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会
長
選
挙
に
際
し
て
は
、
交
替
の

必
要
を
強
く
主
張
し
た
の
で
す
が
、

再
任
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
と
う

て
い
任
に
堪
え
な
い
こ
と
を
恐
れ
ま

す
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
会
員
の

皆
様
の
ご
支
援
・
ご
指
導
を
も
お
願

い
す
る
次
第
で
す
。
前
期
に
就
任
し

た
際
の
感
想
は
、
い
ま
も
基
本
的
に

変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
部
分
的
に

反
復
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
ず
、
ご
挨

拶
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

西
田
哲
学
会
は
他
の
学
会
に
く
ら

べ
て
、
ふ
た
つ
の
顕
著
な
特
徴
を
有

し
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
は「
Α
会
員
」

の
存
在
で
す
。
こ
れ
は
、
西
田
哲
学

に
接
す
る
人
た
ち
の
範
囲
が
、
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
世
界
を
越
え
て
広
が
っ
て

い
る
こ
と
を
、
物
語
っ
て
い
ま
す
。

ふ
た
つ
め
の
特
徴
は
、「
国
外
」
の

会
員
が
多
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、

年
次
大
会
で
の
「
外
国
語
セ
ッ
シ
ョ

ン
」
の
定
着
と
し
て
、
結
実
し
て
き

ま
し
た
。
上
記
い
ず
れ
の
特
徴
も
、

西
田
哲
学
そ
の
も
の
の
特
徴
に
起
因

す
る
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
ひ
と

つ
は
、
難
解
で
は
あ
っ
て
も
人
生
を

考
え
る
者
の
心
に
直
接
に
響
く
も
の

を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
ふ
た

つ
に
は
、
ど
こ
ま
で
も
哲
学
と
い
う

地
盤
に
立
ち
な
が
ら
、
し
か
も
西
洋

哲
学
と
類
型
を
異
に
し
た
独
創
性
と

現
代
性
を
持
つ
こ
と
で
す
。

　
「
Ｂ
会
員
」と「
Ｃ
会
員
」の
多
く
は
、

他
の
学
会
の
会
員
を
兼
ね
て
い
ら
れ

る
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
な
関
心
を
主
軸
の
ひ
と
つ
に
し
て

い
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
西
田
哲
学

は
哲
学
で
あ
る
限
り
は
、
学
問
的
研

究
に
も
と
づ
く
思
索
を
、
わ
れ
わ
れ

に
要
請
し
ま
す
。
こ
の
点
で
、
過
去

三
年
間
の
『
年
報
』
に
寄
せ
ら
れ
た

多
く
の
力
作
、
新
鮮
な
ア
プ
ロ
ー
チ

等
は
、
よ
ろ
こ
ば
し
い
実
績
で
し
た
。

　

会
を
運
営
す
る
側
と
し
て
、
発
展

が
順
調
と
な
る
よ
う
に
工
夫
を
重
ね

て
い
く
責
務
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

点
で
、
過
去
三
年
間
に
幹
事
お
よ
び

編
集
委
員
の
方
々
に
は
、
実
に
誠
実

か
つ
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
運
営
を
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
Α
Ｂ
Ｃ
そ
れ
ぞ

れ
の
会
員
と
、
幹
事
お
よ
び
編
集
委

員
の
活
動
に
よ
り
、
会
は
順
調
に
発

展
し
て
き
ま
し
た
。
喜
び
を
分
か
ち

合
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
次
の
三
年

間
も
こ
の
発
展
が
つ
づ
く
よ
う
、
細

心
の
注
意
を
払
っ
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
が
、
そ
の
た
め
に
も
、
会
員

の
ど
な
た
か
ら
も
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け

付
け
た
く
存
じ
ま
す
。
ご
遠
慮
な
く
事

務
局
宛
に
、
メ
ー
ル
や
フ
ァ
ッ
ク
ス

や
ハ
ガ
キ
等
で
ご
教
示
く
だ
さ
い
。

西
田
哲
学
会

第
七
回
年
次
大
会
報
告

　

西
田
哲
学
会
第
七
回
年
次
大
会

が
、
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
五
日

（
土
）、
二
十
六
日
（
日
）
の
両
日
、

京
都
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

　

二
十
五
日
の
午
前
中
に
は
、
恒
例

の
一
般
向
け
の
講
読
会
で
あ
る「『
善

の
研
究
』
勉
強
会
」
と
、
昨
年
か
ら

開
催
が
始
ま
っ
た
外
国
語
セ
ッ
シ
ョ

ン
が
開
か
れ
た
。
外
国
語
セ
ッ
シ
ョ

ン
で
は
、
ブ
レ
ッ
ト
・
デ
ー
ビ
ス
氏

（
ロ
ヨ
ラ
大
学
）
の
司
会
の
も
と
、

レ
オ
ナ
ル
デ
ィ
・
ア
ン
ド
レ
ー
ア
氏

（
京
都
外
国
語
大
学
）
が
西
田
哲
学

の
「
空
間
」
概
念
に
関
す
る
発
表
を

行
い
、イ
ー
エ
ン
・
メ
ギ
ー
ル
氏
（
新

潟
大
学
）
が
西
田
の
「
無
」
と
竜
樹

の
「
空
」
に
関
す
る
発
表
を
行
っ
た
。

使
用
言
語
は
英
語
で
あ
っ
た
が
、
フ

ロ
ア
か
ら
も
活
発
な
質
問
が
出
る
な

ど
、
非
常
に
盛
況
で
あ
っ
た
。

　

午
後
の
部
に
お
い
て
は
、
京
都
大

学
教
授
の
藤
田
正
勝
氏
の
「
西
田
・

田
辺
哲
学
と
シ
ェ
リ
ン
グ
」
と
、
日

本
大
学
教
授
の
小
坂
国
継
氏
の
「
私

と
汝―

人
格
的
世
界
」
と
い
う
二

つ
の
講
演
が
行
わ
れ
た
。
藤
田
氏
の

講
演
は
、
日
本
に
お
け
る
シ
ェ
リ
ン

グ
受
容
史
に
か
ら
め
な
が
ら
、
シ
ェ

リ
ン
グ
の
哲
学
を
軸
に
西
田
幾
多
郎

と
田
辺
元
の
論
争
を
見
て
い
く
も
の

で
あ
っ
た
。
小
坂
氏
の
講
演
は
、
西

田
の
テ
キ
ス
ト
を
丁
寧
に
追
い
な
が

ら
、
私
と
汝
と
い
う
問
題
を
中
心
に

し
て
後
期
西
田
哲
学
の
論
理
が
完
成

し
て
い
く
姿
を
追
い
、
そ
の
意
義

を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

シ
ェ
リ
ン
グ
と
い
う
外
の
視
点
か
ら

西
田
と
田
辺
の
論
争
を
浮
き
彫
り
に

す
る
藤
田
氏
と
、
西
田
の
テ
キ
ス
ト

に
内
在
的
な
視
点
か
ら
人
格
的
世
界

の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
小
坂
氏
に

よ
る
両
講
演
は
、
図
ら
ず
も
内
と
外

の
対
照
的
な
視
点
を
通
し
て
立
体
的

な
西
田
哲
学
像
を
結
ぶ
結
果
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

二
十
六
日
の
午
前
の
部
で
は
、
満

原
健
氏
（
京
都
大
学
）「
西
田
・
西

谷
に
お
け
る
「
論
理
」」、
轟
孝
夫
氏

（
防
衛
大
学
校
）「
歴
史
哲
学
的
思
惟

の
陥
穽
」、
小
田
桐
拓
志
氏
（
ス
タ

ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
）「
映
画
的
知
覚

の
論
理
と
外
部
性
」
の
三
つ
の
研
究

発
表
が
行
わ
れ
た
。
満
原
氏
は
、
論

理
を
重
要
な
問
題
と
し
た
西
田
と
、

論
理
に
否
定
的
で
あ
っ
た
西
谷
と
の

差
異
を
、
理
事
無
碍
法
界
や
事
々
無

碍
法
界
と
い
う
概
念
を
中
心
に
浮
か

び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
轟
氏
の

発
表
は
、
西
田
の
弟
子
達
の
「
近
代

の
超
克
論
」
を
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス

に
扱
う
の
で
は
な
く
、
近
代
批
判
の

哲
学
と
し
て
捉
え
直
そ
う
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
小
田
桐
氏
は
、
西
田

