湾
に
お
け
る
「
ひ
ま
わ
り
革
命
」、
香
港
に
お
け
る

「
雨
傘
運
動
」
な
ど
、
近
年
、
東
ア
ジ
ア
各
地
で
若
者
に
よ
る
政
治
運
動
が
活
発
化
し
て
い
ま
す
。
日
本

で
は
ど
う
か
、
と
思
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
登
場
し
た
の
が
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｌ
Ｄ
ｓ
で
す
。
こ
の
運
動
は
、
直
接

的
に
は
憲
法
や
安
全
保
障
問
題
に
関
す
る
も
の
で
し
た
が
、
就
職
難
、
さ
ら
に
は
働
い
て
も
働
い
て
も
報

わ
れ
る
こ
と
の
な
い
現
代
社
会
の
行
き
詰
ま
り
に
対
し
て
（
第
2
章
「
勤
労
」
の
章
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
）、

若
者
が
自
分
た
ち
の
置
か
れ
た
社
会
状
況
に
対
す
る
不
安
や
懸
念
を
主
張
し
た
こ
と
は
重
要
な
出
来
事
で

し
た
。

　

た
だ
し
、
こ
の
二
つ
の
出
来
事
は
、
翌
二
〇
一
六
年
に
早
く
も
そ
の
意
義
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
七
月
の
参
議
院
選
挙
で
は
一
八
歳
・
一
九
歳
の
投
票
率
は
四
六
・
七
八
％
と
、
全
体
の
平
均
を
下
回

り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
二
〇
代
よ
り
は
高
い
投
票
率
で
あ
り
、
と
く
に
一
八
歳
が
五
〇
％
を
上
回
っ
た

こ
と
は
強
調
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
と
は
い
え
、
せ
っ
か
く
与
え
ら
れ
た
投
票
権
を
積
極
的
に
行

使
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
人
が
多
数
み
ら
れ
た
の
も
事
実
で
す
。
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Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｌ
Ｄ
ｓ
に
つ
い
て
も
、
二
〇
一
六
年
八
月
を
も
っ
て
、
そ
の
活
動
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
学
業
や
ア
ル
バ
イ
ト
、
就
職
活
動
な
ど
に
時
間
を
費
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学
生
主
体
の

活
動
で
あ
る
以
上
、
運
動
を
永
続
化
す
る
の
で
は
な
く
、
い
っ
た
ん
区
切
り
を
つ
け
た
こ
と
は
無
理
も
な

い
選
択
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
と
は
い
え
、
こ
の
運
動
が
ど
れ
だ
け
の
意
味
を
も
っ
た
の
か
を
総
括
し
、
若

者
の
政
治
運
動
の
今
後
を
展
望
す
る
と
い
う
課
題
は
残
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
Ⅱ
部
で
は
こ
こ
ま
で
「
多
数
決
」
と
「
運
動
」
に
つ
い
て
考
え
て
き
ま
し
た
。
あ
る
意
味
で
、
現
代

の
日
本
の
若
者
は
、
数
の
う
え
で
競
っ
て
も
よ
り
年
長
の
世
代
と
は
勝
負
に
な
ら
ず
、
直
接
的
な
運
動
を

行
う
に
し
て
も
そ
の
効
果
や
持
続
性
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、

若
者
の
声
を
ど
の
よ
う
に
し
て
政
治
に
届
け
る
か
と
い
う
課
題
で
す
。

〈
私
た
ち
〉
問
題

　

あ
る
い
は
現
在
の
日
本
の
若
者
の
間
に
は
無
力
感
が
支
配
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
自
分
た
ち

に
は
力
が
な
い
。
何
を
し
て
も
現
状
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
投
票
に
行
っ
た
り
、
直
接
的
な
政
治
運

動
に
か
か
わ
っ
た
り
し
て
も
ム
ダ
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
思
い
が
広
ま
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
深
刻
な
事

態
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

□
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実
際
、
財
団
法
人
明
る
い
選
挙
推
進
協
会
に
よ
る
「
若
い
有
権
者
の
意
識
調
査
（
第
三
回
）」（
二
〇
一

〇
年
一
月
）
に
よ
れ
ば
、「
自
分
に
は
政
府
の
す
る
こ
と
を
左
右
す
る
力
は
な
い
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、

