
わ
た
し
と
哲
学
―
―
白
鷗
大
学
の
四
十
年
を
振
り
返
っ
て

的
　
場
　
哲
　
朗

「
一
隅
を
照
ら
す
、
こ
れ
す
な
わ
ち
国
宝
な
り
。」（
最
澄
）

本
学
最
後
の
授
業
、
基
礎
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
終
え
て
研
究
室
の
机
で
ひ
と
息
つ
い
て
い
る
と
、「
先
生
、
昨
日
の
最
終
授
業
で
渡
し
そ
び
れ

た
の
で
…
。
前
期
と
後
期
の
基
礎
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
、
照
れ
く
さ
そ
う
に
Ｋ
君
が
小
さ
な
花
束
を

わ
た
し
の
研
究
室
の
扉
か
ら
そ
っ
と
差
し
入
れ
て
く
れ
た
。
真
っ
赤
な
ガ
ー
ベ
ラ
の
花
束
。
自
分
で
買
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
お
母

さ
ん
に
買
っ
て
も
ら
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
さ
か
彼
女
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
な
け
な
し
の
小
遣
い
を
は
た
い
て
く
れ
た

に
ち
が
い
な
い
。
あ
り
が
と
う
！

そ
し
て
、
よ
う
や
く
わ
た
し
に
昨
日
の
最
終
講
義
の
様
子
が
蘇
っ
て
き
た
。

…わ
た
し
は
四
十
年
の
長
き
に
わ
た
り
本
学
で
哲
学
や
倫
理
学
を
講
義
し
て
き
ま
し
た
。
い
や
、
そ
れ
以
外
に
も
教
養
テ
ー
マ
講
義
、
メ

デ
ィ
ア
と
倫
理
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
、
そ
れ
に
ド
イ
ツ
語
や
英
語
な
ど
も
担
当
し
て
き
ま
し
た
。
当
初
、「
最
終
講
義
」
な
ど
は
自
分
の
柄
に
合

わ
な
い
と
お
断
り
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
が
、
四
十
年
と
い
う
年
月
の
重
さ
を
考
え
ま
す
と
、
や
は
り
何
か
語
っ
て
お
く
義
務
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
直
し
、
最
終
講
義
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
し
か
も
、
わ
た
し
は
本
学
で
「
小
山
市
民
開
放
講
座
」
を
最
初
に
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始
め
た
四
人
の
教
員
の
一
人
で
し
た
し
、
そ
れ
が
縁
で
、
一
九
九
四
年
か
ら
市
民
の
皆
様
や
学
生
の
有
志
と
毎
週
夜
遅
く
ま
で
「
市
民
ゼ
ミ

ナ
ー
ル
」
を
わ
た
し
の
研
究
で
開
催
し
ま
し
た
し
、
そ
の
あ
と
も
益
田
先
生
や
学
生
の
有
志
と
一
緒
に
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
講
読
会
」
を
毎
週
木

曜
日
に
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
法
学
部
で
は
清
水
正
義
先
生
、
三
浦
顕
一
郎
先
生
、
そ
の
他
の
先
生
方
と
「
両
大
戦
間
の
世
界

研
究
会
」
を
立
ち
上
げ
、
不
定
期
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
計
十
一
回
の
研
究
会
を
重
ね
、『
第
一
次
世
界
大
戦
と
現
代
』
①
と
い
う
立
派
な

本
も
出
版
で
き
ま
し
た
。
本
日
も
、
そ
う
し
た
折
々
に
出
会
っ
た
皆
さ
ん
が
出
席
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
訳
で
、
つ
た
な
い

話
に
な
り
ま
す
が
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
本
学
で
歩
ん
で
き
た
道
を
ふ
り
返
り
な
が
ら
、
自
分
が
体
験
し
た
こ
と
、
自
分
な
り
に
考
え
て
い

る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
物
語
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。「
物
語
」
は
、
ご
存
知
の
よ
う
に
、
英
語
でstory

で
す
。
こ
れ
か
ら
の
話
はm

y 

story

、
皆
さ
ん
か
ら
見
ま
す
と
、his story

、
つ
ま
り
単
な
るhistory

（
歴
史
）
に
す
ぎ
な
い
と
聴
き
流
し
て
貰
え
る
と
嬉
し
い
で
す
。

学
生
の
元
気
な
声
に
励
ま
さ
れ
！

黒
板
を
前
に
、
そ
し
て
黒
板
を
後
に
す
る
、
た
だ
こ
れ
だ
け
が
わ
た
し
の
人
生
に
す
ぎ
な
い
と
西
田
幾
多
郎
は
大
学
を
退
職
す
る
最
終
講

