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た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
ね
。

　

や
は
り
、「
お
も
ろ
い
」
と
い
う
こ
と

が
重
要
。
学
部
生
に
と
っ
て
は
、
ま
だ
学

問
的
な
高
み
を
目
指
す
と
こ
ろ
ま
で
行
か

な
く
て
も
い
い
。「
お
も
ろ
い
」
と
い
う

精
神
を
も
っ
て
海
外
へ
飛
び
出
す
こ
と
が

大
切
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

―
―
「
お
も
ろ
い
」
と
い
う
の
は
、
先
生

の
数
多
い
著
書
の
中
で
も
重
要
な
キ
ー

ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

う
ん
、「
お
も
ろ
い
」
と
い
う
の
は
そ

の
発
想
が
新
し
く
て
、「
君
に
も
お
も
ろ

い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
私
に
も
お
も

ろ
い
。
だ
か
ら
、
私
は
そ
の
お
も
ろ
い
と

い
う
君
の『
発
想
』を
支
え
る
よ
」、と
言
っ

て
も
ら
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら

「
お
も
ろ
い
な
」と
言
っ
た
先
に
は「
ほ
な
、

や
っ
て
み
な
は
れ
」
と
い
う
言
葉
が
続
く

ん
で
す
よ
。
そ
れ
が
関
西
の「
お
も
ろ
い
」

と
い
う
思
想
で
、
い
わ
ば
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ

（
対
話
）
な
の
で
す
。

　

そ
れ
は
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
と
は
異
な

り
、
お
互
い
対
話
を
す
る
前
と
後
で
、
自

分
た
ち
が
変
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
意
味
が

な
い
。
相
手
を
負
か
す
こ
と
が
対
話
な
の

で
は
な
く
て
、
自
分
た
ち
が
そ
の
対
話
の

中
で
新
し
い
こ
と
を
発
見
し
、
そ
れ
を
実

践
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
初
め
て
対
話
の

意
味
が
あ
る
の
で
す
。

―
―
先
生
は
「
大
学
は
ジ
ャ
ン
グ
ル
だ
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
基
礎
科
学
か

―
―
「
お
も
ろ
チ
ャ
レ
ン
ジ
」
に
注
目
が

集
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
京
都
大
学
の
総
長
に
就
任
す
る
に

あ
た
っ
て
「
Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｏ
Ｗ
構
想
」
を
打

ち
立
て
ま
し
た
。
世
界
や
社
会
に
通
じ
た

窓
を
開
け
風
通
し
を
よ
く
し
、
野
生
的
で

賢
い
学
生
を
育
て
る
。
そ
の
た
め
の
６
つ

の
目
標
の
頭
文
字
を
と
っ
た
も
の
で
、
最

初
の
「
Ｗ
」
が
「W

ild and W
ise

」
で

す
（
本
誌
１
３
２
㌻
か
ら
の
『
京
都
大
学
』

記
事
を
参
照
）。

　

京
大
生
は
も
と
も
と
ワ
イ
ズ
（
賢
明
）

だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
野
生
（
ワ
イ

ル
ド
）
が
加
わ
れ
ば
、
と
て
も
ク
リ
エ
イ

テ
ィ
ブ
な
人
材
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ワ
イ

ル
ド
さ
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
世

界
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
も
、

他
人
の
お
膳
立
て
に
よ
っ
て
世
界
を
見
る

の
で
は
な
く
て
、
自
ら
窓
を
開
け
て
自
分

の
力
で
見
る
。自
分
の
力
を
試
し
て
み
る
。

あ
る
い
は
、
誰
も
自
分
の
こ
と
を
知
ら
な

い
世
界
に
行
っ
て
、「
自
分
が
世
界
の
人
々

か
ら
ど
う
見
ら
れ
て
い
る
の
か
」
を
試
し

て
ほ
し
い
。

―
―
ま
さ
に
自
分
自
身
と
向
き
合
う
「
異

文
化
体
験
」
の
原
点
で
す
ね
。

　

初
め
の
う
ち
は
企
画
を
し
た
こ
と
が
全

然
実
現
し
な
か
っ
た
り
、
挫
折
し
た
り
と

い
う
こ
と
を
経
て
、
な
ん
と
か
実
現
さ
せ

て
日
本
に
戻
っ
て
く
る
。
彼
ら
の
体
験
を

聞
く
と
、
と
て
も
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

巻 頭 特 集

京都大学総長
山極 壽一先生

「
京
大
力
、
新
輝
点
。」
こ
れ
は
２
０
２
２
年
の
創
立
１
２
５
周
年
に
向
け
て
京
都
大
学
が
掲
げ
る

新
た
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
す
。
人
文
・
社
会
科
学
か
ら
自
然
科
学
分
野
に
至
る
ま
で
、
他
を
圧
倒
す

