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学
校
法
人
大
阪
医
科
薬
科
大
学
は
、
２
０
１
６
年
に
大
阪

医
科
大
学
と
大
阪
薬
科
大
学
が
将
来
の
社
会
情
勢
と
両
学
の

特
色
に
鑑
み
、
法
人
合
併
と
大
学
統
合
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
。

本
学
の
誇
る
「
だ
い
が
く
の
た
か
ら
」
は
主
に
二
つ
。
一
つ

は
旧
大
阪
医
科
大
学
の
学
舎
で
あ
る
。
旧
大
阪
医
科
大
学
は
、

１
９
２
７
年
に
初
の
５
年
制
医
育
機
関
、
大
阪
高
等
医
学
専

門
学
校
と
し
て
開
学
し
た
。
当
時
、
西
日
本
各
地
に
西
洋
建

築
を
手
掛
け
て
い
た
Ｗ
・
Ｍ
・
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
氏
の
設
計
に
よ
っ

て
大
学
本
館
、
解
剖
館
及
び
別
館
が
建
て
ら
れ
た
。
イ
ン
ド

の
古
代
医
学
に
因
ん
で
イ
ン
ド
・
サ
ラ
セ
ン
様
式
の
装
飾
や

部
分
的
タ
イ
ル
張
り
表
現
、
個
性
豊
か
な
意
匠
に
特
色
が
あ

る
。
別
館
は
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
登
録
さ
れ
、
現
在
も

大
学
や
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
に
使
用
、
本
学
の
精
神
的
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
今
後
と
も
永
く
保
存
さ
れ
る
。

も
う
一
つ
は
、
関
西
Ｂ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
共
同
医
療
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
。

本
セ
ン
タ
ー
で
は
、
次
世
代
が
ん
治
療
法
と
し
て
の
Ｂ
Ｎ
Ｃ
Ｔ

（B
oron N

eutron C
apture T

herapy

の
略
、
ホ
ウ
素
中

性
子
捕
捉
療
法
）
を
行
っ
て
い
る
。
Ｂ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
は
中
性
子
と
ホ

ウ
素
の
核
反
応
を
利
用
し
た
治
療
法
で
あ
る
。
が
ん
患
者
の
体

内
に
投
与
さ
れ
た
ア
ミ
ノ
酸
を
添
加
し
た
ホ
ウ
素
化
合
物
に
は
、

が
ん
組
織
中
の
正
常
な
細
胞
は
反
応
せ
ず
が
ん
細
胞
だ
け
が
取

り
込
む
。
そ
こ
に
中
性
子
を
照
射
す
る
と
８
～
10
ミ
ク
ロ
ン
の

極
短
飛
程
の
粒
子
が
発
生
し
、
が
ん
細
胞
だ
け
が
破
壊
さ
れ
る
。

正
常
な
細
胞
を
傷
つ
け
ず
に
治
療
で
き
る
画
期
的
な
治
療
法
と

言
え
る
。
治
療
は
原
則
１
回
、
約
40
分
の
照
射
で
終
了
し
、
通

常
、
副
作
用
は
生
じ
な
い
。
本
法
の
急
速
な
進
歩
は
、
中
性
子

線
を
照
射
す
る
た
め
の
小
型
加
速
器
（
サ
イ
ク
ロ
ト
ロ
ン
）
が

日
本
で
開
発
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
、
有
効
な
ホ
ウ
素
薬
剤
が
製

造
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
本
セ
ン
タ
ー
で
は
２
０
２
０
年
６
月

