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昨
年
の
十
月
、
本
学
会
元
会
長
の
向
嶋
成
美
筑
波
大
学
名
誉
教
授

（
以
下
に
向
嶋
さ
ん
と
記
さ
せ
て
い
た
だ
く
（
が
逝
去
さ
れ
た
。
享

年
七
十
七
。
近
年
は
難
病
と
闘
い
な
が
ら
も
変
わ
ら
ず
重
責
の
公
務

と
研
究
、
教
育
と
啓
蒙
に
精
力
的
に
お
力
を
示
さ
れ
て
お
ら
れ
た
。

昨
年
に
は
本
学
会
大
会
の
講
演
会
で
も
質
問
に
立
た
れ
、
ま
た
読
陶

詩
会
の
故
上
田
武
先
生
の
陶
淵
明
論
を
読
む
集
い
に
も
終
日
参
加
い

た
だ
い
て
い
た
の
で
、
急
逝
に
は
言
葉
を
無
く
し
た
。
本
誌
に
追
悼

の
一
文
を
寄
せ
る
よ
う
に
と
編
集
か
ら
要
請
さ
れ
た
が
、
い
ろ
ん
な

意
味
で
不
適
格
の
人
選
で
あ
る
。
広
範
な
い
ず
れ
の
ご
業
績
に
通
じ

ず
、
何
よ
り
も
推
し
量
れ
な
い
人
徳
を
前
に
絶
望
的
だ
。
そ
れ
で
も

書
け
る
範
囲
で
よ
い
か
ら
と
い
う
言
葉
に
お
さ
れ
た
の
は
、
と
り
わ

け
本
学
会
の
沿
革
、
教
育
大
の
閉
学
に
よ
る
漢
文
学
会
か
ら
大
塚
漢

文
学
会
、
そ
し
て
中
国
文
化
学
会
へ
と
苦
難
の
存
続
を
支
え
て
こ
ら

れ
た
の
が
向
嶋
さ
ん
で
あ
る
こ
と
を
少
し
は
見
知
っ
て
い
る
一
人
と

し
て
、
と
思
い
直
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
書
け
る
範
囲
も
同

じ
く
六
朝
文
学
を
考
え
て
き
た
者
と
し
て
の
紹
介
に
過
ぎ
な
い
。

　

こ
と
研
究
範
囲
に
限
っ
て
も
、『
中
国
古
典
詩
聚
花�

山
水
と
風

月
』『
漢
文
名
作
選
─
文
章
』『
漢
詩
の
こ
と
ば
』『
唐
宋
八
大
家
読

本
（
蘇
東
坡
（』、
程
千
帆
ら
『
目
録
学
入
門
』
の
翻
訳
、
等
々
の
公

刊
の
全
体
像
、
さ
ら
に
六
朝
論
文
と
し
て
張
華
、
陸
機
、
謝
朓
の
詩
、

文
筆
説
、
聯
句
考
、
七
哀
詩
考
、
等
と
多
岐
に
わ
た
る
が
、
今
は
生

涯
を
通
し
て
最
も
精
力
的
に
取
り
組
ま
れ
た
、
以
下
の
鮑
照
の
十
一

の
論
考
に
つ
い
て
の
紹
介
に
と
ど
め
る
こ
と
を
お
許
し
願
お
う
。

①�

「
鮑
照
の
詩
風
」（『
漢
文
学
会
会
報
』
二
八
号
、
一
九
六
九
年(

②�

「
鮑
照
「
擬
行
路
難
」
に
つ
い
て
」（『
東
京
教
育
大
学
文
学
部
紀

要
』
七
七
号
、
一
九
七
〇
年(

③�
「
李
白
と
鮑
照
」（『
漢
文
学
会
会
報
』
三
一
号
、
一
九
七
二
年(

④�

「
鮑
照
と
南
朝
楽
府
民
歌
」（『
加
賀
博
士
退
官
記
念
中
国
文
史
哲

学
論
集
』
講
談
社
刊
、
一
九
七
九
年(

 　
　

向
嶋
成
美
さ
ん
の
鮑
照
詩
研
究
に
つ
い
て

─
追
悼
文
に
代
え
て
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⑤�
「
鮑
照
の
対
句
表
現
を
め
ぐ
る
一
考
察
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』

