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彙　
　
　

報

○
女
子
大
國
文
第
一
六
一
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

○
優
秀
論
文
発
表
者
の
卒
論
要
旨
・
卒
論
体
験
記
、
さ
ら
に
優
秀
論
文
発
表

会
お
よ
び
春
季
公
開
講
座
の
感
想
文
を
掲
載
し
ま
し
た
。

　
　

研
究
室
だ
よ
り

○
本
学
科
教
授
を
お
務
め
に
な
り
ま
し
た
井
手
至
先
生
が
逝
去
さ
れ
ま
し

た
。
謹
ん
で
御
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

○
本
年
三
月
末
を
も
っ
て
、
豊
島
修
先
生
が
定
年
退
職
な
さ
い
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
も
御
健
康
に
留
意
さ
れ
、
い
っ
そ
う
御
活
躍
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
、
学
科
一
同
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

○
四
月
よ
り
新
任
と
し
て
池
原
陽
斉
先
生
を
お
迎
え
し
ま
し
た
。
御
専
門
は

万
葉
集
で
す
。
本
号
に
御
就
任
の
御
挨
拶
を
戴
き
ま
し
た
。

○
昨
年
度
一
年
間
京
都
大
学
に
お
い
て
国
内
研
修
を
さ
れ
て
い
た
大
谷
俊
太

先
生
が
、
こ
の
四
月
よ
り
お
戻
り
に
な
り
ま
し
た
。

○
替
わ
っ
て
山
﨑
ゆ
み
先
生
が
四
月
一
日
よ
り
大
阪
大
学
で
の
一
年
間
の
国

内
研
修
に
出
て
お
ら
れ
ま
す
。

○
本
年
度
の
文
学
部
国
文
学
科
主
任
兼
国
文
学
会
代
表
幹
事
は
峯
村
至
津
子

先
生
が
お
務
め
で
す
。
江
富
範
子
先
生
、
山
中
延
之
が
運
営
委
員
を
務

め
ま
す
。

　
　

二
〇
一
七
年
度
国
文
学
会
行
事
（
前
期
）

○
新
入
生
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

　
　

四
月
五
日
（
水
）
午
後
一
時
よ
り　

於
Ｊ

224
教
室

○
優
秀
論
文
発
表
会

　
　

五
月
十
三
日
（
土
）
午
後
一
時
よ
り　

於
Ｊ

420
教
室

　
〈
卒
業
論
文
〉

　
　

・
狂
言
「
比
丘
貞
」
の
笑
い

　
　
　

│
名
付
け
と
小
舞
「
鎌
倉
の
女
郎
」
を
中
心
に
│ 

吉
田　

有
希

　
　

・
中
島
敦
「
わ
が
西
遊
記
」
の
構
想

　
　
　

│
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
と
の
関
連
│ 

児
島　

春
菜

　
　

・
『
曾
禰
好
忠
集
』
に
お
け
る
述
懐
表
現

　
　
　

│
廃
屋
の
表
現
を
中
心
に
│ 

藤
原　

静
香

　
　

・
小
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
基
本
語
彙 

田
中
悠
里
子

○
春
季
公
開
講
座
（
大
学
と
共
催
）

　
　

五
月
十
八
日
（
火
）
午
後
二
時
四
十
五
分
よ
り　

於
Ｊ

420
教
室

　
　

講
題　

憶
良
の
生
き
様
―
山
上
憶
良
を
慕
う
国
府
官
人
か
ら
―
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池
原
先
生
就
任
の
辞

　
　
　

着
任
の
ご
挨
拶

池　

原　

陽あ
き　

斉よ
し

　

こ
の
二
〇
一
七
年
度
、
国
文
学
科
に
着
任
し
ま
し
た
池
原
陽
斉
と
申
し
ま

す
。
生
ま
れ
て
か
ら
昨
年
度
ま
で
、
ず
っ
と
関
東
で
生
活
し
て
お
り
ま
し

た
。
京
都
へ
参
る
機
会
と
い
え
ば
、
中
学
の
修
学
旅
行
と
大
学
の
卒
業
旅
行

を
除
け
ば
、
学
会
に
参
加
す
る
た
め
に
、
そ
こ
こ
こ
の
大
学
に
お
邪
魔
す
る

く
ら
い
の
も
の
で
し
た
。
京
都
は
客
中
行
を
詠
む
と
こ
ろ
、
と
い
う
の
が
昨

年
度
ま
で
の
印
象
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
京
都
女
子
大
学
と
ご
縁
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
ち
ら
に
住
ま
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
次
第
で
、
今
年
度
は
環
境
に
慣
れ
る
こ

と
に
精
一
杯
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
、
い
つ
ま
で
も
こ
の
ま
ま
で

は
い
け
ま
せ
ん
の
で
、
ま
ず
は
大
学
と
自
宅
の
周
辺
か
ら
始
め
て
、
迷
子
に

な
り
つ
つ
も
、
少
し
ず
つ
こ
ち
ら
の
地
理
に
詳
し
く
な
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

研
究
に
関
し
て
は
、
『
萬
葉
集
』
を
専
門
に
し
て
い
ま
す
。
『
萬
葉
集
』
は

和
歌
集
で
す
が
、
『
古
今
和
歌
集
』
以
降
の
平
安
時
代
の
和
歌
集
と
は
、
い

ろ
い
ろ
違
っ
た
部
分
が
あ
り
ま
す
。
短
歌
体
以
外
の
歌
体
が
比
較
的
多
い
、

枕
詞
が
多
用
さ
れ
る
、
掛
詞
が
未
発
達
で
あ
る
、
季
節
と
景
物
の
関
係
が
固

　
　

講
師　

三
重
大
学
名
誉
教
授　

廣
岡
義
隆
先
生

　

廣
岡
先
生
よ
り
御
講
演
内
容
を
本
号
に
御
寄
稿
賜
り
ま
し
た
。

○
新
入
生
歓
迎
行
事　

能
楽
鑑
賞
会

　
　

六
月
十
七
日
（
土
）
午
後
一
時
よ
り　

於
音
楽
棟
２
階
演
奏
ホ
ー
ル

　

着
付
け
・
囃
子
に
関
す
る
解
説
を
拝
聴
、
小
鼓
・
大
鼓
体
験
、
狂

言
『
寝
音
曲
』
、
能
『
橋
弁
慶
』

　

感
想
文
は
次
号
に
掲
載
し
ま
す
。
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定
化
さ
れ
て
い
な
い
（
た
と
え
ば
、
春
な
ら
霞
、
秋
な
ら
霧
と
い
う
よ
う

な
、
平
安
朝
以
降
の
和
歌
で
一
般
的
と
な
る
結
び
付
き
が
明
確
で
な
い
）
な

ど
、
い
く
つ
も
相
違
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
作
品
の
内
容
以
上
に
、
明
確
に
異
な
る
点
が
ひ
と

つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
歌
集
が
仮
名
成
立
以
前
の
、
日
本
に
漢
字
以

外
の
文
字
が
存
在
し
な
か
っ
た
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

『
萬
葉
集
』
に
は
、
自
前
の
文
字
の
な
い
時
代
に
、
先
人
た
ち
が
苦
労
し
つ

つ
も
楽
し
く
文
字
を
操
っ
て
い
た
痕
跡
が
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
痕
跡
を
探
っ
て
い
く
の
が
私
の
楽
し
み
で
す
。
仮
名
主
体
で
書
か
れ
た
平

安
朝
以
降
の
作
品
と
は
異
な
る
よ
さ
が
、
こ
の
歌
集
に
は
あ
る
と
思
い
ま

す
。

　

ま
た
、
『
萬
葉
集
』
は
平
安
時
代
以
降
、
鑑
賞
の
対
象
と
な
っ
て
い
く
わ

け
で
す
が
、
こ
の
漢
字
だ
ら
け
の
、
し
か
も
三
十
一
文
字
以
外
の
歌
体
を
含

む
、
有
り
体
に
言
う
と
ヘ
ン
テ
コ
な
歌
集
は
、
同
時
代
以
降
の
人
々
に
と
っ

て
は
、
な
か
な
か
扱
い
づ
ら
い
作
品
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
読
め
な
か
っ
た

の
で
意
訳
し
て
み
た
り
、
読
め
て
も
「
内
容
が
気
に
く
わ
な
い
」
と
い
う
こ

と
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
勝
手
に
歌
詞
を
改
変
し
て
し
ま
っ
た
り
と
い
う
よ
う

な
こ
と
が
よ
く
起
こ
り
ま
す
。

　

一
方
で
、
平
安
時
代
も
後
期
に
な
り
ま
す
と
「
大
事
な
古
典
の
萬
葉
集
を

尊
重
し
よ
う
」
と
い
う
感
覚
も
生
ま
れ
て
く
る
ら
し
く
、
先
人
が
勝
手
に
改

変
し
た
も
の
を
、
『
萬
葉
集
』
に
忠
実
な
形
に
戻
す
よ
う
な
こ
と
も
し
て
い

ま
す
。
こ
の
作
品
に
対
す
る
、
時
代
ご
と
の
い
ろ
い
ろ
な
見
方
が
あ
る
こ
と

が
分
か
っ
て
く
る
と
、
ま
た
そ
れ
を
知
る
こ
と
も
楽
し
み
に
な
っ
て
き
ま

す
。
『
萬
葉
集
』
は
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
楽
し
め
、
追
究
す
る
こ
と
の

で
き
る
作
品
で
す
。

　

そ
の
研
究
成
果
の
一
端
は
、
担
当
し
て
い
る
授
業
で
お
話
し
し
て
い
ま

す
。
ま
だ
着
任
し
て
わ
ず
か
で
す
が
、
き
ち
ん
と
授
業
を
聞
く
こ
と
が
で

き
、
疑
問
を
持
つ
こ
と
の
出
来
る
、
し
っ
か
り
と
し
た
学
生
が
多
い
と
い
う

の
が
現
在
の
京
女
に
対
す
る
印
象
で
す
。
皆
さ
ん
の
熱
意
に
つ
ら
れ
て
、
つ

い
つ
い
こ
ち
ら
も
余
計
な
こ
と
を
お
話
し
し
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
一

緒
に
学
ん
で
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
右
も
左
も
分
か
ら
ず
、
学
科
に
も
大
学
に
も
、
学
生
諸
姉
に
も
迷
惑

を
掛
け
る
こ
と
の
多
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
ど
う
に
か
、
少
し
ず
つ
で

も
慣
れ
て
い
っ
て
、
足
を
引
っ
張
る
こ
と
が
少
な
く
な
る
よ
う
に
し
た
く
思

い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
伝
統
あ
る
機
関
誌
『
女
子
大
國
文
』
に
も
、
早
め
に

論
文
を
投
稿
し
て
、
皆
さ
ん
の
お
目
に
掛
け
ら
れ
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
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優
秀
論
文　

卒
論
要
旨
・
卒
論
体
験
記

　
　
　

狂
言
「
比
丘
貞
」
の
笑
い

　
　
　
　
　

―
名
付
け
と
小
舞
「
鎌
倉
の
女
郎
」
を
中
心
に
―

吉　

田　

有　

希

　
〈
論
文
要
旨
〉

　

狂
言
「
比
丘
貞
」
は
「
枕
物
狂
」
「
庵
梅
」
と
並
ん
で
「
三
老
曲
」
と
称

さ
れ
、
重
く
扱
わ
れ
る
曲
で
あ
る
。
「
比
丘
貞
」
の
梗
概
は
以
下
で
あ
る
。

あ
る
者
が
、
息
子
が
成
人
し
た
た
め
、
裕
福
な
老
尼
の
も
と
に
名
前
を
付
け

て
も
ら
い
に
行
く
。
名
前
の
下
に
代
々
太
郎
と
付
く
と
聞
き
、
老
尼
は
自
分

の
住
む
と
こ
ろ
が
お
庵
と
呼
ば
れ
る
こ
と
か
ら
「
あ
ん
太
郎
」
と
名
付
け

る
。
さ
ら
に
名
乗
を
所
望
さ
れ
「
比
丘
貞
」
と
名
付
け
る
。
酒
宴
に
な
り
、

あ
ん
太
郎
が
舞
い
、
老
尼
が
「
鎌
倉
の
女
郎
」
を
舞
う
。

　
「
名
付
け
」
を
題
材
に
し
た
狂
言
は
「
比
丘
貞
」
の
他
に
、
「
呂
蓮
」
「
財

宝
」
が
あ
る
。
「
呂
蓮
」
「
財
宝
」
が
明
ら
か
に
奇
妙
な
名
付
け
を
し
て
い
る

の
に
対
し
、
「
比
丘
貞
」
は
一
見
ま
と
も
な
名
付
け
を
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
、
付
け
ら
れ
た
「
あ
ん
太
郎
」
と
い
う
名
前
は
京
阪
の
方
言

