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一
般
教
養
へ
の
招
待

は
じ
め
に

　
ま
ず
、
一
橋
大
学
の
中
で
の
筆
老
の
「
立
場
」
を
説
明
し
た

い
。
そ
の
た
め
に
、
も
う
わ
か
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

本
学
の
履
修
科
目
の
構
成
を
少
し
説
明
す
る
。

　
学
生
便
覧
に
よ
れ
ば
、
科
目
は
、
一
般
教
育
科
目
、
外
国
語

科
目
、
保
健
体
育
科
目
、
専
門
教
育
科
目
、
そ
の
他
科
目
（
ぜ

ミ
ナ
ー
ル
な
ど
）
に
分
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
担
当

す
る
ス
タ
ヅ
フ
の
構
成
か
ら
み
る
と
、
は
じ
め
の
三
つ
を
合
わ

せ
た
い
わ
ゆ
る
「
一
般
教
養
科
目
」
と
、
各
学
部
、
こ
と
の
「
專

門
科
目
」
に
大
別
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
教
官
の
立
場
と
し
て
は
、

一
般
教
養
担
当
（
い
わ
ゆ
る
小
平
教
官
）
か
、
四
つ
の
各
学
部

中

鳴

浩

の
専
門
担
当
（
い
わ
ゆ
る
学
部
教
官
）
か
の
、
五
つ
の
立
場
が

あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
筆
老
は
一
般
教
養
担
当

の
立
場
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
正
確
ピ
い
う
と
い
ろ
い
ろ
複
雑
に
な
っ
て
い
て
、

た
と
え
ぱ
、
一
般
教
育
科
目
の
内
の
人
文
・
杜
会
科
学
系
列
の

科
目
な
ど
は
学
部
教
官
が
担
当
し
て
お
り
、
逆
に
国
立
で
は

「
各
学
部
共
通
専
門
教
育
科
目
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
二
れ
を

小
平
教
官
が
担
当
し
て
い
る
、
な
ど
。
ま
た
筆
老
は
、
併
任
の

立
場
で
杜
会
学
部
の
専
門
教
育
科
目
を
一
つ
担
当
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
の
「
学
問
へ
の
招
待
」
の
シ
リ
ー
ズ
の
中
で
の
私

の
担
当
は
、
従
っ
て
、
さ
し
ず
め
「
一
般
教
養
科
目
へ
の
招
待
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
が
、
新
聞
に
も
た
び
た
ぴ
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
最
近
の
動
き
と
し
て
「
一
般
教
養
教
育
の
み
な
お
し
」

論
が
高
ま
っ
て
き
て
お
り
、
一
部
で
は
「
一
般
教
養
教
育
不
要
」

論
さ
え
も
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
今
回
の
「
学
問
へ
の
招

待
」
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
こ
の
問
題
を
避
け
て
通
れ
な
い
と
思
い
、

あ
え
て
つ
た
な
い
筆
を
と
っ
た
次
第
で
あ
る
。
以
下
で
、
こ
れ

ま
で
の
一
般
教
養
教
育
の
制
度
・
方
法
、
そ
の
実
態
と
問
題
点
、

現
在
の
み
な
お
し
論
の
考
え
方
、
筆
老
の
私
見
、
な
ど
を
述
べ

て
み
た
い
。
そ
の
上
で
筆
者
の
考
え
る
「
一
般
教
養
科
目
」
へ

の
招
待
状
を
発
行
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
れ
ま
で
の
一
般
教
養
教
育
の
制
度
・
方
法
、

の
実
態
と
問
題
点

そ

　
戦
後
、
大
学
に
「
一
般
教
養
課
程
」
が
制
度
と
し
て
設
け
ら

れ
た
の
は
、
「
専
門
外
の
学
問
分
野
を
も
ひ
ろ
く
勉
強
す
べ
き

で
あ
る
」
こ
と
、
ま
た
「
自
分
の
専
門
を
決
め
る
に
し
て
も
、

い
ろ
い
ろ
な
学
問
分
野
を
よ
く
勉
強
し
て
み
て
か
ら
に
す
べ
き

で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
に
よ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
、

専
門
を
勉
強
す
る
上
で
も
必
要
と
な
る
「
語
学
」
や
「
数
学
」
、

「
体
育
」
な
ど
を
加
え
て
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
教
養
教
育
の
制
度

