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＊
本
稿
は
、
令
和
四
年
一
〇
月
一
三
日
に
開
催
さ
れ
た
宮
崎
県
在
京
経
営
者

会
議
の
第
一
〇
回
ビ
ジ
ネ
ス
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
行
っ
た
講
演
の
内
容
を
な
す
も

の
で
あ
る
。
講
演
時
間
が
四
〇
分
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
日
配
布
し
た
レ

ジ
ュ
メ
の
内
容
を
短
縮
し
て
話
を
進
め
た
が
、
原
稿
を
起
こ
す
に
は
内
容
を
補

充
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
録
音
（
剣
持
秘
書
室
課
長
が
録
音
し
、
今
関
理

事
が
反
訳
）
を
聞
き
な
が
ら
新
た
に
書
き
下
ろ
し
た
。
講
演
の
会
場
は
、
港
区
六

本
木
に
あ
る
ハ
リ
ウ
ッ
ド
大
学
院
大
学
で
あ
っ
た
。
同
大
学
の
理
事
長
・
学
長
で

あ
る
山
中
祥
弘
先
生
が
宮
崎
県
在
京
経
営
者
会
議
の
会
長
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ビ

ジ
ネ
ス
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
会
場
提
供
を
し
て
い
た
だ
い
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。
ま
た
、
同
会
議
の
木
島
博
副
会
長
（
専
修
大
学
理
事
）
お
よ
び
同
会
議

人
材
交
流
部
会
の
堀
口
宗
尚
部
会
長
に
は
コ
ロ
ナ
禍
の
講
演
会
で
あ
る
こ
と
も
あ

り
、
様
々
な
ご
配
慮
・
ご
尽
力
を
い
た
だ
い
た
。
心
か
ら
感
謝
い
た
し
ま
す
。
な

お
、
私
の
経
歴
等
に
つ
い
て
は
、
木
島
博
副
会
長
よ
り
紹
介
が
な
さ
れ
た
。

　

本
稿
の
校
正
、
写
真
割
付
け
等
に
つ
い
て
は
、
大
学
史
資
料
室
（
瀬
戸
口
室

長
、
石
綿
課
長
）
の
助
力
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。（
令
和
四
年

一
二
月
記
）
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は
じ
め
に

　

（
１
）　

講
演
の
趣
旨

　

皆
さ
ん
、
こ
ん
ば
ん
は
。
専
修
大
学
の
日
髙
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
の
講
演

の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
迷
い
ま
し
た
。
事
務
局
か
ら
は
、
宮
崎
に
関

日
　
髙
　
義
　
博

（
専
修
大
学
総
長
、
法
学
博
士
）

《
講
演
録
》
学
問
と
人
生
―
刑
法
学
の
旅
路
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係
の
あ
る
話
を
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
私
は
、
こ
れ
ま

で
、
法
務
省
の
司
法
試
験
考
査
委
員
や
文
部
科
学
省
の
大
学
設
置
・
学
校
法
人

審
議
会
（
学
校
法
人
分
科
会
）
の
委
員
を
長
年
務
め
ま
し
た
が
、
経
歴
と
し
て

一
番
長
い
の
は
刑
法
学
の
研
究
者
で
す
。
研
究
論
文
を
書
き
始
め
て
か
ら
、
も

う
五
〇
年
以
上
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
一
番
長
い
刑
法
学
の
研
究
の
根
底
と

な
っ
て
い
る
も
の
が
、
宮
崎
の
原
風
景
と
重
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、「
学
問
と

人
生
―
刑
法
学
の
旅
路
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し

ま
し
た
。

　

（
２
）　

配
布
資
料
に
つ
い
て

　

本
日
は
、
レ
ジ
ュ
メ
を
事
前
に
用
意
し
ま
し
た
が
、
講
演
時
間
は
四
〇
分
と

い
う
こ
と
で
す
の
で
、
細
か
な
こ
と
ま
で
お
話
し
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思

い
、
資
料
を
持
参
し
ま
し
た
。
履
歴
等
⑴
に
つ
い
て
は
資
料
の
コ
ピ
ー
を
見
て

い
た
だ
き
、
刑
法
学
の
学
問
で
は
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
か
を
お
示
し

す
る
た
め
に
、
平
成
三
〇
年
二
月
に
行
っ
た
最
終
講
義
の
講
演
録
「
共
犯
の
基

礎
理
論
」
⑵
の
抜
刷
を
持
参
し
ま
し
た
。
ま
た
、
故
郷
宮
崎
が
私
の
心
の
原
風

景
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
書
き
ま
し
た
随
想
「
心
の
原
風
景
」
⑶
の
コ
ピ
ー
も

持
っ
て
参
り
ま
し
た
。
短
文
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今
日
の
講
演
と
深
く
関
係
し

て
い
ま
す
。「
共
犯
の
基
礎
理
論
」
は
、
極
め
て
専
門
的
な
内
容
で
す
が
、
話

の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
私
の
も
の
の
考
え
方
や
人
生
観
が
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す

の
で
、
後
ほ
ど
、
専
門
的
な
部
分
は
飛
ば
し
て
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
学
問

の
根
底
に
流
れ
て
い
る
事
柄
が
今
日
の
講
演
の
内
容
と
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が

お
分
か
り
に
な
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

Ⅱ　

学
問
と
は

　

（
１
）　

学
問
と
職
業
の
結
び
付
き

　

「
学
問
と
人
生
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
う
道
の
り
で

私
が
刑
法
学
者
に
な
っ
た
の
か
を
お
話
し
す
る
も
の
で
す
。
こ
こ
で
学
問
と
言

い
ま
し
て
も
、
刑
法
学
の
場
合
は
、
明
治
時
代
に
近
代
の
刑
法
学
を
取
り
込
ん

だ
こ
と
か
ら
、
そ
の
ル
ー
ツ
を
辿
る
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
飛
ば
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
明
治
維
新
後
、
日
本
が
近
代
化
の
道
を
歩
む
際
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

法
制
度
、
司
法
制
度
を
急
遽
取
り
込
み
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
制
度
の
根
底

に
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
価
値
観
・
価
値
体
系
ま
で
継
受
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
い
わ
ば
器
（
制
度
）
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
運
用
す
る

人
間
の
心
は
、
日
本
的
な
価
値
観
・
価
値
体
系
に
根
付
い
た
も
の
で
あ
り
ま
し

た
。
わ
が
国
の
刑
法
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
刑
法
を
継
受
し
ま
し
た
が
（
最

初
は
フ
ラ
ン
ス
刑
法
を
、
法
典
論
争
の
後
は
ド
イ
ツ
刑
法
を
継
受
し
た
）、
時

代
の
流
れ
の
中
で
、
器
と
心
の
関
係
を
ど
う
調
整
す
る
の
か
が
、
刑
法
を
研
究

す
る
場
合
に
、
一
番
難
し
い
問
題
で
あ
り
ま
す
。

　

刑
法
の
研
究
を
始
め
た
若
い
頃
、
刑
法
学
の
根
底
に
ど
う
い
う
価
値
観
・
価

値
体
系
を
据
え
る
べ
き
な
の
か
悩
み
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
根
底
に
あ
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
価
値
観
、
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
を
持
っ
て
き
て
説
明
す
る
こ
と
は

容
易
で
す
が
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
刑
法
で
は
と
い
う
説
明
に
は
な
っ
て
も
、
日
本

の
刑
法
学
と
必
ず
し
も
リ
ン
ク
し
ま
せ
ん
。
日
本
の
文
化
的
特
性
や
日
本
人
の

価
値
意
識
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
刑
法
学
を
展
開
し
な
く
て
は
、
刑
法
の
解

釈
・
適
用
の
実
践
の
場
で
は
説
得
力
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
す
れ
ば
刑
法
学
の
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根
底
に
日
本
文
化
の
特
性
や
価
値
意
識
に
裏
付
け
ら
れ
た
道
徳
観
・
倫
理
観
を

組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
、
真
剣
に
考
え
ま
し
た
。
一
つ
の
取
っ
掛
り

は
、
大
学
院
時
代
に
始
め
た
居
合
道
の
修
行
で
し
た
。
先
ほ
ど
専
修
大
学
法
学

部
の
同
期
生
で
あ
る
木
島
博
さ
ん
か
ら
私
の
居
合
の
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
が
、

か
れ
こ
れ
五
〇
年
修
行
を
続
け
て
い
ま
す
。
ま
だ
道
半
ば
で
す
。
居
合
に
出

合
っ
た
こ
と
で
、
ロ
ゴ
ス
の
世
界
で
あ
る
カ
ン
ト
の
認
識
論
か
ら
一
旦
離
れ

て
、
日
本
の
道
徳
観
・
倫
理
観
を
見
つ
め
直
し
、
自
分
の
法
的
感
性
を
刑
法
理

論
に
組
み
込
む
こ
と
を
考
え
始
め
ま
し
た
。
険
し
い
道
の
り
で
し
た
。

　

ド
イ
ツ
の
古
い
大
学
を
訪
れ
ま
す
と
、
学
位
授
与
式
を
行
う
講
堂
が
あ
り
ま

す
。
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ウ
ラ
（Prom

otion A
ula

）
と
呼
ば
れ
て
い
る

講
堂
で
す
。
そ
の
講
堂
の
天
井
に
は
、
よ
く
四
つ
の
学
問
体
系
の
シ
ン
ボ
ル
が

描
か
れ
て
い
ま
す
。
四
つ
の
学
問
体
系
と
い
う
の
は
、
神
学
、
医
学
、
法
学
、

哲
学
の
四
つ
で
す
。
法
学
の
シ
ン
ボ
ル
は
、
剣
（
正
義
の
シ
ン
ボ
ル
）
と
秤

（
平
等
・
衡
平
の
シ
ン
ボ
ル
）
で
す
。
神
学
は
神
父
の
育
成
、
医
学
は
医
師
の

育
成
、
法
学
は
法
律
家
の
育
成
と
い
う
よ
う
に
、
学
問
が
職
業
に
結
び
付
い
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
哲
学
は
職
業
に
直
結
し
て
い
ま
せ
ん
。
哲
学
は
、
後
発
の

学
問
で
あ
り
、
神
学
、
医
学
、
法
学
の
暴
走
に
歯
止
め
を
か
け
る
役
割
を
担
う

学
問
と
し
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
学
問
の
土
台
を
担
っ
た
こ
と
か
ら
、
学
問

領
域
の
広
が
り
を
有
し
て
い
ま
し
た
。
経
済
学
、
数
学
、
理
学
な
ど
も
哲
学
の

領
域
か
ら
発
展
し
て
き
た
も
の
で
す
。
近
代
の
学
問
の
領
域
は
広
く
、
か
つ
細

分
化
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
先
に
述
べ
た
中
世
の
四
つ
の
学
問
体
系
か
ら
出
発
し

て
い
ま
す
。
今
日
で
は
、
学
問
（W

issenschaft

）
は
、
一
定
の
理
論
に
基

づ
い
て
体
系
化
さ
れ
た
知
識
と
方
法
を
習
得
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま

す
。
し
か
し
、
常
に
社
会
と
の
接
点
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
人
の
生
き
方
に
も
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
法
学
の

場
合
で
す
と
、
学
問
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
社
会
の
あ
り

方
に
関
わ
る
学
問
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
学
問
的
蓄
積
は
社
会
変
動
の
原
動
力
に

な
り
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
人
の
生
き
方
に
関
わ
る
学
問
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。「
学
は
人
な
り
。」
と
い
う
重
い
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
法
理
論
を
説
く

人
の
人
格
が
問
わ
れ
ま
す
。
刑
法
学
の
基
礎
に
ど
の
よ
う
な
道
徳
観
・
倫
理
観

を
据
え
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
る
の
で
す
。
生
ま
れ
育
っ
た
環
境
・
風
土
は
、

そ
の
人
の
価
値
観
・
価
値
体
系
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
法
を
説
く
者
の
人
格
形
成