で
愚
か
者
を
指
す
「
あ
ん
だ
ら
」
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ

る
。
こ
の
「
あ
ん
だ
ら
」
と
い
う
言
葉
の
例
文
は
近
世
の
も
の
が
多
く
、
中

世
に
、
愚
か
者
と
い
う
意
味
で
「
あ
ん
だ
ら
」
と
い
う
言
葉
が
存
在
し
て
い

た
か
検
討
す
る
。
狂
言
「
吃
り
」
に
同
じ
「
庵
太
郎
」
と
い
う
名
前
の
人
物

が
登
場
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
天
正
年
間
に
内
容
は
不
詳
だ
が
、
「
ア
ン
ダ

ラ
聟
」
と
い
う
狂
言
が
上
演
さ
れ
た
記
録
が
あ
る
。
日
本
最
古
の
狂
言
台
本

で
あ
る
『
天
正
狂
言
本
』
の
中
の
聟
物
を
見
て
い
く
と
、
ほ
と
ん
ど
が
聟
を

無
知
で
愚
直
な
人
物
と
し
て
描
い
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
中
世
で
も
「
あ
ん

だ
ら
」
と
い
う
言
葉
は
「
愚
か
者
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性

が
高
い
。

　
「
呂
蓮
」
や
「
財
宝
」
等
の
明
ら
か
に
奇
妙
な
名
付
け
を
す
る
曲
で
は
、

シ
テ
、
ア
ド
、
観
客
が
奇
妙
な
名
前
だ
と
共
通
し
て
理
解
し
て
い
る
。
一

方
、
「
比
丘
貞
」
は
偶
然
に
お
か
し
な
名
前
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、

シ
テ
、
ア
ド
は
お
か
し
な
名
前
だ
と
気
づ
い
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
「
比
丘

貞
」
は
舞
台
上
で
は
変
わ
っ
た
名
付
け
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
進

行
し
て
い
く
が
、
観
客
は
変
わ
っ
た
名
付
け
だ
と
気
づ
い
て
い
る
と
い
う

「
比
丘
貞
」
独
自
の
名
付
け
の
笑
い
の
空
間
を
作
り
上
げ
て
い
る
。

　
「
比
丘
貞
」
に
は
、
シ
テ
の
老
尼
が
小
舞
「
鎌
倉
の
女
郎
」
を
舞
う
場
面

が
あ
る
。
し
か
し
、
『
天
正
狂
言
本
』
に
は
老
尼
の
舞
に
「
鎌
倉
の
女
郎
」

の
指
定
は
無
い
。
「
鎌
倉
の
女
郎
」
は
艶
や
か
な
舞
で
あ
っ
て
、
現
在
、
「
比

丘
貞
」
で
は
脱
俗
の
老
女
が
舞
う
こ
と
に
妙
味
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

『
天
正
狂
言
本
』
に
「
鎌
倉
の
女
郎
」
の
指
定
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

当
時
は
舞
に
重
き
を
置
く
曲
で
は
な
く
、
「
三
老
曲
」
と
し
て
の
「
比
丘
貞
」
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の
地
位
は
「
鎌
倉
の
女
郎
」
の
定
着
に
よ
っ
て
完
成
す
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
『
天
正
狂
言
本
』
に
次
ぐ
一
六
四
二
年
成
立
の
『
大
蔵
虎
明
本
』
「
び
く

さ
だ
」
に
は
「
鎌
倉
の
女
郎
」
の
指
定
が
あ
る
。
ま
た
、
一
六
五
一
年
成
立

で
あ
る
大
蔵
虎
明
の
『
わ
ら
ん
べ
草
』
七
七
段
に
は
面
「
ふ
く
れ
」
が
成
立

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
老
け
た
不
美
人
の
面
「
ふ
く
れ
」
は
現
在
で

は
「
庵
梅
」
「
比
丘
貞
」
に
使
用
さ
れ
る
。
『
わ
ら
ん
べ
草
』
成
立
時
点
で
は

「
庵
梅
」
は
存
在
し
て
い
な
い
。
「
ふ
く
れ
」
が
成
立
し
た
こ
と
は
少
な
く
と

も
虎
明
の
時
代
に
は
「
比
丘
貞
」
は
特
別
な
曲
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
天
正
狂
言
本
』
の
成
立
年
か
ら
『
大
蔵
虎
明
本
』

成
立
年
ま
で
に
「
鎌
倉
の
女
郎
」
の
定
着
化
が
進
ん
で
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
間
の
仏
教
的
背
景
を
考
え
る
と
、
「
比
丘
貞
」
の
老
尼
が
「
鎌
倉

の
女
郎
」
を
舞
う
場
面
に
は
、
尼
に
対
す
る
皮
肉
め
い
た
笑
い
も
込
め
ら
れ

て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
狂
言
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
る
『
沙
石
集
』
を

見
て
み
る
と
、
あ
る
程
度
年
を
と
っ
た
尼
が
性
的
な
言
葉
を
使
用
し
て
い
る

説
話
が
あ
る
。
ま
た
、
中
世
に
宣
教
師
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
に
よ
っ
て
書
か

れ
た
『
日
欧
風
習
対
照
覚
書
』
に
、
比
丘
尼
の
僧
院
が
淫
売
婦
の
街
に
な
っ

て
い
た
と
指
摘
が
あ
る
。
一
休
宗
純
『
自
戒
集
』
に
は
僧
尼
の
性
的
な
出
来

事
を
皮
肉
る
描
写
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
近
世
初
期
に
は
歌
比
丘
尼
な
ど
、
も

と
も
と
仏
教
を
解
い
て
い
た
尼
が
色
を
売
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
尼
の
性
的
イ
メ
ー
ジ
を
基
盤
と
し
て
「
鎌
倉
の
女
郎
」
が
舞
う
こ
と

は
、
皮
肉
め
い
た
笑
い
を
生
み
出
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
〈
論
文
執
筆
体
験
記
〉

　

こ
の
度
は
、
拙
い
な
が
ら
、
論
文
執
筆
体
験
記
を
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
こ
れ
か
ら
卒
業
論
文
に
取
り
組
ま
れ
る
皆
様
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で

す
。

　

卒
業
論
文
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、
学
生
が
直
面
す
る
問
題
は
就
活
と

の
両
立
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
の
場
合
は
教
員
を
目
指
し
て
い
ま
し
た
の

で
、
教
員
採
用
試
験
で
し
た
が
、
例
に
も
れ
ず
就
活
両
立
問
題
を
抱
え
て
い

ま
し
た
。
三
回
生
後
期
か
ら
、
四
回
生
の
八
月
の
試
験
終
了
ま
で
面
接
練
習

や
試
験
勉
強
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
で
し
た
。
さ
ら
に
、
五
週
間
は

教
育
実
習
も
あ
り
、
こ
の
期
間
は
実
質
、
卒
論
を
全
く
進
め
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
い
っ
た
中
で
新
し
い
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
一
か
ら
始

め
る
と
い
う
こ
と
は
時
間
的
に
厳
し
い
と
考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
三
回
生

で
調
べ
て
い
た
テ
ー
マ
を
そ
の
ま
ま
継
続
し
て
調
べ
、
そ
の
延
長
で
卒
業
論

文
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
主
な
資
料
集
め
や
、
ど
う
論
を
進
め
て
い
く

か
い
う
骨
組
み
は
完
成
し
て
い
た
た
め
、
四
回
生
で
は
自
分
の
論
を
客
観
的

に
見
つ
め
直
し
、
補
強
し
て
い
く
と
い
う
作
業
に
重
点
を
置
き
ま
し
た
。
こ

の
作
業
に
は
終
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
調
べ
よ
う
と
思
え
ば
い
く
ら
で
も
調

べ
る
こ
と
が
出
て
き
ま
す
し
、
自
分
の
論
の
穴
は
い
く
ら
で
も
発
見
で
き
ま

す
。
そ
れ
ら
を
調
べ
て
い
く
中
で
、
私
の
要
領
が
悪
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
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ま
す
が
、
調
べ
て
も
結
局
論
文
に
は
不
要
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
論
点
か
ら

ず
れ
て
行
っ
た
り
す
る
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
し
た
。
思
う
よ
う
に
進
ま
な
い

こ
と
も
多
く
、
時
間
ば
か
り
過
ぎ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
何
度
も
経
験
し
ま

し
た
。
そ
の
よ
う
な
と
き
は
、
ゼ
ミ
の
先
生
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
頂
い
た
り
、

友
人
に
相
談
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
視
点
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

ま
た
、
私
は
た
ま
た
ま
、
三
回
生
で
や
っ
た
こ
と
が
卒
論
に
繋
が
り
ま
し

た
が
、
三
回
生
ま
で
の
授
業
で
学
ん
だ
こ
と
も
自
分
の
卒
論
に
活
き
て
い
る

と
感
じ
て
い
ま
す
。
二
・
三
回
生
で
異
な
る
時
代
の
論
文
の
進
め
方
を
知
る

こ
と
で
、
行
き
詰
っ
た
時
に
違
っ
た
角
度
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
も
そ
も
、
私
が
卒
論
の
結
論
に
つ
い
て
発
想
を
得
た
の
は
三
回

生
の
教
養
の
講
義
で
し
た
。
面
白
そ
う
だ
と
何
気
な
く
受
け
た
講
義
で
し
た

が
、
自
分
の
調
べ
て
い
る
こ
と
に
繋
が
る
こ
と
が
多
く
、
夢
中
で
メ
モ
を

取
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
私
の
論
文
は
仏
教
に
つ
い
て
考
察

す
る
場
面
が
多
か
っ
た
た
め
、
仏
教
学
等
の
講
義
か
ら
も
多
く
の
示
唆
を
得

ま
し
た
。
ア
ン
テ
ナ
を
は
っ
て
い
れ
ば
普
段
の
生
活
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
隠

さ
れ
て
い
る
卒
論
の
ヒ
ン
ト
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　

私
の
卒
論
執
筆
は
、
大
学
生
活
の
集
大
成
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

と
共
に
、
さ
ら
に
調
べ
た
い
、
学
び
た
い
と
思
え
る
貴
重
な
体
験
で
あ
り
、

自
分
自
身
の
財
産
に
な
り
ま
し
た
。

　

皆
様
が
こ
れ
ま
で
の
学
び
の
成
果
を
十
分
に
発
揮
で
き
ま
す
よ
う
、
心
よ

り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　

中
島
敦
「
わ
が
西
遊
記
」
の
構
想

　
　
　
　
　

―
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
と
の
関
連

―
児　

島　

春　

菜

　
〈
論
文
要
旨
〉

　

中
島
敦
は
「
悟
浄
出
世
」
と
「
悟
浄
歎
異
―
―
沙
門
悟
浄
の
手
記
―
―
」

と
い
う
二
作
品
の
末
尾
に
、
「
―
―
「
わ
が
西
遊
記
」
の
中
―
―
」
と
い
う

言
葉
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
二
篇
が
未
完
の
長
編
小
説
「
わ
が
西
遊
記
」
の

一
部
分
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
先
行
研
究
に
賛
同
す
る
立
場
か
ら
、
未
完
の

長
編
小
説
「
わ
が
西
遊
記
」
の
構
想
を
追
究
す
る
こ
と
を
卒
業
論
文
の
目
的

と
し
た
。

　

副
論
文
に
お
い
て
、
「
悟
浄
歎
異
」
の
中
核
を
担
う
〈
所
与
＝
必
然
＝
自

由
〉
と
い
う
等
式
を
中
心
に
二
篇
の
内
容
を
検
討
し
た
。
こ
の
等
式
の
中
の

「
所
与
」
と
い
う
言
葉
が
、
中
島
の
蔵
書
の
中
に
あ
っ
た
カ
ー
ル
・
ゲ
ー
プ

ハ
ル
ト
著
『
ス
ピ
ノ
ザ
』
の
中
で
再
定
義
さ
れ
た
「
所
与
」
と
い
う
言
葉
の

意
味
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
す
る
と
、
〈
所
与
＝
必
然

＝
自
由
〉
と
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
の
目
標
で
あ
る
〈
自
由
人
〉
の
在
り
方
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を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
更
に
、
「
悟
浄
歎
異
」

の
前
篇
に
あ
た
る
「
悟
浄
出
世
」
に
お
い
て
も
、
作
品
内
の
重
要
な
場
面
に

お
い
て
〈
自
由
人
〉
を
示
唆
す
る
描
写
が
見
ら
れ
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

中
島
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
に
基
づ
い
て
「
悟
浄
出
世
」
「
悟
浄
歎
異
」
を
書