「
そ
う
思
う
」
と
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う
」
と
答
え
た
人
の
割
合
は
、
六
九
・
四
％
に
達
し
ま
し

た
。「
自
分
の
力
で
政
治
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
感
覚
を
政
治
的
有
効
性
感
覚
と
よ
び
ま
す

が
、
若
者
の
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
き
わ
め
て
低
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

し
か
も
、
有
権
者
全
体
に
お
い
て
は
、
年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
て
政
治
的
有
効
性
の
感
覚
が
高
ま
る
傾

向
が
あ
る
の
に
対
し
、
若
者
調
査
の
場
合
、
年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
て
む
し
ろ
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
歳
を
経
る
ご
と
に
、
自
ら
の
無
力
さ
の
感
覚
が
強
ま
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
二
〇
一
六
年
の
参
院
選
で
も
、
一
八
歳
・
一
九
歳
の
投
票
率
が
二
〇
代
を
上
回

り
、
一
八
歳
と
一
九
歳
で
は
、
一
八
歳
の
投
票
率
の
ほ
う
が
高
い
数
字
を
示
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
事
態
は
民
主
主
義
に
と
っ
て
の
危
機
と
い
え
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
民
主
主
義
と
は
、
自

分
た
ち
の
問
題
を
、
自
分
た
ち
の
力
で
解
決
し
て
い
く
営
み
だ
か
ら
で
す
。
も
し
現
代
の
若
者
が
、
自
ら

の
政
治
的
有
効
性
の
感
覚
を
失
い
つ
つ
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
「
自
分
た
ち
の
力
」
に
対
す
る
深
刻

な
疑
念
や
不
安
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　

こ
こ
に
あ
る
の
は
、〈
私
〉
と
〈
私
た
ち
〉
の
関
係
の
問
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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〈
私
〉
の
問
題
は
、〈
私
〉
が
決
め
れ
ば
い
い
は
ず
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
の
中
に
は
、
自
分
一
人

の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
問
題
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
多
く
の

人
が
力
を
合
わ
せ
て
、
協
力
し
て
解
決
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、〈
私
た
ち
〉
の

問
題
を
、〈
私
た
ち
〉
の
力
で
解
決
し
て
い
く
の
が
民
主
主
義
で
す
。
と
こ
ろ
が
い
ま
や
、
若
者
は
自
ら

の
生
活
に
不
安
や
不
満
を
抱
え
て
い
て
も
、
と
も
に
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
〈
私
た
ち
〉
を
み
つ
け
ら

れ
ず
に
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
若
者
の
雇
用
問
題
一
つ
を
と
っ
て
も
解
決
は
容
易
で
あ
り
ま
せ
ん
。
非
正
規
労
働
の
拡
大

に
せ
よ
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
の
出
現
に
せ
よ
、
一
人
ひ
と
り
の
若
者
の
手
で
解
決
で
き
る
問
題
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
か
と
い
っ
て
、
若
者
が
団
結
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
置
か
れ
た
状
況
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

む
し
ろ
、
少
し
で
も
有
利
な
就
職
先
を
み
つ
け
る
た
め
に
は
、
他
人
を
出
し
抜
い
て
で
も
自
分
の
就
活
に

専
念
す
る
ほ
う
が
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
団
結
す
べ
き
〈
私
た
ち
〉
の
不
在
│
│
現
在
の
日
本
の
民

主
主
義
の
最
も
脆
弱
な
部
分
が
そ
こ
に
あ
り
そ
う
で
す
。

社
会
問
題
の
個
人
化

　

現
代
に
お
い
て
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
の
が
「
社
会
問
題
の
個
人
化
」
で
す
。
伝
統
的
な
社
会
に
は
、
地

□
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ニ
ー
ズ 

│
│ 

税
を
「
取
ら
れ
る
も
の
」
か
ら

「
み
ん
な
の
た
く
わ
え
」
に
変
え
る

第 9章困
っ
て
い
る
人
を
助
け
る
の
は
よ
い
こ
と
か

　