義
で
語
っ
て
い
ま
す
が
、
自
分
に
は
そ
の
よ
う
な
気
の
き
い
た
言
葉
が
思
い
つ
き
ま
せ
ん
し
、
黒
板
に
し
が
み
つ
く
ほ
ど
真
摯
に
、
熱
心
に

哲
学
に
打
ち
込
ん
だ
記
憶
も
あ
り
ま
せ
ん
。

振
り
返
り
ま
す
と
、
初
め
て
白
鷗
大
学
―
―
当
時
は
、
白
鷗
女
子
短
期
大
学
で
し
た
が
―
―
を
訪
れ
た
の
は
一
九
八
〇
年
で
し
た
。
そ
の

と
き
、
上
岡
條
二
先
生
（
現
理
事
長
）
に
連
れ
ら
れ
て
一
緒
に
旧
短
大
の
五
号
館
の
屋
上
に
上
り
ま
し
た
。
上
岡
先
生
は
そ
の
と
き
思
川
の

方
向
を
眺
め
な
が
ら
、「
こ
こ
に
将
来
四
年
生
大
学
が
で
き
る
予
定
で
す
」
と
話
さ
れ
ま
し
た
が
、
わ
た
し
の
眼
に
は
、
残
念
な
が
ら
、
一

面
の
桑
畑
と
雑
草
、
そ
し
て
砂
利
を
乗
せ
て
砂
煙
を
上
げ
る
ダ
ン
プ
カ
ー
の
姿
し
か
見
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
マ
ル
ベ
リ
ー
ホ
ー
ル
は
ま
だ

建
っ
て
い
ま
せ
ん
。
五
号
館
以
外
に
は
短
期
大
学
本
館
、
体
育
館
、
そ
れ
に
小
さ
な
建
物
が
い
く
つ
か
ポ
ツ
ン
ポ
ツ
ン
と
点
在
し
て
い
た
だ

白鷗法学　第27巻１号（通巻第55号）（2020） 261（2）



け
で
、
道
路
は
未
舗
装
、
雨
の
日
に
は
長
靴
で
も
履
か
な
い
と
歩
け
な
い
ほ
ど
で
、
ま
だ
短
期
大
学
を
囲
む
塀
も
正
門
も
な
く
、
本
館
の
目

の
前
を
砂
利
道
が
走
っ
て
い
ま
し
た
。

昨
年
末
、
た
ま
た
ま
大
行
寺
校
舎
に
用
事
が
あ
り
、
取
り
壊
さ
れ
た
短
大
の
建
物
の
跡
地
を
感
慨
深
げ
に
眺
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
遠
く
か

ら
、「
的
場
先
生
、
何
を
し
て
い
る
の
で
す
か
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
！
」
と
若
い
教
育
学
部
の
体
操
の
先
生
に
元
気
な
大
き
な
声
を
か
け
ら

れ
ま
し
た
。
わ
た
し
の
教
師
生
活
四
〇
年
は
、
桑
畑
と
雑
草
と
砂
利
を
眺
め
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
大
学
の
大
き
な
建
物
が
建
ち
並
び
、
そ

し
て
思
い
出
深
い
短
大
の
建
物
が
忽
然
と
消
え
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。

い
や
、
若
い
先
生
に
元
気
な
大
き
な
声
を
か
け
ら
れ
た
と
言
い
ま
し
た
が
、
若
い
短
大
生
の
「
先
生
！
」
と
い
う
、
希
望
に
満
ち
た
大
き

な
元
気
な
声
に
は
じ
ま
り
、
そ
し
て
今
も
元
気
な
学
生
、
若
い
先
生
、
若
い
事
務
局
員
、
そ
し
て
市
民
の
皆
さ
ん
に
元
気
な
温
か
い
声
を
か

け
ら
れ
て
き
た
〝
充
実
し
た
四
十
年
〞
で
あ
っ
た
、
と
い
う
方
が
む
し
ろ
適
切
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

は
じ
め
て
教
壇
に
立
っ
た
と
き

今
も
新
鮮
に
思
い
出
し
ま
す
。
一
九
八
〇
年
、
わ
た
し
が
三
十
歳
の
と
き
に
、
は
じ
め
て
本
学
の
教
壇
に
立
ち
ま
し
た
。
教
室
は
五
〇
一

教
室
、
科
目
名
は
「
哲
学
」、
半
期
科
目
で
し
た
。
は
じ
め
て
女
子
学
生
の
前
に
立
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
わ
た
し
は
足
が
震
え
ま
し
た
。

黒
板
に
文
字
を
書
い
た
あ
と
、
学
生
の
方
に
目
を
向
け
る
の
が
と
て
も
怖
か
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
教
室
一
杯
の
女
子
学
生
が
わ
た
し
に