四
三
号
、
一
九
九
一
年(

⑥�

「
鮑
照
集
の
成
立
に
つ
い
て
」（
鎌
田
正
博
士
八
十
寿
記
念
漢
文

学
論
集
』
大
修
館
書
店
刊
、
一
九
九
一
年(

⑦�

「
鮑
照
模
擬
詩
考
」（『
森
野
宗
明
教
授
退
官
記
念
論
集�

言
語
・

文
学
・
国
語
教
育
』
三
省
堂
刊
、
一
九
九
四
年(

⑧�

「
鮑
照
山
水
詩
考
」（『
漢
意
と
は
何
か�

大
久
保
隆
郎
教
授
退
官

紀
念
論
集
』
東
方
書
店
刊
、
二
〇
〇
一
年
（

⑨
「
鮑
照
詩
文
用
韻
考
』（『
中
国
文
化
』
六
〇
号
、
二
〇
〇
二
年(

⑩
「
宋
本
鮑
照
集
考
─
特
に
『
文
選
』
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
」

（『
新
し
い
漢
字
漢
文
教
育
』
三
五
号
、
二
〇
〇
二
年(

⑪
「
鮑
照
贈
答
詩
考
」（『
新
し
い
漢
字
漢
文
教
育
』
四
五
号
、
二
〇

〇
七
年(

����������������������������������

　

向
嶋
さ
ん
は
学
部
卒
業
論
文
「「
文
心
彫
龍
」
の
研
究
」、
修
士
論

文
「
鮑
照
研
究
」
を
提
出
し
、
一
九
六
八
年
四
月
に
助
手
に
な
ら
れ

た
。
そ
の
年
わ
た
し
は
修
士
課
程
に
進
み
、
鈴
木
修
次
先
生
の
授
業

で
は
阮
籍
の
詠
懐
詩
を
読
ん
だ
が
、
向
嶋
さ
ん
も
十
名
近
く
い
た
院

生
に
ま
じ
っ
て
参
加
さ
れ
て
い
た
。
担
当
の
第
六
首
の
準
備
を
終
え
、

青
焼
き
の
レ
ジ
ュ
メ
コ
ピ
ー
を
用
意
し
た
直
後
の
六
月
末
か
ら
、
続

い
て
い
た
筑
波
移
転
問
題
が
い
よ
い
よ
泥
沼
化
し
、
文
学
部
は
ス
ト

に
入
っ
た
。
そ
れ
か
ら
一
年
半
大
学
院
も
授
業
が
な
か
っ
た
。
い
ろ

い
ろ
あ
っ
た
が
数
年
後
そ
の
ま
ま
廃
学
へ
と
な
だ
れ
こ
む
、
こ
の
間

向
嶋
さ
ん
は
助
手
と
し
て
想
像
を
超
え
る
辛
酸
の
時
で
あ
っ
た
ろ
う

が
、
わ
た
し
自
身
は
直
接
お
聞
き
し
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
と
も

か
く
、
ま
だ
学
内
封
鎖
さ
れ
た
状
態
の
翌
年
六
月
向
嶋
さ
ん
は
①
を
、

翌
々
年
の
三
月
②
を
発
表
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
修
士
論
文
を
基
に
し

た
で
あ
ろ
う
二
篇
を
研
究
者
と
し
て
の
出
発
と
し
て
、
以
後
一
貫
し

て
追
求
さ
れ
た
の
が
、
鮑
照
詩
論
で
あ
っ
た
。
一
本
に
ま
と
め
ら
れ

る
意
図
が
あ
お
り
だ
っ
た
か
否
か
分
か
ら
な
い
が
、
そ
の
十
一
本
を

一
瞥
す
る
だ
け
で
、
生
涯
を
通
じ
て
論
究
の
範
囲
と
深
度
を
意
識
さ

れ
た
総
合
的
な
構
想
を
築
き
あ
げ
て
い
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。

　

①
は
、
鍾
嶸
『
詩
品
』
の
「
靡
嫚
」
と
「
骨
節
」
の
評
価
を
丁
寧

に
追
尾
し
、「
時
代
の
好
み
に
合
っ
た
、
修
辞
的
色
彩
の
濃
い
艶
麗

な
」
詩
と
、「
強
烈
な
個
性
味
溢
れ
る
雄
健
な
」「
悲
愴
感
」「
異
様

な
暗
さ
」
の
詩
と
い
う
、
二
面
性
の
具
体
的
な
検
証
を
し
た
の
が
本

論
で
あ
る
。
結
び
は
、
そ
の
よ
う
な
両
者
の
差
を
「
い
か
に
理
解
す

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
し
て
、
文
学
史
的
な
位
置
づ
け
を
さ
れ

て
い
る
。「
自
我
意
識
の
強
い
、
強
烈
な
個
性
」
は
建
安
詩
の
継
承

と
し
て
と
ら
え
、
一
方
「
自
由
な
発
想
を
求
め
る
心
」
が
「
貴
族
社

会
に
対
す
る
一
種
の
妥
協
的
態
度
」
か
ら
出
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
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つ
つ
、「
鮑
照
の
価
値
を
下
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
文
学
を
豊