に
作
用
し
、
法
理
論
に
説
得
力
を
も
た
ら
し
ま
す
。
刑
法
学
は
、
極
端
な
言
い

方
を
し
ま
す
と
、
ど
う
い
う
人
を
刑
事
施
設
（
刑
務
所
）
に
収
容
し
、
ど
う
い

う
人
を
刑
事
施
設
か
ら
出
す
か
の
線
引
き
に
関
わ
る
学
問
で
す
が
、
犯
罪
行
為

が
な
ぜ
悪
い
の
か
、
な
ぜ
許
さ
れ
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
場
合

に
、
道
徳
・
倫
理
の
裏
付
け
、
法
哲
学
的
思
考
の
土
台
が
な
い
と
、
説
得
力
が

な
い
の
で
す
。
刑
法
学
は
、
刑
罰
法
規
の
文
言
解
釈
だ
け
で
は
立
ち
ゆ
か
ず
、

刑
法
学
の
基
礎
に
ど
う
い
う
道
徳
観
・
倫
理
観
、
人
生
観
・
世
界
観
、
そ
し
て

哲
学
的
思
考
を
据
え
て
い
る
の
か
が
重
要
な
の
で
す
。
私
の
場
合
に
は
、
一
八

歳
ま
で
育
っ
た
故
郷
宮
崎
の
風
土
、
自
然
と
の
共
存
、
人
の
情
、
人
の
温
か
さ

な
ど
が
刑
法
理
論
に
沁
み
て
い
ま
す
。

　

（
２
）　

一
筋
の
道

　

こ
れ
か
ら
、
私
の
刑
法
学
の
根
底
に
あ
る
価
値
観
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
形
成
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さ
れ
た
の
か
、
お
話
し
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
道
の
り
を
振
り
返

る
年
齢
に
な
っ
た
頃
、
教
授
に
な
っ
た
頃
だ
と
記
憶
し
ま
す
が
、
ド
イ
ツ
の
ヘ

ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ（H

erm
ann H

esse, 1877-1962

）の
言
葉
に
感
銘
を
受
け

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
ヘ
ッ
セ
の
『
デ
ー
ミ
ア
ン
』（D

em
ian

）

と
い
う
小
説
の
は
し
が
き
に
あ
っ
た
、「D

as Leben jedes M
enschen ist 

ein W
eg zu sich selber hin, der V

ersuch eines W
eges, die 

A
ndeutung eines Pfades.

」
と
い
う
言
葉
で
す
。
私
な
り
に
訳
し
ま
す

と
、「
人
生
と
い
う
の
は
自
分
自
身
へ
の
道
で
あ
る
。
一
つ
の
道
を
試
み
る
こ

と
で
あ
り
、
一
筋
の
道
を
そ
こ
は
か
と
な
く
示
す
こ
と
で
あ
る
。」
と
い
う
文

に
な
り
ま
す
。
こ
の
一
文
を
読
ん
だ
時
、
ド
イ
ツ
の
文
学
者
の
洞
察
の
深
さ
に

感
銘
す
る
と
共
に
、
自
分
の
刑
法
学
の
探
究
の
道
の
り
と
シ
ン
ク
ロ
す
る
と
こ

ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
し
か
も
、
道
は
す
で
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
道
な

き
道
を
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
歩
い
た
後
に
一
筋
の
道
の
り
が
で
き
る
の
で

す
。
こ
の
こ
と
は
、
自
分
の
刑
法
学
を
樹
立
す
る
際
の
道
の
り
と
同
じ
だ
と
思

い
ま
し
た
。
近
代
刑
法
理
論
の
枠
組
み
が
「
器
」
だ
と
す
る
と
、
そ
の
器
を
動

か
す
「
心
」
を
何
に
求
め
る
の
か
、
自
分
の
価
値
観
・
価
値
体
系
を
ど
う
や
っ

て
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
道
な
き
道
を
進
み
ま
し
た
。
私
の
歩
い
た

道
は
曲
り
く
ね
っ
た
、
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
た
、
つ
づ
ら
折
り
の
道
で
し
た
が
、
自

分
の
刑
法
学
を
樹
立
す
る
に
は
、
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
の
り
で
し
た

し
、
一
筋
の
道
で
し
た
。
ま
ず
、
道
の
り
の
出
発
点
で
あ
る
故
郷
宮
崎
の
話
を

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ⅲ　

故
郷
宮
崎
か
ら
の
旅
立
ち

　

（
１
）　

生
い
立
ち
の
記

　

私
の
生
い
立
ち
を
簡
略
に
話
し
ま
す
と
、
昭
和
二
三
年
一
月
、
母
の
実
家
の

あ
る
吾あ
が
田た

村
油
津
（
現
、
日
南
市
油
津
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
父
の
仕
事
の
関

係
で
、
幼
少
期
は
高
千
穂
、
都
城
、
宮
崎
市
と
転
々
と
し
、
小
学
校
か
ら
は
父

の
実
家
の
あ
る
那
珂
村
信し
ん

成せ
い

町ち
ょ
う（
現
、
宮
崎
市
佐
土
原
町
）
で
育
ち
ま
し
た
。

信
成
町
と
い
う
の
は
祖
父
が
命
名
し
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
戸
籍
の
上
で
は
出

て
こ
な
い
地
区
で
あ
り
、
地
区
名
と
な
っ
て
い
ま
す
。
町
村
合
併
の
後
は
、
佐

土
原
町
那
珂
信
成
町
で
郵
便
物
は
届
い
て
い
ま
し
た
。

　

小
学
校
は
、
那
珂
村
立
那
珂
小
学
校
に
行
き
ま
し
た
。
親
子
三
代
通
っ
た
小

学
校
で
す
。
な
ぜ
か
小
さ
い
頃
か
ら
絵
を
描
く
の
が
好
き
で
し
た
。
今
で
も
、

水
彩
画
、
墨
彩
画
、
木
版
画
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
木
版
画
は
、
彫
り
始
め
る

と
時
間
を
忘
れ
て
熱
中
し
て
し
ま
う
の
で
、
時
間
的
に
余
裕
の
あ
る
時
に
し
か

で
き
ま
せ
ん
が
、
最
近
で
は
目
が
不
自
由
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
日
南
に

住
ん
で
い
た
伯
父
が
学

校
の
美
術
の
先
生
だ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
夏
休

み
に
な
る
と
、
油
津
か

ら
日
南
海
岸
を
下
っ
て

市い
ち

木き

に
あ
る
幸
島
ま
で

写
生
旅
行
に
連
れ
て

行
っ
て
く
れ
て
い
ま
し

母と私
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た
。
鵜
戸
神
宮
か
ら
都
井
岬
ま
で
の
日
南
海
岸
の
海
の
光
景
は
、
私
の
心
の
原

風
景
の
一
コ
マ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
小
学
生
の
頃
は
、
学
校
が
終
わ
る
と
野
山

を
駆
け
回
り
、
好
き
な
ト
ン
ボ
を
追
っ
か
け
て
、
標
本
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

自
分
で
や
り
た
い
こ
と
が
あ
る
と
、
実
家
の
庭
に
あ
る
泉
水
に
飛
び
込
ん
で
、

今
日
は
学
校
は
休
み
と
言
っ
て
動
か
な
い
と
い
う
野
生
児
で
し
た
。
好
き
な
こ

と
は
熱
中
す
る
が
、
嫌
い
な
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
変
わ
っ
た
子
ど
も
で
し

た
。
そ
れ
で
も
学
校
の
授
業
を
聞
く
の
は
楽
し
か
っ
た
し
、
作
文
を
書
く
の
に

苦
労
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
小
学
四
年
生
の
頃
で
す
が
、
書
く
べ
き
文
章
は
上
か

ら
落
ち
て
く
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
書
け
ば
文
章
に
な
る
と
い
う
経
験
を
し
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
は
、
今
で
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

中
学
校
は
那
珂
村
立
那
珂
中
学
校
に
入
り
ま
し
た
。
二
年
次
に
は
町
村
合
併

に
よ
り
新
し
く
開
設
さ
れ
た
佐
土
原
西
中
学
校
（
現
、
佐
土
原
中
学
校
）
に
移

り
ま
し
た
。
中
学
校
の
二
年
の
時
に
盲
腸
を
手
術
す
る
ま
で
は
短
距
離
は
速

か
っ
た
の
で
す
が
、
す
っ
か
り
身
体
が
風
に
乗
っ
て
い
る
感
覚
が
な
く
な
り
、

鈍
足
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
中
学
三
年
の
時
、
ど
う
も
頭
が
理
系
だ
と

思
っ
た
こ
と
か
ら
、
都
城
の
高
専
に
進
学
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、

美
術
の
先
生
が
「
日
髙
は
緻
密
な
絵
を
描
く
か
ら
、
大
学
ま
で
行
っ
た
方
が
い

い
。」
と
父
親
に
言
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
高
校
は
普
通
科
に
行
く
こ
と
と
し
、

宮
崎
市
に
あ
る
日
向
学
院
高
等
学
校
に
進
学
し
ま
し
た
。

　

日
向
学
院
で
は
、
予
想
も
し
な
い
異
文
化
体
験
を
し
ま
し
た
。
今
で
言
う
国

内
留
学
に
近
い
環
境
に
あ
り
ま
し
た
。
日
向
学
院
は
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
で

す
が
、
イ
タ
リ
ア
の
サ
レ
ジ
オ
会
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
学
校
（
中
学
校
、
高

校
）
で
す
。
ス
タ
ー
ト
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
で
す
。
当
時
、
ミ
サ
は
ラ
テ

ン
語
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
礼
拝
は
任
意
的
で
し
た
が
、
ラ
テ
ン
語
の
音
感

に
魅
せ
ら
れ
、
ラ
テ
ン
語
を
聞
く
た
め
に
時
々
ミ
サ
に
行
き
ま
し
た
。
校
舎
の

廊
下
で
は
、
英
語
（
ク
イ
ン
ズ
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
）
だ
け
で
な
く
、
イ
タ
リ

ア
語
、
そ
し
て
時
々
ス
ペ
イ
ン
語
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
語
学
は
、
耳

か
ら
入
り
ま
し
た
。
神
父
希
望
の
友
達
は
、
中
学
校
か
ら
ラ
テ
ン
語
を
勉
強
し

て
お
り
、
ラ
テ
ン
語
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
高
校
時
代
に
ラ
テ
ン
語
の
音

感
が
身
に
沁
み
て
い
な
か
っ
た
ら
、
研
究
者
の
道
は
歩
け
な
か
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
刑
法
学
を
研
究
す
る
と
き
に
、
英
語
、
ド
イ
ツ
語
、

フ
ラ
ン
ス
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
の
原
語
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
の
意

味
・
内
容
を
辿
る
こ
と
で
、
語
彙
の
内
容
を
的
確
に
捉
え
う
る
こ
と
が
多
々
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
高
校
で
は
宗
教
倫
理
と
い
う
授
業
が
あ
り
ま
し
た
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
文
化
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
を
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら

理
解
し
ま
し
た
し
、
何
よ
り
も
宗
教
絵
画
が
中
心
で
し
た
が
、
西
洋
の
絵
画
は

興
味
尽
き
な
い
も
の
で
し
た
。
と
く
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
に
魅
せ
ら
れ
ま
し

た
。
一
方
、
熱
中
し
た
の
は
古
文
、
漢
文
で
し
た
。
文
章
の
背
景
が
映
像
と
し

て
浮
か
ぶ
の
で
す
。
物
理
、
地
学
の
授
業
も
面
白
く
て
、
よ
く
勉
強
し
ま
し

た
。
自
分
の
頭
が
文
系
な
の
か
理
系
な
の
か
、
よ
く
分
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た

が
、
受
験
勉
強
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
の
た
め
の
勉
強
を
し
て
い
た
と

思
い
ま
す
。

　

大
学
に
進
学
す
る
際
、
ど
の
学
部
で
勉
強
す
る
か
を
考
え
ま
し
た
。
熱
中
し

た
古
文
、
漢
文
か
ら
す
る
と
文
学
部
に
行
く
の
が
普
通
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
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法
学
部
を
選
択
し
ま
し
た
。
職
業
か
ら
学
部
を
選
択
し
た
の
で
す
。
高
校
三
年