熱
い
眼
差
し
を
向
け
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
恩
師
上
妻
精
先
生
か
ら
は
、「
結
婚
指
輪
を
ち
ゃ
ん
と
し
て
授
業
を
し
な
さ
い
」、「
特
定
の
女

子
学
生
を
見
つ
め
て
は
い
け
な
い
」
と
あ
ら
か
じ
め
厳
し
く
指
導
さ
れ
ま
し
た
。

当
時
、
短
大
に
は
幼
児
教
育
科
二
部
が
併
設
さ
れ
て
い
て
、
授
業
は
夜
間
で
し
た
。
昼
間
の
講
義
が
十
四
時
三
十
分
に
終
わ
る
の
で
夜
間

の
講
義
開
始
の
十
八
時
ま
で
は
結
構
時
間
が
あ
り
ま
す
。
時
間
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
食
堂
で
若
い
女
子
学
生
と
楽
し
い
歓
談
の
時
間
を
過
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ご
し
ま
し
た
。「
喫
茶
店
で
ア
ル
バ
イ
ト
し
て
い
ま
す
。
遊
び
に
来
て
下
さ
い
」、「
彼
氏
の
こ
と
相
談
し
た
い
」、「
四
年
制
大
学
に
行
き
た

か
っ
た
け
ど
、
浪
人
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
」、「
就
活
で
悩
ん
で
い
ま
す
」
な
ど
初
々
し
い
恋
愛
相
談
、
人
生
相
談
な
ど
四
方
山
話
に
花
を
咲

か
せ
ま
し
た
。「
教
師
冥
利
に
尽
き
る
と
は
こ
の
こ
と
だ
よ
」
と
恩
師
上
妻
先
生
が
よ
く
仰
っ
て
、
研
究
室
の
扉
を
開
け
放
っ
て
学
生
と
大

き
な
声
で
歓
談
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
わ
た
し
も
そ
の
と
き
、
先
生
の
真
似
を
さ
せ
て
貰
っ
て
い
る
、
真
に
〝
哲
学
す
る
〞
と
は
じ
つ
は
こ

ん
な
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
そ
ん
な
充
実
感
に
満
た
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
年
の
六
月
十
日
に
わ
た
し
の
長
女
・
温
子
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
千
グ
ラ
ム
の
極
小
未
熟
児
で
、
妻
の
帰
郷
先
の
山
形
県
で
は
県
内
三

番
目
に
小
さ
な
未
熟
児
で
し
た
。
障
害
が
残
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
県
立
病
院
の
先
生
に
脅
さ
れ
ま
し
た
。
わ
た
し
は
授
業
ど
こ
ろ
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
と
き
、
た
ま
た
ま
経
営
学
科
一
年
生
に
、
自
治
医
科
大
学
の
看
護
師
を
し
な
が
ら
本
学
に
在
籍
し
て
い
る
女
子
学
生
が

い
て
、
わ
た
し
の
相
談
に
い
ろ
い
ろ
と
乗
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
わ
た
し
は
そ
れ
で
随
分
と
元
気
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
学
生
の
名
前
は

「
小
泉
清
子
」（
仮
名
）
と
い
い
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
と
話
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
彼
女
の
出
身
高
等
学
校
が
わ
た
し
の
妻
の
実
家
の
す
ぐ
そ

ば
の
高
校
で
、
し
か
も
実
家
の
前
の
道
が
彼
女
の
通
学
路
だ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
な
ん
と
い
う
奇
遇
で
し
ょ
う
。
今
回
の
「
最
終
講
義
」

に
当
た
っ
て
彼
女
に
感
謝
の
言
葉
を
伝
え
た
い
と
思
い
、
大
学
の
同
窓
会
に
も
手
伝
っ
て
も
ら
い
連
絡
し
て
み
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
、

探
し
当
て
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

よ
し
、
潮
時
だ
！

わ
た
し
が
本
学
の
専
任
講
師
に
な
っ
た
の
は
一
九
八
二
年
四
月
で
す
。
わ
た
し
が
学
生
と
歓
談
す
る
様
子
を
、
亡
く
な
ら
れ
た
前
の
理
事

長
が
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
ら
し
く
、「
得
が
た
い
先
生
だ
！
」
と
わ
た
し
に
声
を
か
け
て
下
さ
っ
た
の
で
す
。
現
上
岡
條
二
理
事
長
も
わ
た

し
の
就
職
に
は
骨
を
折
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
じ
つ
は
、
専
任
教
員
に
な
る
前
の
二
年
間
、
就
職
相
談
室
で
学
生
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の
相
談
相
手
に
な
っ
て
欲
し
い
と
週
二
回
通
っ
て
い
ま
し
た
。
子
ど
も
が
で
き
て
大
変
だ
ろ
う
と
、
お
気
遣
い
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