か
に
す
る
上
で
一
定
の
役
割
を
持
っ
て
い
た
」
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
太
康
の
張
華
の
系
譜
を
継
承
し
つ
つ
、「
斉
梁
の
文
風
へ
の
傾
斜

と
す
る
」
修
辞
主
義
の
意
義
あ
る
橋
渡
し
的
存
在
で
あ
っ
た
と
位
置

づ
け
ら
れ
た
。
①
で
は
見
通
し
を
述
べ
ら
れ
、
以
後
に
様
々
に
展
開

さ
れ
る
総
合
的
な
鮑
照
詩
へ
の
核
軸
と
な
る
視
野
と
研
究
動
機
で
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
見
通
し
は
鍾
嶸
評
を
丁
寧
に
な
ぞ
る
範
囲
で

の
、
つ
ま
り
正
統
的
で
着
実
な
文
学
史
的
見
解
で
あ
る
が
、「
自
意

識
的
に
言
語
感
覚
を
尖
鋭
化
し
、
彼
独
自
の
個
性
的
な
文
学
を
形
成

し
た
」
と
す
る
の
は
、
現
代
の
誰
も
が
納
得
す
る
鮑
照
詩
の
肯
綮
を

評
価
し
た
文
学
史
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
生
涯
向
嶋
さ
ん
は
、

同
時
代
批
評
か
ら
そ
の
修
辞
の
豊
か
さ
の
実
相
を
検
証
す
る
論
述
構

成
で
一
貫
し
た
。
鮑
照
詩
と
い
う
詩
才
に
驚
嘆
し
、
学
問
的
手
続
き

を
フ
ル
に
通
し
て
、
内
実
あ
る
も
の
の
実
態
を
ビ
ビ
ッ
ド
に
示
す
。

現
代
に
流
行
す
る
批
評
意
識
や
現
代
を
生
き
る
感
性
か
ら
の
新
し
い

文
学
史
へ
の
挑
戦
と
は
違
っ
た
、
従
来
の
枠
組
み
を
外
さ
な
い
研
究

で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で
は
、
何
よ
り
も
修
辞
に
ど

の
よ
う
に
敏
感
で
あ
る
か
、
主
と
し
て
そ
の
視
角
か
ら
詩
人
の
個
性

を
際
立
た
せ
る
分
析
を
基
本
に
据
え
た
研
究
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
言
う
か
と
い
う
と
、
先
行
論
文
と
し
て
、
伊
藤
正

文
「
鮑
照
伝
論
稿
」「
鮑
照
詩
論
稿
」
と
い
う
分
量
的
に
も
質
的
に

も
底
力
を
示
し
た
伝
説
的
な
二
篇
が
あ
り
、
向
嶋
さ
ん
の
前
に
も
い

つ
も
大
き
く
存
在
し
た
こ
と
を
わ
た
し
は
疑
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
直
接
的
に
は
向
嶋
さ
ん
は
多
く
を
言
及
さ
れ
な
い
、
と
い
う

よ
り
そ
の
伝
論
に
つ
い
て
そ
れ
ほ
ど
反
応
し
て
い
な
い
と
言
え
ば
ど

う
で
あ
る
か
。
向
嶋
さ
ん
の
関
心
は
鮑
照
が
ど
の
よ
う
な
内
面
を
も

っ
て
生
き
た
か
、
現
実
に
対
し
て
具
体
的
な
感
受
や
発
言
を
示
し
て

い
る
か
、
と
い
っ
た
作
品
外
の
こ
と
に
つ
い
て
の
触
手
を
セ
ー
ブ
さ

れ
て
い
て
、
そ
の
分
ど
の
よ
う
に
作
品
世
界
を
構
築
し
て
い
る
か
、

尖
鋭
化
し
た
、
繊
細
な
、
凝
っ
た
修
辞
美
に
鮑
照
の
文
学
的
個
性

（
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
存
在
の
す
べ
て
（
を
認
め
、
そ
こ
を
こ
そ
正

統
的
な
六
朝
文
学
史
の
流
れ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
を
徹
底
さ
れ

た
の
で
あ
る
。（
た
だ
し
、
周
知
の
よ
う
に
地
理
学
的
関
心
が
と
り

わ
け
強
か
っ
た
向
嶋
さ
ん
が
詩
人
を
と
り
ま
く
事
実
そ
の
も
の
に
全

く
関
心
が
向
か
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
後
述
す
る

⑥
鮑
照
の
文
恵
太
子
や
沈
約
の
関
係
と
か
、�

読
陶
詩
会
で
披
瀝
さ
れ

た
羊
長
史
や
殷
景
仁
と
か
の
存
在
へ
の
関
心
な
ど
。（

　