に
進
行
（
再
発
）
し
た
頭
頸
部
癌
に
対
す
る
保
険
診
療
承
認
を

受
け
、
こ
れ
ま
で
に
国
内
各
地
か
ら
３
０
０
余
名
の
患
者
を
治

療
し
、
完
治
（
Ｃ
Ｒ
）
44
％
、
有
効
（
Ｐ
Ｒ
）
36
％
、
奏
効
率

は
80
％
（
６
か
月
判
定
）
と
、
頭
頸
部
の
進
行
（
再
発
）
が
ん

で
非
常
に
良
好
な
成
績
を
得
て
い
る
。
今
後
、
本
法
の
応
用
範

囲
拡
大
と
と
も
に
、
本
セ
ン
タ
ー
も
末
永
く
学
生
ら
の
心
の
よ

り
ど
こ
ろ
と
な
る
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
こ
と
を
願
う
。

精
神
的
シ
ン
ボ
ル
と
次
世
代
を
拓
く
Ｂ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
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り
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あ
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や
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、
学
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や
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が
行
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さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
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は
大
学
広
報
の
メ
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ン

コ
ン
テ
ン
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と
な
っ
て
い
る
と
感
じ
る
。
私
立
大
学

に
と
っ
て
、
そ
う
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た
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は
現
代
的
な
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伝
材
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と
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る
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け
で
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く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
の
建
学
の

理
念
に
基
づ
い
た
、
歴
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あ
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ア
ウ
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リ
ー
チ
（
社

会
に
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差
し
の
べ
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こ
と
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な
の
で
は
な
い
か
と
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う
。
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一
楽 

真
　大
谷
大
学
学
長

1
．
改
め
て
問
わ
れ
る
大
学
の
存
在
意
義

大
学
は
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
今
さ
ら
問
う

ま
で
も
な
い
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
18
歳
人
口

が
減
少
を
続
け
る
中
、
各
大
学
が
存
在
意
義
を
改
め
て
問
わ
れ
て

い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
生
き
残
り
を
か
け
た
施
策
を
打
ち
出

す
際
に
も
、
何
の
た
め
に
生
き
残
ろ
う
と
す
る
の
か
、
こ
れ
が
問

わ
れ
な
け
れ
ば
、
単
に
存
続
だ
け
が
目
的
に
な
っ
て
し
ま
う
。

国
家
と
し
て
の
日
本
に
お
け
る
大
学
は
、
１
８
８
６
（
明
治

19
）
年
に
公
布
さ
れ
た
帝
国
大
学
令
の
も
と
、
帝
国
大
学
が
設
置

さ
れ
る
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
れ
が
１
９
１
８
（
大
正
７
）
年
の
大

学
令
の
制
定
に
よ
り
、
官
立
だ
け
で
な
く
公
立
大
学
、
さ
ら
に
は

私
立
の
大
学
の
開
学
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
こ
の
大
学
令
の
第
一

条
に
は
「
大
学
ハ
国
家
ニ
須
要
ナ
ル
学
術
ノ
理
論
及
応
用
ヲ
教
授

シ
並
其
ノ
蘊う
ん

奥お
う

ヲ
攻
究
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
シ
兼
テ
人
格
ノ
陶
冶

及
国
家
思
想
ノ
涵か

ん
養よ
う
ニ
留
意
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
謳
わ
れ
て
い

る
。
も
と
も
と
国
家
の
た
め
の
教
育
機
関
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、「
国
家
ニ
須
要
ナ
ル
学
術
」
の
教
授
や
「
国

家
思
想
ノ
涵
養
」
が
掲
げ
ら
れ
る
の
は
当
然
と
言
え
ば
当
然
で
あ

る
。
た
だ
、
国
際
社
会
と
の
関
係
の
中
で
、
日
本
と
い
う
国
の
体

制
そ
の
も
の
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
歴
史
を
見
れ
ば

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、「
国
家
ニ
須
要
ナ
ル
学
術
」

も
「
国
家
思
想
」
も
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
く
の
は

必
然
で
あ
っ
た
。
言
う
な
れ
ば
、
時
代
の
波
の
中
で
、
大
学
が
教

え
る
内
容
も
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
太

平
洋
戦
争
下
に
お
け
る
大
学
が
置
か
れ
た
状
況
は
、
ま
さ
に
そ
れ

を
表
し
て
い
る
。
一
面
か
ら
言
え
ば
、
時
代
に
即
応
し
た
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
他
方
か
ら
見
れ
ば
、
時
代
に
翻
弄
さ
れ
続
け