の
「
叡
智
的
世
界
」
に
お
け
る
叡
智

的
自
己
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
映
画
的

知
覚
や
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
モ

会
長
就
任
挨
拶	

大
橋
良
介
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ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
を
援
用
し
な
が

ら
、
可
謬
的
で
偶
然
的
な
迷
え
る
自

己
と
し
て
特
徴
付
け
よ
う
と
し
た
。

　

午
後
の
部
で
は
、外
国
語
セ
ッ
シ
ョ

ン
の
司
会
も
さ
れ
た
ブ
レ
ッ
ト
・
デ
ー

ビ
ス
氏
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
日
本
哲
学
の
研
究
状
況
に
つ
い

て
の
海
外
報
告
が
な
さ
れ
た
。

　

続
い
て
「
国
家
と
歴
史
」
を
テ
ー

マ
に
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
、
植
村

和
秀
氏
（
京
都
産
業
大
学
）、
板
橋

勇
仁
氏（
立
正
大
学
）、田
中
久
文（
日

本
女
子
大
学
）
の
三
氏
を
提
題
者
と

し
て
、
嘉
指
信
雄
氏
（
神
戸
大
学
）

の
司
会
に
よ
っ
て
開
か
れ
、
活
発
な

討
議
が
行
わ
れ
た
。

　

二
日
間
に
わ
た
っ
て
熱
の
こ
も
っ

た
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
遠
方

よ
り
お
越
し
下
さ
っ
た
大
会
参
加
者

の
皆
様
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
裏

方
と
し
て
大
会
を
支
え
て
下
さ
っ
た

京
都
大
学
の
皆
様
に
も
感
謝
し
た
い
。

（
文
責
：
白
井
雅
人
）　

本
文
化
の
問
題
」（「
第
四
論
文
集
補

遺
」）な
ど
の
論
考
に
基
づ
き
つ
つ
、「
歴

史
的
現
実
の
世
界
の
構
造
か
ら
、
国
家

の
実
在
原
理
と
意
義
を
明
ら
か
に
」
し

よ
う
と
し
た
西
田
に
と
っ
て
、
世
界
と

は
、「
生
命
が
環
境
を
変
ず
る
と
共
に
、

環
境
が
生
命
を
変
ず
る
」
と
い
う
仕
方

で
自
ら
を
形
成
し
て
い
く
が
、
国
家
と

は
、
そ
う
し
た
歴
史
的
世
界
が
「
自
己

の
内
に
自
己
を
形
成
す
る
自
己
実
現
の

焦
点
」
に
他
な
ら
ず
、「
き
わ
め
て
パ

ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
共
同
体
」
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
た
と
論
じ
た
。

　

最
後
に
、「
西
田
の
国
家
論
の
特
質
と

そ
の
問
題
点
」
の
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に

提
題
報
告
を
行
っ
た
田
中
久
文
氏
（
日

本
女
子
大
学
）
は
、
西
田
に
と
っ
て
「
国

家
」
と
は
、「
歴
史
的
種
」
と
し
て
の
「
民

族
」
を
基
盤
と
す
る
が
、「
民
族
」
が
「
国

家
」
と
な
る
た
め
に
は
、「
個
人
性
、
世

界
性
、
超
越
性
と
い
う
三
つ
の
契
機
が

顕
在
化
し
、「
民
族
」
が
「
理
性
」
的
と

な
り
、「
道
徳
」
的
と
な
る
必
要
が
あ
る
」

と
見
な
し
て
い
た
と
指
摘
し
た
。
さ
ら

に
田
中
氏
は
、
西
田
の
こ
う
し
た
国
家

観
が
、
当
時
の
閉
塞
し
た
政
治
的
状
況

講演「私と汝―人格的世界」小坂国継

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告

　

今
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、「
国

家
と
歴
史
」
の
テ
ー
マ
で
行
わ
れ
た
。

今
回
こ
の
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
た
の

は
、
理
事
会
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
れ
ば
、

最
近
の
西
田
研
究
に
お
い
て
は
、
と
り

わ
け
「
国
家
」
や
「
歴
史
」
に
関
し
た

も
の
が
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
現
状
を

踏
ま
え
、
ぜ
ひ
西
田
哲
学
会
の
年
次
大

会
で
も
議
論
の
場
を
設
け
て
み
た
い
と

の
意
向
に
よ
る
。

　

ま
ず
植
村
和
秀
氏（
京
都
産
業
大
学
）

が
、
政
治
学
お
よ
び
思
想
史
の
立
場
か

ら
、「
国
家
と
歴
史
の
側
か
ら
、
西
田

幾
多
郎
を
問
い
直
す
」
と
の
タ
イ
ト
ル

で
提
題
報
告
を
行
っ
た
。
植
村
氏
は
、

「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」
の
執
筆
を
通

じ
て
の
、
西
田
に
よ
る
当
時
の
政
治
情

勢
に
対
す
る
個
人
的
な
働
き
か
け
の
試

み
は
、「
巨
大
官
僚
機
構
」
や
「
二
十

世
紀
型
国
家
」
の
無
理
解
に
基
づ
く
も

の
で
あ
り
、
元
来
、
無
効
な
も
の
で
し

か
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

指
摘
し
た
上
で
、
し
か
し
な
が
ら
、
政

治
の
使
命
を
「
人
間
の
形
成
・
創
造
」

に
見
て
い
た
西
田
の
思
想
は
、
現
代
の

政
治
の
在
り
方
に
対
す
る
「
根
本
的
な

異
議
申
し
立
て
」
の
視
座
を
提
示
し
う

る
可
能
性
を
示
唆
し
た
。

　

次
に
、板
橋
勇
仁
氏（
立
正
大
学
）が
、

「
歴
史
的
世
界
の
個
性
的
な
自
己
創
造

と
国
家―

西
田
哲
学
の
観
点
か
ら
」
の

タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
提
題
報
告
を
し

た
。
板
橋
氏
は
、「
国
家
理
由
の
問
題
」

（『
哲
学
論
文
集
第
四
』
所
収
）
や
「
日

に
対
し
て
一
定
の
批
判
的
意
義
を
も
っ

た
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、
こ
う
し
た
「
道

徳
性
」
に
国
家
の
使
命
を
み
る
国
家
観

は
、「
現
実
の
「
国
家
」
が
孕
ま
ざ
る
を

え
な
い
非
合
理
性
や
独
善
性
、
さ
ら
に

は
「
根
源
悪
」（
田
辺
元
）
の
問
題
を
蔽
っ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
ら
な
い
か
」
と
の

疑
問
を
提
示
し
た
。
さ
ら
に
、
氏
は
、

西
田
の
国
家
・
歴
史
観
と
、
和
辻
哲
郎

や
高
山
岩
男
な
ど
他
の
京
都
学
派
の
哲

学
者
の
国
家
・
歴
史
観
と
の
関
係
及
び

差
異
に
つ
い
て
も
論
じ
た
。

　

休
憩
時
間
中
に
集
め
ら
れ
た
質
問
は

多
岐
に
わ
た
っ
た
が
、
大
き
く
分
け

る
と
、
三
つ
の
提
題
報
告
の
内
容
に
直

接
関
わ
る
も
の
、
現
代
に
お
け
る
「
国

家
と
歴
史
」
の
在
り
方
に
関
わ
る
も
の

の
二
つ
に
分
か
れ
た
。「
国
家
と
歴
史
」

と
い
う
テ
ー
マ
は
、
西
田
お
よ
び
京
都

学
派
の
哲
学
者
た
ち
の
、
時
代
と
の
関

わ
り
方
が
様
々
な
意
味
で
問
わ
れ
る

テ
ー
マ
だ
け
に
、
質
疑
応
答
は
、
と
て

も
熱
の
こ
も
っ
た
も
の
と
な
っ
た
。

　

