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あ
ま
り
の
ボ
ロ
ボ
ロ
ぶ
り
に
ち
ょ
っ
と
ひ
る
ん
だ
け
れ
ど
、
ま
あ
百
余
年
前
の
読
書
行

動
を
窺
う
の
に
好
都
合
な
汚
れ
ぶ
り
だ
と
我
慢
し
て
読
み
出
し
た
ら
、
こ
れ
が
結
構
面
白

く
て
す
っ
か
り
釣
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
涙
香
の
翻
案
小
説
な
ん
て
、
昔
、
大
学
の
教

養
科
目
「
近
代
文
芸
思
潮
」
を
受
講
し
て
以
来
敬
遠
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
の
再
会
。「
繪

す
が
た
」
の
原
著
が
何
か
と
い
う
よ
う
な
詮
索
は
さ
て
お
き
、
主
催
す
る
『
萬
朝
報
』
に

自
ら
様
々
な
形
式
で
小
説
を
連
載
し
て
読
者
大
衆
を
惹
き
付
け
た
と
い
う
の
は
こ
う
い
う

こ
と
だ
っ
た
の
か
と
、
そ
の
気
迫
と
手
腕
に
改
め
て
恐
れ
入
る
。

三
〇
〇
円
で
入
手
し
た
手
元
の
本
（
扶
桑
堂
、
一
八
九
九
）
は
、
長
い
間
の
貸
本
稼
業
で

尾
羽
打
ち
枯
ら
す
風
情
だ
が
、
元
々
は
艶
や
か
な
装
丁
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
表
紙
と
巻

頭
折
込
み
の
口
絵
は
極
彩
色
の
木
版
画
（
多
分
）
だ
が
、
も
は
や
二
重
三
重
に
裏
打
ち
が

施
さ
れ
て
い
て
初
々
し
か
っ
た
は
ず
の
当
初
の
面
目
を
す
っ
か
り
失
っ
て
い
る
。
針
金
綴

じ
だ
っ
た
ら
し
い
鉄
ピ
ン
は
と
っ
く
に
抜
き
去
ら
れ
、
そ
の
代
わ
り
麻
紐
の
三
つ
目
綴
じ

に
変
更
さ
れ
、
そ
れ
も
再
三
綴
じ
直
さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
。
無
論
、
背
ク
ロ
ス
は
後
補
。

肝
心
な
場
面
が
一
ペ
ー
ジ
引
き
千
切
ら
れ
て
失
わ
れ
て
も
い
る
。

や
れ
や
れ
と
ん
だ
「
ヘ
タ
レ
本
」
だ
が
、
き
わ
め
付
け
は
ペ
ー
ジ
下
端
に
濃
く
染
み
付

い
た
バ
ッ
チ
イ
黒
ず
み
。
昔
、
祖
父
が
指
を
舐
め
舐
め
ペ
ー
ジ
を
捲
っ
て
読
書
し
て
い
た

の
を
思
い
出
し
て
し
ま
っ
た
。「
明
治
の
人
は
皆
こ
う
や
っ
て
読
書
し
た
ん
だ
」
と
改
め

て
感
慨
を
抱
く
。

と
こ
ろ
で
、
明
治
三
八
年
の
書
き
込
み
が
あ
る
。「
十
月
廿
八
日
午
後
七
時
半
ヨ
リ
読

ミ
始
ム
」（
第
一
回
）、「
午
後
拾
時
三
十
四
分
参
番
町
◯
◯
番
地
ノ
或
ル
女
学
生
之
ヲ
読
ミ

テ
大
ニ
同
情
ヲ
表
ス
!!!
」（
第
二
三
回
）、「
午
後
十
一
時
四
十
七
分
終
ル
」（
第
三
〇
回
）と
あ
る
。

無
論
読
み
難
い
文
語
文
で
は
な
い
が
、
四
時
間
一
七
分
で
一
二
〇
ペ
ー
ジ
を
一
気
に
読
了

し
た
ら
し
い
。
そ
ん
な
も
の
か
な
ー
。

そ
れ
に
し
て
も
、
女
学
生
登
場
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
な
ん
だ
か
不
自
然
。
ア
ヤ
シ
イ
事
情

で
も
あ
る
の
で
は
、
と
い
ら
ぬ
憶
測
を
し
て
み
る
の
も
楽
し
い
。

初
版
本
、
ナ
ン
セ
ン
ス
な
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
　
　

黒
岩
涙
香
訳
述
、
富
岡
永
洗
口
絵

『
繪
す
が
た
』

酒
井
道
夫
（
二
代
目
酒
井
九
ポ
堂
）

書き込みあり、再三の裏打ち、蔵書印の上に蔵書票、舐め舐めの黒ずみ。確かにボロ
ボロのヘタレ本だが、ここまで読み継がれれば、本としても本望か……



�　　開かれた日本の大学へ

開
か
れ
た
日
本
の
大
学
へ
︱
︱
葛
西
康
徳
・
東
京
大
学
教
授
に
聞
く

　

学
士
課
程
へ
の
こ
だ
わ
り

―
�―
―

は
じ
め
に
、
大
学
教
育
に
つ
い
て
興
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ

た
い
き
さ
つ
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

私
の
専
攻
は
西
洋
古
典
学
、
な
か
で
も
ギ
リ
シ
ャ
の
文
学
や
歴
史

を
研
究
し
て
お
り
ま
す
。
た
だ
し
、
私
は
法
学
部
出
身
と
い
う
こ
と

も
あ
り
、
ギ
リ
シ
ャ
文
学
に
出
て
く
る
弁
論
術
を
通
し
て
「
法
」
な

る
も
の
を
考
察
す
る
な
ど
、
文
学
や
歴
史
学
の
先
生
方
の
通
常
の
ア

プ
ロ
ー
チ
と
は
や
や
異
な
り
ま
す
。
自
分
の
や
っ
て
い
る
こ
と
を
な

■
特
集
・
大
学
と
は
何
か　
【
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
】

【
解
説
】
葛
西
康
徳
氏
は
、
一
九
五
五
年
生
ま
れ
、
東
京
大
学
法

学
部
助
手
、
新
潟
大
学
法
学
部
教
授
、
大
妻
女
子
大
学
文
学
部
教

授
、
を
経
て
、
二
〇
一
一
年
よ
り
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系

研
究
科
教
授
。
著
書
に
『
法
が
生
ま
れ
る
と
き
』（
共
著
、創
文
社
、

二
〇
〇
八
年
）、『
こ
れ
か
ら
の
教
養
教
育
』（
共
編
、
東
信
堂
、

二
〇
〇
八
年
）、
ほ
か
が
あ
る
。
専
門
で
あ
る
西
洋
古
典
学
・
法

制
史
に
加
え
、教
養
教
育
に
つ
い
て
の
研
究
も
進
め
ら
れ
、人
文
・

社
会
科
学
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
日
本
学
術
振
興
会
）「
教
養
教

育
の
再
構
築
」
の
グ
ル
ー
プ
・
リ
ー
ダ
ー
も
務
め
た
。

　

昨
年
発
表
の
エ
ッ
セ
イ
「M

ixed�A
cadem

ic�Jurisdiction

―
―

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
学
士
課
程
」（『
創
文
』
〇
三
号
）
は
、

「
置
換
」「
普
及
」「
管
轄
権
」
な
ど
、
新
た
な
視
点
を
導
入
し
た

ユ
ニ
ー
ク
な
大
学
教
育
論
で
あ
る
。今
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、

そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
丁
寧
な
解
説
を
も
と
に
、
日
本
の
大
学
教
育

の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
だ
い
た
。
社
会
の
変
化
に

伴
い
大
学
も
大
き
な
曲
が
り
角
を
迎
え
て
い
る
い
ま
、
今
回
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
に
は
示
唆
に
富
む
論
点
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
よ

う
。
読
者
の
皆
様
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

�

（
聞
き
手
・
構
成　

東
京
大
学
出
版
会
・
山
田
秀
樹
）



��　　開かれた日本の大学へ

な
わ
ち
教
科
書
的
な
も
の
を
覚
え
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

自
分
で
批
判
的
な
見
方
を
し
て
い
く
能
力
は
一
八
歳
頃
か
ら
培
わ

れ
ま
す
の
で
、学
士
課
程
の
時
期
に
あ
た
る
一
八
歳
か
ら
二
二
歳
は
、

二
二
歳
か
ら
二
六
歳
よ
り
何
倍
も
大
事
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
な

の
に
、
学
士
課
程
に
つ
い
て
の
議
論
が
な
い
。
そ
し
て
教
員
が
割
く

時
間
も
減
る
。
こ
れ
は
問
題
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

特
殊
な
日
本
の
学
士
課
程

―
�―
―

日
本
の
学
士
課
程
は
現
在
、
世
界
の
ど
こ
を
探
し
て
も
、
ま

た
い
ず
れ
の
時
代
を
探
し
て
も
、
類
似
の
も
の
が
見
当
た
ら
な
い

「
置
換
」
不
可
能
な
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど

う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　
「
置
換
」
は
私
が
議
論
す
る
際
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
ひ
と
つ
で
す
。�

“parallel”�

を
「
置
換
（
可
能
性
）」
と
訳
し
て
い
る
の
で
す
が
、
私

た
ち
は
、
あ
る
も
の
と
あ
る
も
の
を
比
較
す
る
と
き
に
、
少
な
く
と

も
、
あ
る
視
点
、
あ
る
も
の
さ
し
で
同
じ
天
秤
の
上
に
置
け
る
と
思

う
か
ら
比
較
す
る
わ
け
で
す
。

　

日
本
の
戦
前
の
高
等
教
育
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
で
す
。
大
学
教
育

を
受
け
ら
れ
る
人
は
限
ら
れ
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
旧
制
高
校
が
あ

り
ま
し
た
。
戦
後
は
、そ
こ
に
ア
メ
リ
カ
型
を
ミ
ッ
ク
ス
し
ま
し
た
。

私
は
、
ア
メ
リ
カ
型
を
採
り
入
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
不
正

確
だ
と
思
い
ま
す
が
、
と
も
か
く
、
そ
れ
に
よ
り
非
常
に
奇
妙
な
日

本
型
が
で
き
た
の
で
す
。
た
だ
し
こ
の
時
点
で
は
、
ま
だ
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
型
と
ア
メ
リ
カ
型
の
ミ
ッ
ク
ス
と
い
う
言
い
方
で
一
応
説
明
で

き
、
比
較
も
で
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、「
置
換
」
可
能
と
言
え
た
と

思
う
の
で
す
。

　

分
か
り
や
す
い
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
外
国
語
を
二
つ
履
修
す
る
、

あ
る
い
は
数
学
専
攻
の
学
生
も
人
文
・
社
会
科
学
の
科
目
を
履
修�

す
る
の
は
、「
ア
メ
リ
カ
大
学
モ
デ
ル
」
と
し
て
あ
る
程
度
説
明�

で
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
九
一
年
の
「
大
綱
化
」
に
よ
り
、
極
端

な
話
、“
自
由
に
や
れ
”�

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す�

と
、
ど
こ
を
参
考
に
し
、
比
べ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で

す
。

か
な
か
ス
ッ
キ
リ
説
明
で
き
な
い
で
す
ね
（
笑
）。
三
〇
代
は
じ
め

に
イ
ギ
リ
ス
の
ブ
リ
ス
ト
ル
大
学
に
留
学
し
、Ph.D

を
取
得
し
ま

し
た
。
そ
の
後
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
在
外
研
究
な
ど
も
行

っ
て
き
ま
し
た
。

　

大
学
教
育
に
興
味
を
持
っ
た
き
っ
か
け
は
、二
つ
ほ
ど
あ
り
ま
す
。

ひ
と
つ
は
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
た
と
き
、
日
本
で
は
既
に
教
員
の
立

場
で
し
た
か
ら
、「
教
え
る
者
」
と
「
教
え
ら
れ
る
者
」
と
い
う
、

両
方
の
眼
で
見
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
日
本
の
大
学
院
生
が
海
外
に
留

学
す
る
と
、
や
は
り
学
生
の
眼
で
し
か
大
学
を
見
ら
れ
ま
せ
ん
が
、

私
の
場
合
、
教
員
で
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
教
え
方
に
も
眼
が
と
ま
り

ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
と
日
本
の
制
度
は
や
は
り
差
が
大
き
か

っ
た
で
す
ね
。
特
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
行
っ
た
と
き
は
、