が
で
き
た
。

　
「
専
門
外
を
も
ひ
ろ
く
勉
強
す
る
」
意
味
で
の
一
般
教
養
の

必
要
性
を
、
正
面
き
っ
て
否
定
す
る
人
は
い
な
い
。
し
か
し
実

際
に
そ
の
教
育
を
制
度
と
し
て
行
っ
て
み
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な

問
題
点
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
前
述
の
よ
う
な
見
直
し
論
・

不
要
論
が
出
て
き
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
ど
う
い

う
こ
と
が
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
ま
ず
、
「
こ
れ
ま
で
の
一
般
教
養
教
育
」
の
実
態
と
そ

の
問
題
点
と
を
、
犬
ま
か
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。
も
と
よ
り
以

下
の
ま
と
め
は
筆
者
の
個
人
的
な
ま
と
め
で
あ
り
、
こ
れ
自
体

大
い
に
異
論
の
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
こ
れ
ま
で
・
：
・
」
と
い
う
の
は
、
一
九
九
一
年
七
月
の
、

「
大
学
設
置
基
準
の
犬
綱
化
」
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、

本
学
で
は
そ
れ
以
前
の
状
態
が
そ
の
ま
ま
続
い
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
諸
君
の
学
生
便
覧
に
記
さ
れ
て
い
る
履
修
方
法
が
、

ま
さ
に
こ
れ
ま
で
の
一
般
教
養
教
育
の
制
度
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
語
学
は
英
語
と
第
二
外
国
語
が
必
修
、
体
育
が
必
修
、
ま

た
一
般
教
育
科
目
が
、
人
文
・
杜
会
・
自
然
の
各
系
列
か
ら
そ
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れ
ぞ
れ
何
科
目
か
必
修
、
と
い
う
よ
う
な
方
法
で
あ
る
。

　
若
い
う
ち
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
理
系
・
文
系
に
わ
た
っ
て

は
ぱ
ひ
ろ
く
勉
強
し
て
お
く
、
ま
だ
頭
の
や
わ
ら
か
い
う
ち
に

外
国
語
を
し
っ
か
り
マ
ス
タ
ー
し
て
お
く
、
体
を
鍛
え
健
康
管

理
の
知
識
を
身
に
つ
け
て
お
く
、
な
ど
、
ど
れ
も
非
の
打
ち
ど

こ
ろ
の
な
い
り
っ
ぱ
な
教
育
制
度
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

い
っ
た
い
何
が
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
問
題
点
を
指
摘
す
る
人
は
、
実
態
を
見
れ
ば
あ
き
ら
か
で
あ

る
と
言
う
。
そ
れ
で
は
ど
ん
な
実
態
だ
ろ
う
か
。

　
大
体
、
学
生
は
、
「
で
き
れ
ぱ
あ
ま
り
勉
強
は
し
た
く
な
い
」

の
だ
が
、
さ
り
と
て
ま
っ
た
く
勉
強
し
な
い
で
卒
業
す
る
訳
に

も
行
か
な
い
か
ら
「
最
低
限
自
分
の
専
門
分
野
、
す
な
わ
ち
所

属
学
部
の
専
門
科
目
だ
け
で
も
勉
強
し
て
お
こ
う
」
と
考
え
て

い
る
人
が
多
い
（
よ
う
に
見
え
る
）
。
そ
う
す
る
と
、
さ
し
あ
た

り
一
般
教
養
科
目
は
「
な
る
べ
く
サ
ボ
リ
た
い
」
科
目
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
「
こ
れ
は
大
変
重
要
な
こ
と
だ
か
ら

ぜ
ひ
や
り
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
「
必
修
」
と
し
、
や
り
た

く
な
い
勉
強
を
強
制
す
る
。
す
る
と
、
な
る
べ
く
楽
に
単
位
の

と
れ
る
授
業
科
目
に
不
熱
心
な
受
講
老
が
集
中
す
る
。
こ
れ
で

は
講
義
す
る
側
も
張
り
合
い
が
な
い
し
、
そ
れ
以
上
に
、
こ
の

よ
う
な
多
く
の
学
生
に
対
し
て
は
一
般
教
養
教
育
の
目
的
が
全

然
達
成
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
実
態
だ
と
言
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
も
う
一
つ
の
問
題
点
と
し
て
、
犬
学
一
二
一
年
の
時