る
独
創
的
な
研
究
力
で
世
界
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
京
都
大
学
。
そ
の
射
程
は
来
る
べ
き
人
類
の
未

来
に
ま
で
及
ん
で
い
ま
す
。
次
の
時
代
を
切
り
拓
く
た
め
に
、
私
た
ち
は
、
そ
し
て
大
学
は
ど
う

あ
る
べ
き
な
の
か
。
京
都
大
学
第
26
代
総
長
の
山
極
壽
一
先
生
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

自
分
の
こ
と
を

誰
も
知
ら
な
い
世
界
で

自
ら
の
力
を
試
し
て
ほ
し
い
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ら
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
ま
で
、
京
都

大
学
に
課
さ
れ
る
期
待
は
と
て
も
大
き
い

で
す
が
、
ど
の
よ
う
な
舵
取
り
を
さ
れ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
そ
も
そ
も
基
礎
研

究
力
を
鍛
え
な
け
れ
ば
出
て
来
な
い
も
の

で
す
。
近
年
、
日
本
の
研
究
力
が
落
ち
込

ん
で
い
る
と
言
わ
れ
る
の
は
、
基
礎
研
究

を
軽
視
し
た
た
め
で
す
。
こ
れ
は
産
業
界

も
気
づ
き
始
め
て
い
る
。
世
界
を
追
い
越

す
た
め
に
は
、
世
界
と
違
う
こ
と
を
や
ら

な
け
れ
ば
ダ
メ
な
の
で
す
。
そ
れ
は
ま
さ

に
、
世
界
を
変
え
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ

ブ
ズ
が
実
現
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
同
じ

こ
と
を
考
え
て
競
争
し
て
い
て
も
、
圧
倒

的
な
資
金
力
だ
と
か
人
材
力
を
誇
る
国
や

企
業
に
は
負
け
る
わ
け
で
す
。

　

だ
か
ら
、
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
か
ら
始
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
が
い

ず
れ
は
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
に
な
る
と
い
う
発

想
で
取
り
組
む
わ
け
で
す
。
で
も
、
オ
ン

リ
ー
ワ
ン
を
究
め
る
た
め
に
は
、
基
礎
研

究
の
中
で
「
お
も
ろ
い
発
想
」
を
ど
ん
ど

ん
導
き
出
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。

　

Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
だ
っ
て
、
今
は
第

４
世
代
が
出
て
来
て
い
る
け
れ
ど
、
最
初

の
頃
は
失
敗
し
た
ん
で
す
ね
。
社
会
か
ら

完
全
に
無
視
を
さ
れ
て
、
そ
の
頃
の
Ａ
Ｉ

研
究
者
は
「
い
っ
た
い
こ
ん
な
こ
と
を

や
っ
て
何
に
な
る
の
だ
ろ
う
」
と
悩
ん
だ

わ
け
で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
い
つ
か
そ
れ
が

世
界
の
主
流
に
な
っ
て
、
世
界
を
変
え
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
う
い
う
力
と
伝
統
は
日
本
に
も
あ
っ

た
の
に
、
世
界
に
追
随
す
る
と
い
う
路
線

を
選
択
し
て
し
ま
っ
た
が
ゆ
え
に
、
日
本

の
産
業
界
も
研
究
界
も
最
近
落
ち
込
ん
で

い
る
の
で
は
な
い
か
。で
す
か
ら
も
っ
と
、

普
通
の
人
と
は
違
う
発
想
を
す
る
学
生
や

若
い
研
究
者
を
育
て
な
け
れ
ば
、
日
本
の

未
来
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
京
都
大
学
は
２
０
２
２
年
に
迎
え
る

創
立
１
２
５
周
年
に
向
け
て
、「
京
大
力
、

新
輝
点
。」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と

さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
打
ち
出
さ
れ
て
い
ま

す
。
一
つ
は
「
地
球
」。
プ
ラ
ネ
タ
リ
ー
・

バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
（
地
球
の
限
界
）
の
９
つ

の
限
界
点
の
う
ち
４
つ
が
超
え
て
い
る
と

さ
れ
る
今
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
未
来
に
ど
う
立

ち
向
か
う
か
。
も
う
一
つ
は
「
文
化
」
で
、

「
人
社
未
来
形
発
信
ユ
ニ
ッ
ト
」
を
結
成

さ
れ
ま
し
た
。

　

い
ま
、
私
は
毎
週
「
総
合
科
学
技
術
・

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
」（
議
長
・
安
倍

晋
三
首
相
）
に
関
係
機
関
の
長
と
し
て
出

席
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
科
学
技
術
の
進

展
を
目
指
し
た
内
閣
府
の
、
い
わ
ば
司
令

塔
と
言
え
る
も
の
で
す
。

　