こ
れ
が
同
じ
大
学
か
と
思
う
ほ
ど
、
日
本
の
大
学
と
の
違
い
に
驚
き

ま
し
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
二
〇
〇
三
年
秋
か
ら
の
日
本
学
術
振
興
会
・
人

文
社
会
科
学
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
教
養
教
育
の
再
構
築
」
に
参
加

し
た
こ
と
で
す
。「
教
養
」
と
い
う
言
葉
を
手
掛
か
り
と
し
て
日
本

の
大
学
制
度
全
体
が
分
か
っ
て
き
て
、
お
も
し
ろ
く
感
じ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
も
、「
教
養
教
育
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ

ト
が
示
す
よ
う
に
、
私
が
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
は
学
部
教
育
、
す
な

わ
ち
学
士
課
程
で
す
。

―
�―
―

日
本
の
大
学
全
体
が
大
学
院
を
拡
充
し
、
専
門
性
が
高
ま
る

大
学
院
が
注
目
さ
れ
る
な
か
、
な
ぜ
学
士
課
程
に
こ
だ
わ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

　

一
九
九
〇
年
前
後
か
ら
、
特
に
研
究
大
学
と
称
す
る
大
学
は
大
学

院
重
視
に
な
り
ま
し
た
。
表
向
き
は
と
も
か
く
、
そ
の
ホ
ン
ネ
の
と

こ
ろ
は
予
算
獲
得
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
も
教
育
や

教
員
を
大
学
院
の
方
に
シ
フ
ト
し
て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
学

士
課
程
あ
っ
て
の
大
学
院
な
の
に
、
学
士
課
程
教
育
に
つ
い
て
は
少

な
く
と
も
相
対
的
に
は
役
割
や
責
任
が
小
さ
く
な
り
ま
し
た
。
人
間

に
は
一
日
二
四
時
間
し
か
時
間
が
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
大
学
院
を

重
視
す
れ
ば
学
士
課
程
の
比
重
は
下
が
り
ま
す
。

　

他
方
、
一
九
九
一
年
の
大
学
設
置
基
準
大
綱
化
に
よ
り
、
教
養
課

程
と
専
門
課
程
の
区
別
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
従
来
の
教
養
課
程
と

専
門
課
程
の
二
分
法
に
対
す
る
批
判
は
あ
り
ま
し
た
し
、
私
も
批
判

的
に
見
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
ど

う
す
る
か
と
い
う
議
論
が
な
く
、
か
つ
大
学
院
重
視
に
な
っ
た
。
例

え
ば
、
法
学
教
育
の
中
心
も
専
門
職
大
学
院
と
し
て
の
法
科
大
学
院

に
移
り
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
、結
果
的
に
学
士
課
程
が
空
洞
化
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、

私
は
強
い
危
機
感
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
が
、
私
が
学
士
課

程
に
こ
だ
わ
る
消
極
的
な
理
由
で
す
。

　

積
極
的
な
理
由
を
挙
げ
ま
す
と
、
一
八
歳
か
ら
二
二
歳
と
い
う
の

は
一
番
能
力
が
伸
び
る
大
事
な
時
期
だ
か
ら
で
す
。
一
八
歳
ま
で
の

教
育
は
、
日
本
だ
け
で
な
く
、
お
そ
ら
く
中
国
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
ほ

か
の
国
で
も
、
あ
る
程
度
は
ス
ク
ー
ル
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
す
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つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
近
代
以
降
は
西
欧
文
化
を
、
そ
れ
以
前
は
中

国
文
化
を
継
受
し
た
わ
け
で
す
が
、「
理
解
す
る
」「
受
け
入
れ
る
」

と
い
う
こ
と
に
し
か
関
心
が
な
く
、
そ
れ
を
向
こ
う
の
人
が
ど
の
よ

う
に
伝
え
た
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
向
こ
う
の
も
の
か
ら
ど
の
よ

う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
向
こ
う
の
人
の
話
で

あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
は
関
係
な
い
と
思
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

そ
の
意
識
は
今
で
も
同
じ
で
す
。
そ
し
て
、
問
題
は
そ
こ
に
あ
る

と
思
い
ま
す
。「
普
及
」
と
い
う
言
葉
は
「
伝
播
」
と
言
い
換
え
て

も
よ
い
の
で
す
が
、「
仏
教
の
伝
播
」
あ
る
い
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の

伝
播
」
と
は
言
い
ま
す
が
、「
法
の
伝
播
」「
文
芸
の
伝
播
」
と
は
あ

ま
り
言
い
ま
せ
ん
ね
。
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
「
伝
播
」
と
い
う
の

は
向
こ
う
の
眼
か
ら
見
た
言
い
方
で
す
。
例
え
ば
釈
迦
が
生
ま
れ
た

イ
ン
ド
か
ら
の
見
方
と
し
て
、伝
播
し
て
大
乗
仏
教
に
な
っ
た
と
か
、

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
な
っ
た
な
ど
の
言
い
方
を
し
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
本
人
は
宗
教
に
関
し
て
は
そ
の
よ
う
な
視
点
を
持

つ
の
に
、
な
ぜ
文
学
や
法
学
な
ど
世
俗
の
学
問
に
関
し
て
は
そ
の
よ

う
な
視
点
を
あ
ま
り
持
た
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
、
私
は
関

　

も
ち
ろ
ん
、“
自
由
に
や
れ
”�

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
も
、
実
際

に
は
、
あ
る
程
度
モ
デ
ル
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
し
、
シ
ス
テ

ム
を
あ
ま
り
変
え
て
い
な
い
大
学
も
あ
り
ま
す
。
と
は
言
え
、
制
度

上
“
自
由
に
や
れ
”�

と
い
う
国
は
日
本
ぐ
ら
い
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

そ
の
結
果
、
日
本
の
大
学
は
「
比
較
」
が
で
き
な
い
、
す
な
わ
ち

「
置
き
換
え
」
が
で
き
な
い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

―
�―
―

加
え
て
、
日
本
の
大
学
に
は
「
監
査
」
が
及
ば
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の
で
す
か
。

　
「
監
査
（censorship

）」
が
及
ば
な
い
理
由
と
し
て
、
ひ
と
つ
に

は
ど
う
し
て
も
言
語
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
古
典
学
で
も
英

文
学
で
も
、日
本
で
や
っ
て
い
る
こ
と
が
外
か
ら
は
見
え
ま
せ
ん
ね
。

　
「
監
査
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
と
、監
査
す
る
人
が
い
て
、「
監

査
す
る
」「
監
査
さ
れ
る
」
と
い
う
縦
の
関
係
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯

び
て
し
ま
い
、
違
和
感
を
抱
く
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
と

も
か
く
何
を
や
っ
て
い
る
か
外
か
ら
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
“
見
え
な
い
”�

こ
と
を
よ
し
と
し
て
い
る
と
い
う
か
、
そ
こ
に

あ
ま
り
問
題
を
感
じ
な
い
人
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
も
大

学
教
育
の
制
度
設
計
に
つ
き
自
由
度
が
増
し
た
た
め
、
な
お
い
っ
そ

う
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
監
査
」
を
及
ぼ
す
例
と
し
て
最
近
時
々
見
ら
れ
る
の
は
大
学
院

教
育
で
す
。
博
士
論
文
の
段
階
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
の
あ
る
博

士
論
文
の
審
査
員
と
し
て
日
本
人
研
究
者
が
招
か
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
逆
に
日
本
人
が
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
博
士
号
を
東
大
で
と
る
際

に
、
例
え
ば
リ
ヨ
ン
大
学
の
先
生
を
審
査
員
と
し
て
招
く
な
ど
、
交

流
は
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
学
士
課
程
で
は
、最
近
「
評
価
」
が
唱
え
ら
れ
る
も
の
の
、

評
価
委
員
を
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
、
あ
る
い
は
中
国
な
ど
か
ら
招

く
ケ
ー
ス
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
自
然
科

学
の
分
野
、
と
く
に
数
学
な
ど
で
は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
。

　
「
普
及
」
の
視
点
を
採
り
入
れ
る

―
�―
―

「
無
監
査
」
の
現
状
を
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
す
る
ひ
と
つ
の
視

点
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
普
及
」
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
い
う
こ
と
で
す
。“diffusion”�

を
「
普
及
」
と
訳
し
て
い
ま

す
が
、
こ
の
「
普
及
」
の
問
題
を
気
付
か
せ
て
く
れ
た
の
は
、
あ
る

ス
ペ
イ
ン
の
先
生
で
す
。
か
つ
て
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
日
本
で
の
布
教

の
や
り
方
に
つ
い
て
、
ロ
ー
マ
教
皇
は
非
常
に
不
安
が
り
、
恐
れ
を

抱
い
た
と
い
う
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
は
現

地
の
言
葉
を
勉
強
し
、
現
地
語
す
な
わ
ち
日
本
語
で
布
教
し
た
わ
け

で
す
が
、
日
本
語
が
分
か
ら
な
い
教
皇
か
ら
見
ま
す
と
、
宣
教
師
が

実
際
に
何
を
教
え
て
い
る
の
か
把
握
で
き
な
い
。
異
端
的
な
教
説
を

教
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
の
で
す
。

　

こ
の
話
を
聞
い
て
、私
は
目
か
ら
鱗
が
落
ち
る
思
い
が
し
ま
し
た
。

心
が
向
い
た
の
で
す
。「
普
及
」
の
視
点
か
ら
も
っ
と
厳
密
に
言
い

ま
す
と
、
こ
れ
は
つ
ま
ら
な
い
仮
定
で
す
が
、
お
釈
迦
さ
ん
や
イ
エ

ス
が
生
き
て
い
て
、「
お
れ
の
教
え
を
お
ま
え
た
ち
間
違
っ
て
理
解

し
て
い
る
で
は
な
い
か
」
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ

ん
西
欧
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
本
当
の
原
始
キ
リ
ス
ト
教
か

ら
見
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
お
か
し
い
で
は
な
い
か
、
と
。
そ
れ
を

言
っ
た
の
が
ル
タ
ー
た
ち
だ
っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
。「
聖
書
に
帰
れ
」

と
。
で
す
か
ら
、
こ
の
「
普
及
」
の
議
論
は
原
理
的
に
は
日
本
だ
け

で
な
く
、
す
べ
て
の
国
に
当
て
は
ま
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
近
代
の
日
本
に
話
を
絞
り
ま
す
と
、「
向
こ
う
の
眼
」

と
は
あ
く
ま
で
日
本
の
外
か
ら
の
視
点
に
す
ぎ
ず
、“
日
本
に
は
関

係
な
い
よ
”
と
な
ぜ
言
っ
て
き
た
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
次
の
「
管

轄
」
の
問
題
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
日
本
が
独
立
国
だ
っ
た
か
ら
で

す
。
す
な
わ
ち
、
向
こ
う
と
は
言
語
が
違
う
こ
と
、
そ
し
て
彼
ら
の

植
民
地
で
は
な
か
っ
た
こ
と
。
も
し
日
本
が
文
化
的
に
も
学
問
的
に

も
、
あ
る
程
度
植
民
地
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
向
こ
う
の
人
が
言
っ

た
こ
と
を
き
ち
ん
と
、
で
き
る
だ
け
向
こ
う
の
人
と
同
じ
よ
う
に
教
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え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
は
ず
で
す
。

―
�―
―

日
本
の
側
か
ら
見
た
場
合
、
向
こ
う
側
の
様
子
は
関
係
な
い

と
思
っ
て
し
ま
う
の
は
、
い
わ
ば
自
然
な
考
え
方
の
よ
う
に
思
い

ま
す
。
あ
る
教
義
や
学
問
が
正
当
で
あ
る
か
異
端
で
あ
る
か
な
ど

と
い
う
の
は
、
普
段
の
わ
れ
わ
れ
に
は
関
係
な
い
、
む
し
ろ
余
計

な
お
世
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

�　

仮
に
日
本
が
植
民
地
だ
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
視
点
も
変
わ

っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
で
も
、
一
九
世
紀
の
終
わ
り

ま
で
は
外
国
人
教
師
が
ほ
ぼ
全
部
の
分
野
に
い
ま
し
た
。
法
学
に
つ

い
て
い
え
ば
、ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
一
八
九
五
年
ま
で
日
本
に
滞
在
し
、

民
法
、
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
を
つ
く
り
ま
し
た
か
ら
、
直
接
ボ
ア
ソ