②
は
一
で
、
鮑
照
の
生
涯
は
「
政
治
的
な
発
言
力
を
持
っ
て
い
た

わ
け
で
な
く
、
い
わ
ば
一
介
の
御
用
詩
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
と
研

究
視
野
の
範
囲
を
限
定
し
た
上
で
、「
も
っ
ぱ
ら
、
作
品
の
、
文
学

史
上
の
意
味
・
位
置
に
つ
い
て
、
種
々
の
立
場
か
ら
分
析
」
す
る
自

身
の
動
機
を
確
認
し
、
そ
の
重
要
な
領
域
で
あ
る
楽
府
詩
へ
の
関
心
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に
つ
い
て
代
表
作
「
擬
行
路
難
」
連
作
を
取
り
上
げ
る
。
は
じ
め
に

鮑
照
の
楽
府
詩
の
意
味
に
つ
い
て
の
見
解
を
指
摘
す
る
。（
一
（
文

学
の
題
材
を
広
く
求
め
よ
う
と
す
る
創
作
態
度
の
一
環
を
示
す
。

（
二
（
楽
府
詩
が
本
来
持
つ
虚
構
性
が
彼
の
豊
か
な
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ

ョ
ン
を
発
揮
す
る
上
で
効
果
的
で
あ
っ
た
。（
三
（
そ
こ
で
は
先
人

の
作
品
を
踏
ま
え
つ
つ
、
よ
り
巧
み
な
表
現
を
と
る
こ
と
で
、
表
現

の
力
量
を
世
に
示
し
た
。

　

二
で
も
こ
れ
も
ま
た
前
提
と
し
て
、
テ
キ
ス
ト
の
乱
れ
と
制
作
年

代
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
多
く
が
散
逸
し
て
い
る
六
朝
詩
に
あ
っ
て

鮑
照
集
の
存
在
は
貴
重
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
テ
キ
ス
ト
は
常
に

問
題
の
残
る
所
で
あ
る
。
そ
れ
へ
の
言
及
は
後
に
⑥
と
⑩
で
展
開
さ

れ
て
い
く
よ
う
に
、
そ
れ
故
に
そ
の
問
題
性
か
ら
見
え
て
く
る
確
か

な
も
の
、
時
代
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
も
の
へ
の
、
限
界
に
も
か
か

わ
ら
ず
と
い
う
か
、
そ
れ
故
に
と
い
う
か
意
味
を
持
つ
接
近
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
連
作
は
同
一
時
期
の

制
作
と
は
限
ら
な
い
、
と
し
た
上
で
、
社
会
現
象
と
生
涯
と
を
関
連

さ
せ
て
は
内
容
を
捉
え
な
い
立
場
を
い
う
。
次
の
三
で
は
「
行
路

難
」
の
源
流
を
概
観
し
、
題
材
と
し
て
、
酒
席
で
う
た
う
こ
と
が
、

南
朝
の
興
味
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
に
言
及
す
る
。
以
上
が
序
論
で

あ
り
、
そ
の
手
続
き
は
極
め
て
教
育
的
で
あ
る
。

　

本
論
は
連
作
の
内
容
と
う
た
い
ぶ
り
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
く
。

「
行
路
難
」の
伝
統
に
沿
い
つ
つ
、
様
々
な
悲
哀
の
表
出
が
検
討
さ
れ
、

ど
の
よ
う
に
継
承
さ
せ
、
い
か
に
発
展
さ
せ
た
か
、
大
き
さ
と
個
性

へ
の
分
析
力
が
多
様
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
論
文
構
成
の
、
い
わ
ば

序
破
急
の
型
と
い
う
も
の
が
、
初
期
の
段
階
か
ら
晩
年
ま
で
決
し
て

崩
れ
な
い
こ
と
に
安
定
感
と
と
も
に
、
本
論
（
破
部
（（
で
の
作
品

の
読
み
に
知
的
な
楽
し
み
が
得
ら
れ
る
の
は
、
向
嶋
さ
ん
の
論
文
に

接
す
る
者
の
最
大
の
特
徴
で
、
特
に
若
い
人
に
は
堪
能
し
て
ほ
し
い
。

結
び
は
、
以
上
要
す
る
に
と
い
う
か
た
ち
に
終
わ
ら
ず
、
文
学
史
的

な
位
置
づ
け
へ
の
論
点
と
し
て
、
擬
詩
か
ら
七
言
詩
と
の
関
わ
り
の

展
開
が
開
陳
さ
れ
、
目
配
り
が
利
い
て
い
て
発
展
的
継
続
的
で
あ
る
。

　