い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

卒
業
論
文
本
編
で
は
、
「
わ
が
西
遊
記
」
全
体
の
構
想
に
つ
い
て
、
中
島

が
田
中
西
二
郎
に
宛
て
た
書
簡
か
ら
考
察
し
た
。
考
察
に
用
い
た
部
分
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

世
界
〔
を
〕
が
ス
ピ
ノ
ザ
を
知
ら
な
か
つ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
世

界
の
不
幸
で
あ
つ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
不
幸
で
は
な
い
、
と
い
ふ
考
へ

方
は
痩
我
慢
だ
と
思
ひ
ま
す
か
？　

と
に
か
く
、
僕
は
、
そ
ん
な
積

り
で
も
つ
て
、
西
遊
記
（
孫
悟
空
や
八
戒
の
出
て
く
る
）
を
書
い
て

ゐ
ま
す
、
僕
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
す
る
意
気
込
み
な
り
。
ど
う
し
て
日

本
支
那
の
文
学
者
は
、
此
の
材
料
に
目
を
つ
け
な
か
つ
た
の
か
な
？

（
『
中
島
敦
全
集　

第
三
巻
』
一
九
七
六
年
九
月
三
〇
日　

筑
摩
書
房   

五
九
七
頁
。
〔　

〕
で
囲
ま
れ
た
部
分
は
、
一
旦
書
か
れ
た
字
句
が
書

き
消
さ
れ
、
更
に
訂
正
か
書
き
込
み
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
）

副
論
文
の
内
容
を
踏
ま
え
て
こ
の
書
簡
を
見
る
と
、
中
島
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
の

思
想
を
「
わ
が
西
遊
記
」
に
よ
っ
て
世
界
に
知
ら
し
め
る
と
い
う
構
想
を
抱

い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
し
て
、
「
わ
が
西
遊
記
」
の
原
本

と
し
た
『
絵
本
西
遊
記
』
の
末
尾
の
悟
浄
の
あ
り
方
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想

の
目
標
で
あ
る
〈
自
由
人
〉
の
あ
り
方
と
の
間
に
、
中
島
が
共
通
点
を
見
出

し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

更
に
、
「
悟
浄
出
世
」
が
中
島
自
身
の
精
神
遍
歴
を
託
し
た
物
語
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
中
島
は
「
わ
が
西
遊
記
」
に
つ
い
て
、
ス

ピ
ノ
ザ
の
思
想
に
基
づ
い
た
自
己
省
察
の
物
語
と
す
る
と
い
う
構
想
を
持
っ

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
〈
論
文
執
筆
体
験
記
〉

　

卒
業
論
文
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
私
が
ま
ず
初
め
に
ぶ
つ
か
っ
た
の
は
作

家
選
び
の
壁
で
し
た
。
私
は
三
回
生
の
春
休
み
の
間
に
研
究
対
象
と
す
る
作

家
の
全
作
品
を
読
み
、
テ
ー
マ
を
あ
る
程
度
決
定
し
て
し
ま
お
う
と
考
え
て

い
た
の
で
す
が
、
当
初
研
究
対
象
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
作
家
の
作
品
数

が
あ
ま
り
に
も
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
そ
れ
を
諦
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し

た
。
こ
う
し
て
四
回
生
の
前
期
に
対
象
の
作
家
を
中
島
敦
へ
と
急
遽
変
更
し

た
た
め
、
ゼ
ミ
の
中
で
は
最
も
遅
れ
た
ス
タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
元
々
中
島
敦
の
作
品
に
つ
い
て
興
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
も
あ
り
、
研
究
を
日
々
積
極
的
に
行
う
こ
と
が
出
来
た
た
め
、
最
終
的

に
は
十
分
充
実
し
た
研
究
内
容
と
な
り
ま
し
た
。

　

研
究
を
進
め
る
中
で
は
、
何
よ
り
も
対
象
作
品
の
先
行
研
究
の
多
さ
に
圧

倒
さ
れ
ま
し
た
。
自
分
の
頭
の
中
だ
け
で
は
到
底
整
理
し
き
れ
な
い
だ
ろ
う
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と
容
易
に
想
像
出
来
た
た
め
、
先
行
研
究
をW

ord

で
一
覧
に
し
て
管
理
し

ま
し
た
。
論
文
の
タ
イ
ト
ル
・
執
筆
者
・
出
版
年
は
も
ち
ろ
ん
、
内
容
も
ま

た
一
つ
一
つ
キ
ー
ワ
ー
ド
を
絞
っ
て
簡
潔
に
記
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
こ
で

役
に
立
っ
た
の
はW

ord

の
検
索
機
能
で
し
た
。
調
査
を
進
め
て
い
く
上
で

新
た
に
検
討
す
べ
き
点
が
出
て
来
た
際
に
、
も
う
一
度
先
行
研
究
の
研
究
内

容
を
さ
ら
う
と
い
う
作
業
が
何
度
か
必
要
と
な
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
機
能

の
お
か
げ
で
、
新
た
に
浮
上
し
た
問
題
点
に
関
連
し
た
先
行
研
究
を
す
ぐ
に

見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
先
行
研
究
の
一
覧
を
作
る
と
い
う
作
業
は

多
く
の
労
力
を
必
要
と
し
ま
し
た
が
、
論
文
を
執
筆
す
る
上
で
最
も
重
要
な

資
料
の
一
つ
と
な
り
ま
し
た
。

　

私
は
対
象
作
品
を
設
定
し
た
際
に
、
五
つ
の
問
題
点
（
㈠
「
フ
ァ
ウ
ス

ト
」
や
「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
」
と
の
関
連
、
㈡
作
品
の
構
想
に
つ
い
て
、

㈢
作
品
の
成
立
日
に
つ
い
て
、
㈣
「
悟
浄
歎
異
」
末
尾
の
「
火
」
の
解
釈
、

㈤
「
ど
う
し
て
日
本
支
那
の
文
学
者
は
、
此
の
材
料
に
目
を
つ
け
な
か
つ
た

の
か
な
？
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
の
解
釈
）
を
研
究
テ
ー
マ
の
候
補
と
し

て
設
定
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
内
、
㈣
以
外
の
四
点
は
後
期
に
入
っ
て
も
研

究
を
深
め
る
た
め
の
糸
口
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
た
め
、
保
留
と
い
う
形
に

し
て
ひ
と
ま
ず
㈣
の
み
の
研
究
を
進
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
本

文
を
読
む
内
に
本
文
中
の
「
所
与
」
と
い
う
言
葉
の
使
わ
れ
方
に
焦
点
が
当

た
り
、
中
島
が
こ
の
言
葉
を
使
っ
た
背
景
に
は
、
何
ら
か
の
哲
学
や
思
想
の

影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
た
め
、
中
島
の
蔵
書
を
調
べ
始
め

ま
し
た
。
こ
こ
で
「
所
与
」
と
い
う
言
葉
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
を
踏
ま
え
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
更
に
㈣
の
み
で
な
く
、
保
留

し
て
い
た
四
つ
の
問
題
点
全
て
に
つ
い
て
の
論
を
展
開
す
る
糸
口
も
ま
た
発

見
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
四
回
生
の
秋
頃
に
、
峯
村
先
生
か
ら
、
卒
業
論
文
の
内
容
が
複

雑
化
し
て
い
る
た
め
、
本
論
と
副
論
文
と
に
分
け
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
指
導
を
受
け
ま
し
た
。
私
の
卒
業
論
文
は
そ
の
時
点
で
規
定
の

分
量
を
大
き
く
超
え
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
措
置
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
論
文
全
体
の
流
れ
が
す
っ
き
り
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
研
究
の
中
で
自
分

が
最
も
こ
だ
わ
っ
た
部
分
を
副
論
文
の
方
に
ま
わ
す
こ
と
に
よ
り
、
論
の
根

拠
を
よ
り
多
く
丁
寧
な
形
で
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

私
は
卒
業
論
文
の
執
筆
を
通
し
て
、
近
代
文
学
の
研
究
の
面
白
さ
を
実
感

し
ま
し
た
。
膨
大
な
量
の
先
行
研
究
は
存
在
し
て
も
、
自
分
と
同
じ
意
見
の

研
究
者
は
数
名
し
か
お
ら
ず
、
更
に
同
じ
根
拠
を
挙
げ
て
い
る
研
究
者
は
皆

無
で
あ
っ
た
た
め
で
す
。
こ
れ
か
ら
卒
業
論
文
を
書
く
方
達
も
、
き
っ
と
研

究
を
進
め
る
内
に
こ
の
面
白
さ
を
体
感
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
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『
曾
禰
好
忠
集
』
に
お
け
る
述
懐
表
現

　
　
　
　
　

―
廃
屋
の
表
現
を
中
心
に
―

藤　

原　

静　

香

　
〈
論
文
要
旨
〉

　
『
曾
禰
好
忠
集
』
全
体
の
性
格
が
不
遇
述
懐
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、

近
年
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
好
忠
の
作
品
に
不
遇
述
懐
表
現
が
存
在
し

て
い
る
事
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
本
論
文
で
は
、
先
行
研
究
で
取
り

上
げ
ら
れ
て
き
た
「
好
忠
百
首
」
序
文
を
改
め
て
検
討
し
、
好
忠
が
廃
屋
・

荒
廃
の
様
子
を
連
続
し
て
用
い
て
い
る
点
に
着
目
し
た
。
好
忠
は
序
文
以
外

で
も
、
「
毎
月
集
」
中
に
お
い
て
季
節
ご
と
に
廃
屋
・
荒
廃
を
詠
じ
て
い
る
。

特
に
序
文
で
は
不
遇
を
示
す
語
の
前
後
で
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
述

懐
表
現
の
一
つ
と
し
て
廃
屋
を
使
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
検
討
を

進
め
る
。

　

ま
ず
、
好
忠
以
前
で
は
廃
屋
・
荒
廃
表
現
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
素
材

か
を
整
理
す
る
。
和
歌
で
は
恋
歌
の
素
材
と
し
て
荒
廃
を
用
い
る
伝
統
が
あ

り
、
相
手
の
訪
れ
が
途
絶
え
た
様
子
を
示
す
事
が
確
認
で
き
る
。
ほ
か
に
、

好
忠
と
同
時
代
に
登
場
す
る
も
の
と
し
て
、
河
原
院
の
荒
廃
を
詠
ん
だ
作
品

群
が
あ
る
。
こ
れ
は
荒
廃
し
た
建
造
物
に
美
し
さ
を
見
出
す
「
荒
廃
美
」
の

作
品
で
あ
る
。
続
い
て
、
好
忠
の
作
品
に
は
漢
詩
文
の
影
響
が
あ
る
と
い
う

指
摘
か
ら
、
漢
詩
文
に
お
け
る
廃
屋
を
検
討
し
、
漢
詩
文
で
は
、
「
茅
屋
」

「
草
亭
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
自
分
の
隠
遁
先
の
住
ま
い
を
示
す
例
が
主
流

で
あ
る
事
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

以
上
、
廃
屋
に
は
①
恋
歌
②
荒
廃
美
③
隠
遁
先
の
表
現
が
あ
る
事
を
踏
ま

え
た
上
で
、
『
曾
禰
好
忠
集
』
の
廃
屋
・
荒
廃
表
現
と
比
較
し
て
み
る
と
、

好
忠
歌
に
は
こ
れ
ら
に
当
て
は
ま
ら
な
い
趣
向
や
、
従
来
の
和
歌
に
見
ら
れ

な
か
っ
た
語
の
使
用
が
確
認
で
き
る
。
今
回
、
検
討
を
行
っ
た
の
は
「
よ
も

ぎ
」
と
「
あ
ば
ら
」
で
あ
る
。
検
討
の
結
果
、
「
よ
も
ぎ
」
は
不
遇
を
表
現

す
る
漢
詩
文
の
用
法
に
近
く
、
「
あ
ば
ら
」
を
用
い
た
和
歌
は
、
恋
歌
で
あ

り
な
が
ら
影
響
元
の
作
品
以
上
に
廃
屋
を
強
調
す
る
意
図
が
あ
る
と
し
た
。

　

で
は
、
こ
う
し
た
不
遇
述
懐
と
廃
屋
が
結
び
つ
く
思
想
は
ど
こ
か
ら
来
た

も
の
な
の
か
。
な
ぜ
好
忠
は
影
響
を
受
け
た
作
品
以
上
に
廃
屋
を
強
調
し
よ

う
と
し
た
の
か
。
「
好
忠
百
首
」
序
文
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
申
文

（
こ
こ
で
は
『
本
朝
文
粋
』
奏
状
を
使
用
）
を
中
心
に
検
討
す
る
と
、
廃
屋

表
現
や
貧
し
さ
の
訴
え
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
表
現
は
李
密
「
陳
情
表
」