期
に
一
般
教
養
を
し
っ
か
り
や
ら
せ
る
た
め
に
専
門
科
目
の
履

修
が
し
ぱ
ら
く
「
お
あ
ず
け
」
に
さ
れ
る
、
と
い
う
点
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
専
門
科
目
の
担
当
教
官
か
ら
す
れ
ぱ
、
ま
す
ま

す
進
歩
が
加
速
す
る
学
問
の
世
界
で
、
他
に
負
け
な
い
優
秀
な

研
究
老
・
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
を
養
成
す
る
に
は
、
早
く
か
ら
専
門

科
目
を
ど
ん
ど
ん
勉
強
さ
せ
ぬ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
わ
け

で
あ
る
。

　
ま
だ
ま
だ
い
ろ
い
ろ
な
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
在
の
大
学
入
試
は
激
烈
な
競
争
で
あ
る
た
め
に
、
受
験
生
は

受
験
に
必
要
な
科
目
は
よ
く
勉
強
す
る
が
、
試
験
に
で
な
い
科

目
は
高
校
で
は
ほ
と
ん
ど
や
っ
て
こ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
た
と
え
ぱ
本
学
で
は
、
物
理
学
の
知
識
は
理
科
1
ど
ま
り
、

と
い
う
人
が
多
い
。
二
の
よ
う
な
人
た
ち
に
物
理
学
の
必
要
な

基
礎
を
身
に
つ
け
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
講
義
の
大
半
は
高
校
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レ
ベ
ル
の
物
理
学
の
学
習
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
れ
は
生
物
学
に
し
て
も
、
高
校
で
履
修
し
て
こ
な
か
っ

た
人
が
い
る
以
上
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
高
校
の
延

長
み
た
い
な
一
般
教
養
の
授
業
」
と
い
う
批
判
が
出
る
わ
け
で

あ
る
。

　
ま
た
い
っ
そ
う
や
っ
か
い
な
問
題
と
し
て
、
現
在
の
一
般
教

養
科
目
の
中
に
は
、
「
は
ぱ
ひ
ろ
い
教
養
」
と
し
て
の
科
目
の
他

に
、
「
他
の
目
的
の
達
成
の
た
め
の
道
具
」
と
し
て
の
性
質
を
持

っ
た
科
目
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
い
か

え
れ
ぱ
、
あ
る
「
ス
キ
ル
」
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
「
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
」
と
し
て
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
理
系
で
あ
れ
ぱ
計
算
道
具
と
し
て
の

数
学
、
杜
会
学
で
あ
れ
ぱ
原
書
を
読
む
た
め
の
語
学
、
世
界
各

地
で
二
四
時
間
働
く
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
に
必
要
な
会
話
力
・
体
力

養
成
、
な
ど
。
最
近
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
操
作
が
こ
れ
に

加
わ
り
、
ま
た
一
部
の
大
学
で
は
文
章
技
法
や
礼
儀
作
法
ま
で

も
が
科
目
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
ど
う
し

て
こ
れ
が
や
っ
か
い
な
問
題
な
の
か
。

　
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
に
「
さ
ら
に
高
度
な
勉
学
に
発
展
す
る

た
め
の
基
礎
知
識
・
基
礎
能
力
を
獲
得
す
る
学
習
」
こ
そ
が
一

般
教
養
教
育
で
あ
る
、
と
す
る
考
え
方
が
か
な
り
ひ
ろ
く
お
こ

な
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
「
自
分
の
専
門
分
野
に
片
寄
ら
な
い

広
い
知
識
の
獲
得
」
と
し
て
の
一
般
教
養
を
説
く
立
場
と
の
問

で
深
刻
な
対
立
を
生
み
出
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
一
般
教
養
教
育
の
担
当
教
官
の
待
遇
の

問
題
な
ど
に
も
関
係
し
、
こ
の
問
題
を
い
っ
そ
う
複
雑
に
し
て

い
る
の
だ
が
、
今
回
は
学
生
諸
君
へ
の
「
学
問
へ
の
招
待
」
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
件
は
省
略
す
る
。

　
こ
の
他
、
一
橋
大
学
の
場
合
に
は
、
小
平
に
教
官
の
常
駐
の

研
究
室
が
な
い
、
な
ど
の
問
題
も
多
々
あ
る
が
、
問
題
点
の
指

摘
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
、
次
に
、
こ
の
間
題
に
対
す
る
い
ろ