の
と
き
に
検
事
に
な
り
た
い
と
思
い
、
検
事
に
な
る
た
め
に
は
司
法
試
験
を
受

け
ね
ば
な
ら
ず
、
法
学
部
で
勉
強
し
た
い
と
考
え
た
の
で
す
。
た
だ
し
、
当
初

は
九
州
か
ら
脱
出
す
る
気
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
担
任
の
先
生

が
「
日
髙
、
本
当
に
刑
法
の
勉
強
を
し
た
い
の
か
。
学
問
の
先
端
は
東
京
に
あ

る
。
勉
強
す
る
気
が
あ
る
の
な
ら
、
東
京
に
行
き
な
さ
い
。」
と
言
わ
れ
、
九

州
脱
出
を
考
え
ま
し
た
。
東
京
で
勉
強
す
る
と
し
て
も
、
東
大
と
一
橋
大
は

知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ど
ん
な
大
学
に
法
学
部
が
あ
る
の
か
不
案
内
で
し
た
。

た
ま
た
ま
、
私
の
従
兄
が
昭
和
三
二
年
に
専
修
大
学
経
済
学
部
を
卒
業
し
て
い

た
こ
と
か
ら
、
専
修
大
学
が
古
い
大
学
で
あ
り
、
戦
前
か
ら
法
学
部
が
あ
る
こ

と
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
専
修
大
学
で
は
授
業
料
が
免
除
さ
れ
る

特
待
生
制
度
が
あ
る
こ
と
も
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
従
兄
の
出
た
大
学
な
ら
安

心
だ
と
思
い
、
昭
和
四
一
年
四
月
に
専
修
大
学
法
学
部
に
進
学
し
ま
し
た
（
一

八
歳
）。
幸
い
特
待
生
に
な
り
授
業
料
は
免
除
さ
れ
た
も
の
の
、
物
価
が
宮
崎

の
四
倍
だ
っ
た
東
京
で
生
活
す
る
の
は
大
変
で
し
た
。
親
か
ら
の
仕
送
り
が
、

読
み
た
い
専
門
書
の
本
代
に
一
週
間
で
消
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
当
時
、

急
行
高
千
穂
で
東
京
か
ら
宮
崎
ま
で
は
二
七
時
間
か
か
り
ま
し
た
。
乗
車
賃
は

二
、
七
〇
〇
円
で
し
た
。
刑
法
の
専
門
書
は
、
宮
崎
ま
で
の
乗
車
賃
よ
り
高

か
っ
た
の
で
す
。
専
門
書
を
読
む
と
き
に
、
線
を
引
き
な
が
ら
書
き
込
み
、
そ

の
後
で
ノ
ー
ト
を
作
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
し
た
の
で
、
図
書
館
の
本
に
そ
ん

な
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
買
い
求
め
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
古
い
本
は
、
神

田
の
古
書
店
で
探
し
出
し
、
読
み
あ
さ
り
ま
し
た
。
ア
ル
バ
イ
ト
も
せ
ず
に
知

の
探
究
に
没
頭
し
た
た

め
、
貧
乏
学
生
を
地
で

行
き
ま
し
た
。
食
う
に

困
っ
て
い
る
と
、
友
人

た
ち
が
よ
く
食
べ
物
を

持
っ
て
き
て
く
れ
ま
し

た
。
専
修
大
学
に
は
、

横
縦
の
絆
が
強
く
、
志

を
抱
い
て
い
る
者
を
応

援
す
る
と
い
う
土
壌
が

あ
り
ま
す
。
貧
乏
学
生

で
あ
り
ま
し
た
が
、
貧

乏
だ
と
思
わ
な
か
っ
た

の
が
不
思
議
で
す
。
四

年
生
に
な
っ
た
頃
で
し

た
が
、
私
が
刑
法
の
研
究
者
を
志
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
Ｏ
Ｂ
の
商
法
の
林

茂
先
生
か
ら
、「
日
髙
君
、
研
究
す
る
た
め
食
費
を
削
る
の
は
わ
か
る
が
、
一

週
間
に
一
日
は
、
美
味
し
い
物
を
食
べ
て
精
神
な
余
裕
を
持
た
な
け
れ
ば
、
自

由
な
発
想
は
で
き
な
い
よ
。」
と
諭
さ
れ
ま
し
た
。
音
楽
は
よ
く
聴
い
て
い
ま

し
た
が
、
食
事
は
疎
か
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
、
先
生
の
言
わ
れ
た
こ
と
を
実

践
し
ま
し
た
が
、
何
と
か
生
存
す
る
こ
と
が
で
き
、
昭
和
四
五
年
三
月
に
専
修

大
学
法
学
部
を
首
席
で
卒
業
し
ま
し
た
。

卒業式にて（昭和45年３月）法学研究会の同期生と。
（前列２番目の卒業証書を持っているのが著者）
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（
２
）　

父
の
後
ろ
姿

　

検
事
に
な
り
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
父
の
影
響
も
あ
り
ま
す
。
私
の
父
は
、

戦
前
は
海
軍
に
い
ま
し
た
。
軍
艦
陸
奥
に
乗
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
一
人
息
子

で
あ
っ
た
た
め
、
祖
父
が
宮
崎
に
帰
省
さ
せ
、
宮
崎
県
警
に
勤
め
て
い
ま
し

た
。
戦
局
が
難
し
く
な
っ
た
と
き
に
二
度
目
の
応
召
と
な
り
、
広
島
の
呉
の
軍

港
か
ら
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
に
向
か
い
ま
し
た
が
、
レ
イ
テ
海
戦
の
混
乱
の
中
で
レ

イ
テ
に
上
陸
し
ま
し
た
。
終
戦
を
知
ら
ず
に
レ
イ
テ
島
を
彷
徨
っ
て
捕
虜
と
な

り
、
一
二
月
に
横
須
賀
に
帰
還
し
、
除
隊
と
な
っ
て
宮
崎
に
帰
郷
し
ま
し
た
。

宮
崎
県
警
に
復
員
し
て
か
ら
は
、
専
ら
犯
罪
捜
査
に
関
わ
り
、
刑
事
畑
一
筋
で

し
た
。
父
は
、
手
記
は
残
し
た
も
の
の
、
私
に
は
戦
争
の
体
験
談
は
あ
ま
り
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
幼
少
の
頃
か
ら
逆
境
の
中
に
生
き
た
父
で
し
た
が
、
人
の
生

き
方
を
背
中
で
教
育
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
父
が
、
私
が
高
校
生
に
な
っ
た
頃
、

犯
罪
捜
査
で
行
き
詰
ま
っ
た
こ
と
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
記
憶
に
残
っ
て
い

る
の
は
、
死
体
な
き
殺
人
で
迷
宮
入
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
事
件
で
し
た
。
犯

罪
現
場
に
何
度
も
立
ち
戻
り
捜
査
を
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
死
体
を
発
見
で
き

ず
、
立
件
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
今
で
あ
れ
ば
、
科
学
捜
査
が
発
達

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
死
体
な
き
殺
人
も
立
件
可
能
で
し
ょ
う
。
戦
後
の
混
乱

し
た
状
況
で
は
、
立
件
は
困
難
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
の
話
は
、
旧

刑
事
訴
訟
法
か
ら
新
刑
事
訴
訟
法
に
変
わ
っ
た
と
き
の
立
証
方
法
の
問
題
で
し

た
。
警
察
官
の
拳
銃
を
奪
っ
て
強
盗
殺
人
を
行
っ
た
犯
人
を
逮
捕
し
、
犯
行
に

使
わ
れ
た
拳
銃
を
押
収
し
た
後
の
こ
と
で
す
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
刑
事
法
廷
に
お
い

て
、
拳
銃
を
押
収
し
た
父
が
証
言
台
に
立
っ
た
と
き
に
、
裁
判
官
が
押
収
し
た

拳
銃
の
番
号
を
言
い
な
さ
い
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
一
瞬
困
惑
し
た
と
い
う

の
で
す
。
拳
銃
に
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は
分
か
っ
て
い
る
が
、
番
号
ま
で

は
っ
き
り
覚
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
し
か
し
、
押
収
し
た
こ
と
は

事
実
で
あ
り
、
う
る
覚
え
の
番
号
を
言
っ
た
ら
、
そ
の
番
号
が
拳
銃
の
番
号
と

一
致
し
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。
物
証
の
取
り
方
が
大
き
く
変
わ
っ
た
時
期
で

あ
り
、
想
定
外
の
質
問
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
忸
怩
た
る
思
い
が
残
っ
て
い
る
と

話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
ん
な
話
を
聞
き
な
が
ら
、
犯
罪
捜
査
、
刑
事
裁
判
に

当
た
る
検
事
に
な
っ
て
み
た
い
と
い
う
思
い
が
湧
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
高
千
穂
に
い
た
幼
少
の
頃
で
す
が
、
母
が
病
気
に
な
っ
た
の
で
、
父
は
私

を
背
負
っ
て
出
勤
し
た
と
こ
ろ
、
急
に
捜
査
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、

動
き
回
る
私
を
留
置
場
に
入
れ
て
捜
査
現
場
に
行
っ
た
の
で
す
。
小
さ
い
な
が

ら
父
に
急
用
が
で
き
た
こ
と
が
分
か
り
、
留
置
場
に
入
っ
て
い
る
人
に
遊
ん
で

も
ら
っ
た
記
憶
が
残
っ
て
い
ま
す
。
戦
後
の
混
乱
期
の
出
来
事
で
あ
り
、
今
で

は
あ
り
得
な
い
話
で
す
が
、
こ
こ
か
ら
私
の
刑
法
学
の
旅
が
始
ま
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

Ⅳ　

学
問
の
曲
り
角

　

（
１
）　

学
問
の
曲
り
角

　

次
に
、
検
事
志
望
で
専
修
大
学
に
進
学
し
た
の
に
、
な
ぜ
研
究
者
の
道
に
方

向
転
換
し
た
の
か
、
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
学
問
の
曲
り
角
は
、

大
学
二
年
の
時
で
し
た
。
専
修
大
学
法
学
部
の
様
子
も
詳
し
く
知
ら
な
い
ま
ま

入
学
し
ま
し
た
が
、
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
勉
学
環
境
に
あ
り
ま
し
た
。
当
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時
、
法
学
部
に
は
一
コ
ー
ス
と
い
う
の
が
あ
り
、
一
年
次
の
成
績
で
約
一
、
〇

〇
〇
人
の
中
か
ら
三
五
、
六
人
ぐ
ら
い
の
学
生
が
選
抜
さ
れ
、
二
年
次
か
ら
一

コ
ー
ス
で
特
訓
さ
れ
ま
し
た
。
専
門
科
目
の
授
業
は
、
毎
時
間
が
ゼ
ミ
の
よ
う

な
授
業
で
し
た
。
そ
こ
で
、
神
山
欣
治
先
生
の
刑
法
総
論
の
授
業
を
受
け
ま
し

た
。
神
山
先
生
は
最
高
検
察
庁
を
退
官
さ
れ
た
後
、
専
修
大
学
法
学
部
の
教
授

に
就
任
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
労
働
刑
法
の
先
駆
的
な
研
究
者
で
あ
り
、
法
学

博
士
で
も
あ
り
ま
し
た
。
神
山
先
生
は
京
都
大
学
で
客
観
主
義
刑
法
の
瀧
川
幸

辰
先
生
お
よ
び
主
観
主
義
刑
法
の
宮
本
英
脩
先
生
の
講
義
を
聴
か
れ
て
い
ま
し

た
が
、
両
学
派
の
考
え
方
の
相
違
と
、
そ
れ
を
実
務
で
ど
う
駆
使
す
べ
き
か
と

い
う
こ
と
を
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
は
、
検
事
を
目
指
し
て
い
ま
し
た
の

