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彙　
　
　

報

○
女
子
大
國
文
第
一
六
〇
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

○
秋
季
公
開
講
座
お
よ
び
秋
季
学
会
旅
行
の
感
想
文
を
掲
載
し
ま
し
た
。

　
　

二
〇
一
六
年
度
国
文
学
会
行
事
（
後
期
）

○
秋
季
公
開
講
座
（
大
学
と
共
催
）

　

十
一
月
二
十
九
日
（
火
）
午
後
二
時
四
十
五
分
よ
り　

於
Ｊ
420
教
室

　

講
題　

江
戸
漢
詩
に
お
け
る
名
詩
の
形
成

　

講
師　

慶
應
義
塾
大
学　

合
山
林
太
郎
先
生

○
学
会
旅
行

十
一
月
十
三
日
（
日
）
に
、
学
科
主
任
・
運
営
委
員
の
先
生
方
と
七
名

の
学
生
が
参
加
し
、
宇
治
の
散
策
を
行
い
ま
し
た
。

【
秋
季
公
開
講
座
聴
講
記
】
（
十
一
月
二
十
九
日
）

　
　
　

秋
季
公
開
講
座
に
参
加
し
て

三
回
生　

高　

瀬　

祥　

江

　

今
回
の
公
開
講
座
は
、
慶
應
義
塾
大
学
の
合
山
林
太
郎
氏
が
、
「
江
戸
漢

詩
に
お
け
る
名
詩
の
形
成
」
と
い
う
題
で
、
講
義
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
内

容
を
大
き
く
分
け
る
と
、
次
の
二
つ
に
な
る
。
戦
前
ま
で
（
十
九
～
二
十
世

紀
前
半
）
の
日
本
漢
詩
を
め
ぐ
る
教
養
と
詞
華
集
の
概
要
、
そ
し
て
、
戦
前

期
に
お
け
る
日
本
漢
詩
の
主
要
な
詞
華
集
の
一
つ
で
あ
り
、
元
号
絶
句
集
の

第
一
作
目
に
あ
た
る
『
文
政
十
七
家
絶
句
』
（
文
政
十
二
年
〈
一
八
二
九
〉

刊
）
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

合
山
氏
の
専
門
は
、
幕
末
か
ら
明
治
期
の
漢
詩
で
あ
る
。
戦
前
ま
で

（
十
九
～
二
十
世
紀
前
半
）
の
日
本
漢
詩
に
つ
い
て
の
説
明
か
ら
は
、
そ
の

概
要
に
加
え
、
漢
文
研
究
の
視
点
や
明
治
期
に
流
行
し
た
文
化
に
つ
い
て
も

知
る
こ
と
が
で
き
た
。
最
近
で
は
、
高
校
の
国
語
の
教
科
書
に
日
本
人
の
漢

詩
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
私
は
高
校
の
国
語
の
授
業
で
、
日
本
人
の

漢
詩
を
習
っ
た
覚
え
は
な
い
。
私
が
、
日
本
人
が
漢
詩
を
作
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
知
っ
た
の
は
、
大
学
に
入
学
し
て
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
思

議
な
縁
が
あ
る
も
の
で
、
保
育
園
の
頃
に
な
ぜ
か
、
上
杉
謙
信
の
「
九
月

十
三
夜
陣
中
作
」
と
い
う
作
品
の
詩
吟
を
練
習
し
、
何
度
か
市
内
の
幼
稚
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園
・
保
育
園
の
合
同
発
表
の
場
で
発
表
し
た
経
験
が
あ
る
の
だ
。
当
時
は
、

こ
れ
が
漢
詩
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ず
、
ま
さ
か
、
大
学
に
入
り
、
自
分
が

興
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と
は
、
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。
詩
吟
と
は
、
漢

詩
に
音
を
つ
け
て
唄
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
詩
吟
に
合
わ
せ
、
剣
を
持
っ
て