②
で
述
べ
た
楽
府
詩
へ
の
関
心
は
さ
ら
に
、
③
で
は
李
白
へ
の
継

承
、
④
で
は
通
俗
性
の
具
体
的
な
か
た
ち
と
し
て
南
朝
の
楽
府
民
歌

か
ら
得
た
も
の
と
し
て
語
ら
れ
、
模
擬
詩
へ
の
関
心
は
⑦
で
江
淹
の

先
駆
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
③
は
、
李
白
自
身
の
証
言
か
ら
鮑

照
に
対
す
る
関
心
が
示
さ
れ
た
後
、
楽
府
が
本
来
有
す
る
虚
構
性
や

形
式
の
自
由
さ
が
、
ど
の
よ
う
に
「
彼
ら
の
豊
か
な
イ
マ
ー
ジ
ネ
ー

シ
ョ
ン
を
発
揮
す
る
の
に
う
ま
く
マ
ッ
チ
し
た
か
」、
そ
れ
を
具
体

的
作
品
で
分
析
す
る
、
と
く
に
李
白
の
「
奔
放
な
リ
ズ
ム
」
へ
の
影

響
の
指
摘
は
若
々
し
く
熱
が
こ
も
っ
て
い
る
。
結
び
は
、
杜
甫
と
の

関
連
へ
の
言
及
も
、
張
協
の
「
諔
詭
」
か
ら
「
俊
逸
」
へ
の
検
討
と

し
て
な
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
再
び
李
白
と
の
関
係
に
コ
メ
ン
ト
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し
、「
著
し
く
感
傷
的
」
で
「
異
様
な
暗
さ
を
ひ
め
て
い
る
」
鮑
照

に
対
し
て
、「
明
る
く
、
大
ら
か
」
な
李
白
と
す
る
妥
当
な
見
解
も
、

そ
の
納
得
の
さ
せ
方
が
新
た
な
論
究
の
仕
方
と
し
て
吟
味
に
値
す
る

と
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。

　

④
は
一
と
二
で
、
劉
宋
に
は
楽
府
民
歌
の
通
俗
性
が
一
世
を
風
靡

す
る
が
、
鮑
照
の
閲
歴
か
ら
呉
歌
・
西
曲
と
の
関
わ
り
を
、
府
主
や

荀
万
秋
な
ど
と
の
交
友
の
中
に
指
摘
す
る
。
三
が
本
論
で
、
呉
歌
・

西
曲
の
影
響
と
し
て
俗
語
が
あ
る
が
、
得
た
も
の
の
第
一
は
、
詩
形

の
拡
大
と
表
現
形
式
を
豊
か
に
し
た
、
五
言
絶
句
形
式
の
先
駆
者
と

い
う
面
で
あ
る
。
第
二
に
、
表
現
面
で
も
季
節
感
を
表
す
の
に

「
風
」
が
顕
著
な
呉
歌
・
西
曲
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
さ
ら
に
晩
春

の
景
物
と
し
て
梅
花
の
散
る
こ
と
を
う
た
う
と
こ
ろ
に
、
民
歌
と
は

無
縁
の
作
品
と
し
て
進
展
さ
せ
た
と
す
る
。

　

⑤
は
、
一
と
二
で
鮑
照
の
対
句
の
文
学
的
位
置
づ
け
を
目
的
と
す

る
本
論
の
前
提
と
し
て
、
唐
代
の
律
詩
の
対
句
を
成
り
立
た
せ
る
た

め
の
四
つ
の
要
件
（
文
字
数
、
文
法
構
成
、
意
味
的
対
応
、
平
仄
（

を
確
認
す
る
。
既
知
を
概
観
し
て
陳
腐
と
い
う
な
か
れ
、「
唐
の
古

体
詩
の
対
句
に
近
い
漢
魏
六
朝
詩
の
対
」
の
指
摘
に
と
ど
ま
ら
ず
、

三
・
四
か
ら
の
本
論
に
お
い
て
鮑
照
の
対
句
の
、
二
段
階
で
深
め
る

分
析
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
は
必
須
の
講
義
で
あ
る
の
だ
。

　

三
で
は
、
ま
ず
網
祐
次
の
指
摘
を
進
展
さ
せ
、
二
対
の
距
離
が
大

き
い
こ
と
、
そ
の
場
合
の
距
離
感
と
は
何
か
、
文
心
彫
龍
を
検
証
し

て
、
二
句
の
対
応
す
る
語
の
関
係
、
二
元
的
区
分
と
し
て
反
対
・
正

対
を
吟
味
す
る
。
次
に
空
海
を
検
証
し
て
、
内
容
の
重
複
す
る
対
句

（
合
掌
対
（
に
あ
っ
て
は
二
句
の
対
句
の
距
離
が
極
め
て
近
い
が
、

「
登
廬
山
」
詩
に
あ
っ
て
対
比
さ
せ
る
語
が
著
し
く
距
離
感
を
感
じ

さ
せ
る
の
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
語
が
常
識
的
な
範
疇
を
越
え
る
形
で
並