ナ
ー
ド
か
ら
学
ん
で
い
た
わ
け
で
す
。
む
し
ろ
皆
、
日
本
人
が
教
え

る
の
は
イ
ン
チ
キ
だ
と
思
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
イ
ン
チ
キ
と
ま
で

言
わ
な
く
と
も
、
レ
ベ
ル
が
落
ち
る
と
い
う
か
…
…
。

　

し
か
し
一
九
〇
〇
年
を
境
に
し
て
、
教
師
は
日
本
人
に
入
れ
替
わ

り
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
理
由
が
あ
り
ま
す
が
、
ひ
と
つ
は
給
料
の

問
題
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
外
国
人
教
師
に
対
し
て
は
、
通
常
の
三
倍

ぐ
ら
い
払
う
必
要
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
。

　

こ
れ
ま
で
、
向
こ
う
の
人
の
視
点
は
わ
れ
わ
れ
と
は
関
係
な
い
と

い
う
こ
と
で
自
ら
を
正
当
化
し
て
き
ま
し
た
し
、
現
に
植
民
地
で
は

な
か
っ
た
か
ら
、
一
九
〇
〇
年
以
降
、
向
こ
う
の
人
が
来
る
こ
と
も

あ
ま
り
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
は
努
力
し
て
ほ
と
ん
ど

の
文
化
を
「
翻
訳
（translation

）」
す
る
こ
と
で
、
ほ
ぼ
日
本
人

だ
け
で
、
学
問
や
教
育
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ

の
結
果
、
そ
の
と
き
に
向
こ
う
の
人
が
教
え
よ
う
と
し
た
こ
と
、
あ

る
い
は
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
い
か
に
変
化
し
て

い
る
か
と
い
う
視
点
は
、
抜
け
落
ち
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
向
こ

う
の
人
に
と
っ
て
は
、
日
本
は
植
民
地
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
も

そ
も
言
語
が
日
本
語
で
す
か
ら
理
解
し
よ
う
と
し
て
も
無
理
で
す
よ

ね
。
無
理
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
ま
ず
彼
ら
の
な
か
で
、
日
本
の

状
況
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
沸
か
な
い
。

　

そ
う
な
り
ま
す
と
、「
普
及
」
の
視
点
が
消
え
、「
継
受

（reception

）」
の
視
点
だ
け
に
な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
日
本
の

な
か
で
、
日
本
人
だ
け
で
独
自
の
学
問
や
教
育
が
進
む
と
い
う
、
最

近
の
言
葉
で
い
え
ば
「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
」
が
起
こ
る
の
で
す
。

　
「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
」
は
必
ず
し
も
悪
く
な
い
と
い
う
の
は
、
あ
る

程
度
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
向
こ
う
側
か
ら
の
視
点
が
な
い
と
い

う
の
は
、
少
な
く
と
も
可
能
性
の
半
分
を
閉
じ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

例
え
ば
こ
う
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
、
英

語
だ
け
で
日
本
文
学
を
教
え
て
い
る
、
源
氏
物
語
な
ど
の
テ
キ
ス
ト

も
英
訳
が
あ
り
、
先
生
も
ア
メ
リ
カ
人
ば
か
り
で
あ
る
と
い
う
と
き

に
、
日
本
人
の
日
本
文
学
研
究
者
は
傍
か
ら
見
て
ど
う
思
う
で
し
ょ

う
か
。
も
ち
ろ
ん
日
本
人
の
研
究
者
は
英
語
が
で
き
ま
す
か
ら
、
ア

メ
リ
カ
の
大
学
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
把
握
で
き
ま
す
が
、
英
語

だ
け
に
よ
る
や
り
方
は
や
は
り
イ
ン
チ
キ
だ
と
思
い
ま
す
よ
ね
。
や

っ
ぱ
り
首
を
傾
げ
ま
す
よ
ね
。

　

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
、
特
に
戦
後
、
も
っ
と
言
え
ば

一
九
七
〇
年
以
降
は
延
々
と
や
っ
て
き
た
の
で
す
。

―
�―
―

と
は
言
え
、
最
近
は
海
外
の
大
学
でPh.D

を
取
得
す
る
人

も
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
向
こ
う
で
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
た
彼

ら
が
帰
国
し
て
「
普
及
」
の
視
点
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
こ
と
も

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

確
か
に
そ
う
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
学
士
課
程
を
向
こ
う
で
受
け

た
人
が
い
な
い
。
こ
れ
が
最
大
の
問
題
で
す
。

　

お
そ
ら
く
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
、

あ
る
い
は
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
学
士
課
程
に
入
る
に
は
、
日
本
で
教
育

を
受
け
て
い
た
の
で
は
無
理
で
す
。
あ
る
い
は
数
学
や
物
理
で
あ
れ

ば
、
日
本
で
教
育
を
受
け
た
と
し
て
も
、
向
こ
う
に
行
っ
て
予
備
校

み
た
い
な
と
こ
ろ
に
一
年
間
通
え
ば
、
力
が
あ
る
人
は
確
実
に
受
か

り
ま
す
。
し
か
し
、
英
文
学
や
歴
史
学
は
一
年
で
は
無
理
だ
と
思
い

ま
す
よ
。
イ
ギ
リ
ス
で
も
レ
ベ
ル
の
低
い
大
学
な
ら
ば
可
能
で
し
ょ

う
が
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
で
は
中
等
教
育
を
向
こ
う
で
受
け
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
い
う
話
に
な
る
わ
け
で
す
。
中
国
系
の
華
僑
、
シ
ン
ガ
ポ

ー
ル
や
台
湾
の
人
は
ま
さ
に
そ
う
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

―
―
―

向
こ
う
の
学
校
に
入
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

　

そ
れ
も
あ
り
ま
す
し
、
む
し
ろ
海
外
の
大
学
に
入
る
た
め
に
準
備

さ
れ
た
中
高
一
貫
校
が
自
国
に
数
多
く
あ
り
ま
す
。
典
型
は
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
で
す
。

　

こ
れ
に
対
す
る
日
本
の
受
け
止
め
方
は
、
そ
れ
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

の
よ
う
な
小
さ
な
国
で
植
民
地
だ
っ
た
か
ら
行
う
の
で
あ
っ
て
、
日

本
に
そ
の
必
要
は
な
い
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
私
も
そ
う
か
も
し

れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
点
、
東
大
が
推
し
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
秋
入
学
は
、
日
本
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と
海
外
お
互
い
に
学
士
課
程
に
入
り
や
す
く
す
る
可
能
性
は
拡
げ
ら

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

一
方
、
そ
の
裏
返
し
と
も
言
え
る
の
で
し
ょ
う
が
、
留
学
し
や
す

く
な
る
こ
と
に
よ
り
、
大
学
院
は
空
洞
化
し
て
く
る
で
し
ょ
う
ね
。

先
日
、
東
大
の
文
学
部
で
秋
入
学
の
こ
と
が
話
題
に
な
っ
た
の
で
す

が
、
あ
る
先
生
が
「
い
や
は
や
、
優
秀
な
学
生
は
大
学
院
に
誰
も
来

な
く
な
り
ま
す
ね
」
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
誰
も
来
な
い
と
い
う
の

は
オ
ー
バ
ー
で
す
が
、
要
す
る
に
学
生
に
留
学
し
ろ
と
言
っ
て
い
る

わ
け
で
す
か
ら
、大
学
院
も
相
互
に
留
学
し
や
す
く
な
る
わ
け
で
す
。

そ
う
し
た
ら
優
秀
な
学
生
は
ハ
ー
バ
ー
ド
や
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
な

ど
向
こ
う
の
大
学
院
に
合
格
し
て
、
向
こ
う
で
学
位
を
取
る
で
し
ょ

う
。
も
ち
ろ
ん
、
東
大
と
海
外
の
大
学
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
院
の
中
身

を
し
っ
か
り
見
極
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
。

　
「
管
轄
」
の
壁
を
取
り
払
う

―
�―
―

海
外
と
の
交
流
を
考
え
る
際
、
先
生
の
議
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド

に
も
う
ひ
と
つ
、“jurisdiction” 

が
あ
り
ま
す
。「
管
轄
権
」
と

訳
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

“jurisdiction” 

は
も
と
も
と
は
法
律
用
語
で
す
。
あ
る
事
件
を

ど
の
裁
判
所
が
扱
う
か
、
例
え
ば
国
際
私
法
の
分
野
で
は
、「
日
本

の
裁
判
管
轄
が
及
ぶ
か
」
な
ど
と
言
い
ま
す
よ
ね
。

　

私
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
大
学
の
教
員
で
す
。
な
ぜ
日
本
に

は
外
国
人
教
員
が
少
な
い
か
。

　

こ
れ
に
対
し
、
日
本
の
教
員
が
優
秀
だ
と
い
う
説
明
に
は
少
し
無

理
が
あ
り
ま
す
。
外
国
人
の
「
管
轄
」
が
及
ば
な
い
よ
う
に
し
て
い

る
ひ
と
つ
の
要
因
は
言
語
で
す
が
、
私
は
、
言
語
よ
り
も
行
政
事
務
、

ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
、
大
学
行
政
と
い
っ
た
も
の
が
複
雑
だ

か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
も
し
教
育
と
研
究
だ
け
で
あ
れ
ば
、
イ
ギ
リ

ス
人
で
も
ア
メ
リ
カ
人
で
も
ド
イ
ツ
人
で
も
で
き
ま
す
。
し
か
し
、

例
え
ば
試
験
問
題
を
作
る
と
い
う
の
は
ま
ず
無
理
で
し
ょ
う
し
、
教

授
会
で
の
日
本
語
の
議
論
に
つ
い
て
い
く
の
は
大
変
で
し
ょ
う
。
日

本
の
大
学
に
就
職
す
る
以
上
、
日
本
語
を
マ
ス
タ
ー
す
べ
き
と
日
本

人
は
言
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
日
本
語
と
い
う
も
の
を
強
く

押
し
出
し
す
ぎ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
最
近
状
況
が
少
し
変
わ
り
は
じ
め
た
と
思
い
ま
す
。
中

国
人
が
日
本
の
大
学
に
も
就
職
し
て
い
ま
す
し
、
彼
ら
は
日
本
語
が

で
き
ま
す
。
そ
し
て
中
国
人
の
教
員
が
日
本
人
の
教
員
よ
り
明
ら
か

に
優
れ
て
い
る
の
は
、
一
般
論
で
す
が
「
英
語
力
」、
そ
れ
か
ら
「
議

論
す
る
力
」
で
す
。
と
は
い
え
現
状
で
は
、
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
教

育
を
受
け
た
人
が
、
日
本
の
大
学
で
教
え
る
の
は
語
学
ぐ
ら
い
し
か

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
ま
だ
ま
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
際
に
悩
ま
し
い
の
は
、
優
秀
な
外
国
人
の
教

員
を
日
本
に
招
こ
う
と
し
て
も
、
日
本
人
の
教
員
と
条
件
は
同
じ
と

い
う
こ
と
で
す
。
一
部
の
例
外
を
除
い
て
、
給
料
は
私
た
ち
と
同
じ

で
す
。
同
じ
給
料
で
も
日
本
に
来
る
は
ず
だ
と
い
う
前
提
が
あ
り
、

逆
に
、
な
ぜ
多
く
払
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
と
い
う
議
論
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
私
は
、
日
本
人
の
三
倍
の
給
料
を
払
わ
な
い

と
、
日
本
人
と
同
じ
、
な
い
し
は
そ
れ
以
上
の
人
材
は
来
な
い
と
思

い
ま
す
が
、
周
り
に
そ
の
よ
う
な
自
覚
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
言

え
ば
、
そ
う
し
た
人
材
を
わ
ざ
わ
ざ
採
る
必
要
は
な
い
、
日
本
人
三

人
い
れ
ば
済
む
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

な
ぜ
三
倍
必
要
か
と
言
い
ま
す
と
、
ひ
と
つ
は
特
に
子
供
の
教
育

費
。
日
本
で
教
育
は
受
け
さ
せ
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
将
来
の
可
能

性
を
も
の
す
ご
く
狭
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
と
な
る
と
、
本

国
で
受
け
さ
せ
る
。
そ
の
た
め
の
お
金
が
要
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

精
神
的
・
肉
体
的
な
保
険
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
が
西
洋

社
会
で
生
き
て
ゆ
く
の
が
し
ん
ど
い
よ
う
に
、
彼
ら
も
日
本
社
会
で

生
き
て
ゆ
く
の
が
し
ん
ど
い
の
で
す
。

　