で
、
大
学
一
年
の
時
か
ら
サ
ー
ク
ル
の
「
法
学
研
究
会
」
に
入
部
し
、
憲
法
、

民
法
、
刑
法
の
勉
強
を
始
め
て
い
ま
し
た
。
二
年
生
に
な
っ
た
頃
は
、
刑
法
は

自
分
な
り
の
考
え
を
も
っ
て
、
神
山
先
生
の
授
業
に
臨
み
ま
し
た
。
授
業
の
中

で
、「
日
髙
君
は
、
こ
の
論
点
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
で
す
か
。」
と
尋
ね
ら
れ

た
の
で
、
覚
え
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
と
、「
そ
れ
で
は
、
こ
の
事
案
は
ど
う

解
く
の
で
す
か
。」
と
穏
や
か
に
質
問
さ
れ
ま
し
た
。
事
案
は
先
生
の
実
務
経

験
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
だ
け
に
、
そ
れ
ま
で
私
の
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
一

瞬
に
し
て
ド
ミ
ノ
倒
し
の
如
く
崩
れ
て
い
き
ま
し
た
。
刑
法
理
論
は
、
当
て
は

め
る
よ
り
も
、
創
っ
た
方
が
面
白
い
と
思
い
ま
し
た
。
魂
の
覚
醒
の
一
瞬
で
し

た
。

　

大
学
二
年
の
夏
休
み
に
宮
崎
に
帰
省
し
ま
し
た
。
そ
の
時
は
す
で
に
研
究
者

に
な
る
こ
と
を
決
意
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
再
度
上
京
す
る
時
に
今
で
も
思
い

出
す
汽
車
の
窓
か
ら
の
風
景
が
あ
り
ま
す
。
宮
崎
と
大
分
の
県
境
に
宗
太
郎
峠

が
あ
り
ま
す
。
汽
車
が
日
豊
本
線
の
宗
太
郎
峠
駅
に
近
づ
い
た
時
、
山
並
み
の

谷
底
の
道
路
に
白
地
に
青
の
宮
崎
交
通
の
バ
ス
が
見
え
ま
し
た
。
そ
の
風
景
を

見
な
が
ら
、「
研
究
者
に
な
る
以
上
、
あ
あ
故
郷
宮
崎
に
も
う
帰
る
こ
と
は
で

き
な
い
。」
と
思
い
ま
し
た
。
漢
詩
の
一
節
で
あ
る
「
学
若
し
成
る
無
く
ば
、

死
す
と
も
還
ら
ず
。」
と
い
う
心
境
で
し
た
。
心
の
中
で
は
、
故
郷
宮
崎
を
捨

て
、
両
親
を
捨
て
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
わ
が
道
を
切
り
拓
く
覚
悟
で
あ
り
ま

し
た
。
一
九
歳
の
身
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
決
断
の
宗
太
郎
峠
で
し
た
。

　

し
か
し
、
故
郷
は
常
に
懐
か
し
く
、
帰
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
両
親
は
、
既

に
他
界
し
ま
し
た
が
、
今
で
も
優
し
い
顔
で
私
の
中
に
生
き
て
い
ま
す
。
父
が

亡
く
な
る
一
ヶ
月
前
の
事
で
す
。
菩
提
寺
に
あ
る
日
髙
家
の
位
牌
堂
を
護
る
こ

と
を
約
束
し
ま
し
た
。
生
き
て
帰
還
で
き
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
私
も
日
髙

家
の
位
牌
堂
に
納
ま
り
ま
す
。
人
情
味
豊
か
な
故
郷
宮
崎
と
の
縁
は
、
暖
か

く
、
か
つ
切
っ
て
も
切
れ
ま
せ
ん
。
宮
崎
は
、
私
の
出
発
点
で
あ
り
、
終
着
点

で
す
。

　

（
２
）　

植
松
刑
法
学
の
継
受

　

学
生
時
代
に
は
、
関
東
学
生
法
律
討
論
会
に
熱
中
し
ま
し
た
。
こ
の
法
律
討

論
会
は
、
明
治
期
の
五
大
法
律
学
校
討
論
会
を
ル
ー
ツ
と
す
る
も
の
で
す
が
、

旧
制
大
学
時
代
を
経
て
新
制
大
学
の
時
代
に
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。
私
の
頃

は
、
私
大
八
大
学
が
参
加
し
て
い
ま
し
た
。
関
東
の
法
学
部
学
生
の
レ
ベ
ル
が

見
え
る
討
論
会
で
し
た
。
そ
の
他
に
、
八
大
学
の
他
に
東
大
と
一
橋
大
が
加
わ

る
最
高
検
察
庁
主
催
法
律
討
論
会
や
全
日
本
学
生
法
律
討
論
会
が
あ
り
ま
し
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た
。
大
学
三
年
の
時
、
最
高
検
察
庁
主
催
法
律
討
論
会
で
一
橋
大
学
教
授
の
植

松
正
先
生
に
初
め
て
会
い
ま
し
た
。
出
題
者
で
あ
っ
た
植
松
先
生
の
講
評
を
聴

き
、
感
激
し
ま
し
た
。
一
年
次
か
ら
植
松
先
生
の
著
作
を
読
み
、
理
論
の

シ
ャ
ー
プ
さ
と
、
簡
明
な
文
章
に
魅
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
な
お
さ
ら
で

し
た
。

　

大
学
を
卒
業
す
る
時
、
専
修
大
学
の
大
学
院
で
は
民
事
法
の
研
究
が
主
で

あ
っ
た
の
で
、
刑
事
法
を
研
究
す
る
に
は
、
外
の
大
学
院
に
進
学
す
る
必
要
が

あ
り
ま
し
た
。
私
の
選
択
は
、
ど
の
大
学
院
に
進
学
す
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り

も
、
ど
の
先
生
の
下
で
研
究
す
る
か
で
あ
り
ま
し
た
。「
学
は
人
な
り
。」
と
い

う
言
葉
の
重
み
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
最
高
検
察
庁
主
催
法
律
討
論
会
で
の
植

松
先
生
の
講
評
を
聴
い
た
時
、
な
ぜ
な
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
共
鳴
す
る
も

の
を
感
じ
て
植
松
先
生
の
弟
子
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
、
植

松
先
生
は
一
橋
大
学
法
学
部
の
教
授
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
が
卒
業
す
る
時

に
は
、
定
年
退
官
と
い
う
こ
と
で
、
明
治
学
院
大
学
大
学
院
に
移
ら
れ
る
こ
と

を
知
り
ま
し
た
。
植
松
先
生
の
い
な
い
一
橋
大
に
行
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
と

思
い
、
途
方
に
く
れ
ま
し
た
が
、
明
治
学
院
大
学
大
学
院
に
法
学
研
究
科
が
新

設
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
刑
法
の
教
授
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
植
松
先
生
を

慕
っ
て
明
治
学
院
大
学
大
学
院
を
受
験
し
、
法
学
研
究
科
の
一
期
生
と
な
り
ま

し
た
（
昭
和
四
五
年
四
月
：
二
二
歳
）。
入
学
し
て
分
か
っ
た
の
で
す
が
、
刑

法
専
攻
の
院
生
は
私
一
人
で
し
た
。
入
学
し
て
直
ぐ
植
松
先
生
に
呼
ば
れ
、

「
日
髙
君
は
、
な
ぜ
こ
こ
に
来
た
の
か
。」
と
尋
ね
ら
れ
た
の
で
、「
先
生
の
弟

子
に
な
り
た
く
て
、
こ
こ
に
来
ま
し
た
。」
と
答
え
る
と
、「
分
か
っ
た
。
今
日

か
ら
弟
子
に
す
る
。」
と
言
わ
れ
、
そ
れ
か
ら
修
士
課
程
・
博
士
課
程
の
在
学

中
、
五
年
間
の
弟
子
稼
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。
新
設
さ
れ
た
法
学
研
究
科
で
の

勉
学
は
、
大
変
恵
ま
れ
た
環
境
に
あ
り
ま
し
た
。
刑
事
学
の
高
橋
正
己
先
生
、

民
法
の
片
山
金
章
先
生
、
法
哲
学
の
峯
村
光
郎
先
生
、
行
政
法
の
田
上
穰
治
先

生
、
海
法
の
高
梨
正
夫
先
生
、
英
米
法
の
海
原
文
雄
先
生
、
法
医
学
の
上
野
正

吉
先
生
な
ど
多
く
の
先
生
か
ら
、
学
問
の
広
さ
と
深
さ
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
研
究
者
と
し
て
の
生
き
方
、
立
ち
位
置
を
自
然
と
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、

自
分
の
歩
く
道
に
迷
い
が
な
く
な
り
、
刑
法
学
の
研
究
に
明
け
暮
れ
た
五
年
間

で
あ
り
ま
し
た
。

　

修
士
課
程
で
の
勉
学
が
始
ま
る
直
前
で
し
た
が
、
植
松
先
生
の
ご
自
宅
に

伺
っ
た
と
き
に
、「
日
髙
君
は
何
を
研
究
し
た
い
の
か
。」と
尋
ね
ら
れ
ま
し
た
。

「
犯
罪
論
体
系
の
組
立
て
方
に
興
味
が
あ
り
、
研
究
し
た
い
の
で
す
。」
と
答
え

る
と
、
植
松
先
生
は
、「
そ
れ
は
遠
大
な
計
画
だ
ね
。
具
体
的
に
は
何
か
ら
始

め
る
の
か
。」
と
聞
か
れ
ま
し
た
の
で
、「
不
真
正
不
作
為
犯
の
研
究
か
ら
始
め

ま
す
。」
と
答
え
た
と
こ
ろ
、「
あ
あ
そ
う
か
。
そ
れ
で
い
い
。」
と
笑
み
を
浮

か
べ
ら
れ
ま
し
た
。
私
の
本
格
的
な
不
作
為
犯
論
の
研
究
は
、
そ
の
日
か
ら
始

ま
り
、
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
な
り
ま
し
た
。
私
の
最
初
の
論
文
は
、
博
士
課
程
在

学
中
の
二
六
歳
の
と
き
に
書
い
た
「
不
真
正
不
作
為
犯
の
故
意
の
実
体
」
⑷
と

い
う
も
の
で
す
。
昭
和
五
〇
年
四
月
（
二
七
歳
）
に
は
、
専
修
大
学
法
学
部
の

専
任
講
師
と
な
り
、
母
校
の
教
壇
に
立
ち
、
刑
法
総
論
、
刑
法
各
論
の
講
義
を

始
め
ま
し
た
。
当
時
、
二
七
歳
で
専
任
講
師
に
な
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
の
で
、
給
料
は
マ
イ
ナ
ス
一
号
俸
で
し
た
。
学
問
の
曲
り
角
か
ら
研
究
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者
に
な
る
ま
で
最
短
距

離
を
走
っ
た
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
私
の
場

合
、
経
済
的
に
も
体
力

的
に
も
最
短
距
離
で
走

る
し
か
な
か
っ
た
の
で

す
。
同
年
五
月
に
は
、

日
本
刑
法
学
会
で
不
真
正
不
作
為
犯
に
つ
い
て
個
別
報
告
⑸
を
す
る
こ
と
が
で

き
、
よ
う
や
く
研
究
者
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
着
き
ま
し
た
。

　

私
は
植
松
先
生
の
最
後
の
弟
子
で
す
が
、
植
松
刑
法
学
を
色
濃
く
継
受
し
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
理
論
そ
れ
自
体
を
引
き
継
ぐ
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
刑
法
学
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
引
き
継
い
で
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。「
理
論
か
ら
理
論
は
作
ら
な
い
。
直
観
を
理
論
化
す
る
。」
と
い
う
の
が

刑
法
学
研
究
の
土
台
に
な
っ
て
い
ま
す
。
事
案
の
筋
を
直
観
的
に
見
抜
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
事
案
解
決
に
向
け
た
理
論
を
構
築
す
る
に
は
、
法
的
感

性
と
美
観
が
重
要
で
す
。
私
の
場
合
は
、
植
松
先
生
の
価
値
観
と
大
き
な
ブ
レ

は
な
く
、
美
観
に
お
い
て
も
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
弟
子
稼
業
の