事
務
仕
事
で
す
が
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は
学
生
と
話
が
で
き
ま
す
し
、
事
務
の
方
々
と
も
仲
良
く
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
で
、
楽
し
い

思
い
出
の
一
頁
で
も
あ
り
ま
す
。
専
任
教
員
に
な
っ
て
も
い
な
い
の
に
、
お
か
し
な
こ
と
で
す
が
、
短
期
大
学
の
新
聞
「
白
鷗
新
聞
」
を
年

二
回
編
集
発
行
ま
で
し
ま
し
た
し
、
事
務
の
方
々
と
一
緒
に
箱
根
に
一
泊
旅
行
に
も
行
き
ま
し
た
。
と
て
も
楽
し
い
経
験
で
し
た
。
あ
の
頃

は
、
学
生
、
教
職
員
の
距
離
は
と
て
も
近
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
年
、
わ
た
し
の
大
学
院
の
指
導
教
授
は
ド
イ
ツ
に
一
年
間

滞
在
し
て
不
在
で
し
た
。
そ
の
た
め
か
、
大
学
院
の
研
究
室
の
空
気
は
何
か
ぎ
こ
ち
な
く
、
何
か
バ
ラ
バ
ラ
の
状
態
で
し
た
。
そ
ん
な
有
り

様
で
す
か
ら
、
わ
た
し
の
気
持
ち
は
お
の
ず
と
白
鷗
女
子
短
期
大
学
の
方
に
傾
き
ま
し
た
。
第
一
、
若
い
学
生
の
笑
顔
や
元
気
な
声
に
は
逆

ら
え
ま
せ
ん
。「
自
分
に
は
子
ど
も
が
産
ま
れ
た
し
、
家
庭
も
し
っ
か
り
と
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
年
齢
も
三
十
二
歳
、
よ
し
、
潮

時
だ
。
こ
の
学
校
で
頑
張
ろ
う
。」
そ
ん
な
思
い
で
白
鷗
女
子
短
期
大
学
に
専
任
講
師
と
し
て
就
職
し
、
住
居
も
小
山
市
に
決
め
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
決
断
は
良
か
っ
た
と
い
ま
で
も
思
っ
て
い
ま
す
。

わ
た
し
の
哲
学
へ
の
関
心

わ
た
し
の
白
鷗
大
学
就
職
当
時
の
話
は
そ
こ
ま
で
に
し
て
、
哲
学
へ
の
関
心
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

わ
た
し
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
中
心
に
ヘ
ー
ゲ
ル
や
ニ
ー
チ
ェ
や
デ
ィ
ル
タ
イ
と
い
っ
た
ド
イ
ツ
哲
学
を
中
心
に
研
究
し
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る

ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
で
す
。
難
解
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
関
心
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
は
短
期
長
期
を
合
わ
せ
て
三
度
留
学
し
ま
し
た
。
わ
た

し
は
東
京
の
主
要
大
学
の
研
究
者
に
声
を
か
け
て
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
研
究
会
」
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
そ
の
縁
も
あ
っ
て
か
、
実
存
思
想
協
会
の

理
事
・
理
事
長
ま
で
つ
と
め
ま
し
た
。
そ
ん
な
お
堅
い
、
わ
た
し
の
専
門
に
関
す
る
お
話
は
別
の
機
会
に
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
学
生
や
市

民
の
皆
さ
ん
か
ら
教
わ
っ
た
〝
哲
学
す
る
こ
と
〞
の
面
白
さ
に
つ
い
て
、
感
謝
の
思
い
を
込
め
な
が
ら
お
話
し
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
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わ
た
し
が
短
期
大
学
に
就
職
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
通
り
で
す
。
専
任
教
員
に
な
っ
て
み
ま
す
と
、
な
ん
と
英
語
の

教
師
と
し
て
英
語
科
に
配
属
さ
れ
ま
し
た
。
正
直
、
不
本
意
で
し
た
。
英
語
に
は
（
正
直
）
ま
っ
た
く
興
味
が
あ
り
ま
せ
ん
し
、
九
州
の
田

舎
の
出
身
（
関
係
者
に
は
失
礼
！
）
で
す
か
ら
、
英
語
の
発
音
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
で
す
。
当
然
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
語
と
は
疎
遠
に
な
り
ま
し

た
し
、
哲
学
と
も
、
残
念
な
が
ら
、
お
別
れ
で
す
。
こ
れ
に
は
困
惑
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
運
が
良
い
こ
と
に
、
英
語
講
読
の
演
習
を
担