い
ろ
な
改
善
案
・
考
え
方
等
に
つ
い
て
、
筆
老
の
知
る
限
り
で

ま
と
め
て
み
よ
う
。一

般
教
養
教
育
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
な
改
善
案
・

考
え
方

　
こ
の
よ
う
な
問
題
点
の
指
摘
に
対
し
て
の
、
文
部
省
・
大
学

審
議
会
側
の
対
応
が
、
前
述
の
、
一
九
九
一
年
七
月
の
「
大
学
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設
置
基
準
の
大
綱
化
L
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ

ま
で
一
律
に
規
定
し
て
い
た
一
般
教
養
科
目
の
必
修
制
度
を
思

い
き
っ
て
撤
廃
し
、
一
般
教
養
教
育
の
あ
り
方
・
方
法
を
各
犬

学
の
自
由
に
ま
か
せ
る
、
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

こ
れ
は
、
一
般
教
養
教
育
の
新
し
い
あ
り
方
を
な
に
か
積
極
的

に
提
示
し
た
も
の
で
は
な
い
。
新
し
い
あ
り
方
は
、
そ
の
廃
止

を
も
含
め
て
、
各
大
学
で
考
え
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
こ
れ
は
ビ
ジ
ネ
ス
と
同
じ
よ
う
に
、
自
由
競
争
を

保
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
優
れ
た
も
の
が
生
き
残
り
、
結
果
的

に
改
善
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
を
受
け
て
各
大
学
で
は
ど
の
よ
う
な
改
善

が
行
わ
れ
た
（
あ
る
い
は
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
）
で
あ
ろ
う
か
。

　
筆
老
が
見
る
限
り
で
は
、
表
だ
っ
て
出
て
き
て
い
る
二
と
は

ど
う
も
「
教
養
部
の
廃
止
」
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
教
養
教
育
を
全
面
的
に
や
め
て

し
ま
う
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
「
教
養

部
」
（
注
：
本
学
に
は
組
織
と
し
て
は
存
在
し
な
い
）
に
集
ま
っ

て
い
た
一
般
教
養
教
育
担
当
教
官
の
待
遇
の
問
題
を
な
ん
と
か

し
よ
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
先
ほ
ど
「
省
略
す

る
L
と
い
っ
た
ぱ
か
り
の
問
題
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
（
言
い
た
い
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
）
こ
れ
以
上
言
及
し

な
い
。
こ
こ
で
は
、
学
生
諸
君
の
た
め
の
教
育
内
容
が
ど
の
よ

う
に
変
わ
る
の
か
を
検
討
し
た
い
。

　
残
念
な
が
ら
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
い
資
料
が
集
ま
る
前
に
こ

の
原
稿
の
締
切
が
来
て
し
ま
っ
た
の
で
（
つ
ま
り
ま
だ
き
ち
ん

と
調
べ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
）
、
正
確
な
こ
と
は
言
え
な
い

が
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

　
ま
ず
、
教
養
部
が
廃
止
さ
れ
て
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
教
養
教

官
が
皆
何
ら
か
の
専
門
学
部
教
官
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
一

般
教
養
教
育
の
理
念
は
ど
う
な
る
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
専
門
学
部
の
立
場
か
ら
す
れ
ぱ
、
自
分
の
専
門
以
外
の
科
目

の
講
義
な
ど
に
つ
い
て
は
と
て
も
責
任
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な

い
わ
け
で
あ
り
（
理
学
部
の
担
当
老
が
杜
会
学
の
履
修
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
決
め
る
と
い
う
の
か
）
、
ど
う
し
て
も
「
専
門
科

目
の
学
習
に
必
要
な
基
礎
知
識
・
基
礎
能
力
」
と
．
し
て
の
一
般

教
養
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
専
門
の
異
な
る
い
ろ
い

ろ
な
履
修
科
目
を
ア
レ
ン
ジ
す
る
一
般
教
養
科
目
は
、
い
ろ
い

ろ
な
専
門
分
野
の
教
官
が
集
ま
っ
て
い
る
「
教
養
部
」
で
は
じ

582



（151）　一般教養への招待

め
て
担
当
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
「
自
分
の
専
門
以
外
の
広
い

教
養
」
と
い
う
意
味
で
の
一
般
教
養
の
、
理
念
の
保
持
と
そ
の

実
現
と
は
、
教
養
部
の
体
制
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
な
の
で