私
た
ち
は
、
困
っ
て
い
る
人
を
み
つ
け
た
と
き
、「
助
け
る
こ
と
は
よ
い
こ
と
だ
」
と
考
え
ま
す
。
そ

れ
は
お
年
寄
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
障
が
い
を
も
つ
人
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
貧
し
い
人
や
子

ど
も
た
ち
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
気
持
ち
を
多
く
の
人
々
が
も
つ
こ
と
は
、
日
本
だ
け
で
な
く
、

す
べ
て
の
国
に
共
通
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
助
け
る
こ
と
は
よ
い
こ
と
だ
」
と
い
う
判
断
。
そ
れ
は
、
そ
の
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
に
、
一
人

□
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ひ
と
り
の
人
間
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
準
、
善
悪
の
価
値
基
準
に
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
基
準
を
私
た
ち
は
「
道
徳
」
と
よ
ん
で
い
ま
す
。

　

道
徳
的
な
「
善
」
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
れ
ば
、
不
道
徳
な
人
間
だ
と
𠮟
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
私
た

ち
が
社
会
で
生
き
て
い
く
う
え
で
、
道
徳
的
な
価
値
を
な
お
ざ
り
に
し
て
し
ま
え
ば
、
人
間
は
好
き
勝
手

に
行
動
し
、
秩
序
は
乱
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
混
乱
が
生
じ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
問
題
を
、
財
政
や
経
済
の
問
題
と
し
て
考
え
る
と
き
、
そ
し
て
道
徳
を
正
義
に
置
き
か

え
て
論
じ
よ
う
と
す
る
と
き
、「
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
る
こ
と
」
は
必
ず
し
も
「
善
」
だ
と
は
い
え
な

く
な
り
ま
す
。

　

財
政
や
経
済
の
な
か
で
、
特
定
の
困
っ
て
い
る
誰
か
を
助
け
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
人
は
金
銭
や
サ
ー

ビ
ス
の
受
益
者
に
な
り
、
他
方
で
、
助
け
る
ほ
う
は
、
そ
の
た
め
の
財
源
を
支
払
う
負
担
者
と
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
一
方
が
受
益
者
に
な
り
、
他
方
が
負
担
者
と
な
る
こ
と
に
対
し
て
、
み
な
さ
ん
は
ど
こ
ま
で

寛
容
で
い
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

　

と
り
わ
け
、
社
会
全
体
が
貧
し
く
な
り
、
そ
れ
ま
で
は
余
裕
を
も
っ
て
い
た
多
く
の
人
た
ち
が
将
来
に

不
安
を
抱
え
る
よ
う
に
な
る
状
況
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
す
。
負
担
者
は
、
受
益
者
、
つ
ま
り
、
困
っ

て
い
る
人
が
、
い
か
に
努
力
を
せ
ず
、
自
己
責
任
を
果
た
さ
ず
、
不
正
に
利
益
を
受
け
て
い
る
か
と
い
う
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批
判
の
声
を
強
め
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
第
7
章
に
も
出
て
き
た
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
が

『
功
利
主
義
論
集
』（
二
〇
一
〇
年
、
原
著
一
八
三
五
〜
六
一
年
）
と
い
う
本
の
な
か
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、

一
方
を
利
す
る
こ
と
、
あ
る
人
を
ほ
か
の
人
よ
り
も
優
遇
す
る
こ
と
は
正
義
に
反
す
る
か
ら
で
す
。

　

問
題
は
こ
れ
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
困
っ
て
い
る
人
た
ち
を
放
置
す
る
こ
と
が
自
分
の
損
に
な
る
と
し

ま
す
。
た
と
え
ば
、
不
運
な
人
た
ち
が
ま
わ
り
に
い
て
、
そ
の
人
た
ち
が
貧
困
に
苦
し
み
、
ま
わ
り
の
治

安
を
悪
化
さ
せ
て
い
る
と
き
、
私
た
ち
は
主
体
的
に
こ
の
人
た
ち
を
助
け
よ
う
と
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
は
い
え
、
た
と
え
ば
寄
付
で
、
自
分
だ
け
が
彼
ら
を
助
け
て
し
ま
え
ば
、
ま
わ
り
の
す
べ
て
の
人
は
何

の
負
担
も
な
し
に
、
状
況
を
改
善
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
不
公
正
を
避
け
る
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