も
っ
と
も
、
外
国
人
で
な
け
れ
ば
ダ
メ
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
外
国
人
を
招
く
際
は
、
日
本
の
大
学
や
学
問
の
状
況
を
最
初

か
ら
説
明
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
か
ら
大
変
で
す
。
そ
の
点
、
日

本
人
で
あ
れ
ば
、
あ
る
程
度�

“
以
心
伝
心
”�

が
は
た
ら
く
の
で
ス
ム

ー
ズ
で
す
。
で
す
か
ら
、
学
士
課
程
は
外
国
で
修
了
し
、
き
ち
ん
と

学
位
を
取
得
し
た
優
秀
な
日
本
人
が
、
日
本
の
大
学
で
教
え
て
く
れ

る
の
が
理
想
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

最
後
に
、
一
九
九
〇
年
代
の
半
ば
か
ら
十
年
間
、
私
が
か
つ
て
所

属
し
た
新
潟
大
学
法
学
部
に
存
在
し
た
「
法
政
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
学
科
」
の
話
を
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
学
科
に
は
最
大
で
七
名
の
外
国
人
教
員
が
い
ま
し
た
。
三
年

任
期
で
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
中
国
か
ら

採
用
し
、
法
学
・
政
治
学
専
攻
の
教
員
と
外
国
語
専
攻
の
教
員
が
、

原
語
で
学
生
に
講
義
し
ま
し
た
。

　

教
養
部
改
組
の
後
の
ド
サ
ク
サ
に
紛
れ
て
つ
く
っ
た
新
し
い
学
科

で
し
た
が
、
結
局
、
二
〇
〇
四
年
の
法
科
大
学
院
発
足
に
合
わ
せ
て
、

学
部
教
育
を
縮
小
し
た
と
き
に
こ
の
学
科
を
廃
止
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
今
か
ら
思
い
ま
す
と
、
私
自
身
も
含
め
た
当
時
の
若
い
教
員
や

学
生
、
そ
し
て
来
日
し
た
外
国
人
教
員
に
と
っ
て
は
、
有
意
義
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
私
の
発
想
の
源
に
は
、
常
に
こ
の
「
法
政
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
」
で
の
経
験
が
あ
る
の
で
す
。
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二
一
世
紀
教
養
教
育
の
行
方

小
林
傳
司　
（
大
阪
大
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ン
・
セ
ン
タ
ー
）

　

白
熱
教
室

昨
年
の
一
一
月
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
白
熱
教
室Japan

に
出
演
し
た
。

マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
が
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
行
っ
て
い
る
講
義
が

白
熱
教
室
と
い
う
番
組
名
で
放
映
さ
れ
て
以
来
、
学
生
と
の
討
議
を

中
心
と
し
た
新
し
い
授
業
ス
タ
イ
ル
が
評
判
に
な
り
、
日
本
で
も
類

似
の
取
り
組
み
を
紹
介
し
よ
う
と
い
う
趣
旨
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

私
の
授
業
は
、
昨
年
の
東
日
本
大
震
災
と
そ
れ
に
続
く
福
島
原
子

力
発
電
所
の
事
故
を
テ
ー
マ
に
、「
震
災
前
に
何
を
し
て
お
く
べ
き

だ
っ
た
の
か
」、
そ
し
て
「
震
災
後
何
を
す
べ
き
な
の
か
」
と
い
う

二
つ
の
問
い
を
立
て
て
、
学
生
に
討
論
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
二
〇
〇
五
年
に
大
阪
大
学
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
デ

ザ
イ
ン
・
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｄ
）
が
設
立
さ
れ
て
以
来
、

毎
年
行
っ
て
い
る
ス
タ
イ
ル
の
も
の
で
あ
る
。
基
本
的
に
、
大
学
院

生
そ
れ
も
複
数
の
研
究
科
の
大
学
院
生
混
成
に
よ
る
討
論
型
授
業
で

あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
授
業
を
し
て
い
る
の
か
は
、
後
で
説
明
す

る
こ
と
に
す
る
。

放
映
後
そ
れ
な
り
の
反
響
が
あ
っ
た
が
、
と
り
わ
け
興
味
深
か
っ

た
声
は
「
日
本
の
学
生
で
も
あ
ん
な
に
発
言
す
る
の
だ
」
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
サ
ン
デ
ル
の
授
業
で
学
生
が
積
極
的
に
発
言
し
て
い

る
風
景
を
見
た
多
く
の
日
本
人
（
そ
し
て
大
学
関
係
者
も
？
）
は
、

日
本
の
学
生
に
は
あ
の
よ
う
な
ふ
る
ま
い
は
出
来
な
い
と
思
っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
学
生
が
積
極
的
に
発
言
す
る
授
業
を
作

る
こ
と
自
体
は
、
日
本
で
あ
れ
ア
メ
リ
カ
で
あ
れ
そ
う
む
ず
か
し
い

こ
と
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
七
年
間
こ
の
種
の
授
業
を
し
て
き
た

我
々
は
そ
う
思
っ
て
い
た
の
で
、
私
の
授
業
に
対
す
る
反
響
に
は
少

し
驚
い
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
私
の
授
業
に
も
、
こ
の
七
年
間
の
経
験
に
基
づ
く
そ
れ

な
り
の
工
夫
は
あ
る
。
学
生
に
対
し
て
い
き
な
り
、
さ
あ
議
論
し
ま

し
ょ
う
、
と
や
る
の
で
は
な
い
。
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
あ
る
。

■
特
集
・
大
学
と
は
何
か

ま
ず
一
つ
目
は
研
究
科
の
異
な
る
大
学
院
生
の
混
成
に
よ
る
授
業
と

い
う
点
で
あ
る
。
出
席
す
る
学
生
の
専
門
領
域
は
極
め
て
多
様
に
な

っ
て
い
る
。
昨
年
の
白
熱
教
室
の
場
合
で
言
え
ば
、
工
学
、
理
学
、

国
際
公
共
政
策
、
保
健
学
、
文
学
、
人
間
科
学
、
基
礎
工
学
、
情
報

科
学
と
多
彩
で
あ
っ
た
。
二
つ
目
は
テ
ー
マ
の
選
び
方
で
あ
る
。
こ

れ
だ
け
専
門
の
異
な
る
学
生
を
集
め
て
行
う
討
論
型
授
業
の
場
合
、

特
定
の
専
門
性
が
議
論
を
支
配
す
る
よ
う
な
テ
ー
マ
に
す
る
と
、
学

生
た
ち
が
「
平
等
」
に
議
論
に
参
加
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
。
学

生
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、
特
定
の
学
生
が
「
ホ
ー
ム
」
で
、
他
の

学
生
が
「
ア
ウ
ェ
イ
」
に
な
る
と
平
等
感
が
失
わ
れ
る
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
全
員
が
「
ア
ウ
ェ
イ
」
に
な
る
よ
う
な
テ
ー
マ
が
望
ま
し

い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
正
解
の
な
い
問
い
を
中
核
に
据
え
る
こ
と
が

で
き
る
と
な
お
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。サ
ン
デ
ル
の
授
業
で
も
、

正
義
や
倫
理
を
め
ぐ
る
問
い
が
中
心
で
あ
り
、
現
実
的
な
テ
ー
マ
で

あ
り
な
が
ら
簡
単
に
は
正
解
が
定
ま
ら
な
い
も
の
を
扱
っ
て
い
た
こ

と
に
気
付
く
は
ず
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
私
た
ち
が
こ
こ
数
年
、
こ
の
授
業
で
取
り
上
げ
て
き

た
テ
ー
マ
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。「
ア
メ
リ
カ
産
牛
肉
の
輸
入
の
再

開
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
許
さ
れ
る
か
」（
ア
メ

リ
カ
で
Ｂ
Ｓ
Ｅ
感
染
牛
が
発
生
し
、
日
本
が
輸
入
を
停
止
し
て
い
た

時
期
に
行
っ
た
授
業
）、「
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
処
分
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
」、「
地
球
温
暖
化
対
策
と
し
て
、
二
酸
化
炭
素
の
排
出

規
制
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
な
ど
で
あ
る
。

　

大
学
院
共
通
教
育

今
紹
介
し
た
授
業
を
提
供
し
て
い
る
大
阪
大
学
の
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｄ
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育
を
大
学
院
共
通
教
育
と
し
て
提
供
す
る

こ
と
を
使
命
の
一
つ
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
セ
ン
タ
ー
の
設
立

の
趣
旨
自
体
が
、
現
在
の
大
学
お
よ
び
大
学
院
教
育
に
対
す
る
問
題

意
識
の
表
現
で
あ
り
挑
戦
な
の
で
あ
る
。

研
究
大
学
を
標
榜
す
る
総
合
大
学
（
大
阪
大
学
も
そ
の
一
つ
で
あ

る
）
に
は
い
く
つ
も
の
学
部
・
研
究
科
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
多
数
の

学
生
と
大
学
院
生
が
学
ん
で
い
る
が
、
教
育
の
実
態
を
み
る
と
、
学

生
は
学
部
・
研
究
科
ど
こ
ろ
か
学
科
、
専
攻
の
レ
ベ
ル
で
閉
じ
た
カ
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リ
キ
ュ
ラ
ム
で
学
ん
で
い
る
。
理
工
系
に
な
る
と
専
攻
以
下
の
研
究

室
単
位
で
の
教
育
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
一
日
中
研
究
室
に

と
ど
ま
り
、
同
じ
分
野
の
学
生
と
し
か
話
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
も

ざ
ら
で
あ
る
。
他
の
学
部
の
学
生
と
共
に
学
ぶ
機
会
は
、
学
部
の
最

初
の
二
年
く
ら
い
で
あ
り
、
そ
の
後
は
同
じ
専
門
の
学
生
だ
け
の
教

室
で
学
ぶ
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
総
合
大
学
と
言
い
な
が
ら
、

学
生
の
生
活
は
単
科
大
学
で
の
そ
れ
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。

こ
の
仕
組
み
は
専
門
分
野
を
効
率
的
に
修
得
さ
せ
、
デ
ィ
シ
プ
リ

ン
の
専
門
家
（
研
究
者
）
を
養
成
す
る
に
は
便
利
で
あ
る
。
し
か
し
、

平
成
三
年
の
大
学
院
重
点
化
以
来
、
日
本
の
大
学
院
生
の
数
は
二
・

八
倍
に
増
え
（
と
い
っ
て
も
国
際
的
に
は
少
な
い
方
で
あ
る
が
）、

大
学
院
教
育
の
性
格
も
変
容
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
大
学
院
修
了
者
の

う
ち
大
学
や
研
究
機
関
の
研
究
職
に
就
く
の
は
、
約
半
数
に
過
ぎ
な

く
な
っ
て
い
る
。
半
数
以
上
が
研
究
職
以
外
の
多
様
な
職
に
就
く
時

代
を
迎
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
大
学
院
教
育
も
そ
れ
に

対
応
し
、
徒
弟
制
を
基
本
と
す
る
専
門
家
養
成
教
育
に
終
始
せ
ず
、

多
様
な
職
業
に
就
く
学
生
を
想
定
し
た
教
育
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
は
ず
で
あ
る
。

専
門
教
育
を
や
め
ろ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
大
学
院
で
学
ぶ
専
門

性
を
研
究
以
外
の
場
面
で
活
用
で
き
る
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
工

夫
が
い
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
こ
の
問
題
に

対
し
て
、transferable skill

つ
ま
り
多
様
な
職
に
お
い
て
活
か
せ

る
「
汎
用
力
」
の
習
得
の
た
め
の
教
育
が
展
開
さ
れ
て
い
る
（
例
え

ば
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
・
コ
レ
ッ
ジ
の
場
合
、http://

w
w

w
3.im

perial.ac.uk/graduateschool/transferableskillspr
ogram

m
e

）。
そ
こ
で
の
教
育
の
目
的
の
中
に
は
、
自
ら
の
研
究
に

有
用
な
ス
キ
ル
の
習
得
と
並
ん
で
専
門
外
の
多
様
な
人
々
に
自
分
の

専
門
の
内
容
を
伝
え
、
研
究
と
社
会
と
の
関
わ
り
や
そ
れ
を
ビ
ジ
ネ

ス
に
つ
な
げ
る
可
能
性
、
学
問
の
社
会
的
意
義
や
倫
理
的
問
題
な
ど

を
反
省
的
に
把
握
さ
せ
る
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｄ
の
提
供
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育
も
、
イ
ギ
リ