立
し
て
い
る
か
ら
」
で
あ
り
、「
異
類
対
・
意
対
の
性
格
に
付
合
し

て
い
る
」
と
す
る
箇
所
な
ど
、
綿
密
な
分
析
で
あ
る
。

　

四
で
は
、
類
別
の
基
準
か
ら
の
考
察
が
展
開
さ
れ
る
が
、
例
に
よ

っ
て
ま
ず
、
類
書
の
的
確
な
説
明
を
置
く
。「
当
時
の
人
々
の
ほ
ぼ

共
通
に
抱
い
て
い
た
類
別
意
識
の
枠
組
を
類
書
で
知
る
」
と
し
て
、

「
風
」
を
例
に
陸
機
や
謝
霊
運
と
比
べ
な
が
ら
、
鮑
照
の
対
句
に
は

「
風
と
雲
を
対
比
す
る
一
般
志
向
が
な
」
く
、「
風
と
対
応
し
て
用
い

る
語
の
概
念
が
広
範
囲
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
を
証
す
に
芸
文
類

従
の
所
属
す
る
名
称
が
各
部
に
わ
た
る
こ
と
を
見
る
。「
表
現
を
あ

る
固
定
し
た
枠
内
に
閉
じ
こ
め
る
こ
と
を
避
け
る
」
そ
う
し
た
「
幅

の
広
さ
」
を
指
摘
し
、
二
句
は
統
一
を
取
り
な
が
ら
、「
実
字
の
対

比
に
距
離
が
あ
る
（
異
類
対
（」
の
で
、「
一
句
の
み
で
は
な
し
え
な

い
秋
の
厳
し
さ
の
雰
囲
気
を
醸
す
こ
と
に
成
功
」
し
た
と
す
る
例
示

も
的
確
で
あ
る
。
読
み
手
の
感
性
で
こ
の
よ
う
な
類
い
の
指
摘
が
な

さ
れ
る
こ
と
は
多
い
が
、
向
嶋
さ
ん
の
優
れ
る
の
は
、
論
証
の
手
続
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き
を
資
料
で
検
証
し
な
が
ら
科
学
的
に
、
そ
し
て
同
時
代
的
な
枠
組

み
の
中
で
の
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
類
書
が
単
な
る
工
具
書
で
終
わ

ら
な
い
。
同
時
代
の
調
査
資
料
の
吟
味
と
縦
横
の
探
索
・
応
用
の
手

続
き
か
ら
文
学
性
を
受
け
止
め
て
い
く
模
範
を
示
し
て
い
て
、
学
的

で
あ
る
こ
と
が
即
教
育
的
で
あ
る
実
践
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
語
方
面

だ
け
で
な
く
音
声
面
の
指
摘
も
見
の
が
さ
ず
、
異
類
対
で
の
双
声
畳

韻
で
「
二
句
の
統
合
性
を
も
た
せ
よ
う
と
し
た
」
と
、
唐
代
へ
の
流

れ
を
意
識
す
る
。

　

五
の
結
び
で
は
、
聯
相
互
の
関
係
に
配
慮
し
つ
つ
、
全
体
と
し
て

の
統
一
を
は
か
る
こ
と
、
異
類
対
に
は
全
対
が
用
い
ら
れ
た
り
、
特

に
隔
句
対
に
お
け
る
聯
相
互
の
有
機
的
つ
な
が
り
、
な
ど
縦
横
に
鮑

照
の
対
句
表
現
の
深
ま
り
を
具
体
的
に
論
じ
き
る
。
総
じ
て
⑤
は
、

最
も
向
嶋
さ
ん
の
力
量
と
深
ま
り
が
、
修
辞
の
具
体
に
つ
い
て
の
分

析
と
そ
の
評
価
に
見
て
取
れ
る
論
考
だ
と
、
わ
た
し
に
は
思
え
る
。

　

な
お
修
辞
研
究
の
音
声
面
の
検
討
と
し
て
⑨
で
、
用
韻
を
検
証
し

て
い
る
。
鮑
照
詩
文
の
用
韻
を
整
理
し
て
、
韻
部
分
合
の
確
認
を
広

韻
の
韻
分
類
の
配
列
に
よ
り
な
が
ら
行
っ
て
い
る
。
成
果
は
、
南
朝

宋
と
斉
に
お
け
る
韻
部
の
過
渡
期
に
お
け
る
、
鮑
照
の
用
韻
が
継
承

す
る
も
の
と
、
そ
の
変
化
を
さ
き
ど
り
す
る
も
の
を

─
た
と
え
ば

「
脂
之
の
両
韻
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
前
者
の
例
」、

「
斉
韻
が
皆
灰
咍
韻
か
ら
の
分
離
の
兆
し
を
見
せ
て
い
る
」
後
者
の

例
を
示
す
。
ま
た
、
鮑
照
の
用
韻
は
詩
だ
け
で
な
く
「
や
や
緩
や
か

に
と
い
う
用
韻
上
の
了
解
」
を
も
っ
て
す
る
賦
文
の
用
韻
が
多
い
と

か
、
等
々
。
今
後
に
他
の
六
朝
詩
人
た
ち
の
用
韻
検
討
を
う
な
が
す

成
果
で
あ
る
。

　