間
、
昼
夜
を
問
わ
ず
体
力
の
限
界
ま
で
研
究
を
し
ま
し
た
が
、
楽
し
い
五
年
間

で
し
た
。
問
題
を
ど
う
解
い
た
ら
よ
い
の
か
考
え
続
け
て
い
る
と
、
あ
る
瞬

間
、
闇
夜
に
光
が
射
す
如
く
、
解
決
の
筋
道
が
見
え
る
時
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

時
は
、
寝
て
い
て
も
起
き
て
解
決
の
筋
道
や
理
論
化
の
図
形
を
書
き
留
め
て
置

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
大
学
院
生
の
頃
は
、
そ
う
い
う
生
活
で
し
た
が
、

考
え
抜
く
こ
と
の
大
切
さ
を
身
に
付
け
ま
し
た
。

　

小
さ
い
頃
か
ら
絵
を
描
い
て
い
た
せ
い
か
、
本
を
読
ん
で
い
て
情
景
や
映
像

が
浮
か
ぶ
も
の
は
熱
中
し
て
読
む
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
、

頁
を
め
く
っ
て
終
わ
り
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
し
た
。
刑
法
の
著
書
は
論
理
的
な

著
述
が
多
く
、
面
白
く
な
い
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
私
に
は
不
思
議
と
論

理
の
図
形
や
事
案
の
情
景
が
見
え
て
、
面
白
い
本
が
沢
山
あ
り
ま
し
た
。
植
松

先
生
は
水
墨
画
を
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。
先
生
の
著
書
が
面
白
か
っ
た
の
は
、

美
観
が
横
た
わ
っ
て
い
た
せ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
文
章
の
文
体
に
は
、
美
観

が
反
映
さ
れ
る
の
で
す
。
文
章
に
厳
し
い
植
松
先
生
な
の
で
す
が
、「
君
の
文

章
は
達
意
だ
。」
と
言
わ
れ
て
、
論
理
的
な
矛
盾
は
別
と
し
て
、
文
章
は
あ
ま

り
直
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
、
小
学
生
の
頃
か
ら
文
章
を
書
く
こ
と
に
苦

労
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
論
文
を
書
く
場
合
に
は
、
冒
頭
の
一
文
に
論
稿
の

エ
ッ
セ
ン
ス
を
集
約
す
る
工
夫
は
し
て
い
ま
し
た
。

　

美
観
に
つ
い
て
、
大
学
院
生
の
頃
、
植
松
先
生
が
終
戦
前
後
の
話
を
さ
れ
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
植
松
先
生
は
、
検
事
を
退
官
し
、
東
大
の
小
野
清
一
郎

先
生
の
推
挙
に
よ
り
台
湾
の
台
北
帝
大
の
刑
法
の
教
授
と
し
て
赴
任
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
戦
局
が
厳
し
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
妻
子
を
先
に
東
京
へ
帰
京
さ
せ

ら
れ
た
と
こ
ろ
、
輸
送
船
が
撃
沈
し
、
妻
子
を
一
瞬
に
し
て
亡
く
さ
れ
ま
し

た
。
郵
送
さ
れ
て
い
た
学
位
請
求
論
文
も
届
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
人
東
京
に

戻
ら
れ
、
焼
け
野
が
原
と
な
っ
た
東
京
に
佇
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
夕
焼
け
が
と

て
も
綺
麗
だ
っ
た
そ
う
で
、「
夕
焼
け
を
美
し
い
と
思
う
心
が
ま
だ
残
っ
て
い

る
。
こ
の
美
観
が
残
っ
て
い
る
以
上
、
立
ち
直
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
思
わ

専修大学の専任講師になった頃
（昭和50年）
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れ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
話
を
聴
い
た
時
、
私
は
、
植
松
先
生
を
師
匠
と
し
て
研

究
を
始
め
た
の
は
間
違
い
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
と
と
も
に
、
弟
子
と
し
て

拾
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
有
り
難
く
思
い
ま
し
た
。
夕
焼
け
の
話
は
、
私
の
美

観
と
共
鳴
し
、
言
葉
以
上
の
も
の
を
伝
達
す
る
も
の
で
し
た
。

Ⅴ　

二
度
の
ド
イ
ツ
留
学

　

（
１
）　

第
二
の
故
郷
ト
リ
ー
ア

　

研
究
者
と
し
て
研
究
の
土
台
を
深
め
、
か
つ
研
究
の
裾
野
を
広
げ
た
の
は
、

二
度
の
ド
イ
ツ
留
学
に
よ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
一
回
目
は
、
一
九
八
〇
年

か
ら
二
年
間
、
ド
イ
ツ
の
モ
ー
ゼ
ル
川
の
上
流
の
ト
リ
ー
ア
（T

rier

）
に
あ

る
ト
リ
ー
ア
大
学
（U

niversität T
rier

）
法
学
部
に
留
学
し
ま
し
た
。
当

初
は
、
一
年
間
の
在
外
研
究
派
遣
の
予
定
で
し
た
が
、
途
中
で
総
長
の
相
馬
勝

夫
先
生
に
手
紙
を
書
き
、
ま
だ
研
究
の
先
が
見
え
な
い
の
で
帰
国
を
一
年
延
ば

す
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
き
た
い
旨
を
訴
え
ま
し
た
。
今
で
は
、
難
し
い
話
で

す
。
お
お
ら
か
な
相
馬
先
生
か
ら
は
勉
学
し
て
帰
国
し
な
さ
い
と
の
手
紙
を
い

た
だ
き
、
一
年
延
長
を
許
可
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
大
学
は
休
職
と
し
私
費
で
研

究
を
継
続
し
ま
し
た
。
ト
リ
ー
ア
大
学
で
の
身
分
は
、
同
僚
の
支
援
も
あ
り
、

帰
国
す
る
ま
で
客
員
教
授
と
し
て
遇
し
て
く
れ
ま
し
た
。
二
回
目
は
、
ベ
ル
リ

ン
の
壁
が
崩
壊
し
た
後
で
す
。
一
九
九
一
年
に
同
じ
く
ト
リ
ー
ア
大
学
法
学
部

に
留
学
し
ま
し
た
。
ト
リ
ー
ア
は
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
に
接

す
る
ド
イ
ツ
の
西
の
国
境
の
町
で
す
。
パ
リ
に
は
、
電
車
で
四
時
間
ほ
ど
で
着

き
ま
す
。
古
く
は
西
ロ
ー
マ
の
主
都
が
置
か
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
ロ
ー
マ
時
代

の
遺
跡
の
あ
る
静
か
な
美
し
い
古
都
で
す
。
ト
リ
ー
ア
は
、
モ
ー
ゼ
ル
ワ
イ
ン

の
集
積
地
で
あ
り
、
美
味
し
い
ワ
イ
ン
を
飲
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
私
に

と
っ
て
、
ト
リ
ー
ア
は
、
第
二
の
故
郷
で
す
。

　

な
ぜ
ト
リ
ー
ア
大
学
に
留
学
し
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
法
学
部
の
ス
タ
ッ
フ

の
一
人
に
ア
メ
ル
ン
ク
教
授
（Prof. D

r. K
nut A

m
elung

）
が
い
た
か
ら

で
す
。
ア
メ
ル
ン
ク
は
、
法
益
論
に
関
す
る
学
位
論
文
（D

issertation

）⑹
を

ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
（U

niversität Göttingen

）
の
ロ
ク
シ
ン
教
授

（Prof. D
r. Claus Roxin

）
に
提
出
し
、
法
学
博
士
の
学
位
を
取
得
し
ま
し

た
が
、
そ
の
学
位
論
文
が
高
く
評
価
さ
れ
、
教
授
資
格
論
文
（H

abilitation

）

を
提
出
す
る
こ
と
な
く
、
刑
法
の
教
授
に
就
任
し
ま
し
た
。
法
益
論
は
違
法
性

の
研
究
を
す
る
場
合
、
避
け
て
は
通
れ
な
い
テ
ー
マ
で
す
。
ド
イ
ツ
留
学
中

は
、
不
作
為
犯
論
お
よ
び
違
法
論
を
研
究
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、

法
益
論
の
先
端
の
研
究
者
で
あ
る
ア
メ
ル
ン
ク
教
授
の
下
で
研
究
に
従
事
し
た

い
と
考
え
ま
し
た
。
幸
い
、
専
修
大
学
総
長
の
相
馬
勝
夫
先
生
が
卒
業
生
の
研

究
者
を
育
成
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
相
馬
学
術
奨
励
基
金
に
よ
り
海
外
研
究

員
に
選
考
さ
れ
た
の
で
、
履
歴
、
研
究
業
績
等
を
添
え
て
ア
メ
ル
ン
ク
教
授
の

下
で
研
究
に
従
事
し
た
い
旨
の
手
紙
を
ア
メ
ル
ン
ク
宛
に
書
き
ま
し
た
。
手
紙

を
投
函
し
て
か
ら
一
ヶ
月
過
ぎ
て
も
返
信
が
な
い
の
で
、
独
文
が
稚
拙
で
思
い

が
通
じ
な
か
っ
た
の
か
と
落
胆
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
ト
リ
ー
ア
大
学
法
学
部
の

客
員
教
授
と
し
て
受
入
れ
る
旨
の
手
紙
と
ト
リ
ー
ア
の
町
並
み
を
紹
介
し
た
小

冊
子
が
届
き
ま
し
た
。
後
で
分
か
っ
た
こ
と
で
す
が
、
私
が
若
手
の
研
究
者
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
情
報
が
直
ぐ
に
は
つ
か
め
ず
、
調
べ
た
結
果
、
教
授
会
で
客
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員
教
授
と
し
て
受
入
れ
る
決
定
を
し
た
上
、
返
信
を
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
ト
リ
ー
ア
大
学
（
当
時
、
校
舎
は
、
モ
ー
ゼ
ル
川
を
真
下
に
見
下
ろ
す
こ

と
の
で
き
る
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
ス
ホ
ー
フ
［Schneidershof

］
に
あ
っ
た
。）
に

初
め
て
訪
れ
た
時
、
私
の
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
を
付
し
た
研
究
室
が
あ
り
、
さ
ら

に
ア
メ
ル
ン
ク
の
フ
ラ
ウ
・
フ
ラ
ン
ク
秘
書
（K

arin Frank

）
が
私
の
秘
書

も
兼
務
し
て
く
れ
て
い
る
の
を
知
っ
て
、
驚
く
と
と
も
に
、
研
究
者
と
し
て
遇

し
て
く
れ
た
こ
と
に
感
激
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
私
の
住
居
も
手
配
し
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。
メ
ー
メ
ル
シ
ュ
ト

ラ
ー
セ
（M

em
elstraße

）
に
あ
っ
た
ド
レ
ッ
ク
ス
ラ
ー
夫
妻
の
住
居
の
一

階
に
家
内
と
も
ど
も
生
活
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ド
レ
ッ
ク
ス
ラ
ー

（W
alter D

rechsler

）
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
捕
虜
に
な

り
、
終
戦
後
東
ド
イ
ツ
の
故
郷
に
戻
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
東
側
の
生
活
に
な

じ
め
ず
、
技
師
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
西
側
の
会
社
が
受
入
れ
る
と
い
う
の
で
、

奥
さ
ん
と
二
人
し
て
国
境
の
有
刺
鉄
線
を
か
い
く
ぐ
り
、
西
側
に
脱
出
し
て
き

ま
し
た
。
ド
レ
ッ
ク
ス
ラ
ー
は
、
勤
勉
で
実
直
な
人
柄
で
あ
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
り
ま
し
た
。
ド
レ
ッ
ク
ス
ラ
ー
夫
妻
に
は
、
ト