0

0

0

0

の
個
人
が
す
す
ん
で
税
を
支
払
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
み
ん
な
で
状
況
を
解
決
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
望
ま
し
い
と
い
え
ま
す
。

　

し
か
し
、
で
す
。
自
分
が
そ
う
し
た
い
か
ら
で
は
な
く
、
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
る
こ
と
は
社
会
的
な

公
正
の
観
点
か
ら
み
て
望
ま
し
い
、
そ
れ
は
正
義
な
の
だ
か
ら
税
を
払
え
と
い
わ
れ
た
瞬
間
、
納
税
は
主

体
性
の
な
い
、
た
だ
の
義
務
と
化
し
て
し
ま
い
ま
す
。「
正
義
だ
か
ら
税
を
払
え
」
と
迫
ら
れ
た
と
き
、

み
な
さ
ん
は
、
心
理
的
に
、
ど
こ
ま
で
こ
の
主
張
を
受
け
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

　

も
っ
と
根
源
的
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
る
こ
と
に
み
ん
な
が
同
意
し
た
と
し
ま

し
ょ
う
。
で
は
、
そ
の
困
っ
て
い
る
人
と
は
誰
の
こ
と
を
さ
す
の
で
し
ょ
う
。
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貧
し
い
人
は
困
っ
て
い
る
人
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
年
収
が
い
く
ら
で
あ
れ
ば
困
ら
な
い
と
い
え

る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
基
準
は
、
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
同
じ
基
準
だ
と
考
え
て
よ
い
の
で
し

ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
が
働
い
て
い
る
た
め
に
金
銭
的
に
は
困
っ
て
い
な
く
て
も
、
出
産
の

た
め
に
大
好
き
な
仕
事
を
あ
き
ら
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
女
性
が
い
た
と
き
、
こ
の
人
は
困
っ
て
い

な
い
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
微
妙
な
例
も
あ
り
ま
す
。
本
当
は
障
が
い
が
あ
る
け
れ
ど
、

そ
の
こ
と
を
自
覚
で
き
な
い
「
障
が
い
者
」
が
い
た
場
合
、
そ
の
人
は
困
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
困

っ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

日
本
で
は
、
貧
し
い
人
が
安
い
値
段
で
入
居
す
る
公
営
住
宅
に
か
ん
し
て
、
絶
対
的
に
そ
の
数
が
不
足

し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
政
府
は
、
所
得
制
限
を
厳
し
く
し
て
、「
本
当
に
困
っ
て
い
る
人
た
ち

だ
け
が
住
め
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
」
と
主
張
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
絶
対
的
に
数
が
足
り
な
い
と
い
う
現
実
の
前
に
、
入
居
の
条
件
を
ど
ん
ど
ん
厳
し
く
し
て
い

っ
て
し
ま
え
ば
、
多
く
の
実
際
に
困
っ
て
い
る
人
た
ち
は
排
除
さ
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
そ
し

て
、
そ
の
排
除
さ
れ
た
人
た
ち
は
「
恵
ま
れ
た
弱
者
」
だ
け
が
救
済
さ
れ
る
こ
と
に
不
満
を
も
つ
か
も
し

れ
な
い
で
す
し
、
な
ん
と
か
自
分
で
生
活
で
き
る
人
た
ち
も
、
一
部
の
人
た
ち
が
安
い
価
格
で
家
を
借
り

ら
れ
る
こ
と
に
不
満
を
も
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
祐
成
二
〇
一
六
）。
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あ
と
が
き

│
│
大
人
の
た
め
の
社
会
科
、
そ
の
産
声
に
込
め
ら
れ
た
願
い

　

こ
の
本
が
生
ま
れ
た
理
由
を
思
い
出
そ
う
と
す
る
と
、
い
ま
か
ら
一
〇
年
以
上
も
昔
に
さ
か
の
ぼ
ら
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
。
物
語
の
は
じ
ま
り
は
二
〇
〇
四
年
の
こ
と
で
す
。
僕
は
、
あ
る
経
済
政
策

の
教
科
書
を
執
筆
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
、
有
斐
閣
の
編
集
者
、
長
谷
川
絵
里
さ
ん
と
出
会
い
ま
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
小
泉
純
一
郎
政
権
の
も
と
で
、
新
自
由
主
義
に
支
え
ら
れ
た
政
策
が
次
々
と
打