太
平
洋
戦
争
と
い
う
極
め
て
困
難
な

状
況
下
で
行
わ
れ
た
思
索
・
行
動
に

対
し
て
後
世
が
批
判
を
向
け
る
こ
と
の

可
否
、
時
代
的
制
約
な
ど
を
考
慮
し
つ

つ
も
学
問
的
な
分
析
や
批
判
を
遂
行
す

る
こ
と
の
必
要
性
、「
世
界
史
の
立
場
」

の
今
日
的
意
義
と
そ
の
内
在
的
問
題
、

た
と
え
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
と
の

比
較
に
お
い
て
際
立
っ
て
く
る「
科
学
・

技
術
」
の
位
置
付
け
を
め
ぐ
る
問
題
、

社
会
の
「
多
元
性
」
を
重
視
す
る
見
方

と
「
国
家
」
論
と
の
関
連
、
国
家
の
存

在
理
由
（
正
当
性
）
お
よ
び
「
国
家
の

理
念
」
と
「
現
実
の
国
家
の
在
り
方
」

と
の
乖
離
を
ど
う
捉
え
る
か
、
さ
ら
に

は
、
主
に
歴
史
哲
学
の
立
場
か
ら
「
国

家
と
歴
史
」
に
つ
い
て
考
え
た
西
田
幾

多
郎
と
、
よ
り
具
体
的
な
時
代
情
勢
と

の
関
わ
り
の
中
で
論
を
展
開
し
た
高
山

岩
男
や
高
坂
正
顕
な
ど
と
の
違
い
な
ど

に
つ
い
て
、
大
変
活
発
な
、
時
に
激
し

い
意
見
の
や
り
と
り
が
行
わ
れ
た
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
を
迎
え
、「
国

家
」
を
め
ぐ
る
状
況
は
、
色
々
な
意
味

で
大
き
く
変
容
し
つ
つ
あ
る―

個
々

の
国
家
の
枠
組
み
を
大
き
く
越
え
る
多

国
籍
企
業
・
国
際
金
融
資
本
・
国
際
Ｎ

Ｇ
Ｏ
な
ど
の
活
動
、
温
暖
化
・
貧
困
な

ど
の
地
球
規
模
の
問
題
の
深
刻
化
な

ど
。
し
か
し
、
改
め
て
「
東
ア
ジ
ア
共

同
体
」
構
想
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
現
在
、
西
田
お
よ
び
京
都
学
派
が
哲

学
的
に
も
政
治
的
に
も
深
く
コ
ミ
ッ
ト

し
た
「
国
家
と
歴
史
」
を
テ
ー
マ
と
し

た
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
日
本
と

世
界
が
現
在
直
面
す
る
具
体
的
な
問
題

状
況
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
多
く
の
貴

重
な
糧
と
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
。　
（
文
責　

嘉
指
信
雄
）

海
外
報
告

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
日
本
哲
学

の
研
究
状
況
に
つ
い
て

ブ
レ
ッ
ト
・
デ
ー
ビ
ス

　

こ
ん
に
ち
は
。
た
だ
今
ご
紹
介
い

た
だ
き
ま
し
た
ブ
レ
ッ
ト
・
デ
ー
ビ

ス
（B

ret	D
avis

）
で
す
。
ア
メ
リ
カ

お
よ
び
英
語
圏
に
お
け
る
、
西
田
哲
学

を
は
じ
め
と
す
る
日
本
哲
学
の
研
究
状

況
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
自
分
の

シンポジウム「国家と歴史」
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経
験
を
も
と
に
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
も
と
も
と

ア
メ
リ
カ
の
ヴ
ァ
ン
ダ
ー
ビ
ル
ト
大
学

（V
anderbilt	U

niversity

）
大
学
院

で
西
洋
哲
学
を
研
究
し
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
に
つ
い
て
の
博
士
論
文
を
執
筆
し

ま
し
た
。
そ
の
研
究
途
中
と
そ
の
後
日

本
に
十
二
年
ほ
ど
滞
在
し
、
京
都
大
学

で
日
本
哲
学
を
勉
強
い
た
し
ま
し
た
。

五
年
前
に
ア
メ
リ
カ
に
帰
国
し
、
現
在

ボ
ル
チ
モ
ア
市
に
あ
る
ロ
ヨ
ラ
大
学

（Loyola	U
niversity	M

aryland
）

と
い
う
私
立
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
大
学
の

哲
学
科
で
教
え
て
い
ま
す
。
ロ
ヨ
ラ
大

学
の
哲
学
科
に
は
、
西
洋
哲
学
史
と
近

代
・
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
（
い
わ
ゆ

る
大
陸
哲
学
）
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
を

専
門
と
す
る
十
三
人
の
教
授
が
い
ま

す
。
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
分
析
哲
学
の

専
門
家
が
い
な
い
こ
と
は
珍
し
い
の
で

す
が
、
大
抵
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
大
学
は

西
洋
哲
学
史
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
を
特

に
重
視
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
ア
メ
リ
カ
の
ほ
と
ん
ど
の
大
学
と

同
様
、
ロ
ヨ
ラ
大
学
に
お
い
て
も
、
従

来
西
洋
哲
学
の
み
を
取
り
扱
っ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
近
年
、
ロ
ヨ
ラ
大
学
の

よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
大
学
は

東
洋
哲
学
を
は
じ
め
、
ラ
テ
ン
ア
メ

リ
カ
哲
学
や
ア
フ
リ
カ
哲
学
に
及
ぶ
、

い
わ
ゆ
る
「
非
西
洋
哲
学
」（non-

W
estern	philosophy

）
の
専
門
家

も
雇
う
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ

の
傾
向
の
原
因
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の

大
学
で
頻
繁
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
「
多

様
性
」（diversity

）
と
い
っ
た
理
念

が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
「
多
様
性
」
と
い
う
言
葉
は
、

最
近
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
に
お
い
て
一

つ
の
標
語
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味

合
い
に
は
、
人
種
・
民
族
・
性
差
別
を

根
絶
し
よ
う
と
す
る
運
動
、
そ
し
て
、

大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
従
来
の
よ
う

に
、
西
洋
の
伝
統
（
殊
に
い
わ
ゆ
る

「
死
ん
で
い
る
白
人
の
男
た
ち
」dead	

w
hite	m

ales

）
に
よ
る
著
作
に
制
限
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
他
の
伝
統
や
民

族
の
著
作
を
も
包
括
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
と
す
る
運
動
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
東
洋
思
想
は
過
去
に
も
勉
強
・

研
究
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
東

洋
学
（A

sian	Studies

）
や
比
較
文
学

（Com
parative		Literature

）
あ
る
い

は
宗
教
学
（R

eligious	Studies

）
と

し
て
の
み
で
は
な
く
、
哲
学
科
に
お
い

て
、
哲
学
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
の
は
、

わ
り
と
最
近
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
い

う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
傾
向
は
、
ア
メ

リ
カ
で
の
西
田
哲
学
を
は
じ
め
と
す
る

日
本
哲
学
の
勉
強
・
研
究
に
と
っ
て
は

大
変
良
い
機
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

以
前
の
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
は
、
西

田
や
他
の
京
都
学
派
の
哲
学
者
は
、
宗

教
学
科
で
は
大
乗
仏
教
思
想
の
近
代

代
表
者
と
し
て
見
な
さ
れ
、
東
洋
学

科
で
は
日
本
文
化
の
代
表
者
（
あ
る
い

は
主
張
者
）
と
し
て
見
な
さ
れ
、
そ

し
て
歴
史
学
科
や
思
想
史
学
科
で
は
日

本
の
国
家
主
義
に
関
連
す
る
思
想
家

と
し
て
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

の
で
す
。
た
し
か
に
、
京
都
学
派
の
宗

教
思
想
と
政
治
思
想
に
つ
い
て
の
著
し

い
研
究
が
、
こ
れ
ま
で
英
語
圏
に
お
い

て
お
お
く
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
幾
つ

か
の
例
と
し
て
、
宗
教
思
想
に
関
し

て
は
、
タ
イ
テ
ツ
・
ウ
ン
ノ
氏
が
編

集
し
たT

he R
eligious Philosophy 

of N
ishitani K

eiji （
１
）

 