リ
ー
ア
で
生
ま
れ
た
一
人
娘
の
モ
ニ
カ
（M

onika

）
が
い
ま
し
た
が
、
彼
女

に
私
が
会
っ
た
時
は
、
も
う
医
学
生
で
し
た
。
フ
ラ
ウ
・
ド
レ
ッ
ク
ス
ラ
ー

（Gertraud D
rechsler

）
は
、
人
情
が
細
や
か
で
優
し
い
人
柄
で
あ
り
、
料

理
が
上
手
で
、
と
く
に
彼
女
の
作
る
ケ
ー
キ
の
シ
ュ
ト
レ
ン
（Stollen

）
は

絶
品
で
し
た
。
夫
婦
と
も
ど
も
な
ぜ
か
心
が
通
じ
合
い
、
休
日
に
は
ワ
イ
ン
農

園
、
陶
器
の
町
な
ど
に
ハ
イ
キ
ン
グ
を
か
ね
て
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

故
郷
宮
崎
の
よ
う
な
心
優
し
い
、
人
情
味
の
あ
る
人
た
ち
に
囲
ま
れ
、
ド
イ
ツ

の
日
常
生
活
に
溶
け
込
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

（
２
）　

第
一
回
目
の
留
学
の
思
い
出

　

ト
リ
ー
ア
大
学
法
学
部
の
教
授
ス
タ
ッ
フ
は
一
一
人
で
し
た
が
、
多
く
の
同

僚
か
ら
「H

idaka

は
、
一
二
人
目
の
教
授
だ
。」
と
言
っ
て
、
学
問
だ
け
で
な

く
、
日
常
生
活
で
も
友
人
と
し
て
接
し
て
く
れ
ま
し
た
。
当
時
、
同
年
代
の

ギ
ュ
ン
タ
ー
（D

r. H
ans-Ludw

ig Günther

）
は
助
手
で
し
た
が
、
当
罰

的
不
法
論
（strafw

ürdiges U
nrecht

）
の
研
究
を
し
て
い
て
教
授
資
格
論

文
の
執
筆
に
取
り
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。
ギ
ュ
ン
タ
ー
の
構
想
は
、
日
本
刑
法

で
い
う
可
罰
的
違
法
性
の
理
論
と
シ
ン
ク
ロ
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
よ
く
議
論

を
し
ま
し
た
。
朝
、
大
学
に
行
く
と
、
ま
ず
ギ
ュ
ン
タ
ー
の
研
究
室
に
行
き
、

コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら
議
論
し
、
そ
の
後
に
自
分
の
研
究
室
に
行
く
と
い
う

の
が
日
課
で
し
た
。
ギ
ュ
ン
タ
ー
は
、
そ
の
後
、
教
授
資
格
論
文
⑺
を
提
出
し

て
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
（U

niversität T
übingen

）
法
学
部
の
教
授
に

就
任
し
ま
し
た
。

　

ア
メ
ル
ン
ク
教
授
と
は
家
族
ぐ
る
み
の
付
き
合
い
で
し
た
。
フ
ラ
ウ
・
ア
メ

ル
ン
ク
（Barbara A

m
elung

）
は
、
ド
レ
ス
デ
ン
の
出
身
で
す
が
、
ゲ
ッ

テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
を
卒
業
後
は
裁
判
官
と
な
り
、
ト
リ
ー
ア
で
は
公
証
人
を
し

て
い
ま
し
た
。
フ
ラ
ウ
・
ア
メ
ル
ン
ク
に
初
め
て
会
っ
た
時
、「H

idaka! 

刑

法
で
は
も
う
戦
え
る
。
ト
リ
ー
ア
に
来
た
の
だ
か
ら
、
ワ
イ
ン
の
勉
強
を
し
な

さ
い
。」
と
言
っ
て
ワ
イ
ン
の
本
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
時

は
、
言
葉
の
真
の
意
味
は
分
か
ら
ず
、
ワ
イ
ン
を
飲
ん
だ
ら
ラ
ベ
ル
を
剥
が
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し
、
台
帳
に
貼
っ
て
ワ
イ
ン
の
情
報
と
飲
ん
だ
味
覚
を
書
き
込
ん
で
ワ
イ
ン
手

控
帳
を
作
り
ま
し
た
。
ま
も
な
く
、
フ
ラ
ウ
・
ア
メ
ル
ン
ク
の
言
葉
の
意
味
が

分
か
り
ま
し
た
。
学
問
の
先
端
は
、
論
文
に
は
現
れ
ず
、
文
字
に
な
る
前
の
発

想
に
あ
る
の
で
す
。
ワ
イ
ン
を
飲
み
な
が
ら
、
話
を
し
て
い
る
と
き
に
、
学
問

の
先
端
が
見
え
る
。
自
宅
に
招
待
し
て
出
し
た
ワ
イ
ン
が
ま
ず
か
っ
た
ら
、

モ
ー
ゼ
ル
ワ
イ
ン
の
産
地
だ
け
に
、
話
は
進
ま
な
い
。
美
味
い
ワ
イ
ン
が
出
る

と
、
話
も
進
み
、
学
問
の
先
端
の
議
論
も
し
や
す
く
な
る
。
確
か
に
、
研
究
者

同
士
で
あ
れ
ば
、
一
〇
分
も
話
し
て
い
る
と
相
手
の
学
問
の
深
さ
は
分
か
り
ま

す
が
、
学
問
の
先
端
で
何
を
悩
ん
で
い
る
の
か
は
、
ワ
イ
ン
を
飲
み
な
が
ら
打

ち
解
け
な
い
と
、
出
て
こ
な
い
。
ド
イ
ツ
の
格
言
に
、「
ワ
イ
ン
の
中
に
真
実

あ
り
。」（Im

 W
ein ist W

ahrheit.

）
と
い
う
文
言
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の

格
言
を
体
験
し
な
さ
い
と
い
う
の
が
、
フ
ラ
ウ
・
ア
メ
ル
ン
ク
の
真
意
だ
っ
た

の
で
す
。
ワ
イ
ン
を
グ
ラ
ス
一
杯
飲
ん
だ
ら
、
グ
ラ
ス
一
杯
の
水
を
飲
み
な
さ

い
、
と
い
う
の
も
教
わ
り
ま
し
た
。
ワ
イ
ン
を
飲
ん
で
酔
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、

議
論
に
な
り
ま
せ
ん
。
ワ
イ
ン
を
飲
ん
で
も
、
常
に
頭
は
醒
め
て
い
な
く
て

は
、
議
論
の
中
で
学
問
の
先
端
を
掴
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
本
当
に
意
味
深

い
言
葉
で
し
た
。
フ
ラ
ウ
・
ア
メ
ル
ン
ク
は
、
日
常
生
活
で
も
姉
の
よ
う
な
存

在
で
し
た
。
今
は
、
も
う
生
ま
れ
故
郷
の
ド
レ
ス
デ
ン
の
地
に
眠
っ
て
い
ま

す
。

　

研
究
の
方
は
、
ド
イ
ツ
の
不
作
為
犯
論
を
原
典
に
基
づ
き
再
整
理
を
し
な
が

ら
、
法
益
論
の
研
究
を
し
ま
し
た
。
ア
メ
ル
ン
ク
の
法
益
論
に
は
法
哲
学
、
法

社
会
学
、
法
史
学
な
ど
の
多
方
面
か
ら
の
分
析
が
集
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
議

論
の
中
で
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
彼
の
法
益
論
は
、
ま
さ
に
学
問
的
落
差

を
駆
使
し
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
刑
法
学
の
基
礎
理
論
の
深
さ
を
知

り
、
自
分
の
刑
法
理
論
の
土
台
を
再
考
す
る
切
っ
掛
け
と
な
り
ま
し
た
。
ま

た
、
刑
法
関
係
の
ス
タ
ッ
フ
だ
け
で
な
く
、
民
法
、
ロ
ー
マ
法
、
行
政
法
の
教

授
と
も
親
し
く
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
ド
イ
ツ
法
の
研
究
の
あ
り
方
を
掴

む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
当
時
は
、
ま
だ
学
問
的
な
系
譜
が
し
っ
か
り
し
て
い

て
、
議
論
し
て
い
る
と
、
誰
の
弟
子
な
の
か
が
明
確
に
分
か
り
ま
し
た
。

　

（
３
）　

第
二
回
目
の
留
学
の
思
い
出

　

二
度
目
の
留
学
も
ト
リ
ー
ア
大
学
に
行
き
、
ア
メ
ル
ン
ク
教
授
の
下
で
研
究

し
ま
し
た
。
最
初
の
留
学
か
ら
一
〇
年
経
っ
て
い
ま
し
た
が
、
親
し
く
し
て
い

た
研
究
者
も
多
く
、
よ
い
研
究
環
境
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
大
学
の
校
地
は
、

モ
ー
ゼ
ル
川
か
ら
離
れ
た
郊
外
の
タ
ル
フ
ォ
ル
ス
ト
（T

arforst

）
に
移
転
し

て
い
ま
し
た
。
校
地
が
広
く
モ
ダ
ン
な
校
舎
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
客
員
教
授

で
し
た
が
、
広
い
研
究
室
が
準
備
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ア
メ
ル
ン
ク
教
授
の
秘

書
は
フ
ラ
ウ
・
フ
ラ
ン
ク
か
ら
フ
ラ
ウ
・
ホ
ー
ル
（A

nne H
oll

）
に
引
き
継

が
れ
て
い
ま
し
た
。
フ
ラ
ウ
・
ホ
ー
ル
は
私
と
同
い
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
気
が

合
い
、
親
身
に
な
っ
て
い
ろ
ん
な
支
援
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
お
陰
で
、
刑
法

の
研
究
だ
け
で
な
く
、
ド
イ
ツ
の
文
化
や
生
活
の
あ
り
方
を
広
く
見
聞
で
き
ま

し
た
。
現
実
に
根
ざ
し
た
学
問
を
す
る
に
は
、
日
常
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

如
何
に
大
切
か
を
知
り
ま
し
た
。

　

二
度
目
の
留
学
で
は
、
違
法
性
の
理
論
の
構
築
を
完
了
す
る
こ
と
を
目
指
し

て
い
ま
し
た
⑻
。
モ
ー
ゼ
ル
川
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
流
れ
を
見
な
が
ら
、
静
か
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に
思
索
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
穏
や
か
な
時
の
流
れ
の
中
で
研
究
で

き
る
こ
と
は
、
得
が
た
い
機
会
で
し
た
。
一
方
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
崩
壊
し
、

ド
イ
ツ
の
再
統
一
が
な
さ
れ
た
直
後
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
刑
法
の
研
究
者
と

し
て
、
得
が
た
い
経
験
も
し
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
再
統
一
後
、
西
側
の
大
学
は
東

側
の
大
学
と
支
援
協
定
を
締
結
し
、
教
授
の
派
遣
等
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
再

統
一
後
、
堕
胎
罪
の
規
定
に
つ
い
て
は
経
過
措
置
が
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
ド
イ

ツ
刑
法
典
は
西
側
の
刑
法
典
に
統
一
さ
れ
、
法
曹
養
成
の
シ
ス
テ
ム
も
西
側
で

行
わ
れ
て
い
た
も
の
に
統
一
さ
れ
ま
し
た
。
ト
リ
ー
ア
大
学
は
、
イ
ェ
ー
ナ
大

学
（U

niversität Jena

）
と
支
援
協
定
を
結
ん
で
い
ま
し
た
が
、
恩
師
の
ア

メ
ル
ン
ク
教
授
が
イ
ェ
ー
ナ
大
学
で
刑
法
の
講
義
を
す
る
と
い
う
の
で
、
同
行

さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
初
め
て
旧
東
ド
イ
ツ
に
足
を
踏
み
入
れ
ま

し
た
。
旧
国
境
に
は
、
厳
戒
態
勢
で
あ
っ
た
検
問
の
跡
が
残
さ
れ
て
お
り
、
長

く
伸
び
た
円
状
の
有
刺
鉄
線
も
そ
の
ま
ま
で
し
た
。
イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
法
学
部

図
書
館
を
訪
れ
た
時
に
、
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
情
景
を
見
ま
し
た
。
西
側
で
研
究

し
て
い
る
と
き
に
は
、
入
手
困
難
で
あ
っ
た
東
ド
イ
ツ
刑
法
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー

ル
、
基
本
書
な
ど
が
破
棄
さ
れ
ゴ
ミ
箱
の
中
に
捨
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
本
棚