ち
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
効
率
性
」
と
い
う
言
葉
が
呪
文
の
よ
う
に
唱
え
ら
れ
、「
官
か
ら
民
へ
」
の
大

合
唱
が
起
き
て
い
ま
し
た
。
時
代
の
雰
囲
気
に
背
中
を
押
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
気
が
つ
く

と
、
僕
と
長
谷
川
さ
ん
は
い
つ
し
か
、「
こ
れ
じ
ゃ
あ
日
本
は
大
変
な
こ
と
に
な
る
ね
」「
い
ま
の
社
会
科

学
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
、
代
わ
り
と
な
る
よ
う
な
選
択
肢
を
い
つ
か
、
き
っ
と
作
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い

ね
」、
そ
う
熱
く
、
夢
を
語
り
合
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
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そ
ん
な
想
い
も
半
ば
だ
っ
た
二
〇
一
一
年
、
僕
は
大
き
な
病
に
倒
れ
ま
し
た
。
義
理
堅
い
の
か
、
仕
事

中
毒
な
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
退
院
し
て
ま
も
な
く
、
記
憶
も
よ
く
定
ま
ら
な
い
な
か
で
、
長
谷
川
さ
ん
、

そ
し
て
同
じ
有
斐
閣
の
編
集
者
・
柴
田
守
さ
ん
と
約
束
し
て
い
た
仕
事
に
取
り
か
か
り
、『
財
政
赤
字
の

淵
源
』（
二
〇
一
二
年
）
と
い
う
本
を
何
と
か
出
版
し
ま
し
た
。

　

後
遺
症
の
心
配
も
あ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
三
人
で
食
事
を
し
て
い
た
と
き
、
若
い
こ
ろ

の
長
谷
川
さ
ん
と
の
約
束
が
忽
然
と
よ
み
が
え
っ
た
の
で
す
。
人
間
は
い
つ
死
ぬ
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
何

と
し
て
で
も
社
会
科
学
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
へ
の
足
跡
を
残
さ
な
け
れ
ば
と
い
う
強
い
衝
動
に
お
そ
わ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
が
、
こ
の
本
を
世
に
問
お
う
と
本
気
で
思
っ
た
、
最
初
の
瞬
間
で
し
た
。

　

社
会
科
学
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
│
│
こ
の
大
目
標
を
う
た
う
以
上
は
、
各
領
域
で
活
躍
す
る
一
流
の
研

究
者
と
の
対
話
が
必
要
で
す
。
自
分
の
専
門
を
超
え
て
、
最
初
の
一
歩
を
踏
み
出
そ
う
と
し
た
そ
の
と
き
、

ま
っ
さ
き
に
名
前
が
浮
か
ん
だ
の
が
宇
野
重
規
さ
ん
で
し
た
。

　

宇
野
さ
ん
の
専
門
は
政
治
思
想
史
と
政
治
哲
学
。
堅
そ
う
な
学
問
で
す
が
、
宇
野
さ
ん
は
、
現
実
に
対

す
る
鋭
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
論
壇
の
第
一
線
で
発
信
し
つ
づ
け
て
い
ま
し
た
。
思
想
を
抜
き
に
社
会
は
語

れ
な
い
、
何
が
あ
っ
て
も
説
得
す
る
、
そ
ん
な
強
い
気
持
ち
で
研
究
室
に
う
か
が
い
ま
し
た
。
で
も
、
危

機
感
を
分
か
ち
合
う
の
に
時
間
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
宇
野
さ
ん
は
ま
さ
に
二
つ
返
事
、
屈
託
の
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な
い
笑
顔
で
快
諾
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

い
ま
思
え
ば
、
ま
っ
た
く
無
計
画
な
お
願
い
で
し
た
。
思
い
ば
か
り
が
先
走
り
、
具
体
的
な
企
画
案
が

あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
後
、
僕
が
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
一

年
の
ア
メ
リ
カ
滞
在
が
決
ま
っ
て
い
た
た
め
、
状
況
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
二
〇
一

四
年
。
そ
れ
で
も
、
宇
野
さ
ん
は
こ
の
企
画
の
は
じ
ま
り
を
じ
っ
と
待
っ
て
い
て
く
れ
ま
し
た
。

　