は
な
い
か
。
と
ど
の
つ
ま
り
、
教
養
部
の
廃
止
と
い
う
こ
と
は
、

後
者
の
意
味
で
の
一
般
教
養
教
育
の
終
わ
り
と
、
前
考
の
「
基

礎
教
育
」
と
し
て
の
一
般
教
養
教
育
の
考
え
方
の
確
立
、
を
意

味
す
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
一
方
で
、
「
教
養
都
が
あ
っ
て
も
こ
の
よ
う
な
理
念
は
な
か

な
か
実
現
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
」
と
い
う
指
摘
も

あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
理
由
と
し
て
、
教
養
部
の
教
官
も
ほ
と
ん
ど
が
や
は
り

そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
を
持
っ
た
専
門
学
者
で
あ
り
、
そ
れ
の
寄
せ

集
め
と
し
て
の
教
養
部
体
制
で
は
前
述
の
意
味
で
の
一
般
教
養

の
理
念
が
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い

る
。
ま
た
教
養
部
の
教
官
に
し
て
も
、
自
分
の
専
門
に
関
わ
る

い
き
い
き
と
し
た
学
問
の
姿
を
学
生
に
伝
え
た
い
と
思
っ
て
も
、

そ
の
た
め
の
基
礎
知
識
の
学
習
に
大
半
の
退
屈
な
時
間
を
費
や

さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
、
と
の
思
い
が

強
い
。

　
こ
れ
に
関
し
て
、
「
大
学
で
は
、
教
官
が
専
門
的
研
究
老
で
あ

る
以
上
、
専
門
教
育
に
専
念
す
べ
き
で
あ
り
、
一
般
教
養
が
必

要
な
ら
ば
高
校
の
年
限
を
延
長
し
て
高
校
で
勉
強
し
て
き
た
ら

よ
い
」
と
は
っ
き
り
述
べ
る
人
も
い
る
。
こ
れ
も
一
つ
の
改
善

案
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
程
ま
で
に
一
般
教
養
を
否
定
し
な
い
立
場
で
あ

っ
て
も
、
た
と
え
ぱ
体
育
で
す
ら
「
選
択
」
で
よ
い
と
い
う
よ

う
に
、
「
必
修
」
を
大
幅
に
少
な
く
す
る
と
い
う
改
善
方
向
が
あ

る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
の
上
に
た
っ
て

の
改
善
案
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
は
筆
老
の
推
測
で
あ
る
が
、
「
強
制
さ
れ
て
い
や
い
や

な
が
ら
学
習
さ
せ
ら
れ
る
た
め
に
前
述
の
よ
う
な
弊
害
が
起
き

た
。
自
発
的
に
興
味
の
あ
る
科
目
を
勉
強
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

熱
心
に
授
業
に
参
加
す
る
だ
ろ
う
。
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
「
早
く
か
ら
専
門
科
目
の
学
習

が
で
き
る
よ
う
に
、
一
般
教
養
科
目
の
負
担
を
減
ら
そ
う
。
」
と

い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
れ
に
対
し
、
東
大
教
養
学
部
の
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
教
養
部

の
組
織
の
し
っ
か
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
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う
な
理
念
に
基
づ
い
た
一
般
教
養
教
育
の
体
制
が
残
る
可
能
性

の
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
「
こ
れ
ま
で
の
一

般
教
養
教
育
の
実
態
」
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
な
、
安
易
な

講
義
に
勉
強
し
た
く
な
い
学
生
が
集
中
す
る
と
い
う
弊
害
に
対

し
、
授
業
内
容
を
魅
力
あ
る
も
の
・
実
効
あ
る
も
の
と
す
る
積

極
的
な
努
力
で
、
こ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。

　
以
上
、
現
在
実
現
さ
れ
て
い
る
（
あ
る
い
は
さ
れ
る
予
定
の
）

い
ろ
い
ろ
な
改
善
案
に
つ
い
て
、
か
な
り
推
測
を
ま
じ
え
て
紹

介
し
て
き
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ま
だ
日
の
浅
い
こ
と
で
あ
り

実
態
に
基
づ
い
て
是
非
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
の
と

こ
ろ
は
ま
だ
他
に
も
い
ろ
い
ろ
な
提
案
を
す
る
こ
と
が
可
能
な

状
況
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
次
に
少
し
筆
老
の
私
見
を
述

べ
て
み
た
い
。

一
般
教
養
に
対
す
る
一
つ
の
考
え
方

　
前
に
、
一
般
教
養
の
目
的
の
二
つ
の
面
（
す
な
わ
ち
必
要
な

基
礎
知
識
の
獲
得
と
し
て
の
面
と
、
専
門
外
の
広
い
知
識
の

面
）
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、
こ
の
う
ち
前
老
す
な
わ
ち
「
基