た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

大
学
は
何
の
た
め
に
あ
る
の
か

10

こ
れ
は
何
も
過
去
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
中
で
、
以
前
に
も
増
し
て
国
の
在
り
方
、
立
場
が
問
わ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
伴
い
大
学
も
、
ど
ん
な
学
生
を
育
て
よ
う
と
し
て
い
る

の
か
、
そ
の
た
め
に
ど
ん
な
教
育
を
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
し
て
い

こ
う
と
し
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
国
際
貢
献

と
い
う
一
事
を
と
っ
て
み
て
も
、
何
が
本
当
に
国
際
的
に
貢
献
す
る

こ
と
に
な
る
の
か
、
簡
単
に
答
え
が
出
る
こ
と
で
は
な
い
。
立
場
の

違
い
に
よ
っ
て
意
見
も
異
な
る
し
、
目
指
す
も
の
も
異
な
っ
て
く
る
。

国
際
化
と
い
う
一
語
だ
け
で
も
、
経
済
を
真
っ
先
に
思
う
人
も
あ
れ

ば
、
環
境
問
題
を
想
起
す
る
人
、
あ
る
い
は
紛
争
や
人
道
支
援
を
考

え
る
人
も
あ
る
。
何
を
優
先
す
る
か
で
教
育
内
容
は
大
き
く
異
な
る
。

そ
う
い
う
課
題
を
根
っ
こ
に
抱
え
な
が
ら
、
各
大
学
は
自
ら
の
存
立

の
意
義
を
確
か
め
つ
つ
歩
み
を
進
め
て
い
る
と
言
え
る
。

2
．
本
学
が
立
ち
返
る
べ
き
仏
教
の
精
神

特
に
私
立
大
学
は
、
創
立
に
当
た
っ
て
建
学
の
理
念
を
立
て
て
、

そ
れ
に
基
づ
く
教
育
を
行
っ
て
き
て
い
る
。
建
学
の
理
念
は
各
大

学
の
存
在
意
義
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
の

独
自
性
を
表
し
て
い
る
。
私
が
在
籍
す
る
大
谷
大
学
（
学
生
時
代

か
ら
数
え
る
と
今
年
で
在
籍
48
年
目
と
な
る
）
は
、
仏
教
の
精
神

を
根
幹
に
据
え
て
い
る
。
仏
教
系
と
い
う
と
、
特
定
の
宗
派
や
教

団
の
教
義
や
歴
史
を
教
授
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
確
か
に
教
義
を
学
術
的
に
研
究
す
る
分
野
も
設
け
て
は

い
る
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、
仏
教
の
精

神
に
立
っ
た
人
間
教
育
で
あ
る
。
で
は
、
仏
教
の
精
神
と
は
何
か
。

釈
尊
が
生
ま
れ
た
の
は
今
か
ら
約
２
５
０
０
年
前
の
イ
ン
ド
で

あ
る
が
、
そ
の
教
え
は
限
ら
れ
た
時
代
や
地
域
に
と
ど
ま
る
も
の

で
は
な
い
。
こ
の
世
の
在
り
様
を
見
つ
め
、
人
間
が
傷
つ
け
合
う

こ
と
を
痛
む
心
か
ら
教
え
を
説
い
た
の
が
釈
尊
で
あ
る
。
逆
に
言

え
ば
、
傷
つ
け
合
う
こ
と
の
な
い
生
き
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
説
法
に
立
ち
上
が
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
実
に
こ
の
世
に
お

い
て
は
、
怨
み
に
報
い
る
に
怨
み
を
以
て
し
た
な
ら
ば
、
つ
い
に

怨
み
の
息
む
こ
と
が
な
い
。
怨
み
を
す
て
て
こ
そ
息
む
。
こ
れ
は

永
遠
の
真
理
で
あ
る
。」（『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』）
こ
れ
は
有
名
な
釈
尊