た
だ
、
開
き
な
お
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
企
画
が
二
〇
一
四
年
に
先
送
り
さ
れ
た
こ
と
で
、

「
二
つ
の
幸
運
」
が
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。

　

帰
国
し
て
す
ぐ
に
声
を
か
け
た
の
は
、
坂
井
豊
貴
さ
ん
で
し
た
。
坂
井
さ
ん
は
国
際
的
に
活
躍
す
る
経

済
学
者
、
あ
え
て
い
う
な
ら
ば
、
新
自
由
主
義
的
な
議
論
に
収
ま
り
の
よ
い
、
ま
さ
に
主
流
派
の
ど
真
ん

中
に
い
る
経
済
学
者
で
し
た
。
で
す
が
、
僕
ら
は
同
じ
よ
う
な
本
を
読
み
、
同
じ
よ
う
な
思
想
、
価
値
観

を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
話
を
し
て
い
く
う
ち
に
、
良
質
な
経
済
学
者
は
、
立
場
の
違
う
学
者
の

議
論
も
ち
ゃ
ん
と
理
解
す
る
、
そ
ん
な
当
た
り
前
の
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

既
存
の
社
会
科
学
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
乗
り
越
え
る
べ
き
主
流
経
済
学
の
議

論
は
無
視
で
き
ま
せ
ん
。
思
い
き
っ
て
坂
井
さ
ん
に
声
を
か
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ

ろ
、
坂
井
さ
ん
は
『
多
数
決
を
疑
う
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
と
い
う
す
ば
ら
し
い
著
作
を
執
筆
し
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て
い
ま
し
た
。
研
究
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
大
切
に
し
は
じ
め
て
い
た
、
研
究
者
と

し
て
の
転
機
を
迎
え
て
い
た
の
が
坂
井
さ
ん
に
と
っ
て
の
二
〇
一
四
年
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
彼
も
ま
た
、

宇
野
さ
ん
と
同
じ
く
、
僕
の
思
い
を
温
か
く
受
け
入
れ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
幸
運
、
そ
れ
は
、
二
〇
一
四
年
四
月
に
、
僕
の
尊
敬
す
る
歴
史
家
、
松
沢
裕
作
さ
ん
が

慶
應
義
塾
大
学
の
経
済
学
部
に
赴
任
し
て
き
た
こ
と
で
し
た
。
彼
の
デ
ビ
ュ
ー
作
と
も
い
う
べ
き
『
明
治

地
方
自
治
体
制
の
起
源
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
は
、
僕
に
と
っ
て
衝
撃
的
な
一
冊
で
し
た
。

歴
史
学
は
、
一
般
に
は
人
文
科
学
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
の
本
は
ま
さ
に
社
会
科
学

と
し
て
の
膨
ら
み
を
も
っ
て
い
ま
し
た
し
、
三
〇
代
前
半
で
書
か
れ
た
本
で
し
た
が
、
研
究
の
構
え
の
大

き
さ
、
懐
の
深
さ
が
ま
さ
に
別
格
で
し
た
。
社
会
を
語
れ
る
歴
史
家
の
参
加
な
し
で
は
こ
の
企
画
は
成
立

し
な
い
、
そ
う
考
え
ま
し
た
し
、
松
沢
さ
ん
が
加
わ
れ
ば
厚
み
の
あ
る
一
冊
に
な
る
と
確
信
し
て
も
い
ま

し
た
。

　

た
だ
、
正
直
に
い
え
ば
、
松
沢
さ
ん
と
は
ほ
と
ん
ど
面
識
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
あ
の
よ
う
な
大

著
を
書
く
人
が
一
般
書
の
企
画
に
参
加
し
て
く
れ
る
と
も
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、
こ
れ
も
タ
イ
ミ