当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
向
井
千
代
子
教
授
の
お
心
遣
い
だ
っ
た
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。
演
習
な
ら
受
講
者
は
少
人
数
で
す
し
、
学
生

と
も
親
し
く
な
り
ま
し
た
か
ら
、
夏
休
み
に
思
い
切
っ
て
尾
瀬
で
三
泊
四
日
の
夏
合
宿
を
行
い
ま
し
た
。
宿
泊
先
は
、
今
で
も
覚
え
て
い
ま

す
「
樹
根
巣
」
と
い
う
ペ
ン
シ
ョ
ン
で
、
参
加
者
は
女
子
学
生
十
人
で
し
た
。
哲
学
の
本
を
読
ん
だ
り
、
尾
瀬
の
木
道
を
歩
い
た
り
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
と
て
も
楽
し
く
、
大
学
院
時
代
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
哲
学
の
学
び
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
面
白
い
！
そ
う
思
っ
た
も
の
で
す

か
ら
、
夏
合
宿
を
毎
夏
の
恒
例
の
行
事
に
し
て
、
こ
こ
で
哲
学
書
を
読
む
こ
と
に
し
ま
し
た
。
わ
た
し
に
は
毎
年
夏
休
み
が
待
ち
遠
し
く
て

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
尾
瀬
の
他
、
長
野
県
の
戸
隠
、
開
田
高
原
、
埼
玉
県
の
長
瀞
、
福
島
県
の
猪
苗
代
と
合
宿
先
を
変
え
な
が
ら
、
毎
年

夏
合
宿
を
行
い
ま
し
た
。
わ
た
し
が
都
内
の
大
学
で
哲
学
を
教
え
は
じ
め
ま
す
と
、
成
蹊
大
学
、
早
稲
田
大
学
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
、
東

京
大
学
の
学
生
達
も
参
加
し
、
静
岡
大
学
の
教
員
も
参
加
し
、
盛
大
な
合
宿
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
合
宿
か
ら
は
後
に
研
究
者
に
な
っ
た
学

生
も
出
て
き
ま
し
た
。

市
民
ゼ
ミ
ナ
ー
ー
ル
の
こ
と

そ
ん
な
と
き
に
、
市
民
大
学
開
放
講
座
が
始
ま
り
ま
し
た
。
短
期
大
学
の
夜
間
の
講
義
に
小
山
市
民
が
参
加
す
る
、
と
い
う
の
で
す
。
小

山
市
民
と
い
う
大
人
の
前
で
哲
学
の
話
を
す
る
。
経
験
豊
か
な
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
前
で
哲
学
の
講
義
を
す
る
。
初
め
て
の
経
験
で
す
し
、

最
初
の
そ
の
試
み
に
若
い
わ
た
し
が
指
名
さ
れ
ま
し
た
。
小
山
市
と
し
て
も
最
初
の
試
み
で
す
か
ら
、
当
時
の
船
田
章
小
山
市
長
も
わ
た
し
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の
講
義
「
哲
学
」
に
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
く
れ
ま
し
た
。「
愛
と
理
性
、
こ
れ
が
小
山
市
に
は
必
要
だ
」
と
市
長
が
い
わ
れ
た
こ
と
を
今
で

も
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
白
鷗
女
子
短
期
大
学
の
校
歌
に
も
出
て
く
る
言
葉
で
、
わ
た
し
も
好
き
な
言
葉
で
す
。
市
民
の
皆
さ

ん
と
一
緒
に
哲
学
を
学
び
、
一
緒
に
話
し
合
う
。
夏
合
宿
の
面
白
さ
を
実
感
し
て
い
た
と
き
だ
け
に
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
反
応
を
じ
か
に
知

る
喜
び
に
は
ま
た
別
の
面
白
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
最
近
「
哲
学
カ
フ
ェ
」
な
ど
と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
が
、
わ
た
し
は
当
時
そ
ん

な
気
の
利
い
た
言
葉
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
い
ち
早
く
学
生
や
市
民
の
皆
さ
ん
と
〝
哲
学
す
る
こ
と
〞
の
喜
び
は
実
感
し
て
い
ま
し
た

し
、
充
実
感
も
感
じ
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
と
き
に
、
小
山
市
民
の
高
昌
さ
ん
、
麻
生
さ
ん
、
外
島
さ
ん
、
小
久
保
さ
ん
か
ら
「
授
業
と
は
別
に
、
わ
た
し
た
ち
と
一
緒
に
哲

学
書
を
読
ん
で
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
？
」
と
声
を
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
い
や
、
正
し
く
は
、
わ
た
し
が
皆
さ
ん
に
、「
一
緒
に
哲
学
の
本
を

