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「
設
立
当
初
に
は
な
か
っ
た
衆
知
」

「
設
立
当
初
に
は
な
か
っ
た
衆
知
」

「
設
立
当
初
に
は
な
か
っ
た
衆
知
」

「
設
立
当
初
に
は
な
か
っ
た
衆
知
」

「
設
立
当
初
に
は
な
か
っ
た
衆
知
」

  

こ
の
シ
リ
ー
ズ
、
今
回
は
「
衆
知
」
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

  

衆
知
は
、
一
般
的
に
「
衆
人
の
知
恵
。
多
人
数
の
知
恵
」
と
い
う
意

味
で
用
い
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
松
下
幸
之
助
が
述
べ
て
い
る
衆
知
は
、

そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
「
新
し
い
人
間
観
の
提

唱
」
で
は
、「
ま
さ
に
衆
知
こ
そ
、
自
然
の
理
法
を
ひ
ろ
く
共
同
生
活
の

上
に
具
現
せ
し
め
、
人
間
の
天
命
を
発
揮
さ
せ
る
最
大
の
力
で
あ
る
」

と
あ
り
ま
す
。
明
ら
か
に
、
衆
知
と
い
う
言
葉
に
は
、
一
般
的
な
理
解

以
上
に
重
要
か
つ
深
い
意
義
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

  

そ
れ
で
は
、
い
つ
か
ら
松
下
は
、
衆
知
を
そ
の
よ
う
に
重
要
な
意
味

を
持
つ
言
葉
と
し
て
使
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

  

昭
和
二
十
一
年
十
一
月
三
日
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
の
前
身
で
あ
る
、
経

営
経
済
研
究
所
の
開
所
式
で
松
下
は
、
何
と
し
て
も
繁
栄
に
至
る
道
を

見
出
し
た
い
と
訴
え
る
と
と
も
に
、
本
研
究
所
の
仕
事
は
、
そ
こ
に
至

る
道
を
偉
大
な
先
人
か
ら
学
び
と
り
、
そ
れ
を
か
み
砕
い
て
人
々
に
教

え
、
啓
蒙
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
偉
人

や
賢
人
と
い
っ
た
優
れ
た
先
人
の
知
恵
を
集
め
る
と
い
う
考
え
方
は

あ
っ
て
も
、
大
衆
の
知
恵
を
集
め
る
と
い
う
考
え
方
は
あ
り
ま
せ
ん
。

大
衆
は
、
知
恵
の
源
泉
で
は
な
く
、
啓
蒙
す
べ
き
対
象
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
お
そ
ら
く
松
下
も
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
の
設
立
当
初
に
は
、
い
ま
だ

一
般
的
な
理
解
を
超
え
ず
、
こ
と
さ
ら
衆
知
を
重
要
な
も
の
と
は
考
え

て
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

     

「
衆
知
」

「
衆
知
」

「
衆
知
」

「
衆
知
」

「
衆
知
」
の
初
出
は
業
務
日
誌

の
初
出
は
業
務
日
誌

の
初
出
は
業
務
日
誌

の
初
出
は
業
務
日
誌

の
初
出
は
業
務
日
誌

  

衆
知
が
言
葉
と
し
て
最
初
に
登
場
す
る
の
は
、
設
立
か
ら
約
三
週
間

後
、
社
名
を
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
に
改
称
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
翌
日
で
あ

る
十
一
月
二
十
九
日
の
朝
会
に
関
す
る
記
録
の
上
で
す
。
そ
こ
に
は
、

「
朝
會
ニ
於
イ
テ
従
来
ハ
具
体
策
ヲ
研
究
所
ニ
於
イ
テ
樹
立
シ
テ
カ
ラ
賛

同
者
ヲ
求
メ
ル
ト
言
フ
建
前
ヲ
ト
ッ
テ
来
タ
ケ
レ
ド
モ
今
後
ハ
先
ズ
賛

同
者
ヲ
求
メ
賛
同
者
ノ
衆
智
ヲ
集
メ
テ
具
体
策
ヲ
樹
立
ス
ル
建
前
ヲ
ト

ル
方
向
ニ
進
ム
事
ニ
決
定
ス
」（「
業
務
日
誌 

昭
和
二
十
一
年
九
月
〜

昭
和
二
十
二
年
八
月
」）
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
の
衆
知
が
、
松
下
自
身