に
は
西
側
の
刑
法
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
、
基
本
書
な
ど
が
新
た
に
並
べ
て
あ
り

ま
し
た
。
法
曹
養
成
制
度
が
転
換
さ
れ
た
わ
け
で
す
の
で
、
当
た
り
前
と
言
え

ば
当
た
り
前
な
の
で
す
が
、
刑
法
は
革
命
に
は
無
力
で
あ
り
、
国
家
体
制
の
変

動
に
も
無
力
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。
旧
東
ド
イ
ツ
の
刑
事
法
の
研
究
者
は
、
一

人
だ
け
大
学
に
留
ま
っ
た
が
、
後
は
全
員
が
退
職
し
た
と
聴
き
ま
し
た
。
考
え

て
み
れ
ば
、
も
し
日
本
刑
法
が
自
由
主
義
刑
法
か
ら
全
体
主
義
刑
法
に
転
換
さ

れ
た
ら
、
私
も
教
壇
で
自
分
の
刑
法
理
論
を
説
く
こ
と
は
で
き
ず
、
職
を
辞
す

こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
刑
法
学
は
、
国
家
体
制
の
価
値
体
系
と
個
人
の
価

値
観
の
狭
間
に
あ
っ
て
、
精
神
的
な
葛
藤
を
避
け
て
は
通
れ
な
い
局
面
と
対
峙

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
構
成
要
件
理
論
で
著
名
な
Ｍ
．

Ｅ
．マ
イ
ヤ
ー
（M

ax Ernst M
ayer, 1875-1923

）
が
ナ
チ
ス
刑
法
理
論
と

相
容
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
自
ら
命
を
絶
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
そ
ん
な

厳
し
い
局
面
が
あ
る
の
だ
と
驚
き
ま
し
た
。
イ
ェ
ー
ナ
で
は
逆
の
状
況
で
す
が
、

刑
法
学
の
厳
し
さ
が
身
に
沁
み
ま
し
た
。
刑
法
学
の
根
底
に
自
ら
の
人
生
観
・

世
界
観
が
あ
る
以
上
、
自
ら
信
じ
た
道
を
歩
む
し
か
な
い
の
で
す
が
、
ゴ
ミ
箱

に
破
棄
さ
れ
た
刑
法
の
本
を
見
な
が
ら
学
問
の
厳
し
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。
こ

の
と
き
は
、
イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
に
同
大
学
で
学
位
を
取
得
し

た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
（Paul Johann A

nselm
 von Feuerbach, 1775-

1833

）
の
像
が
建
て
ら
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
ま
し
た
。
近
代
刑
法
学
の
父

と
呼
ば
れ
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
刑
法
理
論
は
、
旧
東
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は

相
容
れ
な
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
崩
壊
す
る
以
前
の
一

九
八
三
年
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
生
誕
二
〇
〇
年
を
契
機
に
建
て
ら
れ
た
も

の
で
し
た
。
政
治
体
制
の
変
動
の
中
に
あ
っ
て
も
学
問
の
継
承
を
尊
重
す
る
気

風
が
根
付
い
て
い
る
こ
と
に
感
激
し
ま
し
た
。
学
の
独
立
と
学
の
継
承
は
難
し

い
こ
と
で
す
が
、
そ
の
責
務
を
果
た
す
の
が
研
究
者
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

二
度
目
の
留
学
で
は
悲
し
い
事
も
あ
り
ま
し
た
。
一
九
九
二
年
一
月
の
こ
と

で
す
。
フ
ラ
ウ
・
ド
レ
ッ
ク
ス
ラ
ー
が
七
一
歳
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
二
度
目
の
留
学
で
は
ト
リ
ー
ア
に
は
一
九
九
一
年
八
月
末
に
到
着
し
ま
し
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た
。
そ
の
到
着
の
前
日
、
フ
ラ
ウ
・
ド
レ
ッ
ク
ス
ラ
ー
は
、「H

idaka

に
朝
食

の
パ
ン
を
焼
い
て
持
っ
て
い
く
。」
と
言
っ
て
焼
く
準
備
を
し
て
い
た
と
こ
ろ

倒
れ
、
モ
ニ
カ
が
内
科
医
と
し
て
勤
務
す
る
病
院
に
搬
送
さ
れ
て
、
心
臓
の
手

術
を
受
け
て
い
た
の
で
す
が
、
約
五
ヶ
月
後
に
帰
ら
ぬ
人
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
こ
の
間
、
ド
レ
ッ
ク
ス
ラ
ー
も
健
康
を
害
し
入
院
中
で
し
た
。
西
側
に

は
身
寄
り
が
な
く
、
モ
ニ
カ
が
一
人
な
の
で
、
私
も
葬
儀
を
手
伝
っ
て
ト
リ
ー

ア
の
墓
地
に
埋
葬
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
ド
レ
ッ
ク
ス
ラ
ー
も
亡
く
な
り
、
ト

リ
ー
ア
の
墓
地
に
フ
ラ
ウ
・
ド
レ
ッ
ク
ス
ラ
ー
の
横
で
眠
っ
て
い
ま
す
。
本
当

に
不
思
議
な
縁
で
し
た
。
や
は
り
、
ト
リ
ー
ア
は
、
私
に
と
っ
て
は
第
二
の
故

郷
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

実
は
、
三
回
目
の
留
学
に
も
着
手
し
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
未
遂
に
終
わ

り
ま
し
た
。
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
崩
壊
し
た
後
で
す
が
、
専
修
大
学
は
、
旧
東
側
に

あ
っ
た
ハ
レ
大
学（M

artin-Luther-U
niversität H

alle=W
ittenberg

）
と

国
際
交
流
協
定
を
締
結
し
ま
し
た
。
ハ
レ
大
学
に
は
同
門
で
あ
る
刑
法
の
リ
ー

リ
エ
教
授
（Prof. D

r. H
ans Lilie

）
と
ト
リ
ー
ア
大
学
か
ら
の
縁
で
あ
る
日

本
学
の
ホ
ォ
ル
ヤ
ン
テ
ィ
・
ヨ
ス
ト
教
授
（Prof. D

r. Gesine Foljanty-
Jost

）
が
就
任
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
国
際
交
流
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
そ
の
協
定
の
関
係
で
、
私
も
半
年
間
の
予
定
で
刑
法
の
講
義
を

す
る
た
め
に
ハ
レ
大
学
に
行
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
司
法
試
験
考
査
委
員
に

依
嘱
さ
れ
る
の
で
、
直
ぐ
に
帰
国
さ
れ
た
し
と
い
う
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。
帰

国
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
、
半
年
間
の
講
義
内
容
を
一
ヶ
月
の
集
中
講
義
に

切
り
替
え
て
も
ら
い
、
毎
日
講
義
を
行
い
ま
し
た
。
近
代
学
派
の
刑
法
学
者
で

あ
る
リ
ス
ト
（Franz von Liszt, 1851-1919

）
も
講
義
を
し
た
教
室
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
集
中
講
義
に
熱
が
入
り
ま
し
た
。
研
究
者
も
講
義
を
聴
い

て
く
れ
て
、
そ
の
後
、
ワ
イ
ン
を
飲
み
な
が
ら
議
論
す
る
と
い
う
毎
日
で
し

た
。
帰
国
し
て
、
約
九
年
間
、
旧
司
法
試
験
制
度
が
終
了
す
る
ま
で
、
司
法
試

験
考
査
委
員
を
務
め
ま
し
た
。
そ
の
後
、
法
科
大
学
院
の
立
ち
上
げ
を
行
い
、

大
学
運
営
に
も
携
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

Ⅵ　

研
究
者
の
育
成
と
母
校
の
運
営

　

（
１
）　

学
の
継
承
と
研
究
者
の
育
成

　

私
の
歩
い
て
き
た
道
の
り
は
曲
り
く
ね
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、「
学

は
人
な
り
。」
と
い
う
言
葉
を
胸
に
秘
め
、
歩
い
て
き
ま
し
た
。
こ
の
過
程
で

得
る
こ
と
の
で
き
た
学
問
体
系
も
、
次
の
世
代
に
伝
え
な
け
れ
ば
意
味
が
あ
り

ま
せ
ん
。
学
の
継
承
な
く
し
て
、
学
問
の
進
展
は
な
い
の
で
す
。
刑
法
学
の
根

底
に
は
、
道
徳
観
・
倫
理
観
が
あ
り
、
そ
の
価
値
体
系
は
自
ら
掴
み
取
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
け
に
、
学
の
継
承
の
難
し
さ
が
あ
り
ま
す
。
美
観
の
継

承
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
東
洋
的
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
研
究
者
と
し
て
の
生
き
様
を
後
ろ
姿
で
伝
え
、
共
鳴
す
る
の

を
待
つ
こ
と
が
師
と
し
て
の
務
め
な
の
で
し
ょ
う
。
変
に
美
観
を
壊
し
、
価
値

観
を
修
正
す
る
と
、
研
究
者
と
し
て
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
無
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
学
の
継
承
を
図
る
場
合
、
こ
の
点
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
私
の

場
合
、
若
い
頃
は
自
分
の
研
究
を
深
め
る
の
に
精
一
杯
で
あ
り
、
研
究
者
の
育

成
を
始
め
た
の
は
教
授
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
不
作
為
犯
論
や
錯
誤
論
⑼
を
研
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究
し
て
い
る
頃
は
、
研
究
者
を
育
成
す
る
余
力
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
違
法

性
論
や
共
犯
論
の
研
究
論
文
を
書
く
頃
に
な
っ
て
、
若
手
の
研
究
者
の
育
成
と

自
分
の
研
究
と
を
同
時
並
行
的
に
進
め
る
余
裕
が
出
て
き
て
、
直
観
を
理
論
化

す
る
と
い
う
日
髙
刑
法
学
の
後
継
者
を
何
と
か
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
視
力
の
弱
る
年
齢
に
な
っ
た
今
は
、
そ
の
余
力
は
な
く
、
最
後

の
著
作
を
纏
め
る
体
力
し
か
な
い
状
態
で
す
。

　

（
２
）　

私
学
の
研
究
者
の
責
務

　

私
学
の
研
究
者
は
、
建
学
の
精
神
の
下
に
研
究
・
教
育
を
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
建
学
の
精
神
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
道
徳
観
・
倫
理
観
を
体
現
し
、

か
つ
職
業
倫
理
を
持
た
な
け
れ
ば
、
建
学
の
精
神
を
担
う
学
生
を
社
会
に
送
り

出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
専
修
大
学
は
、
教
育
令
に
基
づ
き
明
治
一
三
年
に

創
立
さ
れ
た
「
専
修
学
校
」
を
起
点
と
し
て
い
ま
す
。
明
治
維
新
後
、
ア
メ
リ

カ
に
約
八
年
間
留
学
し
、
近
代
の
学
問
を
修
め
た
創
立
者
た
ち
は
、
高
等
教
育

に
よ
っ
て
近
代
日
本
の
社
会
を
支
え
る
若
者
を
育
成
し
よ
う
と
考
え
、
法
律
と

経
済
を
日
本
語
で
教
授
す
る
こ
と
を
始
め
ま
し
た
。
そ
の
後
、
専
門
学
校
令
に

よ
る
専
門
学
校
・
私
立
専
修
大
学
、
大
学
令
に
よ
る
旧
制
大
学
と
な
り
、
戦
後

は
新
制
大
学
に
移
行
し
ま
し
た
。
今
年
で
、
創
立
一
四
三
年
に
な
り
ま
す
。
建

学
の
精
神
は
、「
社
会
に
対
す
る
報
恩
奉
仕
」
で
あ
り
、
二
一
世
紀
ビ
ジ
ョ
ン

と
し
て
「
社
会
知
性
の
開
発
」
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
常
に
「
社
会
」
と
の
接
点

を
持
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
建
学
の
精
神
は
、
創
立
の
主
旨
に
は
明

記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
創
立
者
た
ち
の
生
き
様
か
ら
見
て
取
れ
る
も
の
で
あ