踊
る
も
の
が
剣
舞
で
あ
る
。
明
治
二
十
年
代
に
は
若
者
の
間
で
、
ボ
ロ
ボ
ロ

の
着
物
を
着
て
剣
舞
を
す
る
こ
と
が
流
行
し
、
こ
れ
を
壮
士
文
化
と
い
う
そ

う
だ
。
栗
原
吉
五
郎
『
剣
舞
詩
集
』
（
明
治
二
十
六
年
〈
一
八
九
三
〉
刊
）

に
は
、
漢
詩
と
剣
舞
す
る
男
性
の
挿
絵
が
載
っ
て
お
り
、
そ
の
様
子
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
上
杉
謙
信
の
「
九
月
十
三
夜
陣
中
作
」
は
、
吉
嗣

拝
山
『
寒
玉
音
』
（
明
治
四
年
〈
一
八
七
一
〉
刊
）
の
前
集
に
収
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
こ
の
講
義
で
知
っ
た
。

　

ま
た
、
元
号
絶
句
集
の
『
文
政
十
七
家
絶
句
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
編

纂
状
況
を
次
の
二
つ
の
視
点
か
ら
、
説
明
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
編
者
と
そ

の
周
辺
に
つ
い
て
、
ま
た
、
『
文
政
十
七
家
絶
句
』
の
特
徴
に
つ
い
て
で
あ

る
。
特
徴
に
つ
い
て
は
、
編
者
と
作
者
の
生
き
て
い
た
年
、
ま
た
、
収
録
漢

詩
と
別
集
と
の
異
同
に
注
目
し
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
選
詩
さ
れ
た
の
か
と

い
う
考
察
、
そ
し
て
、
収
録
漢
詩
の
内
容
の
傾
向
に
つ
い
て
で
あ
る
。
作
者

の
調
べ
方
や
、
本
文
と
別
集
の
異
同
か
ら
問
題
を
考
え
る
と
い
う
方
法
は
、

現
在
、
演
習
Ⅰ
（
漢
文
）
で
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
、
こ
れ
ま
で
の
国
文
科

の
諸
講
義
で
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
と
変
わ
り
な
い
。
そ
の
レ
ベ
ル
に
違

い
は
あ
る
が
、
専
門
家
も
学
生
も
研
究
の
や
り
方
に
違
い
は
な
い
と
い
う
こ

と
を
改
め
て
知
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
参
加
者
か
ら
の
意
見
・
質
問
の
場
で
は
、
収
録
漢
詩
の
内
容
を

判
断
す
る
材
料
と
し
て
、
漢
詩
を
作
る
場
合
に
留
意
す
る
漢
字
の
「
平
仄
」

を
考
え
る
必
要
が
あ
る
、
と
指
摘
す
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
こ
の
漢
字

の
「
平
仄
」
に
つ
い
て
は
、
先
日
、
演
習
Ⅰ
（
漢
文
）
の
講
義
で
触
れ
ら
れ

た
ば
か
り
の
私
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
タ
イ
ム
リ
ー
な
指
摘
内
容
で
あ
っ
た
。

漢
詩
の
内
容
や
、
な
ぜ
そ
の
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
場
合
、

漢
字
の
「
平
仄
」
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
漢
文
の
研
究
に
お
い
て
必
要

な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
再
確
認
で
き
た
。

　

最
後
に
、
こ
の
講
義
で
学
ん
だ
こ
と
、
再
確
認
で
き
た
こ
と
を
今
後
の
漢

文
分
野
の
学
び
に
、
最
大
限
活
か
し
た
い
。
ま
た
、
今
回
、
自
分
の
経
験

が
、
い
つ
ど
こ
で
、
何
と
、
ど
う
つ
な
が
る
の
か
、
わ
か
ら
な
い
も
の
だ
と

感
じ
た
こ
と
か
ら
、
興
味
ひ
か
れ
る
講
座
に
は
、
積
極
的
に
参
加
し
て
い
こ

う
と
思
う
。

　