、
お
よ
び
タ
イ

テ
ツ
・
ウ
ン
ノ
氏
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

ハ
イ
ジ
ッ
ク
氏
が
共
編
集
し
たT

he 
R

eligious P
hilosophy of T

anabe 
H

ajim
e （

２
）

	

、
ま
た
政
治
思
想
に
関
し
て

は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ハ
イ
ジ
ッ
ク
氏

と
ジ
ョ
ン
・
マ
ラ
ル
ド
氏
が
共
編
集

し
たR

ude A
w

akenings: Zen, the 
K

yoto School, and the Q
uestion 

of N
ationalism （

３
）

お
よ
び
ク
リ
ス
ト

フ
ァ
ー
・
ゴ
ト
ウ‒

ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
が

編
集
し
たR
e-politicising the K

yoto 
School as Philosophy （

４
）
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

以
上
の
研
究
成
果
が
示
す
よ
う
に
、

宗
教
思
想
や
政
治
思
想
、
あ
る
い
は
思

想
史
の
観
点
か
ら
京
都
学
派
に
接
近
す

る
こ
と
は
有
意
義
な
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
な
か
で
も
、京
都
学
派
が
「
宗
教
」

と
「
哲
学
」
と
の
関
係
を
根
本
的
に
問

い
直
し
な
が
ら
、
宗
教
の
意
義
を
追
求

し
続
け
た
こ
と
は
特
に
注
目
す
べ
き
点

で
あ
る
と
思
い
ま
す（

５
）
。し
か
し
な
が
ら
、

西
田
と
京
都
学
派
の
自
己
理
解
と
彼
ら

の
主
な
学
問
的
な
意
図
、
つ
ま
り
、
彼

ら
が
も
と
よ
り
「
哲
学
者
」
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と

も
思
い
ま
す
。
彼
ら
の
画
期
的
な
成
果

は
、
西
洋
と
東
洋
の
両
伝
統
を
踏
ま
え

な
が
ら
日
本
の
豊
か
な
、
し
か
も
極
め

て
非
西
洋
的
な
文
化
・
言
葉
を
も
っ
て

「
哲
学
」
を
新
た
に
し
た
、
と
い
う
こ

と
に
あ
る
の
で
す
。

　

主
に
大
乗
仏
教
か
ら
発
す
る
宗
教
思

想
は
、
た
し
か
に
京
都
学
派
の
哲
学
の

中
心
に
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
太
平
洋
戦

争
時
の
政
治
思
想
は
、
た
し
か
に
歴
史

的
状
況
を
配
慮
し
な
が
ら
も
批
判
的
に

考
察
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
彼
ら
は
そ
の
自
己
理
解
に
お
い
て

は
、
も
と
よ
り
哲
学
者
で
あ
る
の
で
、

哲
学
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
や
デ
リ
ダ
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
、

リ
ク
ー
ル
や
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
ー
ラ
ー

は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
影
響
を
受
け
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
ま
ず
哲
学

者
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

プ
ラ
ト
ン
や
フ
ィ
ヒ
テ
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
な
ど
は
、
論
争
を
起
こ
す
よ
う
な

政
治
思
想
を
も
っ
て
い
ま
し
た
が
、
彼

ら
は
そ
も
そ
も
哲
学
者
と
し
て
見
な
さ

れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
実
際
そ
う

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
京
都
学
派

の
思
想
に
は
た
し
か
に
東
洋
的
・
日
本

的
な
特
質
が
あ
る
の
で
す
が
、
す
べ
て

の
西
洋
哲
学
者
た
ち
に
も
文
化
的
・
言

語
的
な
特
質
は
あ
り
、
い
ず
れ
の
場
合

に
せ
よ
、
も
し
そ
の
特
殊
性
が
い
わ
ば

「
終
点
」
で
は
な
く
「
原
点
」
あ
る
い

は
「
出
発
点
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
、そ
れ
は
哲
学
の
妨
げ
で
は
な
く
、

そ
の
必
須
条
件
な
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
西
田
と
他
の
偉
大
な
日
本
哲

学
者
た
ち
は
、
日
本
の
文
化
や
言
葉
が

も
つ
特
殊
的
な
地
平（
限
ら
れ
た
視
野
）

の
限
界
の
み
で
な
く
、
そ
の
哲
学
的
な

可
能
性
を
自
覚
し
実
現
し
よ
う
と
し
た

の
で
す
。
西
洋
の
哲
学
者
た
ち
も
、
そ

の
日
本
哲
学
の
方
法
と
内
容
か
ら
学
ぶ

こ
と
が
大
い
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

学
際
的
交
流
は
た
し
か
に
重
要
で
あ

り
、
ま
た
哲
学
は
け
っ
し
て
哲
学
科
に

お
い
て
の
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
の
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
に
お

い
て
京
都
学
派
の
思
想
が
、
東
洋
学
科

や
宗
教
学
科
の
み
で
な
く
、
哲
学
科

に
お
い
て
、
哲
学
者
に
よ
っ
て
、
取

り
扱
わ
れ
る
時
期
が
今
よ
う
や
く
や
っ

て
来
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
残
念
な

が
ら
ア
メ
リ
カ
で
は
、
日
本
哲
学
を
大

学
院
の
レ
ベ
ル
で
研
究
す
る
こ
と
が
で

き
る
所
は
未
だ
に
極
め
て
少
な
い
の
で

す
が
、
最
近
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ

き
書
籍
が
で
て
き
て
お
り
、
ま
た
近

い
う
ち
に
も
発
行
さ
れ
る
予
定
で
す
。

二
〇
〇
五
年
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
京
都

学
派
に
つ
い
て
の
英
語
書
籍
は
、
私
が

構
成
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
み
ら
れ
るStanford 

E
ncyclopedia of P

hilosophy

の

「K
yoto	School

」
事
項
の
文
献
目
録

を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
二
〇
〇
五
年
以
降
、
あ

る
い
は
こ
れ
か
ら
発
行
さ
れ
る
幾
つ
か

の
も
の
の
み
を
お
伝
え
し
て
お
き
た
い

と
思
い
ま
す
。ま
ず
は
二
〇
〇
五
年
に
、

研
究
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
以
前
か
ら
コ

ピ
ー
し
、
回
さ
れ
て
い
た
一
九
七
〇
年

代
に
執
筆
さ
れ
た
ロ
バ
ー
ト
・
ワ
ー

ゴ
氏
の
博
士
論
文
がT

he Logic of 
N

othingness: A
 Study of N

ishida 
K

itarō （
６
）
と
し
て
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、P

hilosophers of N
othingness: 

海外報告　ブレット・デービス
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A

n E
ssay on the K

yoto School （
７
）

の
著
者
で
あ
る
南
山
宗
教
文
化
研
究

所
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ハ
イ
ジ
ッ
ク
氏

は
、
現
在
五
冊
に
及
ぶFrontiers of 

Japanese Philosophy

と
い
う
シ
リ
ー

ズ
を
監
修
さ
れ
て
い
ま
す（

８
）
。
ま
た
ハ
イ

ジ
ッ
ク
氏
は
、
ト
ー
マ
ス
・
カ
ス
リ

ス
氏
と
ジ
ョ
ン
・
マ
ラ
ル
ド
氏
と
と

も
に
、
英
語
圏
に
お
け
る
こ
れ
か
ら

の
日
本
哲
学
研
究
の
た
め
の
新
た
な

基
盤
と
な
る
テ
ク
ス
トSourcebook 

for Japanese Philosophy （
９
）
を
準
備
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
来
年
中
に
発