と
類
似
し
て
い
る
が
、
中
国
で
は
親
孝
行
を
す
る
事
が
訴
え
の
主
軸
に
あ

り
、
廃
屋
や
家
庭
の
貧
し
さ
は
過
去
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま

た
、
「
陳
情
表
」
の
結
論
は
官
を
退
く
こ
と
を
求
め
る
事
だ
。
対
し
て
日
本

で
は
、
現
在
の
生
活
苦
を
述
べ
、
昇
進
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
こ
に
相
違
点

が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
、
申
文
の
表
現
に
は
事
実
と
反
す
る
誇
張

表
現
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
廃
屋
・
貧
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し
さ
に
関
す
る
記
述
も
、
官
職
請
願
の
た
め
に
自
ら
の
不
遇
述
懐
を
誇
張
し

た
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
他
、
不
遇
述
懐
の
漢
詩
文
で
も
廃

屋
の
表
現
が
確
認
出
来
る
事
か
ら
、
日
本
漢
詩
文
で
は
現
在
の
不
遇
述
懐
を

強
調
す
る
表
現
と
し
て
、
廃
屋
・
貧
し
さ
を
述
べ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

不
遇
述
懐
と
廃
屋
は
、
好
忠
以
前
の
和
歌
で
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
好
忠
は
申
文
を
は
じ
め
と
す
る
、
日
本
漢
詩
文
に
お
け
る
廃
屋
の
性
格

を
和
歌
に
受
容
す
る
こ
と
で
、
不
遇
感
を
強
調
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

　

以
上
か
ら
、
好
忠
は
従
来
の
和
歌
に
な
い
語
や
表
現
を
積
極
的
に
用
い
て

廃
屋
を
詠
じ
た
点
、
申
文
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
漢
詩
文
で
使
用
さ
れ
て
き

た
、
不
遇
意
識
の
誇
張
を
目
的
と
し
た
廃
屋
表
現
を
和
歌
に
受
容
し
た
点

で
、
今
ま
で
に
な
い
新
し
さ
を
作
品
に
求
め
た
と
同
時
に
、
自
ら
の
不
遇
を

強
調
し
た
と
結
論
付
け
る
。

　
〈
論
文
執
筆
体
験
記
〉

　

曾
禰
好
忠
に
つ
い
て
研
究
し
よ
う
と
決
め
た
き
っ
か
け
は
、
二
回
生
の
時

に
受
け
た
講
読
の
講
義
に
あ
り
ま
す
。
百
人
一
首
の
注
釈
書
を
調
査
す
る
と

い
う
内
容
の
講
義
で
、
私
は
曾
禰
好
忠
の
作
品
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
発
表
す
る
に
あ
た
り
、
好
忠
に
関
わ
る
文
献
や
先
行
研
究
を
集
め
て

い
た
事
が
、
卒
業
論
文
執
筆
に
繋
が
り
ま
し
た
。
入
学
当
初
か
ら
、
漠
然
と

「
和
歌
の
研
究
が
し
た
い
」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
講
義
で
好
忠
の

和
歌
を
詠
み
、
和
歌
作
品
の
読
解
に
は
漢
詩
文
の
知
識
が
不
可
欠
で
あ
る
事

に
気
付
い
て
、
三
回
生
か
ら
漢
文
学
の
ゼ
ミ
を
選
択
し
ま
し
た
。
大
学
で
は

幅
広
い
分
野
の
講
義
を
取
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ

る
知
識
は
必
ず
ど
こ
か
で
結
び
つ
き
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
、
講
義
の
中
で
興
味

を
持
っ
た
事
柄
が
、
卒
業
論
文
に
繋
が
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
是
非
、
様
々

な
分
野
に
興
味
を
広
げ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

卒
業
論
文
を
執
筆
す
る
上
で
特
に
苦
労
し
た
こ
と
は
二
点
あ
り
ま
し
た
。

一
つ
目
が
題
目
決
定
で
す
。
研
究
対
象
が
決
定
し
て
も
、
ど
こ
に
焦
点
を
合

わ
せ
て
研
究
を
進
め
れ
ば
良
い
の
か
、
大
変
悩
み
ま
し
た
。
先
行
研
究
を
整

理
し
た
上
で
、
現
在
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
、
好
忠
の
不
遇

述
懐
作
品
に
つ
い
て
論
が
分
か
れ
て
い
た
事
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

最
初
は
「
述
懐
作
品
」
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
で
調
査
を
始
め
ま
し
た
が
、

な
か
な
か
進
ま
ず
試
行
錯
誤
し
て
い
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し

た
中
で
、
改
め
て
集
中
の
述
懐
歌
を
取
り
出
し
て
並
べ
た
と
こ
ろ
、
「
廃
屋
」

が
何
度
も
登
場
す
る
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。
注
釈
書
を
突
き
合
わ
せ
な
が

ら
自
分
な
り
に
解
釈
を
考
え
直
し
、
テ
ー
マ
を
絞
り
始
め
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　

二
つ
目
は
、
資
料
の
収
集
・
整
理
で
す
。
和
歌
だ
け
で
は
な
く
漢
詩
文
ま

で
調
査
範
囲
を
広
げ
た
た
め
資
料
が
非
常
に
多
く
な
り
、
手
元
の
資
料
が
ど
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こ
に
あ
る
か
、
収
集
し
た
用
例
の
内
容
が
ど
う
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
、

把
握
出
来
な
く
な
っ
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
移
動
す
る
際
に
も
大
荷
物
を

抱
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
コ
ピ
ー
し
た
用
例
を
ノ
ー
ト
に
切
り

貼
り
し
て
、
調
べ
た
こ
と
や
自
分
な
り
の
解
釈
を
余
白
に
書
き
込
む
形
を
取

り
ま
し
た
。
併
せ
て
、
資
料
を
入
手
し
た
ら
す
ぐ
に
デ
ー
タ
入
力
す
る
事
を

決
め
た
事
で
、
手
元
の
資
料
が
検
索
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。
自
分
に
合
っ

た
整
理
の
方
法
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
参
考
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

ど
ん
な
に
資
料
が
多
く
て
も
、
丁
寧
に
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う

事
を
、
執
筆
中
に
痛
感
し
ま
し
た
し
、
今
で
も
私
自
身
の
課
題
だ
と
感
じ
て

い
ま
す
。
資
料
調
査
に
は
と
て
も
時
間
が
か
か
る
の
で
、
是
非
早
め
に
資
料

を
集
め
る
こ
と
を
オ
ス
ス
メ
し
ま
す
。
四
回
生
は
卒
業
論
文
に
加
え
て
進
路

決
定
で
忙
し
い
一
年
で
す
。
体
だ
け
は
大
切
に
し
て
、
最
後
ま
で
乗
り
切
っ

て
く
だ
さ
い
。

　
　
　

小
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
基
本
語
彙

田　

中　

悠
里
子

　
〈
論
文
要
旨
〉

　

こ
れ
ま
で
小
学
校
国
語
教
科
書
の
語
彙
に
関
す
る
研
究
が
い
く
つ
か
行
わ

れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
主
に
次
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
、
調
査

す
る
品
詞
を
定
め
て
そ
の
使
用
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
、
二
つ
目

は
、
外
国
人
が
日
本
語
を
学
ぶ
際
に
使
用
す
る
日
本
語
教
科
書
と
の
比
較
を

通
じ
て
国
語
教
科
書
の
語
彙
の
特
徴
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

一
つ
目
の
研
究
と
し
て
は
、
山
本
建
雄
氏
の
「
小
学
校
国
語
教
科
書
の
漢

語
名
詞
語
彙
の
実
態
と
そ
の
指
導
―
説
明
文
教
材
に
お
け
る
場
合
を
中
心
に

―
」
が
あ
る
。
阪
本
一
郎
氏
の
『
新
教
育
基
本
語
彙
』
を
基
に
、
漢
語
名
詞

に
つ
い
て
、
低
学
年
と
高
学
年
そ
れ
ぞ
れ
の
国
語
教
科
書
に
、
教
育
基
本
語

彙
の
各
学
習
段
階
（
Ａ
：
小
学
校
低
学
年
、
Ｂ
：
小
学
校
高
学
年
、
Ｃ
：
中

学
校
）
の
語
が
ど
れ
く
ら
い
の
割
合
を
占
め
て
い
る
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。

調
査
の
結
果
、
低
学
年
で
は
、
Ａ
の
語
が
四
割
、
Ｂ
の
語
が
三
割
を
占
め
、

高
学
年
で
は
Ｂ
の
語
が
四
割
、
残
り
は
他
の
段
階
の
語
が
等
し
く
分
け
合
う

形
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

二
つ
目
の
研
究
と
し
て
は
、
大
須
賀
茂
氏
の
「
日
本
文
学
や
文
化
理
解
の

た
め
の
日
本
語
教
育
を
考
え
る
：
日
本
語
教
科
書
と
国
語
教
科
書
の
語
彙
比

較
研
究
か
ら
」
が
あ
る
。
調
査
の
結
果
、
国
語
教
科
書
に
は
、
植
物
や
動
物

な
ど
自
然
に
関
す
る
名
詞
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
要
因
と
し
て
、
文
部
科
学
省
の
『
学
習
指
導
要
領
』
の
中
の
「
生

命
を
尊
重
し
、
他
人
を
思
い
や
る
心
を
育
て
る
の
に
役
立
つ
こ
と
。
自
然
を

愛
し
、
美
し
い
も
の
に
感
動
す
る
心
を
育
て
る
の
に
役
立
つ
こ
と
。
」
と
い

う
教
材
の
選
択
に
当
た
っ
て
指
針
と
な
る
文
章
を
引
き
、
こ
の
よ
う
な
国
語

教
科
書
の
目
的
と
関
わ
る
と
述
べ
て
い
る
。
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こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
受
け
て
私
は
、
次
の
二
点
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ

た
。

　

一
点
目
は
、
国
立
国
語
研
究
所
に
お
い
て
行
わ
れ
た
雑
誌
や
新
聞
の
語
彙

調
査
の
結
果
と
の
比
較
を
行
い
、
小
学
校
用
国
語
教
科
書
の
語
彙
の
特
徴
を

よ
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

二
点
目
は
、
小
学
校
の
国
語
教
科
書
に
教
育
の
基
本
と
な
る
語
彙
が
ど
の

程
度
使
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
、
漢
語
名

詞
に
絞
っ
て
調
査
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
他
の
品
詞
も
含
め
全
体
で
の
比
較

を
行
う
こ
と
で
、
よ
り
教
育
基
本
語
彙
の
性
質
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
出
来

る
と
考
え
る
。

　

研
究
対
象
資
料
は
、
光
村
図
書
の
小
学
校
国
語
教
科
書
計
十
冊
と
し
た
。

テ
キ
ス
ト
を
形
態
素
ご
と
に
区
切
ら
れ
た
デ
ー
タ
に
加
工
し
、
デ
ー
タ
の
分

析
を
行
っ
た
。

　

ま
ず
、
以
下
の
点
を
中
心
に
国
立
国
語
研
究
所
の
『
現
代
雑
誌
九
十
種
の

用
語
用
字
』
（
一
九
六
二
年
）
及
び
、
『
電
子
計
算
機
に
よ
る
新
聞
の
語
彙
調

査
』
（
一
九
七
〇
～
一
九
七
三
年
）
と
の
比
較
を
行
っ
た
。

①
語
種
（
漢
語
・
和
語
・
外
来
語
・
混
種
語
）
の
構
成
。

②
品
詞
（
体
の
類
・
用
の
類
・
相
の
類
・
そ
の
他
の
類
）
の
構
成
。

③
『
分
類
語
彙
表
』
（
国
立
国
語
研
究
所
）
を
用
い
た
語
彙
の
意
味
分
類
。

　

次
に
、
「
教
育
基
本
語
彙
」
と
の
比
較
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
阪
本
一

郎
氏
の
『
新
教
育
基
本
語
彙
』
（
一
九
八
四
年
）
を
使
用
し
た
。

　

調
査
の
結
果
、
教
科
書
・
雑
誌
・
新
聞
の
三
者
に
お
け
る
共
通
点
や
相
違

点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
ま
ず
、
語
種
の
比
較
で
は
、
教
科
書

は
、
和
語
の
割
合
が
高
い
こ
と
、
ま
た
、
学
年
が
上
が
る
に
つ
れ
和
語
の
割

合
は
減
少
し
、
漢
語
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
次
に
、
品
詞
別