※
漢
詩
集
の
作
品
名
、
刊
行
年
は
、
国
文
学
科
秋
季
公
開
講
座
の
配
布
資

料
（
二
〇
一
六
年
十
一
月
二
十
九
日
配
布
）
を
参
照
。
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近
世
日
本
の
漢
文
の
世
界

三
回
生　

矢　

島　

佑　

果

　

今
回
の
秋
季
公
開
講
座
は
、
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
名
詩
の
形
成
」
と
い

う
題
目
で
慶
応
義
塾
大
学
の
合
山
林
太
郎
先
生
に
講
演
を
し
て
い
た
だ
い

た
。

　

今
日
に
お
い
て
、
日
本
人
の
漢
詩
に
触
れ
る
機
会
は
と
て
も
少
な
い
。
最

近
で
は
高
校
の
国
語
の
授
業
で
扱
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
私

が
高
校
生
だ
っ
た
時
は
漢
詩
と
は
中
国
の
人
が
作
る
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て

い
た
し
、
日
本
で
漢
詩
人
と
言
え
ば
平
安
時
代
の
菅
原
道
真
が
い
る
程
度
の

知
識
し
か
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
大
学
に
入
り
、
漢
文
学
が
ご
専
門
の

滝
川
幸
司
先
生
の
講
義
を
聞
く
ま
で
、
菅
原
道
真
以
外
の
日
本
人
が
漢
文
を

作
っ
て
い
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
ん
な
私
が
三
回
生

で
漢
文
学
担
当
の
滝
川
先
生
の
ゼ
ミ
に
入
り
、
同
じ
年
に
日
本
の
漢
文
に
つ

い
て
の
公
開
講
座
が
開
か
れ
る
こ
と
は
、
何
ら
か
の
縁
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ

う
か
と
思
っ
た
。

　

合
山
先
生
の
講
座
の
中
で
私
が
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
近
世
後
期
以
降
に

編
ま
れ
た
詞
華
集
、
い
わ
ゆ
る
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
の
お
話
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
以
降
の
人
々
に
と
っ
て
漢
詩
は
重
要
な
教
養
の
一
つ
で
あ
り
、

時
代
の
思
潮
に
よ
っ
て
漢
詩
の
捉
え
方
が
様
々
に
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
、

漢
詩
文
を
巡
る
教
養
に
は
詞
華
集
が
強
く
影
響
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ

た
。

　

詞
華
集
の
中
で
も
世
間
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
が
、
「
元
号
絶
句
集
」

で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
に
元
号
が
つ
い
て
お
り
、
七
言
絶
句
の
漢
詩
を
集
め
て

あ
る
こ
と
が
名
前
の
由
来
で
あ
る
。
「
元
号
絶
句
集
」
で
最
初
に
編
ま
れ
た

の
は
『
文
政
十
七
家
絶
句
』
と
い
う
詞
華
集
で
あ
り
、
広
島
の
商
家
に
生
ま

れ
た
加
藤
王
香
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
編
纂
・
刊
行
さ
れ
た
。
本
来
閉
じ
ら

れ
た
書
で
あ
っ
た
漢
詩
文
が
、
広
い
大
き
な
地
域
に
出
て
様
々
な
人
が
触
れ

る
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
象
徴
し
た
の
が
こ
の
『
文
政
十
七
家
絶
句
』
の
刊

行
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

一
方
、
加
藤
王
香
が
『
文
政
十
七
家
絶
句
』
を
刊
行
で
き
た
の
は
、
実
家

の
商
家
が
裕
福
で
あ
っ
た
こ
と
、
梁
川
星
巌
と
い
う
漢
詩
人
か
ら
の
相
当
な

援
助
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
様
々
な
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る

と
も
言
え
る
。
加
藤
王
香
の
人
柄
も
詞
華
集
の
刊
行
に
影
響
し
た
の
で
あ
ろ

う
と
い
う
お
話
だ
っ
た
。

　