の
言
葉
で
あ
る
が
、
怨
み
に
よ
っ
て
争
い
を
繰
り
返
し
、
一
人
ひ

と
り
の
尊
さ
が
見
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
痛
む
心
が
底
を
流
れ
て

い
る
。
ど
ん
な
状
況
に
あ
る
者
も
、
誰
と
も
代
わ
れ
な
い
、
尊
い

存
在
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
た
め
に
教
え
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
仏
教
の
精
神
と
は
、
す
べ
て
の
存
在
（
一
切
有
情

と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
人
間
だ
け
に
限
ら
な
い
）
を
大
切
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こ
れ
は
何
も
過
去
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
中
で
、
以
前
に
も
増
し
て
国
の
在
り
方
、
立
場
が
問
わ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
伴
い
大
学
も
、
ど
ん
な
学
生
を
育
て
よ
う
と
し
て
い
る

の
か
、
そ
の
た
め
に
ど
ん
な
教
育
を
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
し
て
い

こ
う
と
し
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
国
際
貢
献

と
い
う
一
事
を
と
っ
て
み
て
も
、
何
が
本
当
に
国
際
的
に
貢
献
す
る

こ
と
に
な
る
の
か
、
簡
単
に
答
え
が
出
る
こ
と
で
は
な
い
。
立
場
の

違
い
に
よ
っ
て
意
見
も
異
な
る
し
、
目
指
す
も
の
も
異
な
っ
て
く
る
。

国
際
化
と
い
う
一
語
だ
け
で
も
、
経
済
を
真
っ
先
に
思
う
人
も
あ
れ

ば
、
環
境
問
題
を
想
起
す
る
人
、
あ
る
い
は
紛
争
や
人
道
支
援
を
考

え
る
人
も
あ
る
。
何
を
優
先
す
る
か
で
教
育
内
容
は
大
き
く
異
な
る
。

そ
う
い
う
課
題
を
根
っ
こ
に
抱
え
な
が
ら
、
各
大
学
は
自
ら
の
存
立

の
意
義
を
確
か
め
つ
つ
歩
み
を
進
め
て
い
る
と
言
え
る
。

2
．
本
学
が
立
ち
返
る
べ
き
仏
教
の
精
神

特
に
私
立
大
学
は
、
創
立
に
当
た
っ
て
建
学
の
理
念
を
立
て
て
、

そ
れ
に
基
づ
く
教
育
を
行
っ
て
き
て
い
る
。
建
学
の
理
念
は
各
大

学
の
存
在
意
義
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
の

独
自
性
を
表
し
て
い
る
。
私
が
在
籍
す
る
大
谷
大
学
（
学
生
時
代

か
ら
数
え
る
と
今
年
で
在
籍
48
年
目
と
な
る
）
は
、
仏
教
の
精
神

を
根
幹
に
据
え
て
い
る
。
仏
教
系
と
い
う
と
、
特
定
の
宗
派
や
教

団
の
教
義
や
歴
史
を
教
授
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
確
か
に
教
義
を
学
術
的
に
研
究
す
る
分
野
も
設
け
て
は

い
る
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、
仏
教
の
精

神
に
立
っ
た
人
間
教
育
で
あ
る
。
で
は
、
仏
教
の
精
神
と
は
何
か
。

釈
尊
が
生
ま
れ
た
の
は
今
か
ら
約
２
５
０
０
年
前
の
イ
ン
ド
で

あ
る
が
、
そ
の
教
え
は
限
ら
れ
た
時
代
や
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に
と
ど
ま
る
も
の

で
は
な
い
。
こ
の
世
の
在
り
様
を
見
つ
め
、
人
間
が
傷
つ
け
合
う

こ
と
を
痛
む
心
か
ら
教
え
を
説
い
た
の
が
釈
尊
で
あ
る
。
逆
に
言

え
ば
、
傷
つ
け
合
う
こ
と
の
な
い
生
き
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
説
法
に
立
ち
上
が
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
実
に
こ
の
世
に
お