ス
の
事
例
と
は
独
立
に
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
こ

れ
と
似
て
い
る
。
大
学
院
で
深
く
専
門
性
を
学
ぶ
こ
と
の
代
償
は
、

視
野
の
狭
窄
で
あ
る
。
し
か
も
視
野
の
狭
窄
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
専

門
性
は
深
く
な
ら
な
い
。
他
方
、
彼
ら
の
多
く
が
研
究
職
以
外
の
多

様
な
職
種
に
就
く
こ
と
を
想
定
す
る
な
ら
、
視
野
の
狭
窄
は
職
業
生

活
に
お
い
て
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
と
し
て
働
く
可
能
性
が
あ
る
。
デ
ィ

シ
プ
リ
ン
を
究
め
る
能
力
だ
け
で
は
、
企
業
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
行
政
と
い

っ
た
職
場
で
出
会
う
多
様
な
人
々
と
共
に
仕
事
を
す
る
こ
と
は
難
し

い
。
し
た
が
っ
て
、
大
学
院
教
育
の
中
に
専
門
性
を
深
め
る
と
い
う

ベ
ク
ト
ル
に
加
え
て
、
視
野
を
広
げ
る
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
が
必
要
に

な
る
と
い
う
考
え
方
の
も
と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育
を
設

計
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
の
視
点
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
研
究
職
に

も
、
視
野
の
拡
大
の
た
め
の
教
育
は
必
須
の
時
代
に
な
っ
て
い
る
。

現
代
社
会
が
抱
え
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
は
、
単
一
の
デ
ィ
シ
プ

リ
ン
を
究
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
解
決
で
き
な
い
も
の
が
多
い
。
そ

も
そ
も
正
解
が
あ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
問
題
が
多
い
。
地
球
環

境
問
題
で
あ
れ
、
格
差
の
問
題
で
あ
れ
、
東
日
本
大
震
災
以
後
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
問
題
で
あ
れ
、
特
定
の
専
門
分
野
だ
け
で
解
決
で

き
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
複
数
の
専
門
分
野
の
動
員
が
不
可
欠
な

の
で
あ
る
。

で
は
複
数
の
分
野
を
学
べ
ば
い
い
で
は
な
い
か
、
と
い
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
ダ
ブ
ル
・
デ
ィ
グ
リ
ー
や
副
専
攻
シ
ス
テ
ム
、
あ
る

い
は
も
う
少
し
小
規
模
の
副
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
っ
た
も
の
を
整
備
し

て
、
多
様
な
分
野
を
学
べ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
は
確
か

で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
は
限
界
が
あ
る
。
人
間
の
持
ち
時
間
は
有

限
で
あ
り
、
今
後
必
要
と
さ
れ
る
分
野
の
す
べ
て
を
修
得
す
る
こ
と

は
も
は
や
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

私
た
ち
は
次
の
よ
う
に
考
え
た
。
単
一
の
専
門
分
野
で
解
決
で
き

な
い
問
題
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
複
数
の
専
門
家
の
協
働
が
必
要

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
ら
と
は
異
な
る
専
門
分
野
の
存
在
を

知
り
、
そ
の
特
性
を
理
解
し
、
そ
の
専
門
性
を
尊
重
す
る
能
力
を
備

え
た
専
門
家
を
育
成
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
、
と
。

ま
と
め
る
と
こ
う
な
る
。
総
合
大
学
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
た
教

育
、
研
究
職
以
外
の
多
様
な
職
種
で
の
専
門
性
の
活
用
、
複
合
的
問

題
に
対
し
て
協
働
で
き
る
専
門
家
の
育
成
と
い
う
三
つ
の
目
的
を
実

現
す
る
た
め
の
授
業
が
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｄ
の
試
み
で
あ
る
。
そ
の
眼
目
は
、

異
な
る
研
究
科
の
学
生
の
混
成
に
よ
る
ク
ラ
ス
、
正
解
の
な
い
問
い

を
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
、
異
分
野
間
で
討
論
を
す
る
こ
と
に
よ
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向
上
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。

　

視
野
の
拡
大
と
し
て
の
教
養
教
育

一
九
九
一
年
の
大
学
設
置
基
準
の
大
綱
化
に
よ
り
、
一
般
教
育
と

専
門
教
育
の
区
別
が
廃
止
さ
れ
、
大
学
は
自
主
的
に
四
年
間
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
を
設
計
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
方
針

を
打
ち
出
し
た
大
学
審
議
会
の
狙
い
と
は
裏
腹
に
、
現
実
に
各
大
学

で
進
行
し
た
こ
と
は
教
養
教
育
の
削
減
、
教
養
部
の
解
体
で
あ
っ
た

こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
こ
ろ
か
ら

教
養
教
育
軽
視
を
憂
う
声
が
高
ま
り
、
あ
ら
た
め
て
教
養
教
育
の
再

建
の
取
り
組
み
が
始
ま
っ
て
い
る
。

二
〇
〇
八
年
に
は
中
央
教
育
審
議
会
が
「
学
士
課
程
教
育
の
構
築
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に
向
け
て
」
と
い
う
答
申
を
出
し
、
学
士
課
程
で
育
成
す
る
二
一
世

紀
型
市
民
の
内
容
（
日
本
の
大
学
が
授
与
す
る
学
士
が
保
証
す
る
能

力
の
内
容
）
に
関
す
る
参
考
指
針
を
示
す
こ
と
を
打
ち
出
し
た
。
そ

し
て
学
士
課
程
の
具
体
的
な
教
育
内
容
に
つ
い
て
は
、
日
本
学
術
会

議
の
検
討
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
こ
の
学
術
会
議
で

の
検
討
に
参
加
し
、と
り
わ
け
「
学
士
課
程
の
教
養
教
育
の
あ
り
方
」

の
議
論
に
深
く
か
か
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
検
討
に
参
加
し
て
気
付
い
た
こ
と
は
、
大
学
の
教
養
教
育
に

つ
い
て
は
想
像
以
上
に
多
数
の
著
作
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に

い
く
つ
か
の
共
通
点
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
視
野
の

拡
大
と
い
う
点
で
学
士
課
程
に
お
け
る
教
養
教
育
の
再
建
、
拡
充
を

訴
え
る
も
の
が
多
い
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
学
士
課
程

で
は
教
養
教
育
を
重
視
し
、
い
わ
ゆ
る
専
門
教
育
は
大
学
院
に
振
り

分
け
る
と
い
う
分
業
を
訴
え
る
声
が
多
い
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今

後
求
め
ら
れ
る
教
養
教
育
で
は
問
題
解
決
力
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
能
力
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
な
ど
「
○
○
能
力
」（generic 

skill

と
呼
ば
れ
る
）
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
が
多
い
点

で
あ
る
。

学
術
会
議
で
の
検
討
結
果
に
つ
い
て
は
「
大
学
教
育
の
分
野
別
質

保
証
の
在
り
方
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
〇
年
七
月
二
二
日
）
を
参
照

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
教
養
教
育
は
ど
の
段
階
で
与

え
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
点
を
中
心
に
問
題
提
起
を
し
て
み
た
い
。

今
述
べ
た
よ
う
に
、学
部
は
教
養
教
育
中
心
と
い
う
発
想
は
根
強
い
。

そ
し
て
学
部
で
は
入
学
直
後
と
い
う
発
想
に
な
り
や
す
い
。つ
ま
り
、

ま
ず
は
幅
広
く
知
識
を
身
に
つ
け
（
＝
「
教
養
を
身
に
つ
け
る
」
？
）

た
う
え
で
、
専
門
教
育
に
進
む
と
い
う
順
序
性
が
無
意
識
に
前
提
に

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
か
つ
て
の
少
数
の
エ
リ
ー
ト
育
成

の
際
に
建
前
と
さ
れ
た
順
序
性
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
現
代
に
お
い

て
、
こ
の
順
序
性
に
意
味
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

人
間
の
学
習
は
個
人
差
の
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
分

野
を
幅
広
く
学
ぶ
こ
と
自
体
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
も
、
一

人
一
人
の
学
生
に
は
、そ
の
分
野
に
出
会
う
に
ふ
さ
わ
し
い
「
時
期
」

と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
あ
る
。「
面
白
い
」
と
か
「
学
び
た
い
」

と
思
え
る
時
期
に
出
会
え
る
か
ど
う
か
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
か
つ

て
の
人
文
・
社
会
・
自
然
の
三
系
列
に
よ
る
「
一
般
教
育
」
が
崩
壊

し
た
の
は
、
こ
の
時
期
の
問
題
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
大
学
教
育
の
使
命
の
一
つ
が「
教
養
を
与
え
る
こ
と
」

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
期
は
大
学
に
い
る
期
間
全
体
に
拡
大
さ

れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
え
て
言
え
ば
、
大
学
院
に
進
ん
で

か
ら
も
教
養
教
育
は
必
要
な
は
ず
で
あ
る
。

あ
る
程
度
専
門
領
域
を
学
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
他
の

分
野
の
こ
と
を
知
り
た
い
と
本
気
で
思
う
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
専

門
を
学
ぶ
こ
と
と
他
の
分
野
を
学
ぶ
こ
と
は
広
い
意
味
で
の
知
的
関

心
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
教
養
は
専
門
と

は
全
く
別
の
知
的
ア
ク
セ
サ
リ
ー
（「
ひ
け
ら
か
す
教
養
」）
に
な
っ

て
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

大
学
設
置
基
準
大
綱
化
の
後
、
初
年
次
か
ら
専
門
教
育
を
組
み
込

ん
だ
く
さ
び
型
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
か
な
り
広
が
っ
た
が
、
そ
れ
に
は

一
定
の
意
味
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
同
時
に
行
う
べ
き

だ
っ
た
こ
と
は
、
高
年
次
や
大
学
院
に
お
い
て
も
学
生
が
他
の
分
野

に
ふ
れ
る
機
会
を
保
証
す
る
仕
組
み
を
作
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
大
阪
大
学
で
は
「
間
も
な
く
社
会
に
出
て
い
く
学
生
に
必
要
な

知
識
や
技
能
を
与
え
る
教
育
」
と
し
て
学
部
高
年
次
生
と
大
学
院
生

を
対
象
に
し
た
「
高
度
教
養
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

︱
知
の
ジ
ム
ナ
ス

テ
ィ
ッ
ク
ス
」
を
開
発
し
て
い
る
が
、
そ
の
発
想
は
今
述
べ
た
点
に

あ
る
。

「
○
○
能
力
」
な
ど
のgeneric skill

が
今
後
の
教
養
教
育
に
お

い
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
も
少
し
述
べ
て
お
き
た

い
。
こ
の
よ
う
な
能
力
の
重
視
自
体
は
従
来
の
知
識
注
入
型
教
養
教

育
に
対
す
る
反
省
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
基
本
的
に
賛
成
で
あ

る
が
、こ
の
問
題
の
立
て
方
自
体
に
は
や
や
疑
問
が
残
る
。
つ
ま
り
、

依
然
と
し
て
専
門
と
は
別
個
に
教
養
教
育
（
知
識
で
は
な
く
能
力
に

切
り
替
わ
っ
て
は
い
る
が
）
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
教
養

と
は
知
の
断
片
を
ひ
け
ら
か
す
こ
と
で
は
な
く
、
多
様
な
知
識
の
全

体
構
図
を
俯
瞰
し
て
把
握
す
る
能
力
の
は
ず
で
あ
る
。
仮
に
「
幅
広

く
」
と
い
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
分
の
専
門

分
野
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
世
界
の
知
の
構
図
を
自
分
な
り
に
説
明

で
き
る
こ
と
に
寄
与
す
る
営
み
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
で
も
、
伝
え
る
べ
き
何
か
、

そ
し
て
聞
く
べ
き
何
か
な
し
に
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」
だ

け
を
訓
練
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
学
や
大
学
院
で
あ
れ
ば
、
自

ら
の
専
門
が
伝
え
る
べ
き
内
容
の
候
補
で
あ
り
、
他
の
専
門
分
野
や

他
者
の
具
体
的
な
経
験
が
聞
く
べ
き
内
容
の
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
○
○
能
力
」
は
本
来
、
専
門
教
育
を
通
じ
て

育
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

私
自
身
は
、
大
学
、
そ
し
て
大
学
院
で
専
門
を
学
び
つ
つ
身
に
つ

け
る
べ
き
教
養
は
、
次
の
三
点
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
る
べ
き
だ