最
近
で
は
政
府
も
産
業
界
も
、
科
学
技

術
の
発
展
に
は
人
文
社
会
科
学
系
の
学
問

が
必
要
で
は
な
い
か
と
見
直
し
が
進
ん
で

い
ま
す
。
と
り
わ
け
政
府
が
主
導
し
て
い

る
「Society 5.0

」
は
人
間
を
中
心
と
し

た
超
ス
マ
ー
ト
社
会
の
実
現
で
あ
り
、
人

間
と
社
会
が
含
ま
れ
て
い
る
。
人
文
社
会

科
学
系
の
学
問
が
伴
わ
な
け
れ
ば
新
し
い

世
界
は
生
ま
れ
な
い
。
で
す
か
ら
、
こ
う

し
た
学
問
を
ど
ん
ど
ん
取
り
入
れ
て
い
こ

う
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
も
、
２
０
１
７
年
に
指
定
国
立
大

学
に
指
定
さ
れ
た
京
都
大
学
は
、
文
部
科

学
省
か
ら
人
文
社
会
系
の
学
問
も
牽
引
し

て
ほ
し
い
と
い
う
特
別
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を

い
う
こ
と
を
、
生
物
学
が
喝
破
し
た
わ
け

で
し
ょ
う
。

　

21
世
紀
は
、
そ
れ
が
さ
ら
に
情
報
学
に

よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
時
代
で
す
。
人

間
は
こ
の
世
界
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
も

の
と
同
じ
よ
う
に
、
情
報
に
よ
っ
て
作

ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
情
報
の
集
積
で
す
。

だ
か
ら
、
そ
の
情
報
さ
え
き
ち
ん
と
理
解

し
て
し
ま
え
ば
新
し
い
生
命
を
作
る
こ
と

は
で
き
る
し
、
す
で
に
人
間
は
遺
伝
子
編

集
や
遺
伝
子
組
み
換
え
に
よ
っ
て
そ
れ
を

行
っ
て
い
る
。
人
間
さ
え
も
作
り
替
え
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
話
に
な
っ
て
き
た
。

そ
れ
が
「
Ａ
Ｉ
に
超
依
存
し
た
未
来
」
の

社
会
。
で
も
、
そ
れ
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
は

な
く
て
、デ
ィ
ス
ト
ピ
ア（
暗
黒
世
界
）で
す
。

　

そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
意
識
し
な
が

ら
、
私
た
ち
は
人
間
中
心
の
「
ス
マ
ー
ト

社
会
」
を
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
京
大
は
自
然
科
学
の
最
先
端
を
走
っ

て
い
ま
す
が
、
同
時
に
哲
学
や
思
想
と

い
っ
た
分
野
で
も
世
界
に
発
信
し
て
い
こ

う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
「
人
間
中
心
主
義
」
に
対
し
て
は
批

判
的
な
見
方
も
あ
る
よ
う
で
す
が
。

　

そ
れ
は
用
語
的
な
定
義
が
違
う
の
で

す
。
例
え
ば
生
態
学
や
動
物
学
な
ど
の
立

場
か
ら
す
る
と
、
人
間
は
自
然
界
の
中
の

一
つ
の
種
に
過
ぎ
ず
、
人
間
だ
け
が
特
別

な
存
在
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
Ａ
Ｉ
だ

と
か
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
世
界
で
は
、
人
間
中
心
で

な
情
緒
で
あ
り
、
東
洋
的
な
考
え
方
で
あ

る
と
謳
っ
た
の
で
す
ね
。

　

今
、
そ
う
い
う
考
え
方
を
し
て
い
か
な

い
と
、
地
球
は
人
間
に
よ
っ
て
ど
ん
ど
ん

滅
ぼ
さ
れ
て
い
く
。
人
間
は
人
間
に
快
適

な
環
境
を
作
っ
て
き
ま
し
た
が
、
実
は
そ

の
人
工
的
な
環
境
に
よ
っ
て
人
間
が
苦
し

め
ら
れ
て
い
る
。
地
球
も
苦
し
め
ら
れ
て

い
る
と
い
う
の
が
現
状
な
の
で
す
。
21
世

紀
以
降
の
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
発
想
を

変
え
な
け
れ
な
ら
ず
、
だ
か
ら
日
本
の
哲

学
に
基
づ
い
た
科
学
が
必
要
だ
と
。

―
―
そ
の
新
し
い
知
の
構
築
に
、
京
都
大

学
が
貢
献
す
る
。

　