も
し
現
在
の
日
本
で
『
文
政
十
七
家
絶
句
』
の
よ
う
な
影
響
力
を
持
つ
詞

華
集
を
作
ろ
う
と
思
っ
た
ら
、
文
部
科
学
省
な
ど
の
政
府
機
関
が
日
本
全
国

の
漢
詩
文
の
教
授
を
集
め
て
、
教
授
た
ち
に
頑
張
っ
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
な
と
思
っ
た
。
そ
の
中
に
は
今
回
講
演
し
て
い
た
だ
い
た
合

山
先
生
や
、
本
学
の
滝
川
先
生
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
苦
労
し
な
が
ら
作
っ
て
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い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
な
と
も
思
い
な
が
ら
講
演
を
聞
い
て

い
た
。

　

冒
頭
で
日
本
人
の
漢
詩
に
触
れ
る
機
会
は
少
な
い
と
述
べ
た
が
、
釈
清
狂

の
「
将
東
遊
題
壁
」
と
い
う
詩
の
中
の
「
人
間
到
処
有
青
山
」
の
部
分
は
政

治
家
が
引
用
し
て
い
る
例
も
あ
る
、
と
講
座
の
中
で
紹
介
さ
れ
た
。
近
世
の

日
本
で
教
養
と
さ
れ
た
漢
詩
は
、
実
は
現
在
の
日
本
に
影
響
し
て
い
る
と
知

る
こ
と
が
で
き
、
近
世
の
漢
詩
と
い
う
新
し
い
世
界
を
知
る
こ
と
が
で
き
た

貴
重
な
機
会
で
あ
っ
た
。
日
常
生
活
で
飛
び
交
う
言
葉
の
中
に
残
さ
れ
た
、

近
世
か
ら
の
漢
詩
文
の
教
養
を
探
す
こ
と
も
日
本
の
漢
詩
に
触
れ
る
良
い
機

会
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。

【
国
文
学
会
旅
行
の
記
】
（
十
一
月
十
三
日
）

　
　
　

学
会
旅
行
に
参
加
し
て

二
回
生　

桒　

原　

陽　

子

　

今
年
度
の
国
文
学
会
旅
行
の
行
先
は
、
『
源
氏
物
語
』
ゆ
か
り
の
地
、
宇

治
で
し
た
。

　

京
阪
宇
治
駅
か
ら
出
発
し
、
ま
ず
は
放
生
院
境
内
に
保
管
さ
れ
て
い
る
宇

治
橋
断
碑
へ
向
か
い
ま
し
た
。
宇
治
橋
断
碑
は
大
化
二
年
（
六
四
六
）
僧
道

登
（
ど
う
と
う
）
が
宇
治
川
に
宇
治
橋
を
架
け
た
由
来
を
刻
し
た
碑
で
、
日

本
現
存
最
古
の
碑
で
す
。
石
碑
は
、
長
く
埋
没
し
て
い
ま
し
た
が
、
江
戸
時

代
の
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
年
）
の
春
、
寺
の
境
内
か
ら
上
部
三
分
の
一
の

断
石
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
残
り
の
三
分
の
二
は
発
見
に
至
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
尾
張
・
名
古
屋
の
学
者
、
小
林
亮
適
が
十
四
世
紀

初
頭
に
編
集
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
歴
史
書
『
帝
王
編
年
記
』
に
記
さ
れ
て
い

た
原
文
を
も
と
に
六
朝
風
の
文
字
で
補
充
し
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
年
）

に
完
成
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
現
在
の
石
碑
で
す
。
実
際
に
見
る
と
、
発
見
さ

れ
た
上
部
と
後
か
ら
補
充
さ
れ
た
部
分
の
文
字
の
違
い
が
よ
く
わ
か
り
ま
し

た
。

　

次
に
源
氏
物
語
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
へ
向
か
い
ま
し
た
。
こ
の
時
期
、
源
氏
物