に
見
る
と
、
体
の
類
・
用
の
類
・
相
の
類
・
そ
の
他
の
類
の
順
に
多
い
点
で

は
三
者
で
共
通
し
て
い
た
。
し
か
し
、
異
な
り
語
数
で
は
、
教
科
書
は
、
雑

誌
・
新
聞
に
比
べ
名
詞
な
ど
の
グ
ル
ー
プ
の
割
合
が
低
く
、
動
詞
な
ど
の
グ

ル
ー
プ
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
た
。
最
後
に
、
上
位
七
百
語
を
意
味
分
類

別
に
見
た
場
合
、
教
科
書
は
、
雑
誌
・
新
聞
と
比
べ
、
「
言
動
」
「
自
然
物
・

自
然
現
象
」
「
心
・
表
情
・
感
覚
・
知
見
」
な
ど
の
語
が
多
く
、
「
数
量
・
程

度
」
「
人
に
準
ず
る
主
体
」
「
主
体
の
別
」
な
ど
の
語
が
少
な
い
こ
と
が
分

か
っ
た
。

　

教
科
書
と
雑
誌
・
新
聞
と
の
間
に
相
違
が
見
ら
れ
る
原
因
と
し
て
は
、
教

科
書
を
作
成
す
る
際
に
文
部
科
学
省
の
『
学
習
指
導
要
領
』
の
方
針
に
従
っ

て
教
材
選
択
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
教
科
書
が
「
小
学
生
」
と
い
う
限

ら
れ
た
者
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
教
科
書
に
「
言
動
」

「
自
然
物
・
自
然
現
象
」
「
心
・
表
情
・
感
覚
・
知
見
」
な
ど
の
語
が
多
い
の

は
、
『
学
習
指
導
要
領
』
に
お
い
て
国
語
教
育
の
目
的
と
し
て
述
べ
ら
れ
て

い
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
ま
た
、
和
語
の
割
合
が
高
く
、
漢
語
の
割
合
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が
低
い
こ
と
や
「
人
に
準
ず
る
主
体
」
「
主
体
の
別
」
な
ど
の
語
が
少
な
い

こ
と
は
、
対
象
が
大
人
を
含
め
た
幅
広
い
年
代
で
は
な
く
、
「
小
学
生
」
で

あ
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
教
科
書
・
雑
誌
・
新
聞
は
と
も
に
、
現
代
日

本
語
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
資
料
の
性
質
に
よ
っ
て
語

彙
の
特
徴
に
は
違
い
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

阪
本
一
郎
氏
の
『
新
教
育
基
本
語
彙
』
と
の
比
較
を
行
っ
た
結
果
、
基
本

語
彙
に
定
め
ら
れ
て
い
る
語
彙
の
う
ち
、
教
科
書
に
使
用
さ
れ
て
い
た
語

は
、
Ａ
が
五
十
六
・
九
％
、
Ｂ
が
二
十
七
・
二
％
で
あ
り
、
Ｃ
も
八
・
七
％
存

在
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
Ａ
の
語
は
低
学
年
で
学
ん
だ
語

の
う
ち
、
高
学
年
で
も
そ
の
大
部
分
を
使
用
し
て
い
る
一
方
で
、
Ｂ
・
Ｃ
の

語
は
約
七
割
か
ら
八
割
が
高
学
年
に
の
み
使
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
学
年
が
上
が
る
と
、
高
学
年
や
中
学
生
を
対
象
と
し
た
語
の
使
用
が
増

え
る
一
方
で
、
低
学
年
の
語
彙
も
一
定
の
割
合
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
小
学
校
教
育
に
お
い
て
、
語
彙
指
導
の
一
つ
の
基
準
と
な
る
よ
う
に
定

め
ら
れ
た
『
新
教
育
基
本
語
彙
』
で
あ
る
が
、
実
際
に
教
育
の
現
場
で
用
い

ら
れ
る
教
科
書
に
は
ど
の
学
習
段
階
の
語
が
ど
れ
く
ら
い
使
用
さ
れ
て
い
る

か
を
知
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
〈
論
文
執
筆
体
験
記
〉

　

卒
論
執
筆
に
関
し
て
私
が
伝
え
た
い
こ
と
は
、
先
行
研
究
の
分
析
と
予
備

調
査
を
早
め
に
行
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
行
研
究
の
分
析
を
き
ち
ん
と
行

う
こ
と
で
、
自
分
が
研
究
し
た
い
こ
と
が
明
確
に
な
り
、
ど
う
す
れ
ば
そ
れ

を
調
べ
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
完
璧
で

な
く
て
良
い
の
で
、
事
前
に
調
査
を
行
う
こ
と
で
、
調
査
に
必
要
な
時
間
が

分
か
り
、
ま
た
そ
こ
で
の
課
題
が
見
え
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
大
切
な
こ
と
は
、
最
後
ま
で
あ
き
ら
め
な
い
と
い
う
気
持
ち
を

持
つ
こ
と
で
す
。
み
な
さ
ん
も
こ
れ
か
ら
卒
論
を
書
く
中
で
、
大
変
な
こ
と

も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
絶
対
に
最
後
ま
で
あ
き
ら
め
ず
に
取
り
組
み
、
論

文
を
完
成
さ
せ
て
下
さ
い
。
し
ん
ど
い
こ
と
や
辛
い
こ
と
が
あ
っ
た
時
は
、

ぜ
ひ
周
り
の
人
に
助
け
て
も
ら
い
な
が
ら
、
体
調
に
も
気
を
付
け
て
、
頑

張
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

優
秀
論
文
発
表
会
体
験
記

　
　
　

優
秀
論
文
発
表
会
に
参
加
し
て三

回
生
一
組　

加　

藤　

怜　

奈

　

五
月
十
三
日
に
行
わ
れ
た
優
秀
論
文
発
表
会
に
参
加
し
て
、
私
は
た
く
さ

ん
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
私
が
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
た
こ
と
は
、
卒
業
論
文
の
執
筆
を
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ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
ま
で
の
私
は
、
卒
業

論
文
は
絶
対
に
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
物
だ
け
れ
ど
、
ど
ん
な
事
を
ど
の

よ
う
に
書
い
て
い
け
ば
良
い
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
た
め
ぼ
ん
や
り
と
し
た

イ
メ
ー
ジ
し
か
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
今
回
の
発
表
会
に
参

加
し
、
先
輩
方
の
発
表
を
聞
く
こ
と
で
卒
業
論
文
の
イ
メ
ー
ジ
が
は
っ
き
り

と
し
た
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
四
名
の
発
表
さ
れ
た
先
輩
方
全
員
が

三
回
生
の
う
ち
か
ら
テ
ー
マ
を
決
定
し
、
先
行
研
究
を
読
ん
で
い
た
と
仰
っ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
執
筆
に
向
け
て
何
を
し
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
と
い
う

こ
と
も
、
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

他
に
も
、
す
べ
て
の
授
業
が
卒
業
論
文
に
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

学
び
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
発
表
者
の
お
一
人
で
あ
る
吉
田
有
希
先
輩
の
お
言

葉
で
す
。
吉
田
先
輩
は
仏
教
学
や
教
養
科
目
と
い
っ
た
国
文
学
科
以
外
の
授

業
が
参
考
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
仰
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
言
葉
を
聞
い

て
、
卒
業
論
文
だ
け
で
は
な
く
、
ゼ
ミ
の
発
表
な
ど
で
も
他
の
授
業
で
聞
い

た
こ
と
が
参
考
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
国
文
学
科
の
授
業
だ
け
で
は
な
く
、
幅
広
く
様
々
な
分
野
の
内
容
を

勉
強
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

　

ま
た
、
発
表
会
が
終
わ
っ
た
後
の
発
表
者
の
方
々
を
囲
ん
で
の
茶
話
会
で

も
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
発
表
会
の
時
間
内

だ
け
で
は
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
卒
業
論
文
を
執
筆
す
る
際
の
苦
労
や

今
か
ら
や
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
な
ど
本
当
に
為
に
な
る
お
話
ば
か
り
で
し

た
。
卒
業
論
文
の
お
話
だ
け
で
は
な
く
、
先
輩
方
の
就
職
活
動
や
教
育
実
習

の
お
話
に
つ
い
て
も
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
お
話
を
聞
い

て
い
く
中
で
、
来
年
の
卒
業
論
文
執
筆
や
就
職
活
動
な
ど
に
向
け
て
頑
張
っ

て
い
こ
う
と
い
う
気
持
ち
が
高
ま
り
ま
し
た
。

　

茶
話
会
で
は
、
先
輩
方
に
私
が
今
ま
で
抱
え
て
い
た
卒
業
論
文
や
就
職
活

動
、
教
育
実
習
な
ど
へ
の
悩
み
を
相
談
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ど
の
先

輩
方
も
初
対
面
に
も
関
わ
ら
ず
、
親
身
に
な
っ
て
聞
い
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
「
大
丈
夫
だ
よ
。
」
と
励
ま
し
て
く
だ
さ
っ
た
お
か
げ
で
こ
れ
か
ら
の
こ

と
に
対
す
る
不
安
や
悩
み
が
軽
く
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
、
私
は
優
秀
論
文
発
表
会
に
参
加
す
る
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
し

た
。
一
日
で
こ
ん
な
に
も
学
ぶ
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
な

ぜ
一
回
生
の
時
か
ら
参
加
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
感
じ
ま
し
た
。
来
年
は

遂
に
卒
業
論
文
の
執
筆
が
始
ま
り
ま
す
。
ま
た
今
年
と
は
違
う
気
持
ち
で
来

年
の
優
秀
論
文
発
表
会
に
参
加
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
今
回
発
表
し
て
く
だ
さ
っ
た
先
輩
方
、
準
備
を
し
て
く
だ
さ
っ

た
先
生
方
に
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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優
秀
論
文
発
表
会
に
参
加
し
て

三
回
生　

桑　

原　

陽　

子

　

今
回
私
が
こ
の
優
秀
論
文
発
表
会
に
参
加
し
て
良
か
っ
た
と
思
う
点
は
二

つ
あ
る
。
一
つ
目
は
テ
ー
マ
が
自
分
の
想
像
よ
り
自
由
だ
と
い
う
点
だ
。
先

輩
方
の
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
理
由
は
と
て
も
面
白
く
「
そ
の
よ
う
な
所
か
ら
思

い
つ
い
た
の
か
」
と
驚
い
た
。
ま
た
身
の
回
り
に
あ
る
物
で
疑
問
に
感
じ
た

こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
た
。
私
は
自
分
の
興
味
が
あ
る
物
と
今
ゼ
ミ
で
学

ん
で
い
る
万
葉
集
の
関
わ
り
を
テ
ー
マ
に
し
た
か
っ
た
が
、
「
研
究
を
進
め

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
自
信
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
優
秀
論
文
発
表

会
の
後
行
わ
れ
た
茶
話
会
で
先
輩
方
に
相
談
す
る
と
そ
の
テ
ー
マ
で
卒
業
論

文
を
書
く
こ
と
を
勧
め
て
下
さ
っ
た
。
普
段
こ
の
よ
う
な
話
は
先
生
方
に
も

緊
張
し
て
で
き
ず
、
ま
た
同
級
生
に
聞
い
て
解
決
す
る
話
で
は
な
か
っ
た
の

で
こ
の
よ
う
な
機
会
が
あ
り
本
当
に
良
か
っ
た
。

　

二
つ
目
は
早
く
か
ら
準
備
に
取
り
掛
か
る
事
で
あ
る
。
三
回
生
に
な
り
意

識
は
就
職
活
動
に
向
け
て
の
準
備
に
な
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ン
や
資
格
の
勉

強
、
教
育
実
習
の
準
備
な
ど
で
頭
が
い
っ
ぱ
い
で
あ
っ
た
。
し
か
し
先
輩
方

の
お
話
を
聞
く
と
三
回
生
で
テ
ー
マ
が
定
ま
っ
て
い
た
り
、
先
行
研
究
を
ま

と
め
て
い
た
と
あ
っ
た
。
ま
た
ゼ
ミ
の
内
容
だ
け
で
な
く
教
養
の
授
業
な
ど

学
科
外
の
授
業
か
ら
も
吸
収
を
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
お
話
し
さ
れ
て
い

た
。
卒
業
論
文
は
四
回
生
か
ら
取
り
組
む
も
の
と
い
う
甘
い
考
え
が
あ
っ
た

が
今
か
ら
は
時
間
を
見
つ
け
て
自
分
が
興
味
の
あ
る
分
野
の
先
行
研
究
を
読

み
、
分
析
を
行
い
た
い
。

　

た
だ
聞
く
だ
け
で
は
な
く
先
輩
方
が
途
中
質
問
に
答
え
て
く
だ
さ
り
ゆ
っ

く
り
と
お
話
す
る
機
会
も
あ
っ
て
、
と
て
も
有
意
義
な
時
間
を
過
ご
す
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
先
輩
方
と
先
生
の
討
論
も
聞
く
こ
と
が
で
き
、
内
容
に
追