⑥
と
⑩
と
は
、
テ
キ
ス
ト
の
論
究
で
あ
る
。「
現
存
の
十
巻
本
か

ら
本
来
の
鮑
照
集
の
あ
り
方
を
云
々
す
る
こ
と
は
到
底
無
理
な
こ
と

で
あ
る
。」
と
の
結
論
だ
が
、
そ
の
意
義
は
、
吟
味
の
過
程
か
ら
六

朝
詩
文
の
概
要
に
落
と
せ
な
い
も
の
を
概
観
で
き
る
こ
と
を
実
践
し

て
く
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
り
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
論
考
で
あ
る
。

劉
宋
後
半
の
文
学
状
況
の
実
相
、
特
に
文
恵
太
子
の
文
学
集
団
、
さ

ら
に
そ
の
集
団
に
与
え
た
沈
約
の
存
在
の
大
き
さ
が
示
さ
れ
、
概
論

で
は
身
も
蓋
も
な
い
文
学
状
況
が
、
こ
こ
で
は
動
態
と
し
て
生
き
生

き
と
目
の
前
に
披
瀝
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

鮑
照
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
を
総
合
的
に
み
よ
う
と
、
⑦
の
模
擬

詩
、
⑧
の
山
水
詩
、
⑪
の
贈
答
詩
の
題
材
か
ら
の
接
近
が
展
開
さ
れ

る
。
要
略
に
と
ど
め
る
が
、
⑦
で
は
、
作
家
の
作
品
の
模
擬
（
代
と

模
と
は
異
な
る
模
擬
の
重
要
な
一
形
態
（、
作
家
の
ス
タ
イ
ル
（
一

種
の
批
評
行
為
（、
作
家
と
作
品
を
特
定
し
な
い
場
合
（「
擬
古
」
の

よ
う
な
無
題
の
楽
府
詩
は
虚
構
に
よ
っ
て
成
立
し
、
詠
史
詩
の
要
素

を
も
っ
て
い
る
（
を
検
証
し
、
結
び
で
、
模
擬
詩
制
作
の
動
機
と
場

に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
こ
で
示
さ
れ
る
論
点
も
向
嶋
さ
ん
の
研
究
の
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関
心
と
成
果
を
如
実
に
示
し
て
い
て
、「
内
的
な
愛
好
」
と
「
時
代

の
好
尚
」
と
の
「
両
者
が
相
俟
っ
た
結
果
」
の
端
的
な
姿
と
み
る
。

向
嶋
さ
ん
の
鮑
照
詩
研
究
は
、
西
晋
太
康
詩
か
ら
謝
霊
運
、
そ
れ
を

ま
っ
と
う
に
継
承
し
つ
つ
斉
梁
へ
と
新
た
に
展
開
さ
せ
る
鮑
照
詩
を
、

六
朝
審
美
主
義
を
基
軸
と
す
る
詩
史
の
流
れ
の
中
に
た
く
ま
し
く
位

置
付
け
る
こ
と
に
徹
底
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
詩
史
に
生
き

生
き
と
し
た
豊
か
さ
を
付
け
加
え
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
内

容
の
差
に
つ
い
て
も
焦
点
を
し
ぼ
り
、
老
荘
の
思
想
性
に
向
か
う
謝

詩
と
は
ち
が
い
、
鮑
照
詩
は
山
水
へ
の
愛
着
を
持
た
な
い
、
つ
ま
り

賞
心
を
持
た
な
い
暗
さ
に
独
自
の
造
語
力
を
示
す
と
す
る
言
い
方
も

説
得
的
で
あ
る
。
⑪
で
は
、
社
交
の
文
芸
と
し
て
贈
答
詩
が
あ
る
が
、

社
交
の
気
楽
さ
の
面
が
「
よ
り
増
し
た
形
で
う
た
わ
れ
る
」
と
し
て
、

陸
機
・
陸
雲
を
前
例
と
す
る
贈
答
詩
と
は
ち
が
う
は
ず
の
「
擬
古
」

の
作
品
を
相
手
に
贈
っ
て
い
る
と
す
る
の
も
興
味
深
い
。
ま
た
休
上

人
と
の
贈
答
に
あ
っ
て
は
詠
物
詩
な
ど
を
交
換
す
る
遊
戯
性
を
示
す

と
い
う
指
摘
な
ど
、
こ
こ
で
も
新
た
な
展
開
を
見
る
こ
と
に
関
心
を

置
い
て
い
る
が
、
文
学
史
を
問
題
に
す
る
と
き
、
基
本
的
に
は
肯
定

的
価
値
と
し
て
見
据
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
健
康
的
に
映
る
こ
と
も