と
考
え
て
い
る
。

　

① 

自
分
が
学
ん
で
い
る
専
門
分
野
の
内
容
を
専
門
外
の
人
に
的
確

に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

　

② 

自
分
が
学
ん
で
い
る
専
門
分
野
の
社
会
的
・
公
共
的
意
義
に
つ

い
て
考
え
、
理
解
で
き
る
こ
と

　

③ 

自
分
が
学
ん
で
い
る
専
門
分
野
の
特
性
と
そ
の
限
界
を
理
解

し
、
他
の
専
門
分
野
と
の
関
係
を
理
解
で
き
る
こ
と

そ
し
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
す
べ
て
専
門

教
育
と
教
養
教
育
の
本
質
的
つ
な
が
り
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
順
序
性
に
つ
い
て
も
、
教
養
教
育
の
「
次
に
」
専
門

教
育
と
い
う
発
想
で
は
な
い
こ
と
も
お
分
か
り
頂
け
る
と
思
う
。

こ
の
小
論
の
前
半
で
紹
介
し
た
授
業
が
、
大
学
院
共
通
教
育
で
あ

り
、
し
か
も
一
種
の
教
養
教
育
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
こ
う

い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
教
養
を
身
に
つ
け
る
と

は
、
視
野
の
狭
小
化
を
犠
牲
に
し
て
身
に
つ
け
る
深
い
専
門
性
を
、

も
う
一
つ
の
目
で
反
省
的
に
眺
め
る
訓
練
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
い

わ
ば
、
学
問
分
野
の
遠
近
法
、
価
値
の
遠
近
法
の
習
得
で
あ
る
。
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い
ま
大
学
を
考
え
る
と
き
、
晩
秋
の
こ
ろ
田
舎
で
よ
く
見
た
光
景

が
浮
か
ん
で
く
る
。
孤
独
な
熟
し
柿
の
姿
で
あ
る
。
葉
っ
ぱ
は
す
で

に
落
ち
て
い
る
。
収
穫
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
た
ま
ま
、
幹
か
ら
伸
び
た

枝
に
柿
は
ぶ
ら
下
が
る
。
果
実
が
内
側
で
熟
し
て
柔
ら
か
く
な
り
、

ど
ん
ど
ん
甘
く
な
り
液
化
す
る
。
皮
も
濃
い
赤
色
に
な
り
、
同
時
に

透
き
通
っ
て
く
る
。
野
鳥
に
つ
つ
か
れ
て
無
残
な
姿
を
さ
ら
す
こ
と

も
あ
る
が
、
そ
れ
を
免
れ
た
熟
柿
は
や
が
て
時
期
が
く
る
と
自
ら
の

重
み
で
地
面
に
落
ち
る
。

　

熟
柿
化
す
る
大
学―

―

三
〇
五
万
人
市
場
の
均
衡

　

大
学
は
、
熟
柿
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

青
い
柿
の
こ
ろ
は
、
土
壌
か
ら
栄
養
を
吸
い
取
り
な
が
ら
陽
光
を

浴
び
て
ど
ん
ど
ん
吸
収
し
て
実
を
膨
ら
ま
せ
て
き
た
。
大
学
で
い
え

ば
、
旧
文
部
省
に
よ
る
保
護
や
指
導
、
計
画
の
も
と
、
そ
れ
な
り
の

政
府
予
算
や
家
庭
の
理
解
に
支
え
ら
れ
て
、
丁
寧
に
育
て
ら
れ
て
き

た
。
も
ち
ろ
ん
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
の
初
等
中
等
教
育
と
大
学
入

試
と
い
う
栄
養
分
の
あ
る
強
固
な
土
壌
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
果
実

の
部
分
に
あ
た
る
大
学
の
研
究
や
教
育
は
、
社
会
が
成
長
期
に
あ
る

と
き
、
思
う
存
分
テ
ー
マ
を
選
び
解
明
さ
れ
て
い
な
い
世
界
を
切
り

開
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
。
栄
養
が
濃
縮
さ
れ
て
い
る
果
実
の
よ

う
に
、
教
育
に
も
余
裕
が
あ
る
。
大
学
進
学
を
許
さ
れ
た
一
握
り
の

若
者
は
放
っ
て
お
い
て
も
育
っ
て
社
会
に
出
た
。
教
員
の
数
も
、
学

生
数
も
増
え
、
大
学
進
学
率
も
上
が
り
、
大
学
は
規
模
が
大
き
く
な

り
、
質
を
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
実
を
膨
ら
ま
せ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
世
の
中
の
成
長
が
続
い
て
い
る
と
き
は
、
深
刻
な
問
題

が
見
え
て
こ
な
い
。
社
会
が
縮
小
、
停
滞
期
に
入
る
と
き
、
果
実
は

膨
ら
む
の
を
や
め
て
し
ま
う
。
同
じ
大
き
さ
で
、
同
じ
栄
養
分
で
い

か
に
熟
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
自
己
目
的
の
よ
う
に
な
る
。
大

学
は
、
財
政
難
や
不
況
・
デ
フ
レ
も
あ
り
、
人
的
、
資
金
的
に
も
投

入
が
進
ま
ず
、
膨
ら
む
こ
と
が
許
さ
れ
な
く
な
る
。
学
生
数
も
少
子

熟
柿
化
す
る
大
学
は
ど
こ
に
向
か
う
の
か

山
上
浩
二
郎　
（
朝
日
新
聞
〔
教
育
・
高
等
教
育
〕
専
門
記
者
）

■
特
集
・
大
学
と
は
何
か

化
で
限
界
を
迎
え
る
。
そ
れ
で
も
大
学
進
学
率
が
上
が
り
全
入
時
代

に
直
面
す
る
の
だ
か
ら
中
身
は
薄
ま
っ
て
液
化
す
る
と
い
っ
て
も
い

い
。
研
究
や
教
育
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
ま
で
に
蓄
え
て
き
た
資
源
を
ど

う
使
い
こ
な
す
か
と
い
う
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
専
門
領
域
は
細
分

化
し
て
、
高
度
な
説
明
や
解
釈
を
す
る
と
い
う
認
識
の
世
界
に
入
っ

て
く
る
。
教
育
も
ま
た
同
じ
で
、
教
員
の
仕
事
を
増
や
し
な
が
ら
い

か
に
効
果
を
上
げ
る
か
と
い
う
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
る
。
さ
ま
ざ

ま
な
大
学
教
育
の
道
具
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
。
皮
肉
な
こ
と
に
教
育

活
動
と
い
う
中
核
の
密
度
を
薄
く
す
る
方
向
に
小
道
具
は
働
く
。

　

と
こ
ろ
が
、
外
か
ら
見
て
果
実
は
厚
い
皮
で
仕
切
ら
れ
て
い
る
。

い
く
ら
大
学
内
部
で
教
育
の
効
率
や
専
門
領
域
の
研
究
業
績
が
上
が

っ
た
と
し
て
も
、
内
実
は
見
え
て
こ
な
い
。
外
か
ら
色
が
変
わ
っ
て

い
る
の
は
わ
か
る
が
、
い
っ
た
い
実
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
い
ら
だ

ち
や
刺
激
を
与
え
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
で
も
わ
か
ら
な
い
、
説
明

さ
れ
な
い
、
理
解
で
き
な
い
と
な
る
と
、
い
ず
れ
世
間
か
ら
は
手
の

届
か
な
い
存
在
と
し
て
関
心
が
薄
ら
ぎ
、
風
景
の
一
つ
に
す
ぎ
な
く

な
る
。
そ
し
て
、突
然
何
か
に
落
と
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
す
れ
ば
、

大
学
と
い
う
熟
柿
は
孤
独
に
ぶ
ら
下
が
り
、自
ら
落
ち
る
の
を
待
つ
。

　

団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
が
大
学
に
通
っ
て
い
た
こ
ろ
か
ら
二
〇
年
近

く
、
大
学
、
大
学
院
、
短
大
に
通
う
学
生
の
人
数
は
三
〇
五
万
人
前

後
で
維
持
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
一
八
歳
人
口
は
ピ
ー
ク
で
二
〇
〇

万
人
を
超
え
て
い
た
。
い
ま
は
一
二
〇
万
人
の
水
準
。
そ
れ
で
も
全

体
の
学
生
数
は
大
学
進
学
率
の
上
昇
で
三
〇
五
万
人
規
模
を
保
っ
て

い
る
。

　

そ
の
間
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
い
え
ば
、
国
内
の
経
済
規
模
は
縮
小
し

て
き
た
。
企
業
で
は
給
与
削
減
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
な
り
、
デ
フ

レ
基
調
、
不
景
気
が
長
年
続
い
て
き
た
。
大
学
は
政
府
か
ら
の
交
付

金
や
助
成
金
が
減
ら
さ
れ
コ
ス
ト
削
減
を
迫
ら
れ
は
し
た
が
、
民
間

と
比
べ
れ
ば
、
教
員
数
は
増
え
、
給
与
な
ど
の
経
費
を
み
て
も
縮
小

し
て
は
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
大
学
数
の
約
八
割
を
し
め
る
の
は
私

立
大
学
で
、
家
庭
か
ら
支
払
わ
れ
る
授
業
料
収
入
に
頼
っ
て
き
た
。

授
業
料
は
横
ば
い
で
一
定
の
収
入
は
確
保
さ
れ
て
い
る
。
少
し
乱
暴

に
言
え
ば
、大
学
で
働
く
教
職
員
や
施
設
維
持
を
保
っ
て
い
る
の
は
、

大
学
進
学
者
が
確
保
で
き
る
か
ら
こ
そ
と
い
え
る
。
結
果
と
し
て
、

こ
の
三
〇
五
万
人
市
場
を
維
持
す
る
た
め
、
高
校
か
ら
大
学
と
の
間

を
隔
て
る
入
試
選
抜
と
い
う
機
能
は
弱
ま
ら
ざ
る
を
得
ず
、
え
り
好

み
さ
え
し
な
け
れ
ば
だ
れ
で
も
大
学
に
入
学
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
私
大
で
は
、
す
で
に
学
力
試
験
を
課
さ
な

い
推
薦
・
Ａ
Ｏ
入
試
が
入
学
定
員
の
五
割
を
超
え
て
い
る
。
国
公
立

を
合
わ
せ
て
も
比
率
は
高
ま
る
傾
向
に
あ
る
。

　

こ
の
入
試
の
多
様
化
を
否
定
的
に
と
ら
え
る
必
要
は
な
い
。
し
か

し
、
大
学
を
支
え
る
土
壌
が
変
質
し
た
の
は
確
か
だ
。
高
校
教
育
そ

の
も
の
も
例
外
で
は
な
い
。
大
学
よ
り
も
先
に
進
学
率
は
一
〇
〇
％

に
近
い
状
態
で
高
止
ま
り
し
て
い
る
。
必
修
科
目
と
い
う
生
徒
の
共

通
性
を
維
持
す
る
装
置
は
減
少
し
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
は
中

学
校
教
育
の
学
び
直
し
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
高
校
時
代
、
中
学

校
の
復
習
学
習
に
取
り
組
ん
で
き
た
生
徒
も
大
学
に
通
う
。

　

こ
の
二
〇
年
で
、
総
合
学
科
が
創
設
さ
れ
、
専
門
高
校
、
普
通
科
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高
校
の
コ
ー
ス
設
定
な
ど
教
育
課
程
も
一
気
に
多
岐
に
分
か
れ
た
。

高
校
の
中
間
層
の
学
習
時
間
が
半
減
し
た
と
い
う
調
査
も
あ
る
。
同

じ
高
校
生
と
い
え
ど
も
、
似
た
よ
う
な
学
力
水
準
や
似
た
よ
う
な
学

習
経
験
を
期
待
す
る
の
は
難
し
い
。
学
力
の
上
下
が
開
き
、
学
び
の

幅
も
広
が
り
、
全
体
と
し
て
拡
散
・
希
薄
化
し
た
状
態
。
そ
ん
な
生

徒
の
集
団
を
大
学
は
受
け
入
れ
て
い
る
。

　

進
行
す
る
「
教
育
の
雑
務
化
」
と
「
研
究
の
瑣
末
化
」

　

で
は
、
大
学
教
育
は
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
変
わ
っ
た

が
、
劇
的
に
変
わ
る
わ
け
も
な
く
、
教
育
の
雑
務
化
が
進
ん
で
い
る
。

国
内
の
経
済
市
場
が
縮
小
す
る
な
か
で
、一
定
規
模
の
「
大
学
市
場
」

の
均
衡
を
保
ち
な
が
ら
何
年
も
維
持
し
て
い
る
こ
と
は
、
格
段
の
投

資
が
進
ま
な
い
こ
と
も
意
味
す
る
。

　