読
み
ま
せ
ん
か
」
と
手
紙
を
書
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
講
義
で
ニ
ー
チ
ェ
に
つ
い
て
話
を
し
た
と
こ
ろ
、
皆
さ
ん
の
反
応
が
良
く
、
わ
た

し
も
と
て
も
楽
し
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
一
緒
に
哲
学
書
を
読
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
し
、
市
民
の
皆
さ
ん
も
学
生
時
代
に
感
動
し
た
哲

学
書
を
も
う
一
度
読
み
直
し
て
み
た
い
と
思
わ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
夏
合
宿
の
面
白
さ
を
知
っ
た
と
こ
ろ
で
し
た
し
、
大
人

の
方
々
と
哲
学
に
つ
い
て
語
り
合
い
た
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
し
た
か
ら
、「
よ
し
や
り
ま
し
ょ
う
」
と
ま
ず
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
文
学
論

「
乏
し
き
時
代
の
詩
人
」
を
読
み
、
学
生
時
代
に
影
響
を
受
け
た
と
い
う
小
山
市
職
員
小
久
保
さ
ん
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
応
え
て
マ
ル
ク
ス
の

『
経
済
学
哲
学
草
稿
』、
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
や
マ
ル
ク
ス
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
を
読
み
ま
し
た
。
さ
す

が
に
、『
精
神
現
象
学
』
は
大
部
で
難
解
で
す
か
ら
、「
わ
た
し
に
は
無
理
で
す
」
と
お
断
り
し
た
と
こ
ろ
、「
先
生
は
お
話
し
が
上
手
で
す

か
ら
、
大
丈
夫
で
す
」
と
皆
さ
ん
に
押
し
切
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
短
大
の
授
業
が
終
わ
っ
た
夕
方
、
研
究
室
に
毎
週
集
ま
り
、
お
茶
を

飲
み
、
世
間
話
を
交
え
な
が
ら
、
哲
学
談
義
に
花
が
咲
き
ま
し
た
。
春
休
み
夏
休
み
も
、
で
き
る
限
り
、
続
行
し
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
お
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互
い
若
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
う
ち
、
学
生
も
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
。
小
谷
君
、
新
井
君
、
宮
地
君
、
新
山
君
、
植
竹
君
そ
の
ほ

か
、
数
お
お
く
の
学
生
諸
君
！
そ
の
お
お
く
は
、
留
年
を
重
ね
て
友
人
が
い
な
い
学
生
と
か
、
進
路
に
悩
ん
で
い
る
学
生
と
か
、
他
の
大
学

に
ほ
ん
と
う
は
行
き
た
か
っ
た
学
生
と
か
、
そ
ん
な
―
―
〝
問
題
を
抱
え
た
〞
―
―
学
生
た
ち
ば
か
り
で
し
た
が
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
温
か

い
声
に
励
ま
さ
れ
、
元
気
づ
け
ら
れ
た
り
し
て
皆
無
事
に
社
会
に
巣
立
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
ん
な
哲
学
の
在
り
方
も
あ
る
の
だ
、
と
わ
た

し
は
市
民
の
皆
さ
ん
に
、
そ
し
て
学
生
諸
君
に
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
わ
た
し
は
恩
師
の
影
響
も
あ
り
、
難
し
い
ド
イ
ツ
語
の
哲
学
書
を
コ
ツ

コ
ツ
と
読
み
込
ん
で
い
く
の
が
哲
学
研
究
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
し
、
大
学
の
哲
学
研
究
者
と
い
う
も
の
は
そ
の
よ
う
に
し
て
論
文
を
書

き
、
業
績
を
上
げ
て
い
く
の
だ
と
信
じ
て
い
ま
し
た
が
、
図
ら
ず
も
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
、
い
や
学
生
に
、
歓
談
し
な
が
ら
哲
学
す
る
こ
と

の
面
白
さ
と
い
う
も
の
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

哲
学
、
自
由
な
対
話
の
場

哲
学
と
い
う
と
、
日
本
で
は
西
田
幾
多
郎
や
田
辺
元
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
京
都
学
派
の
影
響
が
強
い
の
か
、
ど
う
し
て
も
深
刻
な
顔
で
人

生
を
論
じ
た
り
、
難
解
な
言
葉
を
口
に
し
た
り
、
自
殺
を
す
る
の
で
は
な
い
か
と
ハ
ラ
ハ
ラ
さ
れ
た
り
―
―
し
た
が
っ
て
、
い
つ
も
元
気
な

的
場
先
生
は
哲
学
を
や
っ
て
い
る
と
は
と
て
も
思
わ
れ
ま
せ
ん
が
―
―
し
て
、
と
っ
つ
き
に
く
い
学
問
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
し
か
し