の
言
葉
か
ど
う
か
は
、
残
念
な
が
ら
特
定
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
少

な
く
と
も
こ
の
頃
に
は
、
す
で
に
松
下
の
中
に
お
い
て
、
衆
知
が
あ
る

程
度
重
要
な
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
は
確
か
で
し
ょ
う
。

  

十
二
月
三
日
の
朝
会
訓
話
に
関
す
る
次
の
記
述
は
、
松
下
が
、
衆
知

を
重
視
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
考
え
方
を
き
わ
め
て
高
く
評
価
し
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

 

「
最
初
我
々
ハ
我
々
ノ
考
ヘ
ヲ
中
心
ニ
シ
テ
各
方
面
ノ
専
門
家
ノ
教

ヲ
受
ケ
入
レ
ソ
シ
テ
遠
ク
先
哲
ノ
考
ヘ
ヲ
モ
ト
リ
入
レ
テ
繁
榮
ヲ
作
リ

出
サ
ウ
ト
考
ヘ
テ
居
タ
ノ
デ
ア
ル
。
ケ
レ
共
此
ノ
一
ケ
月
間
、
更
ニ
ド

ウ
ス
ル
ナ
ラ
バ
最
モ
有
効
ニ
事
業
ヲ
進
メ
得
ル
ノ
カ
ト
言
フ
事
ヲ
真
剣

ニ
考
ヘ
タ
結
果
一
段
ト
進
ン
ダ
境
地
ニ
達
シ
タ
ノ
デ
ア
ル
。
ソ
レ
ハ
天

地
ヲ
貫
ヌ
ク
縦
ノ
線
ニ
、
天
地
自
然
ノ
理
ヲ
説
カ
レ
タ
先
哲
ノ
教
ヲ
受

ケ
入
レ
ル
ト
共
ニ
、
横
ニ
拡
ガ
ル
地
平
線
ニ
最
新
ノ
學
理
ヲ
研
究
シ
テ

イ
ル
人
ノ
考
ヘ
ヤ
又
大
衆
ノ
眞
ノ
要
望
コ
レ
ラ
ヲ
総
括
シ
テ
大
衆
ノ
知

慧
ト
モ
言
ヘ
ヤ
ウ
ガ
之
ヲ
モ
ト
リ
入
レ
ル
ト
言
フ
行
キ
方
デ
ア
ル
」

（「
所
長
言
辭
録 

昭
和
二
十
一
年
十
一
月
〜
昭
和
二
十
二
年
六
月
」）

  
一
方
、
対
外
的
に
衆
知
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
十
二
月
十
四
日
に
出

来
上
が
っ
た
「
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
と
Ｐ
Ｈ
Ｐ
運
動
」
と
い
う
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

が
最
初
で
す
。
そ
こ
で
は
、「
こ
の
研
究
所
に
お
い
て
は
、
天
地
自
然
の

理
を
解
明
さ
れ
た
幾
多
先
哲
諸
聖
の
所
説
を
導
き
と
し
、
廣
く
一
般
大

衆
の
衆
智
を
取
り
入
れ
、
更
に
現
代
の
各
方
面
の
有
識
者
の
論
説
を
汲

ん
で
、
所
謂
天
地
自
然
の
聲
を
綜
合
し
て
現
状
に
適
し
た
方
策
を
ま
と

め
あ
げ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
明
ら
か
に
、
経
営
経
済
研
究
所
で
の
開
所

式
の
話
と
は
異
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

  

さ
ら
に
、
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
二
十
三
日
と
日
付
の
入
っ
た
論
考

「
再
建
の
道
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

 