九
〇
年
代
初
頭
の
大
学
設
置
基
準
の
大
綱
化
は
、
大
学
に
自
立
を

促
し
、
自
己
点
検
・
自
己
評
価
を
迫
り
、
教
育
や
研
究
を
進
め
る
た

め
に
は
自
ら
組
織
を
改
め
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
練
る
機
会
を
設
け
る
ね

ら
い
が
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
大
学
生
と
し
て
の
学
習
方
法
や
生
活

の
基
盤
を
学
ぶ
初
年
次
教
育
や
高
校
の
学
び
直
し
の
リ
メ
デ
ィ
ア
ル

教
育
、
大
学
教
員
の
教
育
方
法
を
発
展
さ
せ
る
自
発
的
な
集
団
活
動

（
Ｆ
Ｄ
）
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
第
三
者
評
価
制
度
、
シ
ラ
バ

ス
（
授
業
計
画
）
の
公
表
、
学
生
に
よ
る
授
業
評
価
、
出
欠
確
認
の

厳
格
化
、
四
年
間
通
じ
た
成
績
表
の
作
成
な
ど
、
あ
げ
れ
ば
き
り
が

な
い
ほ
ど
、
道
具
は
そ
ろ
っ
て
き
た
。

　

し
か
し
、教
育
の
核
心
部
分
は
教
員
と
学
生
が
作
り
出
す
授
業（
教

育
活
動
）
そ
の
も
の
に
あ
る
。
少
人
数
教
育
や
学
生
と
教
員
間
の
世

代
間
格
差
を
埋
め
る
メ
ン
タ
ー
制
度
の
充
実
、学
士
課
程
の
体
系
化
、

専
門
教
育
を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
教
育
（
経
済
学
に
と
っ
て
の
高

校
数
学
）
な
ど
に
投
資
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
現

実
に
は
中
核
か
ら
少
し
は
ず
れ
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。
い
わ
ば
、

教
員
が
さ
ま
ざ
ま
な
雑
務
に
労
力
を
さ
く
方
向
で
教
育
改
革
が
進
ん

で
い
る
。
こ
の
教
育
の
雑
務
化
と
い
う
流
れ
は
、
文
部
科
学
省
の
議

論
を
見
て
い
る
限
り
、
変
わ
ら
な
い
。

　

社
会
は
国
際
化
の
な
か
で
激
し
く
動
い
て
い
る
。
新
規
採
用
の
半

分
が
外
国
人
と
い
う
電
機
メ
ー
カ
ー
も
現
れ
た
。
利
益
を
追
求
し
て

い
く
企
業
が
国
際
市
場
に
う
っ
て
出
て
競
争
力
を
高
め
よ
う
と
す
る

の
は
無
理
も
な
い
。
し
か
も
、
企
業
も
内
部
で
国
際
化
に
対
応
す
る

人
材
を
教
育
す
る
た
め
に
お
金
を
か
け
る
余
裕
は
な
く
な
り
、
人
材

を
つ
く
る
こ
と
か
ら
外
部
の
労
働
市
場
で
買
う
時
代
に
入
っ
て
い

る
。
そ
う
す
る
と
、
大
学
で
の
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
に
圧
力
が
か

か
っ
て
く
る
の
も
自
然
な
流
れ
と
な
る
。

　

と
は
い
え
、
大
学
が
そ
れ
に
対
応
で
き
る
の
か
ど
う
か
は
疑
わ
し

い
。
大
学
で
英
語
の
授
業
を
増
や
す
に
は
外
国
語
を
話
す
教
員
を
雇

う
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
学
生
を
海
外
に
留
学
さ
せ
る
に
も
、
相
手

先
の
大
学
を
探
し
て
単
位
互
換
や
学
位
認
定
の
協
定
が
必
要
に
な

る
。
送
り
出
す
に
は
、
受
け
入
れ
も
必
要
に
な
る
。
留
学
生
の
宿
舎

や
送
り
出
し
の
奨
学
金
の
設
定
も
い
ま
の
ま
ま
で
は
十
分
で
は
な

い
。
仮
に
英
語
の
授
業
を
日
本
の
大
学
で
設
け
始
め
て
も
、
成
績
が

悪
く
な
る
と
思
え
ば
学
生
は
敬
遠
す
る
。
国
際
化
の
準
備
を
す
る
ス

タ
ッ
フ
も
な
か
な
か
そ
ろ
わ
な
い
。
本
気
に
な
れ
ば
、
国
際
化
は
教

育
環
境
を
上
げ
て
質
の
向
上
の
起
点
に
も
な
り
う
る
喫
緊
の
テ
ー
マ

だ
が
、
本
当
に
必
要
だ
と
感
じ
て
、
自
腹
で
資
金
と
労
力
を
か
け
て

自
発
的
に
動
こ
う
と
す
る
大
学
は
ご
く
少
数
だ
。
ま
し
て
や
エ
リ
ー

ト
の
育
成
が
期
待
さ
れ
る
大
規
模
大
学
ほ
ど
動
き
が
鈍
い
。
大
学
は

国
際
化
に
自
ら
身
を
投
じ
る
状
態
で
は
な
く
、
対
応
す
る
レ
ベ
ル
に

と
ど
ま
る
。

　

本
当
に
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
の
育
成
に
本
腰
を
入
れ
る
の
な
ら
、
就

職
活
動
も
、
こ
れ
ま
で
続
い
て
き
た
新
卒
一
括
採
用
に
異
議
を
申
し

立
て
、
大
学
三
年
生
か
ら
の
就
職
活
動
を
堂
々
と
拒
否
す
る
大
学
が

出
て
も
い
い
。「
自
分
た
ち
は
四
年
た
っ
ぷ
り
と
教
育
す
る
の
で
邪

魔
は
し
な
い
で
ほ
し
い
。
そ
の
代
り
四
年
後
、
真
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な

学
生
を
出
す
」
と
宣
言
す
る
方
針
が
打
ち
出
せ
な
い
。
そ
れ
が
で
き

れ
ば
大
学
が
独
立
し
た
自
治
の
教
育
機
関
と
し
て
自
立
を
宣
言
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
。

　

研
究
の
世
界
も
教
育
の
雑
務
化
と
似
て
い
な
く
も
な
い
。
欧
州
と

り
わ
け
ド
イ
ツ
や
米
国
、
日
本
を
見
て
も
、
社
会
や
経
済
が
発
展
し

て
い
く
と
き
は
研
究
も
発
展
す
る
。
未
踏
の
分
野
で
さ
ま
ざ
ま
な
研

究
が
進
み
、
新
た
な
テ
ー
マ
を
見
つ
け
て
、
再
び
社
会
に
還
元
す
る
。

そ
し
て
、
研
究
の
た
め
の
資
金
が
増
え
て
、
研
究
者
の
数
も
増
え
て

い
く
。
す
る
と
、
そ
の
後
は
学
問
分
野
が
ど
ん
ど
ん
細
分
化
し
て
い

き
、
本
筋
の
研
究
と
は
異
な
る
瑣
末
的
な
研
究
も
日
常
の
テ
ー
マ
に

な
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
大
学
教
員
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
維
持
、
研
究

費
の
永
続
的
な
確
保
と
い
う
厄
介
な
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
も
起
き
始
め

る
。

　

た
し
か
に
学
問
は
精
緻
に
続
け
ら
れ
、と
き
に
は
新
解
釈
や
発
見
、

説
明
の
精
密
さ
が
進
化
し
て
い
く
は
ず
だ
が
、
論
文
の
多
寡
や
引
用

に
と
ら
わ
れ
る
人
も
出
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
道
が
枝
分
か
れ
し
て
、

そ
の
先
の
道
が
同
じ
位
置
で
巧
み
に
舗
装
さ
れ
て
い
く
に
過
ぎ
な

い
。
た
と
え
ば
専
攻
分
野
を
表
す
学
士
の
種
類
は
大
綱
化
前
、
約
三

〇
種
類
。
い
ま
は
約
七
〇
〇
種
類
に
拡
散
し
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
評

価
制
度
と
い
う
雑
務
化
や
政
治
と
の
深
い
関
係
は
、
道
す
ら
み
え
に

く
く
す
る
。
た
と
え
ば
東
日
本
大
震
災
で
表
面
化
し
た
原
子
力
工
学

の
問
題
を
見
れ
ば
理
解
で
き
る
。

　

自
分
の
研
究
が
、
学
会
で
は
な
く
社
会
全
体
の
ど
の
地
図
の
ど
の

へ
ん
に
あ
る
の
か
、
ま
ず
い
ま
の
地
図
を
書
く
こ
と
か
ら
始
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
道
の
細
さ
や
終
着
感
が
現
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
認

識
と
い
う
次
元
で
は
な
く
、
価
値
の
問
い
直
し
と
い
う
根
本
か
ら
の

否
定
か
ら
始
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。そ
の
新
た
な
価
値
に
基
づ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
領
域
を
超
え
た
新
た
な
も
の
が
見
え
て
く
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
異
物
と
い
う
新
た
な
人
材
や
無
駄
と
も
思
え
る
巨
額

の
資
金
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

　

し
か
し
、
大
学
が
組
織
的
に
学
部
の
編
成
替
え
を
す
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
特
定
分
野
に
向
け
て
人
材
や
資
本
を
集
中
さ
せ
、
他
部
門

や
他
分
野
の
人
材
を
切
っ
て
痛
み
を
出
す
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
期
待
で

き
な
い
。
ト
マ
ス
・
ク
ー
ン
の
「
科
学
革
命
の
構
造
」
で
説
か
れ
た

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
が
大
学
の
な
か
で
起
き
る
の
か
、
大
学
外
で
起

き
る
の
か
。
そ
ん
な
高
度
な
選
択
で
は
な
い
。
日
本
で
は
起
き
る
気
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配
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

大
学
の
使
命

　

大
学
教
員
個
人
の
レ
ベ
ル
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
の
問
い
直
し

は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
個
人
の
力
を
結
集
し
た
組
織
が
、
価
値

を
問
い
直
す
た
め
に
ど
う
動
く
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
お
そ

ら
く
政
府
の
お
金
の
多
寡
で
は
な
い
。
個
々
の
研
究
者
の
集
合
体
が

自
立
的
に
ど
う
使
命
を
掲
げ
て
実
行
す
る
か
と
い
う
問
題
が
先
に
く

る
。
戦
後
、
大
学
は
自
治
が
尊
重
さ
れ
て
き
た
。
絶
対
に
必
要
な
も

の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
研
究
者
個
人
の
自
由
、
学
問
の
自

由
も
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
延
長
線
上
に
教
授
会
の

自
治
と
い
う
慣
行
も
続
い
て
い
る
。
大
学
の
停
滞
と
い
う
文
脈
で
語

ら
れ
る
と
き
、
必
ず
こ
の
「
教
授
会
自
治
」
の
保
守
性
や
機
動
性
を

欠
く
マ
イ
ナ
ス
面
を
あ
げ
る
人
が
い
る
。
大
学
の
執
行
部
は
強
く
と

も
、
そ
の
方
針
を
学
内
全
体
で
進
め
よ
う
と
す
る
と
必
ず
と
言
っ
て

も
い
い
ほ
ど
そ
の
壁
に
ぶ
つ
か
る
。
そ
こ
で
穏
便
に
済
ま
す
の
が
前

例
踏
襲
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
国
立
大
学
で
日
常
的
経
費
が
全
体
で

一
％
削
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
部
や
各
局
の
予
算
も
ま

ん
べ
ん
な
く
一
％
減
ら
し
て
痛
み
分
け
す
る
こ
と
で
組
織
の
不
満
を

防
ぐ
。
そ
こ
に
は
、
限
ら
れ
た
予
算
を
乗
り
越
え
て
前
進
す
る
意
思

は
感
じ
ら
れ
な
い
。
仲
間
う
ち
の
気
配
り
で
終
わ
る
。

　

と
す
れ
ば
、
大
学
に
は
差
し
迫
り
何
を
求
め
る
の
か
。

　

大
学
入
学
者
の
学
力
水
準
を
無
理
や
り
体
よ
く
一
定
に
切
り
そ
ろ

え
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
ら
の
使
命
の
も
と
、
学
生
や
社
会
人
を
受