行
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
ロ
バ
ー

ト
・
ウ
イ
ル
キ
ン
ソ
ン
氏
のN

ishida 
and W

estern Philosophy

）
（（
（

お
よ
び

ブ
ラ
イ
ア
ン
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
氏
、

ジ
ェ
イ
ソ
ン
・
ワ
ー
ス
氏
と
私
が
編

集
し
たJapanese and Continental 

P
hilosophy: C

onversations w
ith 

the K
yoto School

）
（（
（

が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
新
し
い
文
献
が
、
英
語
圏
に
お

い
て
哲
学
に
携
わ
っ
て
い
る
よ
り
多
く

の
学
者
と
学
生
に
、
西
田
哲
学
と
他
の

日
本
哲
学
に
取
り
組
む
よ
う
に
促
す
も

の
で
あ
れ
ば
幸
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

日
本
哲
学
研
究
の
現
状
を
お
伝
え
し
、

そ
れ
に
た
い
し
て
何
が
期
待
で
き
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
し

ま
し
た
が
、
一
方
、
ア
メ
リ
カ
の
学
者

が
日
本
に
お
け
る
日
本
哲
学
を
ど
う
見

て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
に
た
い
し
て

何
を
期
待
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
も
、
最
後
に
少
し
話
を

加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
、
こ
こ
で
も
う
一
度

自
分
の
経
験
に
触
れ
な
が
ら
話
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
十
五
年
前
、
私
は

日
本
哲
学
、
特
に
京
都
学
派
に
つ
い
て

研
究
す
る
た
め
に
日
本
に
滞
在
し
よ
う

と
計
画
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
時
、

京
都
大
学
に
さ
え
日
本
哲
学
講
座
が

存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
た
い
し

て
（
さ
ら
に
、
未
だ
に
西
洋
哲
学
が
通

常
「
純
哲
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
知
っ
て
）
た
い
へ
ん
驚
き
ま
し

た
。
来
日
し
、
大
谷
大
学
で
研
究
し
て

い
る
時
、
京
都
大
学
で
新
し
く
「
日
本

哲
学
史
研
究
室
」
が
設
立
さ
れ
た
と
聞

き
、
そ
の
後
、
そ
の
後
期
博
士
課
程
に

入
れ
て
い
た
だ
き
、
藤
田
正
勝
先
生
の

も
と
で
大
変
豊
か
な
研
究
生
活
を
過
ご

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
す
ば
ら
し

い
先
生
方
、
学
生
た
ち
と
知
り
合
う
こ

と
が
で
き
、
近
代
日
本
哲
学
に
自
分
な

り
に
親
し
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い

ま
す
。

　

し
か
し
こ
こ
で
お
話
し
し
て
お
き
た

い
こ
と
は
、
ま
た
別
の
驚
い
た
時
の
話

に
基
づ
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
あ
る
日
、

新
し
く
で
き
た
日
本
哲
学
史
専
攻
を
選

択
し
た
学
部
生
に
、
私
が
、「
な
ぜ
日

本
哲
学
を
専
攻
に
し
ま
し
た
か
」
と
尋

ね
ま
す
と
、「
日
本
人
だ
か
ら
、
他
国

の
思
想
に
比
べ
て
日
本
哲
学
は
わ
か
り

や
す
い
は
ず
だ
と
思
い
ま
し
た
か
ら
」

と
い
う
よ
う
な
返
事
が
あ
っ
た
時
の
こ

と
で
す
。
私
は
逆
に
、
日
本
人
だ
か
ら

こ
そ
日
本
哲
学
を
き
ち
ん
と
勉
強
す
る

こ
と
は
特
に
難
し
い
こ
と
で
あ
る
と
考

え
ま
す
。
そ
の
理
由
は
幾
つ
か
あ
り
ま

す
。
ま
ず
、
あ
る
意
味
で
自
己
理
解
は

他
者
理
解
よ
り
難
し
い
と
い
う
こ
と
、

ま
た
、ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
言
う
よ
う
に
、

他
国
を
経
由
し
て
こ
そ
初
め
て
自
国
の

本
性
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
に
あ
り
ま
す
。
日
本
哲
学
の
難
し

さ
に
は
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
大
き
な

理
由
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
近

代
日
本
哲
学
の
起
源
は
極
め
て
多
元
的

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

西
洋
哲
学
専
攻
の
学
生
は
、
古
代
ギ
リ

シ
ア
以
降
の
西
洋
哲
学
史
、
お
よ
び
そ

れ
と
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
史

と
の
交
流
を
学
ぶ
必
要
が
あ
り
、一
方
、

前
近
代
の
日
本
思
想
専
攻
の
学
生
は
、

日
本
土
着
の
思
想
と
共
に
仏
教
思
想
と

中
国
思
想
も
学
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
近
代
日
本
哲
学
専
攻
の
学
生

は
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
以
上
の
す
べ

て
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
西

洋
の
諸
伝
統
と
東
洋
の
諸
伝
統
の
両
方

を
深
く
勉
強
し
た
う
え
で
、
は
じ
め
て

西
田
た
ち
の
出
発
点
に
立
っ
て
い
る
の

で
す
。
日
本
哲
学
の
専
門
家
た
ち
は
も

ち
ろ
ん
そ
れ
を
把
握
し
、
研
究
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
近
代
日
本
哲
学
の
由

来
に
つ
い
て
の
理
解
に
は
、
外
国
の
研

究
者
と
日
本
の
研
究
者
と
の
間
に
多
少

の
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

外
国
の
研
究
者
は
、
近
代
日
本
哲
学
を

日
本
お
よ
び
東
洋
の
諸
伝
統
の
創
造

的
・
批
判
的
な
展
開
と
し
て
見
な
す
傾

向
が
あ
り
ま
す
。
一
方
、
日
本
の
研
究

者
は
、
近
代
日
本
哲
学
を
西
洋
哲
学
の

受
容
と
展
開
あ
る
い
は
そ
れ
と
の
対
決

と
し
て
見
な
す
傾
向
が
あ
る
と
言
え
ま

し
ょ
う
。
私
は
、
ど
ち
ら
の
見
解
に
も

メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、
互
い
に
補
う
必
要

性
も
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。じ
じ
つ
、

西
田
と
他
の
偉
大
な
日
本
哲
学
者
た
ち

自
身
は
、
西
洋
と
東
洋
の
両
方
の
諸
伝

統
を
し
っ
か
り
と
、
し
か
も
自
覚
的
に

踏
ま
え
て
、
自
ら
の
哲
学
を
展
開
し
た

の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
日
本
哲
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宗
教
哲
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お
け
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刺
激
的
な
両
義

性―

西
田
と
禅
を
中
心
に
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Ｊ
・

Ｗ
・
ハ
イ
ジ
ッ
ク
編
『
日
本
哲
学
の

国
際
性―

海
外
に
お
け
る
受
容

と
展
望
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二
〇
〇
六
年
三
月
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世
界

思
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K
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〇
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三
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８
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９
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学
が
、
過
去
の
反
響
や
他
国
の
反
映
に

終
わ
ら
ず
、
生
き
た
伝
統
と
し
て
発
展

し
続
け
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
西
田
哲
学

や
他
の
日
本
哲
学
を
研
究
す
る
学
生
と

学
者
た
ち
は
、
西
田
た
ち
の
テ
ク
ス
ト

を
分
析
し
解
釈
す
る
の
み
で
な
く
、
敢

え
て
東
洋
と
西
洋
の
諸
伝
統
を
踏
ま

え
、
西
田
た
ち
が
求
め
た
も
の
を
求
め

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
の

必
要
性
に
応
じ
ら
れ
て
い
る
日
本
哲
学

者
た
ち
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
特
に

こ
の
西
田
哲
学
会
の
創
設
と
進
展
を
拝

見
し
ま
す
と
、
日
本
哲
学
の
現
在
に
お

け
る
充
実
ぶ
り
が
分
か
り
、
そ
の
輝
か

し
い
未
来
像
も
浮
か
ん
で
き
ま
す
。

　

ご
静
聴
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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西
田
哲
学
と
関
わ
る

研
究
会
等
の
お
知
ら
せ

　

	

新
・
西
田
哲
学
研
究
会
〔
於
京
都
〕

の
ご
案
内

　

故
・
西
谷
啓
治
先
生
の
指
導
の
も
と

で
四
十
年
ち
か
く
続
い
た
西
田
哲
学
研

究
会
が
、
西
田
の
最
後
の
論
文
「
場
所

的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
の
読
了
を

も
っ
て
、終
了
し
ま
し
た
。
新
た
に「
西

田
哲
学
研
究
会
」が
始
ま
り
ま
し
た
が
、

当
面
の
連
絡
先
は
左
記
で
す
。

　