そ
も
そ
も
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
若
者
と
の
対
話
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
し
、
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
は
す
べ
て
対
話
で
で
き
て
い
ま
す

し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
学
生
と
散
歩
し
な
が
ら
哲
学
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
わ
た
し
が
市
民
の
皆
さ
ん
や
女
子
学
生

に
教
え
ら
れ
た
哲
学
の
喜
び
は
け
っ
し
て
間
違
っ
て
い
な
い
し
、
邪
道
で
も
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
哲
学
の

〝
本
道
〞
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

哲
学
と
は
、
哲
学
す
る
と
は
、
大
人
が
、
自
由
で
対
等
な
市
民
が
、
同
じ
く
対
等
な
立
場
で
話
を
楽
し
み
な
が
ら
真
理
を
求
め
合
う
こ
と
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で
あ
る
。
わ
た
し
は
今
、
確
信
を
持
っ
て
、
そ
ん
な
風
に
考
え
て
い
ま
す
し
、
そ
ん
な
思
い
で
本
学
の
講
義
も
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
も
や
っ
て
き
ま

し
た
。
大
学
に
自
由
な
対
話
の
喜
び
を
！
と
大
き
な
声
で
叫
び
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

市
民
の
皆
さ
ん
と
始
め
た
市
民
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
現
在
も
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
講
読
会
」
と
（
い
か
め
し
く
）
名
前
を
変
え
て
存
続
し
、
毎
週
木

曜
日
の
午
後
四
時
半
か
ら
七
時
く
ら
い
ま
で
、
皆
さ
ん
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
と
お
り
に
、
お
茶
を
飲
み
世
間
話
を
交
え
な
が
ら
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
一
九
二
八
年
の
講
義
「
現
象
学
の
根
本
問
題
」
を
益
田
勇
一
先
生
、
学
生
の
佐
藤
君
、
榊
原
さ
ん
、
亀
山
君
、
田
名
網
君
、
市
民
の

八
木
さ
ん
、
横
山
さ
ん
と
一
緒
に
大
学
本
館
八
階
の
ラ
ー
ニ
ン
グ
・
コ
モ
ン
ズ
で
開
催
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
い
ま
は
ド
イ
ツ
語
原
文
を

読
み
合
っ
て
い
ま
す
が
。
こ
の
講
読
会
は
退
職
後
も
ず
っ
と
ず
っ
と
続
け
て
い
き
た
い
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
法
学
部
の
教
員

有
志
で
作
っ
た
「
両
大
戦
の
世
界
研
究
会
」
は
こ
れ
か
ら
も
ぜ
ひ
続
け
て
い
き
た
い
と
い
う
頼
も
し
い
お
言
葉
を
先
日
三
浦
顕
一
郎
先
生
か

ら
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
や
り
た
い
こ
と

「
先
生
、
退
職
し
た
ら
、
二
三
年
後
に
死
に
ま
す
よ
。
用
心
し
て
ね
」
と
都
内
の
大
学
で
仲
良
く
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
人
か
ら
言
わ
れ
ま

し
た
。
あ
と
ど
れ
だ
け
生
き
る
の
で
し
ょ
う
。
ど
ん
な
仕
事
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
は
自
分
が
老
い
た
こ
と
を
感
じ
て
い
ま
す

し
、
意
欲
が
薄
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ま
す
。
正
直
、
恐
ろ
し
い
こ
と
で
す
。
恩
師
上
妻
先
生
は
六
十
五
歳
の
〝
若
さ
〞
で
亡
く
な
り

ま
し
た
。
大
学
時
代
、
大
学
院
時
代
に
教
わ
っ
た
諸
先
生
は
皆
鬼
籍
に
は
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
講
読

会
に
毎
回
参
加
し
て
下
さ
っ
て
い
る
横
山
岩
男
さ
ん
の
著
作
中
に
「
老
い
の
豊
か
さ
」
②
と
い
う
言
葉
を
見
つ
け
ま
し
た
。
そ
の
言
葉
は
キ

ラ
リ
と
光
っ
て
い
ま
し
た
。
わ
た
し
は
嬉
し
く
な
り
ま
し
た
。

老
い
に
豊
か
さ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
や
絶
対
に
老
い
は
豊
か
な
の
で
す
か
ら
、
わ
た
し
は
次
の
よ
う
な
、
や
り
残
し
た
仕
事
を
成
し
遂
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げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

市
民
や
学
生
の
皆
さ
ん
か
ら
教
え
ら
れ
た
講
読
会
の
面
白
さ
に
つ
い
て
少
々
歴
史
を
遡
っ
て
調
べ
た
い
と
す
こ
し
思
っ
て
い
ま
す
。
哲
学