け
入
れ
て
学
修
の
ど
こ
か
で
意
欲
や
関
心
に
火
を
つ
け
る
こ
と
。

　

さ
ら
に
、
民
主
主
義
の
担
い
手
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。

メ
デ
ィ
ア
の
急
速
な
発
展
と
長
い
停
滞
の
時
期
が
あ
る
と
、
社
会
が

短
絡
的
に
傾
き
が
ち
だ
。
一
瞬
の
課
題
設
定
と
仮
想
敵
を
見
つ
け
出

し
て
信
を
問
い
短
期
間
の
選
挙
で
権
力
を
握
る
、
い
わ
ば
「
瞬
間
的

民
主
主
義
」
の
台
頭
に
対
し
て
ど
ん
な
セ
ク
タ
ー
が
対
抗
で
き
る
の

か
と
い
う
現
代
的
問
題
が
あ
る
。
政
治
の
世
界
で
は
あ
り
え
な
い
。

行
政
や
企
業
で
も
な
い
。
人
材
や
組
織
、
時
間
に
余
裕
の
あ
る
大
学

が
社
会
の
原
理
や
真
理
を
学
生
や
社
会
人
に
持
続
的
に
教
え
て
循
環

さ
せ
る
ほ
か
な
い
。
つ
ま
り
、「
持
続
的
民
主
主
義
」
の
担
い
手
と

し
て
、
自
ら
の
価
値
を
見
つ
け
て
、
何
ら
か
の
責
任
を
果
た
さ
ざ 

る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
森
林
に
あ
る
保
水
機
能
の
よ
う
に
、

「
民
主
主
義
を
撚よ

っ
て
い
く
人
材
の
保
水
機
能
」
を
大
学
に
期
待
し

た
い
。

　

も
う
一
つ
、
大
学
は
、
ま
だ
ま
だ
他
の
組
織
と
比
較
し
て
、
も
の

ご
と
を
発
明
、
発
見
す
る
の
に
適
し
て
い
る
。
い
ま
の
大
学
と
ま
っ

た
く
異
な
る
新
種
の
大
学
を
発
見
、
発
明
す
る
の
は
大
学
以
外
に
考

え
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
い
つ
に
な
る
の
か
。
そ
の
間
に
大
学
数
は
減

っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

最
後
に
、
熟
柿
は
自
ら
落
ち
る
と
ど
う
な
る
か
。
果
実
は
つ
ぶ
れ

る
も
の
の
種
を
残
し
て
新
た
な
芽
を
出
さ
せ
る
ほ
か
な
い
。
青
い
実

が
た
く
さ
ん
付
い
た
苗
木
を
誰
か
が
買
っ
て
植
え
る
と
い
う
手
も
少

な
か
ら
ず
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
土
壌
に
根
づ
く
か
ど
う
か
は
わ
か

ら
な
い
。



あ
ま
り
の
ボ
ロ
ボ
ロ
ぶ
り
に
ち
ょ
っ
と
ひ
る
ん
だ
け
れ
ど
、
ま
あ
百
余
年
前
の
読
書
行

動
を
窺
う
の
に
好
都
合
な
汚
れ
ぶ
り
だ
と
我
慢
し
て
読
み
出
し
た
ら
、
こ
れ
が
結
構
面
白

く
て
す
っ
か
り
釣
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
涙
香
の
翻
案
小
説
な
ん
て
、
昔
、
大
学
の
教

養
科
目
「
近
代
文
芸
思
潮
」
を
受
講
し
て
以
来
敬
遠
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
の
再
会
。「
繪

す
が
た
」
の
原
著
が
何
か
と
い
う
よ
う
な
詮
索
は
さ
て
お
き
、
主
催
す
る
『
萬
朝
報
』
に

自
ら
様
々
な
形
式
で
小
説
を
連
載
し
て
読
者
大
衆
を
惹
き
付
け
た
と
い
う
の
は
こ
う
い
う

こ
と
だ
っ
た
の
か
と
、
そ
の
気
迫
と
手
腕
に
改
め
て
恐
れ
入
る
。

三
〇
〇
円
で
入
手
し
た
手
元
の
本
（
扶
桑
堂
、
一
八
九
九
）
は
、
長
い
間
の
貸
本
稼
業
で

尾
羽
打
ち
枯
ら
す
風
情
だ
が
、
元
々
は
艶
や
か
な
装
丁
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
表
紙
と
巻

頭
折
込
み
の
口
絵
は
極
彩
色
の
木
版
画
（
多
分
）
だ
が
、
も
は
や
二
重
三
重
に
裏
打
ち
が

施
さ
れ
て
い
て
初
々
し
か
っ
た
は
ず
の
当
初
の
面
目
を
す
っ
か
り
失
っ
て
い
る
。
針
金
綴

じ
だ
っ
た
ら
し
い
鉄
ピ
ン
は
と
っ
く
に
抜
き
去
ら
れ
、
そ
の
代
わ
り
麻
紐
の
三
つ
目
綴
じ

に
変
更
さ
れ
、
そ
れ
も
再
三
綴
じ
直
さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
。
無
論
、
背
ク
ロ
ス
は
後
補
。

肝
心
な
場
面
が
一
ペ
ー
ジ
引
き
千
切
ら
れ
て
失
わ
れ
て
も
い
る
。

や
れ
や
れ
と
ん
だ
「
ヘ
タ
レ
本
」
だ
が
、
き
わ
め
付
け
は
ペ
ー
ジ
下
端
に
濃
く
染
み
付

い
た
バ
ッ
チ
イ
黒
ず
み
。
昔
、
祖
父
が
指
を
舐
め
舐
め
ペ
ー
ジ
を
捲
っ
て
読
書
し
て
い
た

の
を
思
い
出
し
て
し
ま
っ
た
。「
明
治
の
人
は
皆
こ
う
や
っ
て
読
書
し
た
ん
だ
」
と
改
め

て
感
慨
を
抱
く
。

と
こ
ろ
で
、
明
治
三
八
年
の
書
き
込
み
が
あ
る
。「
十
月
廿
八
日
午
後
七
時
半
ヨ
リ
読

ミ
始
ム
」（
第
一
回
）、「
午
後
拾
時
三
十
四
分
参
番
町
◯
◯
番
地
ノ
或
ル
女
学
生
之
ヲ
読
ミ

テ
大
ニ
同
情
ヲ
表
ス
!!!
」（
第
二
三
回
）、「
午
後
十
一
時
四
十
七
分
終
ル
」（
第
三
〇
回
）と
あ
る
。

無
論
読
み
難
い
文
語
文
で
は
な
い
が
、
四
時
間
一
七
分
で
一
二
〇
ペ
ー
ジ
を
一
気
に
読
了

し
た
ら
し
い
。
そ
ん
な
も
の
か
な
ー
。

そ
れ
に
し
て
も
、
女
学
生
登
場
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
な
ん
だ
か
不
自
然
。
ア
ヤ
シ
イ
事
情

で
も
あ
る
の
で
は
、
と
い
ら
ぬ
憶
測
を
し
て
み
る
の
も
楽
し
い
。

初
版
本
、
ナ
ン
セ
ン
ス
な
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
　
　

黒
岩
涙
香
訳
述
、
富
岡
永
洗
口
絵

『
繪
す
が
た
』

酒
井
道
夫
（
二
代
目
酒
井
九
ポ
堂
）

書き込みあり、再三の裏打ち、蔵書印の上に蔵書票、舐め舐めの黒ずみ。確かにボロ
ボロのヘタレ本だが、ここまで読み継がれれば、本としても本望か……
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北海道大学出版会
 〒060-0809　札幌市北区北 9条西8丁目
北海道大学構内
 TEL: 011-747-2308　FAX: 011-736-8605

弘前大学出版会
 〒036-8560　弘前市文京町1
弘前大学附属図書館内
 TEL: 0172-39-3168　FAX: 0172-39-3171

東北大学出版会
 〒980-8577　仙台市青葉区片平 2-1-1
東北大学構内
 TEL: 022-214-2777　FAX: 022-214-2778

流通経済大学出版会
 〒301-8555　龍ヶ崎市平畑120
 TEL: 0297-64-0001　FAX: 0297-60-1165

聖学院大学出版会
 〒362-8585　上尾市戸崎1-1
 TEL: 048-725-9801　FAX: 048-725-0324

聖徳大学出版会
 〒271-8555　松戸市岩瀬 550
 TEL: 047-365-1111　FAX: 047-363-14 01

麗澤大学出版会
 〒277-8686　柏市光ヶ丘2-1-1
 TEL: 04-7173-3320　FAX: 04-7173-3154

慶應義塾大学出版会
 〒108-8346　港区三田2-19-30
 TEL: 03-3451-3168　FAX: 03-3451-3124

ケンブリッジ大学出版局
 〒140-0002　品川区東品川1-32-5
 TEL: 03-5479-7265　FAX: 03-5479-8277

産業能率大学出版部
 〒100-0005　千代田区丸の内1-7-12
 サピアタワー9階
 TEL: 03-6266-2400　FAX: 03-3211-1400

専修大学出版局
 〒214-0033　川崎市多摩区東三田2-1-2
専修大学購買会別館 2階
 TEL: 044-911-7179　FAX: 044-911-1382

大正大学出版会
 〒170-8470　豊島区西巣鴨 3-20-1
 TEL: 03-5394-3026　FAX: 03-5394-3038

玉川大学出版部
 〒194-8610　町田市玉川学園 6-1-1
 TEL: 042-739-8935　FAX: 042-739-8940

中央大学出版部
 〒192-0393　八王子市東中野 742-1
 TEL: 042-674-2351　FAX: 042-674-2354

東京大学出版会
 〒113-8654　文京区本郷 7-3-1　東京大学構内
 TEL: 03-3811-8814　FAX: 03-3812-6958

東京電機大学出版局
 〒101-8457　千代田区神田錦町2-2
 TEL: 03-5280-3433　FAX: 03-5280-3563

東京農業大学出版会
 〒156-8502　世田谷区桜丘1-1-1
 TEL: 03-5477-2666　FAX: 03-5477-2747

法政大学出版局
 〒102-0073　千代田区九段北3-2-7
法政大学一口坂校舎内
 TEL: 03-5214-5540　FAX: 03-5214-5542

武蔵野大学出版会
 〒202-8585　西東京市新町1-1-20　武蔵野大学構内
 TEL: 042-468-3003　FAX: 042-468-3004

武蔵野美術大学出版局
 〒180-8566　武蔵野市吉祥寺東町3-3-7
 TEL: 0422-23-0810　FAX: 0422-22-8309

明星大学出版部
 〒191-8506　日野市程久保 2-1-1
 TEL: 042-591-9979　FAX: 042-593-0192

関東学院大学出版会
 〒236-8501　横浜市金沢区六浦東1-50-1
 TEL: 045-786-7164　FAX: 045-786-9898

東海大学出版会
 〒257-0003　秦野市南矢名3-10-35
東海大学同窓会館3階
 TEL: 0463-79-3921　FAX: 0463-69-5087

名古屋大学出版会
 〒464-0814　名古屋市千種区不老町1　名古屋大学構内
 TEL: 052-781-5027　FAX: 052-781-0697

三重大学出版会
 〒514-8507　津市江戸橋 2-174
三重大学附属病院旧館5階
 TEL: 059-232-1356　FAX: 059-232-1356

京都大学学術出版会
 〒606-8315　京都市左京区吉田近衛町69
京大吉田南構内
 TEL: 075-761-6182　FAX: 075-761-6190

大阪経済法科大学出版部
 〒581-8511　八尾市楽音寺6-10
 TEL: 072-941-8211　FAX: 072-941-9979

大阪大学出版会
 〒565-0871　吹田市山田丘 2-7
大阪大学ウエストフロント
 TEL: 06-6877-1614　FAX: 06-6877-1617

関西大学出版部
 〒564-8680　吹田市山手町3-3-35
 TEL: 06-6368-0238　FAX: 06-6389-5162

関西学院大学出版会
 〒662-0891　西宮市上ヶ原一番町1-155
 TEL: 0798-53-7002　FAX: 0798-53-9592 

広島大学出版会
 〒739-8512　東広島市鏡山1-2-2
 TEL: 082-424-6226　FAX: 082-424-6211

九州大学出版会
 〒812-0053　福岡市東区箱崎7-1-146　九州大学構内
 TEL: 092-641-0515　FAX: 092-641-0172
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