い
つ
く
こ
と
が
出
来
な
い
部
分
も
あ
っ
た
が
と
て
も
面
白
か
っ
た
。
自
分
が

一
年
後
同
じ
レ
ベ
ル
の
論
文
が
書
け
る
か
不
安
に
な
っ
た
が
、
先
生
や
先
輩

方
か
ら
卒
業
論
文
の
進
め
方
に
つ
い
て
と
て
も
詳
し
く
話
し
て
く
だ
さ
り
、

不
安
が
や
る
気
へ
と
変
わ
っ
た
。
余
裕
を
持
っ
て
計
画
的
に
進
め
て
い
き
た

い
。

　

そ
し
て
印
象
に
残
っ
て
る
言
葉
が
い
く
つ
か
あ
る
。
児
島
春
菜
さ
ん
の

「
先
行
研
究
の
数
だ
け
見
て
諦
め
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
意
見
を
示
す
」

と
「
違
和
感
を
大
切
に
す
る
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
レ
ジ
ュ
メ
の
準
備
や

レ
ポ
ー
ト
を
書
く
間
は
と
て
も
孤
独
で
諦
め
た
く
な
る
作
業
が
続
く
。
そ
し

て
卒
論
は
今
ま
で
自
分
が
書
い
て
き
た
レ
ポ
ー
ト
と
は
比
べ
る
こ
と
が
で
き

な
い
量
で
未
知
の
世
界
だ
。
し
か
し
、
そ
の
作
業
を
乗
り
越
え
て
こ
そ
得
る

物
は
自
分
の
こ
れ
か
ら
の
人
生
に
大
い
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
感
じ

た
。
私
は
普
段
苦
労
を
避
け
て
物
事
を
行
い
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
大
学
を

卒
業
し
た
ら
こ
ん
な
に
も
た
く
さ
ん
の
資
料
や
教
材
が
整
っ
た
環
境
で
勉
強

す
る
機
会
は
な
い
。
そ
し
て
好
き
な
も
の
を
い
く
ら
で
も
学
ぶ
事
が
で
き
疑
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問
に
感
じ
た
こ
と
を
丁
寧
に
指
導
し
て
下
さ
る
先
生
方
が
い
る
学
生
の
間

に
、
沢
山
の
こ
と
を
学
び
た
い
と
思
っ
た
。
ま
た
吉
田
有
希
さ
ん
が
「
京
都

の
文
化
を
大
切
に
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。
私
が
こ
の
京
都
女
子
大
を
選

ん
だ
理
由
の
ひ
と
つ
に
「
様
々
な
文
学
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
京
都
の
地
の

利
を
生
か
し
た
学
び
が
出
来
る
」
と
い
う
理
由
が
あ
っ
た
。
自
分
が
こ
の
大

学
で
学
ぶ
意
味
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
残
り
二
年
間
の
学
生
生

活
、
す
べ
て
の
こ
と
に
後
悔
が
な
い
よ
う
取
り
組
み
た
い
。

春
季
公
開
講
座
体
験
記

　
　
　

公
開
講
座
に
参
加
し
て

三
回
生　

上　

田　
　
　

薫

　

今
回
の
公
開
講
座
は
、
山
上
憶
良
と
山
上
憶
良
を
慕
う
国
府
官
人
に
つ
い

て
廣
岡
義
隆
先
生
に
ご
講
演
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
講
演
の
内
容
は
、

一
つ
一
つ
が
分
か
り
や
す
く
、
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
、
そ
の
中

で
も
山
上
氏
と
い
う
氏
族
つ
い
て
、
そ
し
て
中
心
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た

『
万
葉
集
』
巻
十
六
の
「
筑
前
国
志
賀
白
水
郎
歌
十
首
」
の
左
注
に
つ
い
て

の
感
想
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
「
山
上
」
と
い
う
姓
を
も
つ
人
物
は
、
山
上
憶
良
を
除
け
ば
五
名

し
か
確
認
で
き
な
い
そ
う
で
す
。
こ
の
事
実
は
、
当
時
の
貴
族
社
会
で
「
山

上
氏
」
が
認
知
さ
れ
な
い
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
身
の
上
で
あ
っ
た
「
山
上
氏
」
の
山
上
憶
良
が
、
な
ぜ
従
五
位
な

り
国
司
に
な
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
山
上
憶
良
が
遣
唐
使
に
な
っ
た
た
め
だ
そ

う
で
す
。
当
時
、
遣
唐
使
船
は
行
き
も
帰
り
も
命
が
け
で
あ
っ
た
と
い
い
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
危
険
が
伴
う
遣
唐
使
に
な
っ
た
こ
と
が
、
山
上
憶
良
が
和

歌
ら
し
か
ら
ぬ
題
材
の
歌
を
詠
む
背
景
の
一
つ
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
し
た
。

　

次
に
、
「
筑
前
国
志
賀
白
水
郎
歌
十
首
」
は
、
対
馬
に
行
っ
た
ま
ま
帰
ら

な
い
荒
雄
を
待
つ
妻
子
の
気
持
ち
に
な
っ
て
詠
ん
で
い
ま
す
。
左
注
に
は
こ

の
歌
の
背
景
が
書
か
れ
て
お
り
、
内
容
を
要
約
し
、
五
つ
の
部
分
に
区
別
す

る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
「
①
神
亀
年
中
に
、
大
宰
府
は
筑
前
の
宗
像
郡
の
宗
形
部
津
麻
呂
を
対
馬

に
食
糧
を
送
る
た
め
の
船
の
船
長
に
指
名
し
た
。
②
津
麻
呂
は
滓
屋
群
志
賀

村
の
海
人
で
あ
っ
た
荒
雄
の
も
と
に
行
き
、
「
ち
ょ
っ
と
頼
み
が
あ
る
。
聞

い
て
く
れ
な
い
か
」
と
い
う
。
荒
雄
は
「
私
は
住
む
郡
は
あ
な
た
と
違
う

が
、
長
い
間
同
じ
船
で
航
海
し
て
き
た
。
志
は
兄
弟
よ
り
も
篤
い
。
一
緒
に

死
ぬ
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
あ
え
て
辞
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
え

る
。
津
麻
呂
が
言
う
に
は
「
大
宰
府
の
役
人
に
、
船
長
に
指
名
さ
れ
た
が
、

年
衰
え
て
い
て
海
路
に
耐
え
ら
れ
な
い
。
代
わ
っ
て
く
れ
な
い
か
」
と
い
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う
。
③
荒
雄
は
承
諾
し
て
肥
前
国
松
浦
県
の
美
祢
良
久
の
崎
か
ら
出
航
し
、

対
馬
に
向
か
っ
て
い
る
と
、
た
ち
ま
ち
に
暴
風
は
雨
を
さ
え
交
え
、
つ
い
に

順
風
を
得
な
い
ま
ま
船
は
海
中
に
没
し
た
。
④
こ
う
い
う
次
第
で
妻
子
達
は

こ
の
歌
を
作
っ
た
。
⑤
別
伝
に
よ
る
と
「
筑
前
の
国
主
で
あ
る
山
上
憶
良
臣

が
、
妻
子
の
痛
み
に
悲
し
ん
で
思
い
を
述
べ
て
こ
の
歌
を
作
っ
た
」
と
い

う
。
」

　

こ
の
①
②
③
の
部
分
は
国
府
官
人
が
書
い
た
も
の
で
、
④
の
部
分
は
山
上

憶
良
が
書
き
、
そ
し
て
④
を
受
け
て
国
府
官
人
が
書
い
た
部
分
が
⑤
の
部
分

だ
と
廣
岡
先
生
は
ご
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
④
の
部
分
で
山
上
憶
良
が
、
「
妻

子
が
作
っ
た
」
と
し
て
い
る
の
は
、
山
上
憶
良
が
「
こ
の
歌
は
妻
子
に
与
え

た
も
の
で
、
も
う
自
分
か
ら
離
れ
た
も
の
」
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
た
か

ら
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
歌
や
左
注
か
ら
は
、
山
上
憶
良
の
人
柄
と
、
国
府
官

人
か
ら
ど
れ
程
慕
わ
れ
て
い
た
の
か
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

山
上
憶
良
は
、
「
子
等
を
思
う
歌
」
や
貧
者
の
困
難
な
生
活
を
詠
ん
だ

「
貧
窮
問
答
歌
」
、
そ
し
て
荒
雄
に
置
い
て
い
か
れ
た
妻
子
の
気
持
ち
に
な
っ

て
詠
ん
だ
「
筑
前
国
志
賀
白
水
郎
歌
十
首
」
な
ど
の
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
和
歌
で
は
あ
ま
り
詠
ま
れ
な
い
よ
う
な
題
材
を
歌
に
取
り
入
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
和
歌
の
よ
う
に
、
和
歌
の
世
界
で
極
め
て
珍
し
い
、
特
異
な

歌
を
詠
ん
で
い
た
山
上
憶
良
が
、
周
囲
の
人
物
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を

持
っ
て
い
た
の
か
。
そ
の
一
端
を
今
回
の
公
開
講
座
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　
　
　

春
季
公
開
講
座
に
参
加
し
て

三
回
生　

山　

本　

瑞　

稀

　

山
上
憶
良
と
は
ど
ん
な
人
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
私
が
知
っ
て
い
る
こ
と

と
言
え
ば
、
「
貧
窮
問
答
歌
」
を
は
じ
め
『
萬
葉
集
』
に
歌
が
残
る
歌
人
で

あ
る
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
だ
。

　

今
回
の
公
開
講
座
は
『
憶
良
の
生
き
様
―
山
上
憶
良
を
慕
う
国
府
官
人
か

ら
―
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
廣
岡
義
隆
先
生
に
講
義
を
し
て
い
た
だ
い
た
。

『
萬
葉
集
』
の
巻
十
六
の
「
筑
前
国
志
賀
白
水
郎
歌
十
首
」
と
そ
の
左
注
を

中
心
に
憶
良
と
い
う
人
物
を
見
て
い
っ
た
今
回
の
講
義
で
、
私
は
憶
良
が
ど

の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。

　
「
筑
前
国
志
賀
白
水
郎
歌
十
首
」
に
は
こ
れ
ら
の
歌
が
ど
う
い
う
も
の
で

あ
る
の
か
を
説
明
し
て
い
る
長
い
左
注
が
つ
い
て
い
る
。
左
注
の
内
容
を
ま

と
め
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

対
馬
に
食
糧
を
運
ぶ
船
の
柁
師
に
選
ば
れ
て
し
ま
っ
た
津
麻
呂
で
あ
っ
た

が
、
老
い
を
理
由
に
知
り
合
い
の
荒
雄
に
自
分
に
成
り
す
ま
し
て
柁
師
を
し

て
も
ら
う
よ
う
に
頼
む
。
そ
れ
を
荒
雄
は
快
く
引
き
受
け
る
が
、
荒
雄
の

乗
っ
た
船
は
海
中
に
沈
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
荒
雄
の
妻
子
ら
が

荒
雄
を
恋
し
く
思
っ
て
こ
の
歌
を
作
っ
た
。
或
い
は
筑
前
国
守
の
山
上
憶
良
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が
妻
子
の
思
い
を
悲
し
く
思
っ
て
こ
の
歌
を
作
っ
た
。

　

左
注
の
「
荒
雄
の
妻
子
ら
が
荒
雄
を
恋
し
く
思
っ
て
こ
の
歌
を
作
っ
た
。
」

と
い
う
内
容
が
、
憶
良
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
（
記
さ
せ
た
）
部
分
で
あ
り
、

「
或
い
は
筑
前
国
守
の
山
上
憶
良
が
妻
子
の
思
い
を
悲
し
く
思
っ
て
こ
の
歌

を
作
っ
た
。
」
と
い
う
内
容
が
、
憶
良
が
記
さ
せ
た
後
に
随
伴
の
官
人
が
加

え
た
も
の
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
廣
岡
先
生
の
ご
指
摘
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

歌
の
中
に
「
八
歳
を
待
て
ど
来
座
さ
ず
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
船
が
沈
ん
だ

事
故
は
憶
良
が
赴
任
前
に
起
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
他
の
資
料
も
含
め

考
え
る
と
、
憶
良
が
国
内
巡
行
で
民
情
視
察
の
際
に
母
子
家
庭
の
経
緯
を
聞

い
た
が
、
行
政
上
は
何
と
も
救
い
よ
う
が
な
か
っ
た
た
め
、
母
子
の
気
持
ち

に
な
っ
て
歌
を
作
る
こ
と
で
慰
め
る
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
事
が
推
測
さ
れ

る
。
ま
た
、
当
時
の
人
々
は
一
般
に
文
字
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