り
、
創
立
者
た
ち
の
薫
陶
を
受
け
た
多
く
の
卒
業
生
た
ち
に
沁
み
て
い
る
こ
と

か
ら
、
戦
後
に
な
っ
て
明
文
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
専
修
大
学
の
卒
業
生
は
母
校
の
運
営
に
も
携
わ
る
責
務
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
学
長
（
第
一
五
代
）、
理
事
長
（
第
七
代
）
を
経
て
、
現
在
、
総
長

（
第
九
代
）
の
職
に
就
い
て
い
ま
す
。
総
長
は
、
建
学
の
精
神
を
護
持
す
る
と

と
も
に
、
建
学
の
精
神
に
基
づ
く
知
の
発
信
を
す
べ
き
責
務
を
負
っ
て
い
ま

す
。
高
等
教
育
は
「
国
の
か
た
ち
」
を
決
す
る
だ
け
に
、
そ
の
道
の
り
に
は
、

一
山
も
二
山
も
あ
り
そ
う
で
す
が
、
故
郷
宮
崎
で
育
ま
れ
た
人
間
性
と
自
然
と

共
生
す
る
心
を
も
っ
て
臨
ん
で
い
ま
す
。

Ⅶ　

お
わ
り
に

　

大
学
二
年
の
夏
に
学
問
の
曲
り
角
に
あ
る
こ
と
を
意
識
し
、
研
究
者
へ
の
道

を
歩
き
始
め
て
か
ら
、
曲
り
く
ね
っ
た
道
の
り
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
私

の
刑
法
学
を
構
築
す
る
に
は
、
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
筋
の
道
で
あ
り
ま

し
た
。
大
学
院
生
に
な
っ
た
時
、
植
松
先
生
に
話
し
た
「
犯
罪
論
体
系
の
構

築
」
と
い
う
大
き
な
課
題
に
つ
い
て
は
、
終
着
点
の
近
づ
い
た
最
近
の
こ
と
で

す
が
、
書
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
⑽
。
た
し
か
に
遠
大
な
研
究
計
画
で
し
た
。

若
い
頃
、
私
学
の
研
究
者
と
し
て
は
、
日
常
生
活
上
の
価
値
観
に
根
ざ
し
た

「
市
井
の
刑
法
学
」
を
説
く
べ
き
だ
と
考
え
ま
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

規
範
論
の
中
に
そ
の
価
値
観
を
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
私
の
歩
い
た

道
の
り
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
人
生
の
節
目
、
節
目
に
出
合
っ
た
人
に
行
く
べ

き
道
を
照
ら
さ
れ
ま
し
た
。
幸
い
に
し
て
、
厳
し
い
道
を
歩
き
続
け
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
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五
〇
代
の
初
め
に
Ｃ
型
肝
炎
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
所
沢
の
防

衛
医
大
病
院
に
一
ヶ
月
入
院
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ

ン
が
ま
だ
試
験
薬
で
あ
っ
た
頃
で
す
が
、
臨
死
体
験
を
し
ま
し
た
。
白
血
球
の

数
値
が
下
が
っ
て
危
な
か
っ
た
時
の
こ
と
で
す
。
父
と
祖
父
が
白
い
袴
を
は
い

て
ベ
ッ
ト
に
寝
て
い
る
私
の
そ
ば
に
現
れ
、「
い
い
加
減
に
宮
崎
に
帰
っ
て
こ

い
。
日
髙
家
の
位
牌
堂
は
誰
が
護
っ
と
か
。」
と
私
を
説
教
し
て
い
る
の
を
、

天
井
の
上
か
ら
別
の
私
が
見
て
い
る
の
で
す
。
ベ
ッ
ト
に
横
た
わ
っ
た
私
は
、

「
本
を
あ
と
四
冊
書
か
ん
と
、
帰
ら
れ
ん
と
よ
。」
と
返
答
す
る
と
、
父
と
祖
父

は
、「
そ
う
か
。」
と
言
っ
て
消
え
、
次
の
日
か
ら
回
復
傾
向
に
転
じ
ま
し
た
。

本
当
に
不
思
議
な
体
験
で
し
た
が
、
約
束
し
た
四
冊
目
の
本
も
、
原
稿
の
校
正

を
終
え
ま
し
た
⑾
。
四
冊
目
の
本
が
出
版
さ
れ
た
ら
、
約
束
ど
お
り
宮
崎
に
帰

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
今
し
ば
ら
く
長
男
の
道
楽
を
見
て
い

て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
宮
崎
の
菩
提
寺
に
行
き
ま
す
と
、
親
し
く
し
て

い
る
親
戚
の
多
く
が
同
じ
檀
家
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
な
ぜ
か
心
が
落
ち
着
き

ま
す
。
わ
が
魂
は
、
宗
太
郎
峠
を
越
え
て
必
ず
や
故
郷
宮
崎
に
帰
還
し
ま
す
。

学
問
も
人
生
も
、
は
た
ま
た
夢
の
中
で
も
、
節
目
、
節
目
に
誰
に
出
合
え
た
の

か
が
決
定
的
で
す
。「
学
は
人
な
り
。」
と
い
う
言
葉
の
重
み
を
実
感
し
て
い
る

次
第
で
す
。

〔
脚
注
〕

⑴　

「
日
髙
義
博
教
授　

履
歴
・
業
績
」
専
修
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
三
号
（
平

成
二
九
年
［
二
〇
一
七
年
］
一
二
月
）
一
五
九
頁
以
下
。

⑵　

日
髙
義
博
「
最
終
講
義
『
共
犯
の
基
礎
理
論
』」
専
修
大
学
史
紀
要
一
一

号
（
平
成
三
一
年
［
二
〇
一
九
年
］
三
月
）
二
頁
以
下
。

⑶　

日
髙
義
博
「
心
の
原
風
景
」
大
学
時
報
三
六
七
号
（
日
本
私
立
大
学
連

盟
、
平
成
二
八
年
［
二
〇
一
六
年
］
三
月
）
六
四
頁
以
下
。

⑷　

日
髙
義
博
「
不
真
正
不
作
為
犯
の
故
意
の
実
体
（
上
）、（
下
）」
警
察
研

究
四
五
巻
（
昭
和
四
九
年
［
一
九
七
四
年
］）
一
一
号
三
五
頁
以
下
、
同
巻

一
二
号
一
五
頁
以
下
。 

⑸　

本
報
告
は
、
刑
法
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
。
日
髙
義
博
「
不
真
正
不
作
為
犯

に
お
け
る
等
置
問
題
と
罪
刑
法
定
主
義
（
上
）、（
下
）」
刑
法
雑
誌
二
一
巻

（
昭
和
五
一
年
［
一
九
七
六
年
］）
一
号
二
一
頁
以
下
、
同
巻
二
号
一
六
四
頁

以
下
参
照
。
な
お
、
日
髙
義
博
『
不
真
正
不
作
為
犯
の
理
論
』（
昭
和
五
四

年
［
一
九
七
九
年
］、
二
版
・
昭
和
五
八
年
、
慶
應
通
信
）
は
、
構
成
要
件

的
等
価
値
性
の
理
論
を
提
唱
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
私
の
学
位
論
文
に
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。

⑹　

ア
メ
ル
ン
ク
の
学
位
論
文
は
、
次
の
著
書
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。K

nut 
A

m
elung, Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft 

-U
ntersuchungen zum

 Inhalt und zum
 A

nw
endungsbereich 

eines Strafrechtsprinzips auf dogm
engeschichtlicher 

G
rundlage. Zugleich ein B

eitrag zur Lehre von der 
„Sozialschädlichkeit

“ des V
erbrechens. 1972, A

thenäum
 

V
erlag. 

な
お
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
法
益
論
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
ク
ヌ

ト
・
ア
メ
ル
ン
ク=
日
髙
義
博
訳
「
ド
イ
ツ
刑
法
学
に
お
け
る
法
益
保
護
理
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論
の
現
状
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
七
〇
号
（
昭
和
五
七
年
［
一
九
八
二
年
］
七

月
）
八
八
頁
以
下
参
照
。
本
稿
は
、
ア
メ
ル
ン
ク
が
イ
タ
リ
ア
の
刑
法
学
会

で
報
告
し
た
草
稿
を
基
に
、
ト
リ
ー
ア
大
学
法
学
部
の
研
究
室
で
ア
メ
ル
ン

ク
と
議
論
し
な
が
ら
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑺　

ギ
ュ
ン
タ
ー
の
教
授
資
格
論
文
は
、
次
の
著
書
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。

H
ans-L

udw
ig G

ünther, Strafrechtsw
idrigkeit und 

Strafunrechtsausschluß -Studien zur Rechtsw
idrigkeit als 

Straftatm
erkm

al und zur Funktion der Rechtfertigungsgrüde 
im

 Strafrecht, 1983, Carl H
eym

anns V
erlag.  

後
日
の
こ
と
で
あ
る

が
、
違
法
論
に
つ
い
て
ギ
ュ
ン
タ
ー
と
議
論
し
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
な
が

ら
執
筆
し
た
論
稿
と
し
て
は
、
日
髙
義
博
「
可
罰
的
違
法
性
と
違
法
の
統
一

性
」
斉
藤
誠
二
先
生
古
稀
記
念
『
刑
事
法
学
の
現
実
と
展
開
』（
平
成
一
五

年
［
二
〇
〇
三
年
］、
信
山
社
）
七
三
頁
以
下
（
日
髙
『
違
法
性
の
基
礎
理

論
』［
注
８
参
照
］
三
頁
以
下
に
所
収
）
が
あ
る
。

⑻　

日
髙
義
博
『
違
法
性
の
基
礎
理
論
』（
平
成
一
七
年
［
二
〇
〇
五
年
］、
イ

ウ
ス
出
版
）
は
、
ド
イ
ツ
留
学
中
の
違
法
論
の
研
究
を
基
に
、
違
法
性
の
基

礎
理
論
、
実
行
行
為
論
、
法
益
論
に
関
す
る
論
稿
を
一
書
に
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
本
書
に
は
、
ア
メ
ル
ン
ク
教
授
へ
の
献
呈
文
（M

einem
 

Lehrer Prof. D
r. K

nut A
m

elung in D
ankbarkeit zugeeignet.

）

を
付
し
た
。

⑼　

錯
誤
論
に
つ
い
て
は
、
日
髙
義
博
『
刑
法
に
お
け
る
錯
誤
論
の
新
展
開
』

（
平
成
三
年
［
一
九
九
一
年
］、
成
文
堂
）
参
照
。

⑽　

論
文
の
テ
ー
マ
は
、「
刑
法
学
の
争
点
と
理
論
的
基
軸
の
意
義
」
で
あ

る
。
本
稿
は
、
現
在
校
正
の
段
階
で
あ
る
が
、
令
和
五
年
五
月
刊
行
予
定
の

佐
伯
仁
志
＝
高
橋
則
夫
＝
只
木
誠
＝
松
宮
孝
明
編
『
刑
事
法
の
理
論
と
実
務　

第
五
号
』（
成
文
堂
）
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

⑾　

四
冊
目
の
著
書
の
タ
イ
ト
ル
は
、『
不
作
為
犯
論
の
諸
相
』
で
あ
る
。
本

書
は
、
現
在
校
正
の
段
階
で
あ
り
、
来
春
に
は
成
文
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
る
予

定
で
あ
る
。
な
お
、
臨
死
体
験
後
に
書
い
た
一
冊
目
の
著
書
は
『
違
法
性
の

基
礎
理
論
』（
注
８
参
照
）
で
あ
り
、
第
二
冊
が
『
刑
法
総
論
』（
平
成
二
七

年
［
二
〇
一
五
年
］、
二
版
・
令
和
四
年
、
成
文
堂
）
で
あ
り
、
第
三
冊
目

が
『
刑
法
各
論
』（
令
和
二
年
［
二
〇
二
〇
年
］、
成
文
堂
）
で
あ
る
。『
不

作
為
犯
論
の
諸
相
』
を
刊
行
す
る
こ
と
で
、
夢
の
中
で
の
約
束
を
果
た
す
こ

と
が
で
き
る
。
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