「
諸
君
自
身
が
夫
々
再
建
を
熱
望
し
、
そ
し
て
智
能
を
傾
け
る
な
ら

ば
、
そ
の
念
願
と
生
活
態
度
は
、
軈
て
大
衆
の
間
に
廣
ま
つ
て
、
総
て

の
人
々
の
真
摯
な
意
見
、
即
ち
衆
智
が
期
せ
ず
し
て
聚
ま
る
に
違
ひ
な

い
。
此
の
衆
智
に
耳
を
傾
け
る
と
同
時
に
、
現
代
科
学
の
蘊
蓄
を
傾
け

た
學
理
學
説
を
聞
き
、
更
に
古
く
よ
り
人
類
に
正
し
き
、
幸
福
な
生
活

を
も
た
ら
す
事
を
願
っ
て
垂
教
さ
れ
た
先
哲
諸
聖
の
教
へ
を
も
と
り
入

れ
、
そ
れ
ら
総
て
を
結
集
し
、
そ
の
中
か
ら
現
代
の
社
會
に
適
合
し
た

具
体
策
を
組
み
上
げ
る
な
ら
ば
、
必
ず
天
地
自
然
の
理
に
適
つ
た
再
建

へ
の
正
し
い
政
治
の
在
り
方
が
見
出
さ
れ
て
や
が
て
、
我
々
の
生
活
、

社
會
は
逐
次
繁
榮
の
道
を
た
ど
る
事
が
出
来
る
と
信
ず
る
次
第
で
あ
る
」

  

こ
の
段
階
ま
で
く
る
と
、
繁
栄
の
実
現
の
た
め
に
は
、
衆
知
は
な
く

て
は
な
ら
な
い
き
わ
め
て
重
要
な
考
え
方
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
つ
つ

あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
事
実
、
こ
れ
以
降
の
Ｐ
Ｈ
Ｐ
に
関
す
る
松

下
の
講
演
に
は
、
衆
知
を
集
め
る
こ
と
の
重
要
性
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

     

「
衆
知
こ
そ
人
間
最
高
の
知
恵
」

「
衆
知
こ
そ
人
間
最
高
の
知
恵
」

「
衆
知
こ
そ
人
間
最
高
の
知
恵
」

「
衆
知
こ
そ
人
間
最
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知
恵
」

「
衆
知
こ
そ
人
間
最
高
の
知
恵
」

  

し
か
し
、こ
れ
だ
け
で
は
、衆
知
に
つ
い
て
の
松
下
の
考
え
方
が
、ど

れ
ほ
ど
深
ま
っ
て
い
た
か
は
何
と
も
い
え
ま
せ
ん
。
も
し
か
す
る
と
、

衆
知
は
き
わ
め
て
重
要
と
考
え
て
は
い
て
も
、
衆
知
そ
の
も
の
に
つ
い

て
は
い
ま
だ
十
分
に
究
め
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

  

一
般
的
な
理
解
以
上
に
重
要
か
つ
深
い
意
義
を
も
っ
た
言
葉
と
し
て

衆
知
が
明
確
に
説
明
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
約
五
年
後
の
昭
和
二
十

六
年
九
月
に
発
表
さ
れ
る
「
Ｐ
Ｈ
Ｐ
の
こ
と
ば 

そ
の
三
八 

人
間
の
天

命
」
が
最
初
で
す
。

  

そ
こ
で
は
、「
衆
知
こ
そ
は
、
人
間
の
最
高
の
知
恵
、
す
な
わ
ち
英
知

で
あ
り
、い
わ
ば
神
の
意
志
を
代
弁
す
る
知
恵
」「
多
数
知
は
ほ
ん
と
う

の
衆
知
で
は
な
い
」「
た
と
え
大
知
恵
者
の
知
恵
で
あ
ろ
う
と
、ま
た
愚

者
の
知
恵
で
あ
ろ
う
と
、
す
べ
て
同
じ
条
件
の
も
と
に
、
平
等
に
、
大

は
大
な
り
に
、
小
は
小
な
り
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
味
に
応
じ
て
、
吸

収
さ
れ
総
合
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
な
ど
、
松
下
の
衆
知
に
つ
い

て
の
基
本
的
な
考
え
方
が
明
確
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

  

以
上
、
衆
知
の
淵
源
を
探
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
松
下
に

と
っ
て
衆
知
は
、
最
初
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
言
葉
で
は
な
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
の
設
立
を
経
て
、
多
く
の
人
々
と

議
論
し
、
対
話
を
繰
り
返
す
中
で
重
要
性
が
認
識
さ
れ
、
そ
れ
こ
そ
衆

知
が
集
ま
る
中
で
特
別
な
意
義
や
意
味
を
も
つ
言
葉
へ
と
高
め
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し
衆
知
が
、
実
際
に
そ
の
よ
う

に
衆
知
が
集
ま
る
中
で
見
出
さ
れ
、
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

す
れ
ば
、
何
と
も
面
白
い
話
で
す
。