	

連
絡
先
・
大
橋
良
介
（m

adaago@
peach.plala.or.jp

）

　

案
内
は
、
基
本
的
に
メ
ー
ル
で
な
さ

れ
ま
す
の
で
、
参
加
希
望
者
は
こ
の
ア

ド
レ
ス
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

西
田
哲
学
研
究
会
〔
於
東
京
〕
の
ご

案
内

　

隔
月
一
回
、
読
書
会
を
開
催
し
て
い

ま
す
。
原
則
と
し
て
第
三
週
目
の
土
曜

日
の
午
後
三
時
か
ら
六
時
ま
で
で
す

が
、
都
合
で
日
程
が
変
更
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
関
心
の
あ
る
方
は

左
記
の
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
次
回
の
開
催
日
時
、
開
催
場
所
、

テ
キ
ス
ト
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
当
研
究
会
で
は
毎
年
、
研
究
会

誌
『
場
所
』
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

　

〒
一
六
七―

〇
〇
五
一

　

	

東
京
都
杉
並
区
荻
窪
四―
二
五―

一
一―

七
〇
一

　

西
田
哲
学
研
究
会
事
務
局

　

nishidaphi@
m
x9.ttcn.ne.jp

　

寸
心
読
書
会
〔
於
石
川
〕
の
ご
案
内

　

一
九
四
七
年
か
ら
続
い
て
い
る
、
一

エ
ッ
セ
イ

ポ
シ
ョ　

カ
ン　

パ
ッ

平	

澤	

郁	

夫

　

千
人
余
の
義
務
教
育
の
教
職
員
で
組

織
す
る
長
野
県
の
上
伊
那
教
育
会
は
、

主
要
な
事
業
と
し
て
毎
年
、
西
田
哲
学

を
読
み
合
わ
せ
て
お
り
、
六
十
一
回
を

数
え
た
。
本
年
の
テ
キ
ス
ト
は
、「
左

右
田
博
士
に
答
う
」
で
あ
っ
た
。
教
育

の
根
本
を
耕
し
、
教
師
と
し
て
深
く
生

き
た
い
と
願
う
若
い
教
師
た
ち
の
運
営

で
、
六
月
か
ら
四
回
の
読
み
合
わ
せ
会

を
持
ち
、
秋
富
克
哉
先
生
の
ご
懇
切
な

解
説
に
助
け
ら
れ
、
哲
学
に
照
ら
し
て

児
童
生
徒
理
解
や
教
師
の
あ
り
方
等
の

具
体
を
深
め
た
。
ま
た
、
夏
期
講
習
会

と
称
し
て
夏
休
み
の
二
日
間
を
、
読
み

合
わ
せ
の
ま
と
め
と
、
一
般
の
聴
講
者

も
加
え
た
講
演
会
と
に
当
て
て
い
る
。

秋
富
先
生
の
ご
講
演
は
、
私
た
ち
に
も

切
実
な
課
題
で
あ
る
「
科
学
技
術
時
代

に
お
け
る
人
間
の
課
題―

脳
死
・
臓
器

移
植
の
問
題
に
寄
せ
て―

」で
あ
っ
た
。

　

本
年
の
夏
期
講
習
会
の
閉
講
式
で
、

私
は
芭
蕉
の
「
古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水

の
音
」
の
句
に
つ
い
て
、
概
ね
次
の
よ

う
な
話
を
し
た
。
蛙
が
発
し
た
水
音

は
、
常
人
が
聞
き
逃
し
て
し
ま
う
よ
う

な
微
か
な
音
「
ポ
シ
ョ
」
で
あ
っ
た
ろ

う
が
、芭
蕉
の
真
に
直
接
な
る
心
に
は
、

直
観
と
し
て
響
い
た
。
全
体
的
具
体
で

あ
り
直
覚
的
自
覚
で
も
あ
る
。
そ
の
響

き
は
、
お
の
ず
か
ら
意
志
的
・
判
断
的

自
覚
と
直
結
し
て
働
き
、
ポ
シ
ョ
の
正

体
を
問
い
続
け
さ
せ
た
。
古
池
は
、
木

立
や
澄
ん
だ
空
気
等
の
広
が
り
に
包

ま
れ
、
太
古
か
ら
の
悠
久
の
時
を
刻
ん

般
の
人
を
対
象
と
し
た
読
書
会
で
す
。

現
在
は
、
西
田
幾
多
郎
（
寸
心
）
の
弟

子
・
三
木
清
の
『
人
生
論
ノ
ー
ト
』
を

毎
回
一
章
ず
つ
読
ん
で
い
ま
す
。

　

日　

時　

	

毎
月
第
二
土
曜
日
午
後
二

時
よ
り
午
後
四
時
ま
で

　

場　

所　

	

石
川
県
西
田
幾
多
郎
記
念

哲
学
館	

４
Ｆ
研
修
室

　

講　

師　

	

田
邉
正
彰
氏
（
金
沢
学
院

大
学
教
授
）

　

参
加
費　

一
回
二
〇
〇
円（
飲
物
代
）

理
事
選
挙
結
果
と
新
役
員
体
制

	　

第
三
期
（
〇
九
～
一
一
年
度
）

　

理
事
選
挙
結
果

　

郵
送
に
て
六
月
三
十
日
（
火
）
締
切

で
行
わ
れ
た
「
〇
九
～
一
一
年
度
理
事

選
挙
」
に
つ
き
、
西
田
哲
学
会
事
務
局

で
あ
る
石
川
県
西
田
幾
多
郎
記
念
哲
学

館
に
お
い
て
七
月
三
日
（
金
）
午
後
四

時
よ
り
開
票
と
集
計
作
業
を
行
っ
た

結
果
、
届
い
た
投
票
用
紙
（
十
名
を

記
載
可
能
）
が
五
八
枚
、
有
効
投
票
は

五
七
〇
票
と
な
り
、
次
の
二
十
名
が
当

選
と
な
り
ま
し
た
。（
五
十
音
順
・
敬

称
省
略
）

秋
富
克
哉
、
安
藤
忠
雄
（
辞
退
）、
浅

見
洋
、
板
橋
勇
仁
、
上
田
閑
照
、
大
熊

玄
、大
橋
良
介
、岡
田
勝
明
、氣
多
雅
子
、

小
坂
国
継
、
竹
村
牧
男
、
田
中
裕
、
田

中
久
文
、
野
家
啓
一
、
藤
田
正
勝
、
松

丸
壽
雄
、
水
野
友
晴
、
美
濃
部
仁
、
森

哲
郎
、
米
山
優

（
文
責
・
大
熊
玄
）　

　
	

第
三
期
（
〇
九
～
一
一
年
度
）

　

役
員
体
制

　

右
の
理
事
選
挙
結
果
を
受
け
、
七
月

二
十
六
日
の
理
事
会
に
て
次
の
役
員
が

決
定
さ
れ
ま
し
た
。（
五
十
音
順
・
敬

称
省
略
）

嘱	

託
理
事
（
国
内
）：
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・

ハ
イ
ジ
ッ
ク
、
小
林
信
之

嘱	

託
理
事
（
国
外
）：
ジ
ャ
サ
ン
ト
・

ト
ラ
ン
ブ
レ
ー
、ロ
ル
フ
・
エ
ル
バ
ー

フ
ェ
ル
ト
、
林
永
強	

編	

集
委
員
：
浅
見
洋
（
委
員
長
）、

　

板
橋
勇
仁
、
森
哲
郎

監　
　

事
：
井
上
克
人
、
酒
井
潔

幹	　
　

事
：
秋
富
克
哉
、
板
橋
勇
仁
、

大
熊
玄
、
小
林
信
之
、
白
井
雅
人
、

杉
本
耕
一
、
水
野
友
晴
、
美
濃
部
仁
、

米
山
優　

　
　
（
文
責
・
大
熊
玄
）　

理
事
会
報
告

　

理
事
会
（
旧
理
事
に
よ
る
）

　