随
伴
の
官
人
が
憶
良
の
歌
を
詠
み
あ
げ
て
解
説
し
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う

ご
指
摘
も
あ
っ
た
。

　

以
上
の
事
か
ら
、
「
筑
前
国
志
賀
白
水
郎
歌
十
首
」
は
、
山
上
憶
良
が
夫

を
失
っ
た
妻
子
を
不
憫
に
思
っ
て
詠
ん
だ
慰
め
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
私
は
こ
の
歌
の
特
異
性
と
し
て
、
身
分
の
高
い
人
で
も
な
く
、
親
し
い

（
歌
を
贈
る
よ
う
な
）
間
柄
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
庶
民
に
贈
っ
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
事
が
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
憶
良
は
そ
の
よ
う
な
人
々
に

心
を
痛
め
て
「
自
分
に
で
き
る
慰
め
を
」
と
歌
を
送
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の

歌
を
自
分
が
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
い
（
代
作
）
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い

る
。
こ
ん
な
に
も
、
庶
民
に
心
を
寄
せ
、
思
い
や
る
歌
人
を
、
私
は
他
に
知

ら
な
い
。
山
上
憶
良
と
は
、
庶
民
に
寄
り
添
う
歌
人
で
あ
り
、
寄
り
添
う
こ

と
が
彼
の
生
き
様
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

和
歌
は
、
美
し
く
趣
の
あ
る
世
界
や
、
時
代
が
下
れ
ば
幽
玄
な
世
界
を
詠

ん
で
い
る
も
の
等
が
高
く
評
価
さ
れ
る
。
そ
ん
な
中
、
憶
良
の
庶
民
に
心
寄

り
添
っ
た
歌
は
次
第
に
埋
も
れ
て
行
く
。
し
か
し
、
美
し
い
世
界
だ
け
で
は

な
い
憶
良
の
歌
の
中
の
思
い
は
、
美
し
く
趣
の
あ
る
世
界
を
詠
ん
だ
歌
に
勝

る
と
も
劣
ら
な
い
価
値
が
あ
る
と
感
じ
た
。
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二
〇
一
六
年
度　

論
文
題
目

　
　

修 

士 
論 
文

『
車
僧
草
子
』
の
構
想 
―
謡
曲
〈
車
僧
〉
を
乗
り
こ
え
て
― 

久
田　

麻
未

統
語
論
的
に
見
た
助
詞
「
へ
」
の

　

待
遇
的
用
法
に
つ
い
て
の
一
知
見 

黒
星　

淑
子

　
　

卒 

業 

論 

文

　
　
　

上　
　
　

代

「
万
代
」
「
八
つ
代
」
表
現
か
ら
見
る
元
正
天
皇
歌 

櫻
田　

実
季

　

―
一
六
三
七
、四
〇
五
八
番
歌
を
中
心
に
―

大
伴
田
村
大
嬢
の
歌
九
首 

仲
山　

遥
香

藤
原
公
任
の
歌
論 

―
『
新
撰
髄
脳
』
を
中
心
に
― 

安
坂　

優
希

　
　
　

中　
　
　

古

『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
考 

池
添　
　

栞

　

―
王
朝
の
美
意
識
に
基
づ
く
二
人
妻
評
論
―

『
伊
勢
物
語
』
に
み
え
る
「
心
地
」 

倉
田　

実
来

　

―
初
段
・
十
三
段
・
百
二
十
五
段
の
恋
と
死
―

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
星
の
使
い
方
に
つ
い
て 

小
谷　

真
奈

『
竹
取
物
語
』
の
天
人
像
に
つ
い
て
の
考
察 

島
田
沙
樹
子

「
花
」
に
見
る
『
源
氏
物
語
』
の
人
物
造
型 

中
島　

涼
香

　

―
「
桜
」
と
「
女
郎
花
」
を
中
心
に
―

平
安
時
代
に
お
け
る
女
性
が
弾
く
琵
琶
の
変
遷 

中
村　

早
江

　

―
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
―

『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
け
る
兼
家
の
影 

永
田　

実
穂

　

―
兼
家
と
の
贈
答
歌
を
中
心
に
―

『
更
級
日
記
』
の
「
お
も
し
ろ
し
」 

林　
　

由
理

　

―
作
者
の
自
然
に
対
す
る
関
心
と
い
う
観
点
か
ら
の
考
察
―

『
源
氏
物
語
』
「
夕
顔
」
色
彩
考 

前
田　

絢
香

　

―
「
白
」
の
多
用
と
「
紅
」
の
挿
入
―

「
さ
う
ぜ
ん
」
考 

山
下　
　

梢

　

―
『
堤
中
納
言
物
語
』
「
蟲
め
づ
る
姫
君
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
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「
な
れ
し
袖
」
に
つ
い
て 

―
大
君
と
薫
の
関
係
か
ら
考
え
る
― 

相
曽　

茉
佑

「
か
か
る
を
り
に
や
」
考 

安
本　

智
美

　

―
『
伊
勢
物
語
』
十
三
段
の
男
の
葛
藤
―

　
　
　

中　
　
　

世

『
落
窪
物
語
』
の
冒
頭
部
に
関
す
る
一
考
察 

青
山　

優
里

執
着
・
嫉
妬
・
愛
欲
な
ど
の
報
い
に
よ
る
蛇
身
譚
に
つ
い
て 

入
江　

結
夏

　

―
中
世
を
中
心
に
―

『
梅
松
論
』
に
お
け
る
足
利
家
臣
団 

加
治
佐
美
波

　

―
「
忠
節
」
的
描
写
を
通
じ
て
―

柴
右
衛
門
話
に
つ
い
て
の
検
討 

楠
木　

利
紗

　

―
資
料
の
形
態
と
時
代
に
注
目
し
て
―

平
安
時
代
以
降
の
兎
の
捨
身
説
話
の
系
統
に
つ
い
て 
中
島　

李
夏

　

―
直
談
系
の
法
華
経
注
釈
書
を
中
心
に
―

『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
四
第
三
考 

西
田
ひ
か
る

　

―
『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
巻
下
第
一
廿
九
と
比
較
し
て
―

御
伽
草
子
『
浦
島
太
郎
』
考 

―
玉
手
箱
と
乙
姫
― 

渡
辺　

伶
奈

山
伏
の
祈
祷
と
そ
の
効
果 

―
観
客
の
意
識
を
中
心
に
― 

後
谷　

美
羽

主
従
言
葉
争
い
物
に
出
て
く
る
和
歌
に
つ
い
て 

大
森　

加
菜

　

―
狂
言
「
花
あ
ら
そ
ひ
」
を
中
心
に
―

狂
言
に
見
る
中
世
の
福
神
信
仰 

岡
田　

有
奈

左
近
三
郎
の
人
物
像
に
つ
い
て 

片
本
さ
ゆ
り

　

―
《
文
荷
》
と
《
左
近
三
郎
》
を
中
心
に
―

狂
言
「
ご
ぜ
ざ
と
う
」
に
お
け
る
笑
い 

仲
嶺　

美
穂

　

～
は
な
れ
ご
ぜ
が
も
た
ら
す
効
果
～

狂
言
の
笑
い 

―
太
郎
冠
者
を
中
心
に
― 

樋
口　

友
香

狂
言
「
腰
祈
」
考 

―
山
伏
狂
言
に
お
け
る
特
異
性
― 

日
南
田
み
の
り

狂
言
に
お
け
る
女
性
像 

～
中
世
の
夫
婦
関
係
を
中
心
に
～ 

藤
見　

円
香

「
比
丘
貞
」
の
笑
い 

吉
田　

有
希

　

―
名
付
け
と
小
舞
「
鎌
倉
の
女
郎
」
を
中
心
に
―

　
　
　

近　
　
　

世

『
傾
城
島
原
蛙
合
戦
』
第
三
段
論 

石
戸　

明
子

　

―
幡
楽
の
人
物
像
と
自
害
の
場
面
の
特
色
―

『
心
中
天
の
網
島
』
に
お
け
る
遊
女
小
春
の
女
性
像 

安
藤　

菜
摘

　

―
「
女
同
士
の
義
理
」
を
中
心
に
―

『
碁
盤
太
平
記
』
考 

伊
藤　

遥
香

　

―
近
松
の
人
物
造
形
が
作
品
に
も
た
ら
す
効
果
―

『
心
中
天
の
網
島
』
に
お
け
る
「
菅
原
道
真
」
の

　

イ
メ
ー
ジ
が
も
た
ら
す
効
果
と
そ
の
独
自
性 

裏
川
真
理
菜
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―
近
松
の
他
の
心
中
作
品
と
比
較
し
て
―

『
好
色
一
代
男
』
に
お
け
る
遊
女
夕
霧
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て 

小
林
真
蕗
美

　

―
『
好
色
一
代
男
』
の
他
の
遊
女
や
他
作
品
と
の
比
較
を
中
心
に
―

近
松
世
話
物
作
品
に
お
い
て
道
化
役
が
担
う

　
「
滑
稽
」
の
演
出
法
と
そ
の
作
品
へ
の
効
果
に
つ
い
て 

島
田　

香
織

　

―
『
心
中
天
の
網
島
』
を
中
心
に
―

『
薩
摩
歌
』
に
お
け
る
近
松
の
独
自
性
に
つ
い
て 

瀬
嵐　

紗
希

　

―
『
好
色
五
人
女
』
巻
五
「
恋
の
山
源
五
兵
衛
」
と
比
較
し
て
―

『
心
中
天
の
網
島
』
に
お
け
る
小
春
及
び
お
さ
ん
の
人
物
像 

西
村
聖
里
奈

　

―
江
島
其
磧
『
傾
城
禁
短
気
』
の
登
場
人
物
と
の
比
較
を
中
心
に
―

『
女
殺
油
地
獄
』
に
お
け
る

　

与
兵
衛
の
人
物
像
と
心
情
変
化
の
有
無 
濵
木　
　

葵

　

―
周
囲
の
人
物
と
の
関
係
か
ら
―

『
心
中
重
井
筒
』
に
お
け
る
妻
お
辰
の
人
物
像 

東
又
み
の
り

『
今
宮
の
心
中
』
に
お
け
る

　

心
中
に
至
る
ま
で
の
要
因
に
つ
い
て 

藤
田　

紗
永

　

―
き
さ
の
心
情
を
中
心
に
―

『
雨
月
物
語
』
「
蛇
性
の
婬
」
に
お
け
る

　

太
刀
の
役
割
と
真
名
児
の
心
情 

藤
本
な
つ
み

　

―
『
万
葉
集
』
利
用
の
検
討
を
通
し
て
―

蕪
村
俳
画
『
相
撲
図
』
に
お
け
る
蕪
村
句
の
解
釈 

古
川
依
久
美

　

―
他
の
四
句
と
相
撲
の
絵
に
関
連
付
け
て
―

『
出
世
景
清
』
に
お
け
る

　

能
『
安
宅
』
の
摂
取
の
方
法
と
そ
の
効
果
に
つ
い
て 

山
上　

里
桜

　

―
近
松
門
左
衛
門
を
中
心
と
し
た
他
の
人
形
浄
瑠
璃
作
品
と
比
較
し
て
―

『
心
中
宵
庚
申
』
半
兵
衛
考 

―
『
ふ
た
つ
腹
帯
』
と
比
較
し
て
― 

山
本　

奈
実

　
　
　

近　
　
　

代

小
川
未
明
「
眠
い
町
」
論 

末
次　

桜
子

「
外
科
室
」
の
舞
台
設
定 

―
小
石
川
植
物
園
に
関
す
る
考
察
― 

大
島　

朋
音

「
嵐
」
と
藤
村
童
話 

岡
畑　

有
希

三
宅
青
軒
「
奔
馬
」
に
お
け
る
独
自
性 

尾
上　

弥
那

　

―
主
人
公
探
花
の
人
物
造
形
を
中
心
に
―

泉
鏡
花
「
外
科
室
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
像 

加
藤
里
佳
子

　

―
髪
型
と
い
う
観
点
か
ら
―

泉
鏡
花
「
義
血
侠
血
」
に
お
け
る
色
彩 

久
保　

静
香

　

―
〈
白
〉
の
女
と
〈
紅
〉
の
業
―

中
島
敦
「
わ
が
西
遊
記
」
の
構
想 

児
島　

春
菜

　

―
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
と
の
関
連
―

梶
井
基
次
郎
「
雪
後
」
論 

―
空
の
描
写
に
つ
い
て
― 

三
宮　

亜
美
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「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
の
考
察 

―
人
魚
の
モ
デ
ル
を
中
心
に
― 

羽
田
つ
か
さ

田
沢
稲
舟
「
五
大
堂
」
に
お
け
る
花
園
女
史
の
人
物
像 

番
匠　
　

遥

泉
鏡
花
「
外
科
室
」
論 

牧　
　

幸
歩

　