礎
知
識
L
の
学
習
の
必
要
性
は
誰
に
も
異
論
は
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
、
後
老
の
「
専
門
外
の
広
い
知
識
」
に
限
っ
て
議

論
し
て
み
た
い
。

　
「
広
い
知
識
」
の
必
要
性
の
理
由
と
し
て
、
「
世
の
中
に
出
る

と
意
外
な
知
識
が
役
に
立
つ
」
、
「
狭
い
専
門
の
知
識
だ
け
で
は
、

限
界
を
打
ち
破
る
よ
う
な
新
し
い
発
展
は
望
め
な
い
」
、
「
こ
の

よ
う
な
広
い
知
識
こ
そ
が
人
格
を
形
成
す
る
」
、
な
ど
の
い
ろ

い
ろ
な
考
え
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
確
か
に
そ
の

通
り
だ
ろ
う
と
は
思
う
が
、
な
ん
と
な
く
暖
昧
藻
湖
と
し
て
い

る
よ
う
で
も
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
こ
れ
は
筆
老
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
考
え
で
は
な

い
が
、
「
自
分
の
専
門
分
野
を
相
対
化
し
て
見
る
こ
と
が
で
き

る
能
力
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
、
専
門
外
の
知
識
の
勉
強
が
必

要
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
は
ば
広
い
一

般
教
養
」
の
勉
強
の
必
要
性
を
、
非
常
に
明
確
に
示
し
た
考
え

方
で
あ
る
と
、
筆
老
は
思
う
。
自
分
の
専
門
を
絶
対
視
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
科
学
老
の
戦
争
協
力
な
ど
の
い
ろ
い
ろ
な
弊
害

が
現
れ
て
き
た
こ
と
が
、
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

　
「
相
対
化
」
と
い
う
こ
と
は
、
な
に
も
専
門
の
研
究
者
に
限
ら
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ず
す
べ
て
に
お
い
て
夫
変
重
要
な
こ
と
な
の
だ
と
思
う
。
相
対

化
で
き
な
い
人
と
で
き
る
人
と
で
は
、
自
分
を
絶
対
視
し
て
相

手
の
こ
と
を
全
然
理
解
し
な
い
人
と
、
相
手
の
こ
と
も
理
解
で

き
て
世
の
中
の
こ
と
も
よ
く
わ
か
る
人
、
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
相
対
化
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
ん
な
に
簡
単

に
身
に
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
天
文

学
の
専
門
を
め
ざ
し
て
い
る
人
が
、
一
冊
や
二
冊
の
経
済
学
の

本
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
相
対
化
の
能
力
が
身
に
つ
く
わ
け
で

は
な
い
。
少
な
く
と
も
犬
学
四
年
間
の
間
は
、
経
済
学
部
本
来

の
学
生
と
ほ
ぽ
同
等
の
勉
強
を
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な

い
か
。
つ
ま
り
、
「
こ
の
調
子
で
進
ん
で
ゆ
け
ば
、
彼
と
同
じ
よ

う
な
仕
事
が
で
き
そ
う
だ
」
と
い
う
一
種
の
自
信
の
よ
う
な
も

の
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
う
す
る
と
こ
の
考
え
方
は
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
教
養
の
よ

う
に
「
い
ろ
い
ろ
な
科
目
を
は
ば
広
く
勉
強
す
る
」
と
い
う
考

え
方
と
は
あ
い
い
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
筆
老
の
結
論

で
あ
る
が
、
「
一
般
教
養
科
目
は
た
く
さ
ん
勉
強
す
る
必
要
は

な
い
」
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
専
門
外
の
勉
強
に

つ
い
て
も
、
狭
く
深
く
や
っ
た
方
が
よ
い
と
い
う
考
え
方
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
教
養
へ
の
批

判
で
あ
る
〕
目
同
校
の
延
長
L
と
「
う
わ
っ
つ
ら
だ
け
か
じ
っ
て

さ
っ
ぱ
り
役
に
立
た
な
い
」
と
い
う
指
摘
を
克
服
し
、
か
つ

「
相
対
化
」
の
目
的
を
達
成
で
き
る
と
考
え
る
。

　
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
主
専
攻
・
副
専
攻
」
の
考
え
方
の
一
種