西
田
哲
学
会
第
七
回
年
次
大
会
の
開

催
に
合
わ
せ
て
、
七
月
二
十
五
日
（
土
）

の
昼
間
休
憩
時
間
、
京
都
大
学
文
学
部

第
二
講
義
室
で
理
事
会
が
開
催
さ
れ
た
。

出
席
理
事
は
十
三
名
、
委
任
状
二
通
、
さ

ら
に
幹
事
二
名
の
参
加
が
あ
っ
た
。
議

題
・
報
告
事
項
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

一
、
第
八
回
年
次
大
会
に
つ
い
て

　
「
七
月
第
四
土
曜
日
と
そ
の
翌
日
の

日
曜
日
」
と
い
う
日
程
原
則
、
お
よ
び

「
京
都
・
東
京
・
か
ほ
く
市
の
持
ち
回

り
」
と
い
う
会
場
原
則
に
よ
っ
て
、
平

成
二
十
二
年
七
月
二
十
四
日
（
土
）・

二
十
五
日
（
日
）、
東
京
で
開
催
と
い

う
こ
と
が
、
詳
細
は
秋
の
理
事
会
で
検

討
す
る
こ
と
と
併
せ
て
確
認
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
日
程
は
流
動
的
と
せ
ざ

る
を
得
な
い
意
見
が
提
出
さ
れ
、
正
式

決
定
は
十
一
月
の
理
事
会
を
待
っ
て
な

で
、
そ
こ
に
あ
る
。
そ
の
時
空
が
つ
く

り
出
し
た
古
池
の
静
け
さ
は
、
芭
蕉
の

澄
ん
だ
心
耳
と
照
ら
し
合
い
、
判
断
的

自
覚
は
そ
の
状
況
を
思
惟
を
し
て
突
き

つ
め
さ
せ
、
ポ
シ
ョ
を
ポ
シ
ョ
た
ら
し

め
て
十
七
文
字
に
結
晶
さ
せ
た
と
思
わ

れ
る
。

　

西
田
は
、
直
覚
の
具
体
と
し
て
、
美

術
家
や
宗
教
家
の
直
観
を
あ
げ
て
い

る
。
そ
の
例
を
、
今
、
芸
術
家
芭
蕉
の

句
で
見
た
。
直
観
は
「
判
断
も
加
わ
ら

な
い
前
、
色
を
見
音
を
聞
く
刹
那
の
真

に
経
験
そ
の
ま
ま
の
状
態
」「
真
に
具

体
的
な
も
の
は
自
覚
的
で
あ
り
真
の
無

の
場
所
に
於
て
あ
る
」と
い
う
。
で
は
、

宗
教
家
の
直
観
に
つ
い
て
、
正
法
眼
蔵

第
二
十
五
「
渓
声
山
色
」
の
、
道
元
が

大
悟
の
因
縁
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
見
て
み
た
い
。「
…
棄
レ
礫
撃
レ

竹
響
、於
レ
時
忽
然
大
悟
、乃
有
レ
頌
、云
、

一
撃
亡
二
所
知
一
、
…
」
の
撃
竹
響
「
カ

ン
」
は
、
香
厳
智
閑
禅
師
の
意
識
を
真

の
無
の
場
所
に
し
た
。
ま
た
、「
…
桃

華
の
さ
か
り
な
る
を
み
て
、
忽
然
と
し

て
悟
道
す
。
偈
を
つ
く
り
大
偽
に
呈
す

る
…
」
の
「
み
て
」
の
刹
那
、
霊
雲
志

勤
禅
師
の
鏡
に
満
開
の
桃
華
が「
パ
ッ
」

と
映
り
、
悟
を
開
く
直
観
と
な
っ
た
の

だ
と
思
う
。
本
来
、
大
悟
者
は
「
処
処

無
二
蹝
跡
一
」
で
、
悟
り
の
蹝
跡
を
残
さ

な
い
と
い
う
。
両
者
が
師
大
潙
に
呈
し

た
頌
・
偈
は
、
真
に
直
接
な
る
反
省
意

識
が
、
そ
の
境
地
に
つ
い
て
語
ら
せ
た

も
の
と
考
え
る
。



西田哲学会会報（第七号）平成21年11月20日発行 （ �）

西田哲学会のURL　http://www.nishida-philosophy.org　　　事務局のメールアドレス　info@nishida-philosophy.org　　　編集委員浅見のメールアドレス　asami@ishikawa-nu.ac.jp

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
以
下
、
新
理

事
会
の
項
目
を
参
照
の
こ
と
）

　

二
、
理
事
選
挙
に
つ
い
て

　

大
熊
理
事
よ
り
、
理
事
選
挙
結
果
が

報
告
さ
れ
、
併
せ
て
安
藤
忠
雄
氏
の
辞
退

が
報
告
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
大
橋

会
長
よ
り
、
会
に
と
っ
て
関
係
の
深
い
安

藤
氏
を
特
別
会
員
に
推
す
提
案
が
な
さ
れ

た
。
あ
く
ま
で
会
費
を
支
払
う
意
志
を
お

持
ち
の
氏
に
対
し
、
審
議
の
結
果
、
今
後

は
会
費
を
払
う
特
殊
な
特
別
会
員
に
な
っ

て
も
ら
う
こ
と
に
決
定
し
た
。

　

三
、
編
集
委
員
会
報
告

　

岡
田
編
集
委
員
長
よ
り
、
年
報
が
無

事
出
版
さ
れ
た
こ
と
の
報
告
が
あ
っ

た
。
さ
ら
に
、
年
次
大
会
に
お
け
る
口

頭
発
表
の
応
募
要
領
（
三
月
末
締
め
切

り
、
八
〇
〇
字
程
度
の
要
旨
と
経
歴
・

業
績
表
）
を
会
報
に
掲
載
す
る
提
案
が

な
さ
れ
、
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
年
次

大
会
の
研
究
発
表
者
の
審
査
機
関
を
明

確
に
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
、
実
質
は

幹
事
会
で
協
議
す
る
が
、
最
終
決
定
機

関
は
編
集
委
員
会
と
す
る
こ
と
が
承
認

さ
れ
た
。
ま
た
、
幹
事
会
と
編
集
委
員

会
の
ス
ム
ー
ズ
な
情
報
交
換
の
た
め
、

若
手
幹
事
の
一
人
が
編
集
委
員
会
に
入

る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。

　

四
、
事
務
局
報
告

　

大
熊
理
事
よ
り
、
会
計
監
査
と
予
算

に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
承

認
さ
れ
た
。

　

五
、
そ
の
他

　

海
外
会
員
の
会
費
送
金
問
題
に
つ
い
て

継
続
審
議
と
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

理
事
会
（
新
理
事
に
よ
る
）

　