―
ヒ
ロ
イ
ン
の
藤
色
の
衣
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
―

泉
鏡
花
「
外
科
室
」
で
描
か
れ
る
恋
愛 

箕
浦　

翔
子

　

―
鏡
花
が
持
つ
恋
愛
観
の
独
自
性
―

泉
鏡
花
「
薬
草
取
」
論 

宮
﨑　

芙
実

　

―
幻
想
の
中
の
近
代
医
学
に
携
わ
る
人
物
―

江
戸
川
乱
歩
「
陰
獣
」
論 

山
田
ひ
と
み

絲
山
秋
子
の
恋
愛
観 

長
尾　
　

恵

夢
野
久
作
「
卵
」
論 

―
「
あ
る
結
果
」
は
訪
れ
た
か
― 

浅
岡
由
香
利

太
宰
治
「
千
代
女
」
論 

―
母
の
役
割
と
和
子
の
自
己
像
― 
市
川　

彩
稀

怪
盗
二
十
面
相
の
魅
力 

―
怪
盗
ク
イ
ー
ン
と
比
較
し
て
― 
井
本　
　

麗

星
新
一
「
処
刑
」
論 

―
「
処
刑
」
に
描
か
れ
る
生
と
死
― 

大
倉　

璃
子

尾
崎
翠
作
品
に
み
る
妹 

奥
田
真
依
子

　

―
「
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
の
午
後
」
を
中
心
に
―

「
Ｋ
の
昇
天
―
或
は
Ｋ
の
溺
死
」
論 

小
野
田
優
理

　

―
Ｋ
の
死
の
一
考
察
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
技
法
―

尾
崎
翠
「
瑠
璃
玉
の
耳
輪
」
論 

―
変
装
と
性
の
超
越
― 

熊
倉
優
佳
子

坂
口
安
吾
「
女
体
」
論 

―
精
神
と
肉
体
の
二
面
性
― 

小
湊　

美
希

吉
屋
信
子
『
花
物
語
』
に
お
け
る
死
と
純
潔
に
つ
い
て 

佐
藤
万
由
子

太
宰
治
「
陰
火
」
論 

―
「
尼
」
の
幻
想
性
を
中
心
に
― 

澤
井　

柚
里

芥
川
龍
之
介
「
蜜
柑
」
論 

―
乱
落
す
る
〈
蜜
柑
〉
の
意
味
― 

清
吾　

彩
子

太
宰
治
「
お
し
や
れ
童
子
」
論 

―
借
衣
と
仮
面
に
つ
い
て
― 

髙
橋
沙
希
子

梶
井
基
次
郎
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
論 

時
田　

知
佳

　

―
―
書
簡
か
ら
見
る
梶
井
と
作
品
の
関
わ
り
―
―

梶
井
基
次
郎
「
檸
檬
」
論 

―
丸
善
に
注
目
し
て
― 

仲
田　
　

愛

小
川
未
明
「
め
く
ら
星
」
論 

―
子
ど
も
の
死
と
星
に
つ
い
て
― 

比
良
美
千
翔

三
遊
亭
円
朝
「
死
神
」
論 

藤
原　

優
穂

尾
崎
翠
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
論 

―
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
は
何
者
か
― 

松
嶋　

亜
季

太
宰
治
「
雌
に
就
い
て
」
論 

松
本　

佳
奈

　

―
作
品
に
み
る
女
性
表
象
と
『
若
草
』
に
発
表
し
た
意
図
―

宮
沢
賢
治
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
論 

向
田
ひ
か
る

　

―
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
「
序
」
と
広
告
ち
ら
し
に
注
目
し
て
―

尾
崎
翠
「
無
風
帯
か
ら
」
論 

森
山　

愛
加

　

―
「
僕
」
の
妹
へ
の
愛
情
に
つ
い
て
―

夢
野
久
作
「
瓶
詰
地
獄
」
論 

安
田　

千
尋

　

―
作
品
か
ら
乖
離
し
た
研
究
お
よ
び
久
作
と
綾
子
の
関
係
に
つ
い
て
―

宮
沢
賢
治
「
月
夜
の
け
だ
も
の
」
論 

山
内　

千
波

　

―
こ
の
童
話
に
込
め
ら
れ
た
意
義
に
つ
い
て
―
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漢　
　
　

文

『
式
子
内
親
王
集
』
に
あ
る
花
の
和
歌
に
つ
い
て 

赤
石
の
り
こ

紀
貫
之
に
お
け
る
和
歌
表
現 

五
十
嵐
千
穂

　

―
「
ふ
た
つ
な
き
物
と
思
ひ
し
を
」
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
―

小
野
篁
の
漢
詩
に
つ
い
て 

藤
田
加
奈
子

『
曾
禰
好
忠
集
』
に
お
け
る
述
懐
表
現 

藤
原　

静
香

　

―
廃
屋
の
表
現
を
中
心
に
―

梅
の
〈
香
〉
表
現
と
詩
歌 

―
上
代
か
ら
平
安
前
期
に
か
け
て
― 

前
田　

詩
織

平
安
詩
歌
に
詠
ま
れ
る
鶴 

―
舞
う
鶴
を
中
心
に
― 

山
岸　

千
尋

紀
貫
之
の
和
歌
に
お
け
る
雪 

山
本
賀
奈
子

　

―
白
髪
と
雪
の
関
わ
り
を
中
心
に
―

　
　
　

国　

語　

学

中
学
生
に
お
け
る
敬
語
認
識
と
使
用
状
況 

青
島　

千
佳

　

―
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
―

文
学
作
品
に
お
け
る
京
こ
と
ば 

足
立　

涼
香

　

―
舞
台
と
な
る
地
域
別
に
見
る
―

湖
東
地
域
の
方
言
に
つ
い
て 

井
原　

香
澄

　

―
中
学
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
―

一
九
八
〇
年
代
と
二
〇
〇
〇
年
代
の

　

流
行
歌
に
お
け
る
感
情
表
現
の
変
化 

江
見　
　

杏

方
言
と
共
通
語
の
使
い
分
け
意
識
に
つ
い
て 

小
倉　

沙
織

　

―
京
都
女
子
大
学
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
も
と
に
―

京
都
府
丹
後
方
言
に
つ
い
て 

蒲
田　

真
希

　

―
中
学
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
―

発
達
段
階
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ 

鏑
木　

奈
々

　

―
中
学
一
年
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
中
心
に
―

滋
賀
県
日
野
町
の
方
言 

―
中
学
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
― 

鎌
田　

愛
子

東
京
都
の
言
葉 

―
女
子
高
校
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
― 

川
名
亜
友
美

徳
島
県
上
郡
地
域
の
方
言
に
つ
い
て 

北
浦　

万
澄

　

―
高
校
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
―

兵
庫
県
播
磨
地
域
に
お
け
る

　

若
者
が
使
う
尊
敬
語
の
実
態
に
つ
い
て 

小
坂
な
つ
み

　

―
高
校
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
―

食
べ
物
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ 

才
ノ
平
裕
巳

　

―
東
海
林
さ
だ
お
氏
の
作
品
よ
り
―

役
割
語
に
お
け
る
女
性
語 

佐
野　
　

和

　

―
女
の
子
向
け
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
女
性
語
の
使
用
頻
度
調
査
―

大
学
生
の
敬
語
の
使
用
状
況 

白
石　

苑
子
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―
京
都
女
子
大
学
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
―

岡
山
県
の
方
言
に
つ
い
て 

須
田　

千
里

　

―
高
校
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
―

雲
伯
方
言
と
東
北
方
言 

―
ズ
ー
ズ
ー
弁
に
よ
る
比
較
か
ら
― 

爲
國　

沙
耶

語
義
の
縮
小 

―
「
ゆ
ゆ
し
」
「
か
な
し
」
「
を
か
し
」
を
中
心
に
― 

上
村　

夏
帆

外
来
語
に
つ
い
て 

―
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
も
と
に
― 

中
口　

葵
美

児
童
書
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ 

野
口　

梨
賀

　

―
対
象
と
な
る
読
者
の
年
代
で
の
比
較
―

丹
後
方
言
の
現
状 

―
高
校
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
― 

廣
嶋　

亜
美

若
者
言
葉
と
メ
デ
ィ
ア
の
関
わ
り 

本
庄
真
理
子

　

―
大
学
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
―

長
崎
県
の
方
言
使
用
の
現
状 
松
本　

愛
奈

文
学
作
品
に
お
け
る
京
こ
と
ば 
山
口
満
奈
美

　

―
助
動
詞
の
敬
語
表
現
を
中
心
に
―

尾
崎
紅
葉
「
金
色
夜
叉
」
の
名
詞
に
お
け
る

　
「
一
語
―
多
表
記
」
に
つ
い
て 

伊
治　

百
香

　

―
親
族
名
称
・
親
族
呼
称
を
中
心
に
―

属
性
別
に
み
た
社
会
人
の

　

あ
い
さ
つ
言
語
行
動
の
違
い
に
つ
い
て 

乾　
　

瑞
希

　

―
社
会
人
男
女
七
〇
人
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
―

差
別
語
に
つ
い
て
の
意
識
調
査 

井
上
奈
美
香

　

―
大
学
生
・
高
校
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
―

明
治
期
の
『
人
魚
姫
』
比
較
分
析 

岩
崎　

風
歌

　

―
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
形
成
す
る
言
葉
―

京
都
の
地
名
表
記
に
お
け
る
ロ
ー
マ
字
の
つ
づ
り
方 

大
西　

香
瑠

　

―
外
国
人
向
け
表
記
と
し
て
の
ロ
ー
マ
字
―

「
断
り
」
の
表
現
か
ら
み
る

　

嘘
や
言
い
わ
け
に
含
ま
れ
た
配
慮
表
現
の
分
析 

川
真
田
千
尋

日
本
語
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
そ
の
英
語
訳
の
対
応 

久
門　

諒
子

　

―
宮
沢
賢
治
の
作
品
を
用
い
て
―

接
尾
語
「
る
」
に
よ
る
動
詞
化
の
変
遷   

髙
井　

麻
衣

終
助
詞
的
な
「
の
で
」
の
用
法
に
つ
い
て 

竹
中
真
奈
美

　

―
永
野
氏
の
論
文
を
先
行
研
究
と
し
て
―

小
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
基
本
語
彙 

田
中
悠
里
子

大
学
生
の
「
話
す
」
「
聞
く
」
に
つ
い
て
の
意
識
と
現
状 

西
原　

富
貴

非
言
語
を
含
む
あ
い
づ
ち
表
現
の
男
女
差 

藤
岡
枝
里
子

　

―
ト
ー
ク
番
組
に
お
け
る
ゲ
ス
ト
の
あ
い
づ
ち
使
用
の
実
態
―

Ｓ
Ｎ
Ｓ
・
口
頭
に
お
け
る

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ス
ラ
ン
グ
と
若
者
言
葉 

八
木　

朋
美

義
務
教
育
期
間
に
お
け
る
敬
語
教
育
の
実
態 

柳
本　

結
紀
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大
学
生
の
言
葉
遣
い
に
つ
い
て
の
意
識
と
理
解 

山
本　

夏
実

　

―
「
乱
れ
」
と
「
変
化
」
の
関
係
性
―

大
学
４
学
年
の
国
語
に
対
す
る

　

意
識
と
知
識
の
変
化
・
関
連
性 

吉
岡
巴
奈
子

　

―
京
都
女
子
大
学
文
学
部
国
文
学
科
の
学
生
を
中
心
に
―

　
　
　

民　

俗　

学

杭
全
神
社
と
庶
民
信
仰 

―
平
野
郷
社
縁
起
を
中
心
に
― 

今
井　

桃
花

『
鞍
馬
蓋
寺
縁
起
』
研
究
の
一
考
察 

菊
地　

莉
緒

小
泉
八
雲
と
『
怪
談
』 

坂
田　

彩
花

「
八
朔
」
行
事
と
庶
民
信
仰 

阪
本　

瑞
歩

蛸
地
蔵
尊
と
庶
民
信
仰 
道
古　

幸
奈

八
幡
信
仰
と
放
生
会 
脇
坂　
　

彩

　

―
若
宮
八
幡
・
先
祖
八
幡
・
地
主
八
幡
を
中
心
に
―
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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
）

　
　

〒
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
。

　
　

大
谷
俊
太
・
中
前
正
志

　

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
二
点
が
掲
載
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
廣
岡
義
隆
先
生

に
公
開
講
座
で
の
御
講
演
内
容
を
御
寄
稿
賜
り
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

　

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

（
山
中
・
池
原
）