語
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
「
源
氏
物
語
の
音
楽
」
と
い
う
展
示
を
行
っ
て
い
ま
し

た
。
私
は
雅
楽
部
に
所
属
し
て
い
る
の
で
す
が
、
自
分
が
普
段
演
奏
し
て
い

る
楽
器
が
源
氏
物
語
の
描
か
れ
た
時
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
評
価
を
さ
れ

て
い
た
の
か
展
示
し
て
あ
り
、
と
て
も
面
白
か
っ
た
で
す
。
そ
の
他
に
も
、

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
は
映
像
展
示
や
六
条
院
の
模
型
、
復
元
さ
れ
た
牛
車
と
女

房
装
束
も
あ
り
、
講
義
で
聞
い
て
い
た
『
源
氏
物
語
』
の
出
来
事
を
実
際
に

目
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
に
つ
い
て
の
理
解
が
よ
り
深
ま
っ
た
よ
う

に
感
じ
ま
し
た
。

　

源
氏
物
語
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
後
は
宇
治
上
神
社
を
参
拝
し
ま
し
た
。
鳥
居
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を
く
ぐ
る
と
、
大
き
な
拝
殿
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
拝
殿
は
寝
殿
造
で
住
居

建
築
と
し
て
の
性
格
が
強
い
為
珍
し
い
拝
殿
だ
そ
う
で
す
。
平
安
時
代
後
期

に
建
て
ら
れ
た
本
殿
は
現
存
す
る
日
本
最
古
の
神
社
建
築
で
す
。
そ
の
日
は

ち
ょ
う
ど
七
五
三
参
り
だ
っ
た
よ
う
で
、
拝
殿
の
周
り
に
は
た
く
さ
ん
の
人

で
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
本
殿
に
は
あ
ま
り
人
が
お
ら
ず
ゆ
っ
く
り
と
参

拝
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
昼
食
を
と
っ
た
後
、
平
等
院
へ
向
か
い
ま
し
た
。
扇
之
芝
と
呼
ば

れ
て
い
る
、
能
の
「
頼
政
」
で
源
頼
政
が
自
害
し
た
場
所
と
さ
れ
る
芝
生
を

見
学
し
ま
し
た
。
そ
の
場
で
は
川
島
先
生
が
解
説
し
て
く
だ
さ
り
、
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
の
よ
う
で
楽
し
か
っ
た
で
す
。

　

鳳
凰
堂
周
辺
に
は
紅
葉
シ
ー
ズ
ン
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
多
く
の
人
が
い

ま
し
た
。
阿
字
池
に
紅
葉
が
映
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
と
て
も
美
し
か
っ
た
で

す
。
隣
接
し
て
い
る
平
等
院
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
鳳
翔
館
で
は
、
国
宝
梵
鐘
、
国

宝
雲
中
供
養
菩
薩
像
二
十
六
躯
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、
時
間
を
忘
れ
る

ほ
ど
夢
中
に
な
っ
て
見
学
し
ま
し
た
。

　

平
等
院
参
拝
後
は
、
自
由
行
動
の
予
定
だ
っ
た
の
で
す
が
少
人
数
だ
っ
た

た
め
話
が
盛
り
上
が
り
、
そ
の
ま
ま
全
員
で
平
等
院
参
道
に
あ
る
中
村
藤
吉

平
等
院
店
の
ア
イ
ス
を
食
べ
ま
し
た
。
ほ
う
じ
茶
や
抹
茶
の
ア
イ
ス
に
白
玉

と
あ
ん
こ
が
ト
ッ
ピ
ン
グ
さ
れ
て
お
り
と
て
も
お
い
し
か
っ
た
で
す
。

　

今
回
の
学
会
旅
行
で
は
文
学
ゆ
か
り
の
地
を
巡
り
、
物
語
の
舞
台
と
な
っ

た
場
所
を
訪
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
に
対
す
る
理
解
が
よ
り
深
ま
り
ま
し