哲
学
は
こ
れ
ま
で
世
界
を
解
釈
す
る
方

法
、
そ
し
て
人
間
の
生
き
る
意
味
を
探
し

続
け
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
哲
学

は
20
世
紀
に
は
生
物
学
に
乗
り
越
え
ら
れ

た
。
つ
ま
り
、
人
間
と
い
う
の
は
Ｄ
Ｎ
Ａ

の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
で
き
て
い
る

他
の
生
物
と
変
わ
ら
な
い
存
在
で
あ
る
と

し
て
京
大
の
研
究
者
が
集
ま
っ
て
、
こ
れ

か
ら
の
自
然
の
見
直
し
方
を
ど
う
す
れ
ば

よ
い
か
を
話
し
合
い
ま
し
た
。

　

西
洋
近
代
科
学
と
い
う
の
は
、
自
然
を

客
体
と
し
て
明
確
に
分
離
し
て
、
人
間
は

自
然
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
発
想

で
歩
ん
で
き
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
手
法

の
中
に
近
代
的
な
科
学
技
術
が
発
生
し
た

わ
け
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
西
田
は
主
体

と
客
体
を
明
確
に
分
離
せ
ず
に
、
人
間
と

い
う
も
の
も
自
然
や
物
理
的
な
環
境
の
中

に
含
ま
れ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
が
日
本
的

受
け
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
京
都
大
学

は
そ
れ
以
来
「
人
文
・
社
会
科
学
の
未
来

形
の
発
信
」
と
称
し
て
、
新
し
い
学
問
の

構
築
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
一
環

が
、
ま
さ
に
西
田
哲
学
の
よ
う
に
東
洋
思

想
を
見
直
し
な
が
ら
、
西
洋
近
代
科
学
に

は
な
い
発
想
を
未
来
に
向
け
て
発
信
し
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

―
―
西
田
哲
学
と
は
、
日
本
を
代
表
す
る

哲
学
者
で
京
都
学
派
の
創
始
者
、
西
田
幾

多
郎
（
１
８
７
０-

１
９
４
５
）
の
構
築

し
た
思
想
体
系
の
こ
と
で
す
ね
。

　

昨
年
パ
リ
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
立
社
会

科
学
高
等
研
究
院
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行

い
ま
し
た
。
そ
の
共
通
テ
ー
マ
が
「
自
然

は
考
え
る
の
か
？
」
で
す
。
京
都
大
学
が

誇
る
西
田
幾
多
郎
や
わ
が
国
の
霊
長
類
研

究
の
創
始
者
・
今
西
錦
司
、
哲
学
者
・
和

辻
哲
郎
ら
の
研
究
者
で
あ
る
オ
ギ
ュ
ス
タ

ン
・
ベ
ル
ク
氏
を
は
じ
め
、
フ
ラ
ン
ス
の

社
会
科
学
系
、
自
然
科
学
系
の
学
者
、
そ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
機
械
や

情
報
に
よ
っ
て
世
界
が
作
ら
れ
る
の
で
は

な
く
て
、
人
間
が
Ａ
Ｉ
を
使
う
立
場
に
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
の
意
味
で「
人

間
中
心
」
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

―
―
確
か
に
高
度
情
報
社
会
の
中
で
人
間

中
心
で
な
い
と
、
先
程
の
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
。
逆
に
自
然
環

境
な
ど
を
考
え
る
と
、
人
間
中
心
だ
と
今

日
の
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ご
み
な
ど
の
問
題

に
繋
が
っ
て
き
ま
す
。

　

そ
う
そ
う
、
だ
か
ら
地
球
上
で
人
間
が

安
全
に
活
動
す
る
こ
と
の
で
き
る
限
界
を

示
し
た
「
プ
ラ
ネ
タ
リ
ー
・
バ
ウ
ン
ダ

リ
ー
」
の
９
つ
の
境
界
の
う
ち
、
４
つ
が

す
で
に
限
界
値
を
超
え
て
い
る
わ
け
で

し
ょ
う
。
そ
れ
は
人
間
中
心
の
科
学
技
術

を
多
用
し
て
き
た
ゆ
え
な
ん
で
す
ね
。

　

生
物
多
様
性
が
壊
れ
、
そ
れ
か
ら
リ
ン

や
窒
素
の
循
環
も
お
か
し
く
な
っ
た
。
こ

れ
は
や
は
り
人
間
が
自
然
の
中
に
き
ち
ん

と
溶
け
込
め
な
い
人
工
物
を
作
り
あ
げ
て

き
た
結
果
だ
と
言
え
ま
す
。

　

京
都
大
学
の
基
本
理
念
で
あ
る
「
地
球

社
会
の
調
和
あ
る
共
存
」
は
今
日
、
ま
さ

に
必
須
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
に
、「
京
大
力
」
に
加
え
て
新
し
い

技
術
や
コ
ン
セ
プ
ト
で
、
い
か
に
果
敢
に

立
ち
向
か
っ
て
い
く
べ
き
か
が
試
さ
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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新
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え
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