選
挙
で
選
出
さ
れ
た
新
理
事
に
よ
る
理

事
会
を
大
会
終
了
後
に
行
な
う
と
い
う
、

前
回
理
事
会
に
お
け
る
決
定
事
項
に
従

い
、
七
月
二
十
六
日
（
日
）、
全
体
会
プ

ロ
グ
ラ
ム
終
了
後
、
京
都
大
学
文
学
部
第

二
講
義
室
で
、
新
し
い
理
事
に
よ
る
理
事

会
が
開
催
さ
れ
た
。出
席
理
事
は
十
三
名
、

幹
事
二
名
の
参
加
が
あ
っ
た
。
議
題
・
報

告
事
項
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

一
、
新
体
制
に
つ
い
て

（
一
）　

会
長
は
「
理
事
に
よ
る
互
選
」

と
い
う
規
約
の
条
項
に
従
い
、
審
議

の
後
、理
事
に
よ
る
投
票
を
行
な
い
、

最
多
得
票
を
得
た
大
橋
理
事
が
会
長

再
任
と
な
っ
た
。

（
二
）　

委
嘱
理
事
に
つ
い
て
、
国
内
在

住
嘱
託
理
事
に
、
Ｊ
．
ハ
イ
ジ
ッ
ク

氏
、
小
林
信
之
氏
、
ま
た
海
外
在
住

嘱
託
理
事
に
、Ｂ
．
デ
ー
ビ
ス
氏（
英

語
圏
）、
Ｒ
．
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト

氏
（
独
語
圏
）、Ｊ
．
ト
ラ
ン
ブ
レ
ー

氏
（
仏
語
圏
）、
林
永
強
氏
（
中
国

語
圏
）
が
推
薦
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
依

頼
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。

（
三
）　

編
集
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
編

集
委
員
長
に
浅
見
理
事
、
編
集
委
員
に

森
理
事
と
板
橋
理
事
の
就
任
が
決
定
し

た
。
英
語
論
文
の
査
読
に
つ
い
て
、
査

読
者
の
人
選
を
含
め
て
デ
ー
ビ
ス
氏
に

相
談
す
る
こ
と
が
、
ま
た
英
語
・
独

語
・
仏
語
の
サ
マ
リ
ー
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ

チ
ェ
ッ
ク
を
海
外
在
住
嘱
託
理
事
に
依

頼
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

（
四
）　

監
査
と
し
て
、
理
事
選
挙
に
お

い
て
得
票
数
の
多
か
っ
た
井
上
克
人

氏
と
酒
井
潔
氏
に
依
頼
す
る
こ
と
が

決
定
し
た
。
ま
た
、
次
回
の
役
員
改

正
の
時
は
、
監
査
も
選
挙
す
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
た
。

（
五
）
幹
事
会
は
、
氣
多
理
事
を
除
く

旧
幹
事
を
そ
の
ま
ま
再
任
し
、
新
た

な
若
手
幹
事
を
随
時
探
す
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
。

　

二
、
秋
の
理
事
会
に
つ
い
て

　

十
一
月
一
日
（
日
）
に
明
治
大
学
か

立
正
大
学
の
い
ず
れ
か
で
行
な
う
こ
と

が
決
定
し
た
。
な
お
、
両
校
は
い
ず
れ

も
来
年
度
の
年
次
大
会
会
場
と
し
て
有

力
な
候
補
で
あ
る
が
、
七
月
第
四
土
曜

日
と
そ
の
次
の
日
曜
日
と
い
う
年
次
大

会
の
日
程
は
、
大
学
の
テ
ス
ト
期
間
と

重
な
る
た
め
に
会
場
の
確
保
が
困
難
で

あ
る
と
の
意
見
が
出
た
。
結
果
、
来
年

七
月
二
十
四
・
二
十
五
日
予
定
の
次
回

大
会
の
日
程
変
更
も
改
め
て
検
討
す
る

こ
と
と
な
り
、
恒
久
的
な
日
程
変
更
も

視
野
に
入
れ
た
検
討
を
継
続
す
る
こ
と

が
承
認
さ
れ
た
。

　

三
、
そ
の
他

　

会
費
納
入
に
つ
い
て
、
三
年
未
納
に

よ
る
除
名
会
員
は
機
械
的
に
処
理
す
る

の
で
は
な
く
、
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
案

内
を
出
す
こ
と
、
ま
た
、
理
事
や
幹
事

の
知
り
合
い
に
は
連
絡
を
し
て
会
費
納

入
の
依
頼
を
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
。
海
外
在
住
会
員
に
つ
い
て
は
、
会

費
未
納
で
も
機
械
的
に
除
名
せ
ず
、
払

え
る
時
に
払
っ
て
も
ら
う
よ
う
に
運
営

す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

（
文
責　

秋
富
克
哉
）　

「
西
田
哲
学
研
究
基
金
」
に
つ
い
て

　

二
〇
〇
八
年
度
、
第
三
回
の
西
田
哲

学
研
究
基
金
公
募
に
は
三
名
の
応
募
が

あ
り
、
厳
正
な
審
査
の
結
果
、
三
名
全

員
を
適
格
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
三
十
万
円

を
交
付
し
ま
し
た
。

　

張
政
遠
氏
（
香
港
中
文
大
学
哲
学
系

導
師
）、
研
究
計
画
：「
西
田
幾
多
郎
の

編
集
後
記

　

前
編
集
委
員
長
の
岡
田
勝
明
先
生
に
代

わ
っ
て
編
集
の
責
任
を
取
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
大
役
で
す
が
、
編
集
委
員
の
森

哲
郎
、
板
橋
勇
仁
両
先
生
の
協
力
を
得
て
、

何
と
か
責
任
を
全
う
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
会
員
各
位
の
ご
協
力
な
く
し
て
は
順

調
な
年
報
、
会
報
の
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
れ
か
ら
も
皆
様
の
協
力
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　

今
回
は
Ｂ
・
デ
ー
ビ
ス
先
生
の
報
告
を

は
じ
め
、
か
な
り
盛
り
沢
山
の
内
容
に
な

り
ま
し
た
。
な
お
エ
ッ
セ
ー
の
原
稿
を
い

た
だ
い
た
平
澤
郁
夫
さ
ん
は
長
野
県
上
伊

那
教
育
会
の
主
催
者
の
お
一
人
で
す
。

　
（
編
集
委
員
長　

浅
見
洋
）　

現
象
学
的
哲
学
」

　

香
西
克
彦
氏
（
学
校
法
人
京
都
建
築

学
園　

京
都
建
築
専
門
学
校
専
任
講

師
）、
研
究
計
画
：「
西
田
哲
学
と
建
築

論―

ポ
イ
エ
ー
シ
ス
を
巡
っ
て
」

　

西
塚
俊
太
氏
（
東
京
大
学
大
学
院
博

士
課
程
）、
研
究
計
画
：「
西
田
哲
学
に

お
け
る
「
歴
史
的
社
会
的
世
界
」
論
の

成
立
要
件
」

　

今
年
度
も
、
引
き
続
き
交
付
基
金
を

公
募
し
ま
す
。
一
件
に
つ
き
三
十
万
円

か
ら
五
十
万
円
で
、
数
件
の
採
択
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
下
記
の
要
領
で
応
募

下
さ
い
。
審
査
結
果
は
、『
年
報
』
で

報
告
し
ま
す
。

（
ⅰ
）
提
出
書
類

　

①
履
歴
書

　

②
研
究
計
画
（
八
百
字
程
度
）

（
ⅱ
）
提
出
先

　

	

〒
六
〇
六―

八
五
〇
一　

京
都
市
左

京
区
吉
田
本
町
、
京
都
大
学
文
学
研

究
科
、
氣
多
雅
子
研
究
室

（
ⅲ
）
締
め
切
り

　

二
〇
一
〇
年
四
月
三
日
（
土
）
必
着

（
ⅳ
）
備
考

　

	

二
年
以
内
に
、
研
究
計
画
報
告
書
を
提

出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
報
告
形
態
は
、刊
行
物
の
コ
ピ
ー
、

抜
き
刷
り
、
あ
る
い
は
四
千
字
程
度
の

報
告
文
書
と
し
、
提
出
先
は
上
記
の
氣

多
研
究
室
と
し
ま
す
。

西
田
哲
学
研
究
基
金
運
営
委
員
会

二
〇
〇
九
年
度
代
表　

秋
富
克
哉

『
西
田
哲
学
会
年
報
』
掲
載

論
文
の
公
募
に
つ
い
て

　
『
年
報
』
巻
末
の
応
募
要
領
に
し

た
が
っ
て
ご
投
稿
く
だ
さ
い
。
た
く

さ
ん
の
応
募
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。
な
お
次
号
第
七
号
掲
載
分
は

二
〇
一
〇
年
一
月
末
を
も
っ
て
締
め

切
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な

お
『
年
報
』
巻
末
の
応
募
要
領
を
ご

参
照
下
さ
い
。

「
年
次
大
会
」
に
お
け
る

口
頭
発
表
の
応
募
に
つ
い
て

　

第
八
回
年
次
大
会
（
平
成
二
十
二

年
七
月
開
催
）
の
口
頭
発
表
者
を
公

募
し
ま
す
。
応
募
者
は
三
月
末
ま
で

に
、
八
〇
〇
字
程
度
の
要
旨
と
簡
単

な
経
歴
・
業
績
表
を
添
え
て
事
務
局

へ
お
申
し
込
み
下
さ
い
。