た
。
私
は
学
会
委
員
と
し
て
こ
の
旅
行
を
担
当
し
、
今
回
の
旅
行
に
参
加
し

た
の
で
す
が
、
自
分
が
み
な
さ
ん
を
案
内
す
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま

う
位
楽
し
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
訪
れ
る
様
々
な
場
所
で
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に

は
載
っ
て
い
な
い
よ
う
な
、
面
白
い
話
を
し
て
く
だ
さ
る
滝
川
先
生
、
川
島

先
生
。
お
忙
し
い
中
引
率
し
て
く
だ
さ
り
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
そ
し
て
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
国
文
学
科
の
み
な
さ
ん
、
楽
し
い
時
間

を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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『
女
子
大
國
文
』
投
稿
規
定

一
、
（
投
稿
資
格
）

　

①　

京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
の
会
員
は
投
稿
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

②　

京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
の
会
員
以
外
の
者
も
、
編
集
事
務
局
の
判

断
で
寄
稿
を
認
め
る
。

二
、
（
刊
行
回
数
・
時
期
・
投
稿
の
締
め
切
り
）

　

①　

毎
年
二
回
、
九
月
と
一
月
に
刊
行
す
る
。

　

②　

毎
年
、
五
月
十
日
と
九
月
三
十
日
を
投
稿
の
締
め
切
り
と
す
る
（
厳

守
）
。

三
、
（
投
稿
の
枚
数
）

　

枚
数
は
原
則
と
し
て
自
由
で
あ
る
が
、
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
、
四
十

枚
（
注
・
表
・
図
版
な
ど
を
含
む
）
を
目
安
と
す
る
。
ま
た
、
完
全
原

稿
で
あ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
（
多
少
の
加
筆
訂
正
は
や
む
を
得
な
い

が
、
段
落
や
章
の
差
し
替
え
な
ど
大
幅
な
修
正
を
加
え
た
も
の
は
、
査

読
を
行
う
関
係
上
不
可
）
。

四
、
（
投
稿
に
際
し
て
提
出
す
べ
き
も
の
）

　

①　

手
書
き
原
稿
の
場
合
、投
稿
原
稿
二
部
（
審
査
用
。
二
部
と
も
コ
ピ
ー

し
た
も
の
で
も
可
）
。

　

②　

ワ
ー
プ
ロ
原
稿
の
場
合
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
も
の
二
部
（
審
査

用
）
と
、
投
稿
原
稿
が
収
め
ら
れ
て
い
る
電
子
デ
ー
タ
（
ワ
ー
プ
ロ

専
用
機
の
場
合
は
機
種
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
の
場
合
は
ワ
ー
プ
ロ
ソ

フ
ト
名
を
通
知
す
る
こ
と
）
。

五
、
（
投
稿
に
際
し
て
の
注
意
事
項
）

　

①　

論
文
末
尾
に
所
属
、
回
生
、
卒
業
年
度
な
ど
を
丸
ガ
ッ
コ
に
括
っ
て

記
す
こ
と
。
本
学
の
教
員
・
院
生
・
学
生
の
場
合
は
、（
本
学
教
授
）（
本

学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
（
本
学
文
学
部
国
文
学
科
四
回
生
）
な
ど

と
記
す
。

　

②　

連
絡
先
の
住
所
を
記
し
た
別
紙
を
添
え
る
こ
と
（
採
否
の
知
ら
せ

や
校
正
送
付
等
の
た
め
）
。
そ
の
際
、
投
稿
原
稿
に
つ
い
て
の
連
絡
事

項
を
す
み
や
か
に
行
う
た
め
に
、
差
し
支
え
な
け
れ
ば
、
電
話
番
号
・

フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
な
ど
も
添
え
る
こ
と
。
内
部

の
教
員
・
院
生
・
学
生
は
直
接
原
稿
の
や
り
と
り
を
す
る
の
で
、
住

所
は
不
要
だ
が
、
必
要
に
応
じ
て
電
話
番
号
や
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を