に
せ
よ
、
哲
学
史
に
せ
よ
、
わ
が
国
で
は
個
人
の
哲
学
思
想
ば
か
り
が
研
究
さ
れ
関
心
を
も
た
れ
ま
す
が
、
哲
学
の
サ
ー
ク
ル
、
勉
強
会
、

読
書
会
が
じ
つ
は
哲
学
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
テ
ー
マ
は
〝
哲
学
サ
ー
ク
ル
と
哲
学
〞
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
し
ょ
う
か
。
江
戸
時
代
の
寺
子
屋
な
ど
は
そ
ん
な
色
彩
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
て
い
ま
す
。
わ
た
し
の
住
ん
で
い
る
上

尾
市
の
氷
川
桑
神
社
に
も
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
年
）、
江
戸
の
昌
平
黌
の
学
職
雲
室
③
を
呼
ん
で
儒
学
や
詩
作
や
画
作
を
楽
し
ん
だ
学

舎
・
聚
正
義
塾
（
し
ゅ
う
せ
い
ぎ
じ
ゅ
く
）
の
石
碑
が
あ
り
ま
す
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
学
生
時
代
か
ら
研
究
し
て
い
ま
す
の
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
つ
い
て
、
特
に
デ
ィ
ル
タ
イ
と
の
関
係
か
ら
ま
と
ま
っ
た
仕
事

を
仕
上
げ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
論
文
を
発
表
し
て
き
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
ら
を
体
系
的
に
纏
め
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

ハ
ン
ス
・
リ
ッ
プ
ス
と
い
う
哲
学
者
が
気
が
か
り
で
す
。
彼
の
著
作
の
翻
訳
と
、
彼
に
つ
い
て
の
論
文
を
書
き
た
い
で
す
。

と
は
い
え
、「
青
年
老
い
や
す
く
、
学
な
り
が
た
し
」
を
痛
感
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
同
時
に
、
自
分
の
非
才
と
、
自
分
の
怠
惰
を
た
だ

嘆
く
ば
か
り
。
し
か
し
、「
老
い
の
豊
か
さ
」、
こ
の
言
葉
に
誘
わ
れ
て
、
退
職
後
も
す
こ
し
あ
が
い
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

…た
し
か
、
昨
日
そ
ん
な
話
を
最
終
講
義
で
し
た
よ
う
に
覚
え
て
い
る
。

い
つ
も
の
よ
う
に
研
究
室
の
扉
に
鍵
を
か
け
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
八
階
か
ら
二
階
に
下
り
、
事
務
局
前
の
メ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス
を
確
認
し
、

身
分
証
明
証
を
か
ざ
し
て
「
帰
宅
」
を
打
刻
し
、
ひ
と
り
階
段
を
下
り
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、「
先
生
、
今
日
も
素
敵
な
お
花
を
お
持
ち
で
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す
ね
。
昨
日
は
ほ
ん
と
う
に
た
く
さ
ん
の
方
々
が
出
席
さ
れ
て
ま
し
た
ね
。
卒
業
生
や
一
般
の
方
々
も
た
く
さ
ん
来
ら
れ
て
ま
し
た
。
う
ら

や
ま
し
い
か
ぎ
り
で
す
」。
そ
ん
な
声
を
守
衛
さ
ん
に
か
け
ら
れ
た
。

い
や
、
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

注
釈①

的
場
哲
朗
〔
編
著
〕『
第
一
次
世
界
大
戦
と
現
代
』
白
鷗
大
学
法
政
策
研
究
所
叢
書
７
、
丸
善
プ
ラ
ネ
ッ
ト
株
式
会
社
、
２
０
１
６
年
。

②
横
山
岩
男
『
作
歌
初
心
　
横
山
岩
男
評
論
集
』
国
民
文
学
叢
書
第
５
８
３
篇
、
新
星
書
房
、
２
０
１
９
年
、
14
ペ
ー
ジ
。

③ 

雲
室
（
一
七
五
三
―
一
八
二
七
）
は
山
水
画
を
得
意
と
し
た
江
戸
時
代
中
期
の
画
家
で
、
そ
の
知
識
を
買
わ
れ
一
七
八
一
年
江
戸
幕
府
直
轄
の
学
校
昌
平
黌
で
儒

学
を
講
じ
た
。
一
七
九
二
年
、
昌
平
黌
を
辞
職
し
、
江
戸
の
光
明
寺
の
住
職
を
務
め
な
が
ら
余
暇
に
儒
学
の
講
義
、
詩
作
、
画
作
な
ど
を
続
け
た
と
い
う
。
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