言
っ
て
お
こ
う
。

　

最
後
に
、
若
い
頃
向
嶋
さ
ん
か
ら
問
わ
れ
た
さ
さ
や
か
な
個
人
的

思
い
出
に
つ
い
て
書
く
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
。
一
九
七
二
年
の
修
士

論
文
発
表
会
で
、
陶
淵
明
の
愛
好
者
を
問
題
に
し
た
論
の
う
ち
鮑
照

の
擬
詩
に
つ
い
て
も
触
れ
、
そ
こ
で
の
関
係
で
「
擬
阮
公
夜
中
不
能

寐
」
を
あ
げ
た
と
き
、
冒
頭
の
「
漏
分
不
能
臥
」
を
か
ね
が
ね
ど
の

よ
う
に
読
む
の
か
気
に
な
っ
て
い
た
が
と
、
質
問
さ
れ
た
。
落
ち
着

か
な
い
読
み
で
あ
る
と
分
か
っ
て
は
い
た
が
、
と
り
あ
え
ず
「
漏と

き

の

分き
ざ

む
夜
更
け
に
云
々
」
と
答
え
た
読
み
に
も
ち
ろ
ん
何
も
お
っ
し
ゃ

ら
な
い
で
打
ち
切
ら
れ
た
。
そ
の
後
向
嶋
さ
ん
が
ど
の
よ
う
に
読
ま

れ
た
の
か
、
論
文
の
中
で
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
も
う
一
つ
は
、
勤

め
は
じ
め
て
も
学
会
な
る
場
で
発
表
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
が
、
ど

う
い
う
い
き
さ
つ
だ
っ
た
か
あ
る
日
、
漢
文
学
会
例
会
で
阮
籍
の
詠

懐
詩
に
つ
い
て
試
論
を
報
告
し
た
。
基
本
的
表
現
構
造
と
し
て
二
重

の
敗
北
性
を
抱
え
込
ん
で
い
る
、
な
ん
て
大
げ
さ
な
言
葉
を
使
っ
て
、

阮
籍
の
詩
が
現
実
か
ら
の
逸
脱
を
契
機
に
し
て
い
る
と
し
た
と
こ
ろ
、

即
座
に
向
嶋
さ
ん
か
ら
そ
れ
は
八
十
二
首
全
体
の
何
割
く
ら
い
に
相

当
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
二
つ
に
つ
い
て
、
生
前
そ
の
こ
と
を
話
題
と
す
る
こ
と
も
な

か
っ
た
が
、
そ
の
分
、
い
つ
ま
で
も
自
分
の
中
に
残
り
、
そ
し
て
ま

た
向
嶋
さ
ん
の
研
究
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
わ
た
し
に
意
識
さ
れ
て
い

た
の
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
今
に
し
て
少
し
だ
け
思
え
ば
、
前
者

は
、
同
時
代
の
詩
語
の
検
討
は
一
見
不
可
能
だ
と
し
て
も
、
鮑
照
詩
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の
場
合
は
特
に
接
近
の
あ
り
方
を
示
し
て
し
か
る
べ
き
だ
と
、
ご
自

身
の
探
索
の
時
間
や
面
白
さ
を
述
べ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
後

者
に
つ
い
て
は
反
省
力
を
持
っ
て
広
く
方
法
を
吟
味
す
れ
ば
、
抜
け

落
ち
る
部
分
を
見
の
が
さ
ず
全
体
性
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
、
論

者
の
主
張
が
よ
り
鮮
明
化
し
、
意
味
す
る
大
き
さ
が
見
え
て
く
る
の

で
は
な
い
か
、
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
だ
と
理

解
で
き
る
。
個
別
性
を
通
し
て
普
遍
性
を
探
る
こ
と
を
基
本
と
し
て

文
学
な
る
も
の
の
価
値
を
探
る
わ
た
し
の
偏
狭
な
研
究
に
あ
っ
て
も
、

向
嶋
さ
ん
の
古
典
的
文
学
状
況
の
基
盤
を
明
ら
か
に
す
る
執
拗
な
知

的
分
析
が
勉
強
に
な
っ
た
と
は
っ
き
り
言
え
る
紹
介
の
時
間
で
あ
っ

た
こ
と
を
心
か
ら
感
謝
し
て
、
追
悼
文
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
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