で
あ
る
。
学
生
は
、
在
学
中
に
一
つ
の
主
専
攻
と
、
も
う
一
つ

の
副
専
攻
を
で
き
れ
ぱ
な
る
べ
く
か
け
は
な
れ
た
科
目
か
ら
選

ぴ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
深
く
勉
強
せ
よ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
で
も
、
学
生
は
、
自
分
の
専
攻
に
関
し
て
は
、
あ
る
程
度

の
勉
強
を
し
た
満
足
感
と
自
信
を
持
っ
て
卒
業
し
て
ゆ
く
わ
け

で
あ
る
が
、
こ
れ
が
二
つ
の
専
攻
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
自
信

を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
結
局
「
相
対
化
」
の
意
識
・
能
力
に
つ

な
が
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
か
な
り
大
変
な
作
業
で
あ
る
。
し
か
し
自

分
の
専
攻
の
他
に
た
だ
一
つ
だ
け
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
興
味

の
持
て
る
科
目
を
選
ぷ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
専
攻
と
し

て
の
自
信
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
張
り
合
い
が
あ
っ
て

ど
ん
ど
ん
勉
強
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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二
つ
の
専
攻
だ
け
で
は
や
は
り
狭
い
了
見
の
人
間
が
で
き
て

し
ま
う
、
と
い
う
批
判
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
筆
老
の
考

え
で
は
、
相
対
化
の
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
れ
ば
、
後
か
ら
い

ろ
い
ろ
な
分
野
の
知
識
を
取
り
込
む
こ
と
は
た
や
す
く
、
む
し

ろ
そ
の
方
が
本
質
的
な
理
解
に
達
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
逆
に
、
一
つ
の
こ
と
を
極
め
れ
ぱ
ち
ょ
う
ど
裾
野
の
よ
う

に
ま
わ
り
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
、
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。

こ
れ
は
あ
る
意
味
で
そ
の
通
り
だ
と
思
う
。
し
か
し
や
は
り
相

対
化
は
非
常
に
大
き
な
メ
リ
ヅ
ト
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
だ
け
コ
メ
ン
ト
を
言
っ
て
、
こ
の
文
を
お
し
ま
い

に
し
た
い
。
そ
れ
は
、
諸
君
が
将
来
、
な
ん
で
あ
れ
一
つ
の
仕

事
に
集
中
し
て
大
き
な
業
績
を
あ
げ
る
よ
う
な
生
活
を
お
く
る

に
し
て
も
、
生
活
の
一
〇
〇
％
が
す
べ
て
そ
の
一
つ
の
こ
と
と

い
う
の
で
は
、
そ
の
人
が
本
当
に
幸
せ
で
あ
る
の
か
ど
う
か
わ

か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
実
は
そ
ん
な
に
甘
く
は

な
い
と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
最
近
の
「
ゆ
と
り
の
杜

会
」
、
「
が
む
し
ゃ
ら
な
高
度
成
長
経
済
の
終
わ
り
」
な
ど
と
い

わ
れ
る
時
代
に
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
が
本
質
的
に
必
要
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
会
杜
の
た
め
の
人
生
」
で
な
く
「
自
分

の
た
め
の
人
生
L
を
考
え
る
と
き
、
も
う
一
つ
の
専
攻
は
大
変

大
き
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
こ

と
を
十
分
考
慮
し
た
一
般
教
養
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
、
犬
学
側

に
要
求
さ
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ

う
な
授
業
科
目
だ
け
で
な
く
、
ひ
ろ
く
趣
味
の
世
界
を
も
一
つ

の
「
文
化
」
と
し
て
含
み
得
る
よ
う
な
、
い
い
か
え
れ
ぱ
サ
ー

ク
ル
活
動
の
よ
う
な
も
の
ま
で
含
み
得
る
よ
う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
も
う
、
そ
れ
こ
そ
「
た
わ
ご
と
」
の
よ
う
な
意
見
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

四
年
間
の
犬
学
生
活
が
張
り
合
い
の
あ
る
も
の
に
思
え
て
く
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
諸
君
が
、
な
に
か
一
つ
だ
け
で
よ
い

か
ら
、
自
分
の
「
一
般
教
養
」
を
発
見
し
て
深
く
究
め
て
ほ
し

い
と
い
う
の
が
、
筆
老
の
考
え
る
招
待
状
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
教
授
）
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