ン
グ
な
の
で
し
ょ
う
。
松
沢
さ
ん
も
、
同
じ
こ
ろ
、『
町
村
合
併
か
ら
生
ま
れ
た
日
本
近
代
』（
講
談
社
、

二
〇
一
三
年
）
と
い
う
、
わ
か
り
や
す
く
、
現
代
的
な
示
唆
に
富
む
本
を
世
に
問
う
て
い
ま
し
た
。
社
会
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科
学
と
し
て
の
歴
史
、
つ
ま
り
、
歴
史
家
と
し
て
い
ま
を
ど
う
捉
え
る
か
を
考
え
つ
つ
あ
っ
た
時
期
だ
っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
松
沢
さ
ん
も
ま
た
、
僕
の
心
配
を
よ
そ
に
、
快
く
企
画
に
同
意
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

な
ぜ
、
ま
っ
た
く
専
門
の
異
な
る
僕
た
ち
四
人
が
、
社
会
科
学
の
旗
の
も
と
に
集
ま
っ
た
の
か
。
意
外

と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
答
え
は
簡
単
で
し
た
。
そ
れ
は
、
日
本
社
会
が
移
り
ゆ
く
時
代
の
転

換
点
に
あ
っ
て
、
い
ま
の
社
会
状
況
に
対
し
て
、
い
ま
の
知
的
状
況
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
は
が
ゆ
さ
、

違
和
感
を
抱
き
し
め
て
い
た
か
ら
で
す
。
も
し
五
年
、
い
や
も
う
三
年
早
け
れ
ば
、
こ
の
企
画
は
お
そ
ら

く
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
不
思
議
な
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
長
谷
川
さ
ん
、
柴
田
さ
ん
に
加
え
、
別
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
ご
一
緒
し
た
岩
田
拓
也
さ
ん
に

も
加
わ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
著
者
四
人
に
対
し
て
編
集
者
三
人
と
い
う
、
贅
沢
で
、
異
例
と
も
い
う

べ
き
チ
ー
ム
編
成
で
、
僕
た
ち
の
議
論
は
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
は
ま
さ
に
一
気
呵
成
、
二
年
の
時

間
を
費
や
し
、
毎
回
三
〜
四
時
間
、
の
べ
九
回
に
わ
た
っ
て
議
論
を
積
み
重
ね
ま
し
た
。

　

僕
た
ち
が
い
つ
も
頭
の
片
隅
に
置
い
て
い
た
の
は
、
社
会
を
「
特
定
の
専
門
領
域
だ
け
で
切
り
取
ら
な

い
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
参
加
者
全
員
が
一
人
の
専
門
家
に
対
し
て
容
赦
な
く
疑
問
を
ぶ

つ
け
ま
し
た
。
何
度
も
原
稿
を
書
き
、
批
判
し
あ
い
、
修
正
に
修
正
を
重
ね
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
章
が

ど
う
つ
な
が
る
の
か
、
各
人
が
何
を
問
題
に
し
て
い
る
の
か
、
徹
底
的
に
議
論
し
ま
し
た
。
つ
ら
く
、
緊
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張
に
満
ち
、
ヘ
ト
ヘ
ト
に
な
る
時
間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
愉
し
く
、
あ
っ
と
い
う
間
に
終
わ

っ
た
研
究
会
を
僕
た
ち
は
知
り
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
て
、
難
産
の
果
て
に
、
こ
の
本
は
産
声
を
あ
げ
ま
し
た
。
志
は
高
く
、
で
も
記
述
は
平
易
に
、

社
会
に
つ
い
て
考
え
た
い
み
な
さ
ん
の
た
め
の
『
大
人
の
た
め
の
社
会
科
』
で
す
。
た
く
さ
ん
の
時
間
を

か
け
て
で
き
あ
が
っ
た
本
で
す
か
ら
、
み
な
さ
ん
に
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
る
の
か
、
正
直
、
心
配

で
は
あ
り
ま
す
。
で
す
が
、
思
い
が
正
し
く
伝
わ
り
、
そ
の
う
え
で
与
え
ら
れ
る
批
判
は
、
僕
た
ち
に
と

っ
て
の
財
産
と
な
り
ま
す
。
社
会
に
つ
い
て
考
え
、
論
じ
合
う
こ
と
の
愉
し
さ
が
少
し
で
も
伝
わ
っ
た
の

で
あ
れ
ば
、
そ
の
批
判
も
心
地
よ
い
痛
み
と
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

二
〇
一
七
年
五
月

小
田
原
の
祭
り
囃
子
を
聞
き
な
が
ら井

手　

英
策
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