『
女
子
大
國
文
』
編
集
事
務
局
か
ら
聞
く
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
個

人
情
報
に
つ
い
て
は
、
投
稿
原
稿
に
つ
い
て
の
連
絡
以
外
に
使
用
す
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る
こ
と
は
し
な
い
。

六
、
（
投
稿
先
）

　
　

投
稿
先
は
以
下
の
通
り
。

　
　

〒
六
〇
五
―
八
五
〇
一　

京
都
市
東
山
区
今
熊
野
北
日
吉
町
三
五
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
都
女
子
大
学
国
文
学
会

『
女
子
大
國
文
』
編
集
事
務
局

七
、
（
投
稿
論
文
の
採
否
）

　

投
稿
論
文
の
採
否
は
、
編
集
委
員
の
査
読
、
ま
た
は
関
連
分
野
の
外

部
研
究
者
査
読
の
結
果
を
経
て
、
編
集
委
員
会
に
て
決
定
し
、
結
果
を

投
稿
者
に
通
知
す
る
。

八
、
（
校
正
）

　

校
正
は
原
則
と
し
て
、
再
校
ま
で
と
す
る
。
校
正
段
階
で
の
大
幅
な

修
正
は
、
査
読
を
経
た
関
係
上
認
め
ら
れ
な
い
。

九
、
（
本
誌
・
抜
き
刷
り
の
贈
呈
）

　

投
稿
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
場
合
、
本
誌
二
部
、
抜
き
刷
り
三
十
部
を
贈

呈
す
る
。
増
刷
希
望
の
場
合
は
、実
費
執
筆
者
負
担
で
受
け
付
け
る
の
で
、

採
用
の
通
知
を
受
け
て
か
ら
す
み
や
か
に
『
女
子
大
國
文
』
編
集
事
務

局
ま
で
連
絡
す
る
こ
と
。

十
、
（
掲
載
論
文
の
著
作
権
及
び
電
子
媒
体
に
よ
る
公
開
）

　

本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
に
つ
い
て
は
著
作
権
の
複
製
権
・
公
衆
送
信

権
を
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
及
び
京
都
女
子
大
学
に
許
諾
す
る
も
の
と
す

る
。
但
し
、
著
作
権
の
移
動
は
な
く
、
著
作
者
は
両
者
、
或
い
は
い
ず
れ
か

一
方
へ
の
許
諾
を
い
つ
で
も
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
の
全
文
又
は
一
部
を
電
子
化
し
、
京
都
女
子

大
学
学
術
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リ
サ
ー
バ
或
い
は
そ
の
他
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
公
開
す
る
こ
と
が
あ
る
。

十
一
、
（
規
定
の
改
正
）

　

①　

本
規
定
の
改
正
は
、
会
員
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

②　

規
定
の
改
正
の
結
果
は
、
す
み
や
か
に
本
誌
に
掲
載
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

附
則

　

本
投
稿
規
定
は
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
よ
り
施
行
す
る
。

　

本
投
稿
規
定
は
平
成
二
十
三
年
十
月
五
日
よ
り
一
部
改
正
施
行
す
る
。

　

本
投
稿
規
定
は
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
四
日
よ
り
一
部
改
正
施
行
す
る
。
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編　

集　

後　

記

今
号
の
査
読
委
員
は
次
の
方
々
で
す
。

　
　

江
富
範
子
・
中
前
正
志
・
山
﨑
ゆ
み
・
山
中
延
之

　

以
上
の
各
氏
に
査
読
を
依
頼
し
、
編
集
委
員
会
に
お
い
て
査
読
の
結
果
を

報
告
、
審
議
の
結
果
三
点
が
掲
載
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
と
も
、
会
員
の
皆
様
の
投
稿
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

（
山
中
・
宮
﨑
）
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