い
て
は
、
怨
み
に
報
い
る
に
怨
み
を
以
て
し
た
な
ら
ば
、
つ
い
に

怨
み
の
息
む
こ
と
が
な
い
。
怨
み
を
す
て
て
こ
そ
息
む
。
こ
れ
は

永
遠
の
真
理
で
あ
る
。」（『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』）
こ
れ
は
有
名
な
釈
尊

の
言
葉
で
あ
る
が
、
怨
み
に
よ
っ
て
争
い
を
繰
り
返
し
、
一
人
ひ

と
り
の
尊
さ
が
見
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
痛
む
心
が
底
を
流
れ
て

い
る
。
ど
ん
な
状
況
に
あ
る
者
も
、
誰
と
も
代
わ
れ
な
い
、
尊
い

存
在
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
た
め
に
教
え
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
仏
教
の
精
神
と
は
、
す
べ
て
の
存
在
（
一
切
有
情

と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
人
間
だ
け
に
限
ら
な
い
）
を
大
切
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に
す
る
心
と
言
っ
て
よ
い
。
本
学
の
第
三
代
学
長
を
務
め
た
佐
々

木
月げ
っ
樵し
ょ
うは
、
こ
の
仏
教
精
神
を
端
的
に
述
べ
て
い
る
。
１
９
２
５

(
大
正
14)

年
の
入
学
宣
誓
式
で
の
「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」
が

そ
れ
で
あ
る
。
大
学
令
に
よ
る
認
可
を
受
け
て
３
年
後
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
の
中
で
佐
々
木
は
、
本
学
に
お
け
る
人
格
陶
冶
の
三

モ
ッ
ト
ー
と
し
て
、「
本
務
遂
行
、
相
互
敬
愛
、
人
格
純
真
」
を
掲

げ
て
い
る
。
本
務
遂
行
は
自
分
の
果
た
す
べ
き
本
務
を
見
出
し
、そ

れ
を
遂
行
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
関
係
の
中
で
お

互
い
に
敬
い
合
う
こ
と
が
相
互
敬
愛
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
人

格
純
真
は
自
分
を
ご
ま
か
す
こ
と
な
く
、
真
面
目
に
取
り
組
む
姿

勢
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
三
モ
ッ
ト
ー
は
、
社
会
の
中
で
ど
の
よ

う
な
仕
事
に
就
く
に
し
て
も
、
生
き
て
い
く
土
台
と
な
る
。
現
在
、

本
学
で
は
そ
れ
を
人
間
学
と
名
づ
け
、
全
学
部
・
全
学
科
の
学
生

の
学
び
の
基
盤
に
据
え
て
い
る
。

3
．
社
会
の
た
め
に
大
学
が
で
き
る
こ
と

大
学
が
社
会
の
中
に
存
在
す
る
限
り
、
社
会
の
要
請
や
ニ
ー
ズ
と

無
関
係
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
の
価
値
観
自

体
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
の
が
大
学
の
役
割
で
も
あ
る
。
社
会
の
在

り
様
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
あ
る
べ
き
社
会
に
つ
い
て
探
究
し
て
い

く
の
が
大
学
の
存
在
意
義
で
は
な
い
か
。
過
去
の
歴
史
に
学
び
、
来

る
べ
き
未
来
を
見
通
す
と
こ
ろ
に
、
現
在
何
を
な
す
べ
き
か
が
決
ま
っ

て
く
る
。
そ
れ
を
せ
ず
に
社
会
の
要
請
に
応
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、

単
に
時
代
に
迎
合
す
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
は
最
近
よ
く
叫
ば
れ
る
「
学
修
者
本
位
の
教
育
」「
学
修
成

果
の
可
視
化
」
と
い
う
課
題
と
も
重
な
る
。
学
修
者
本
位
と
は
、
大

学
側
を
基
本
に
考
え
る
の
で
な
く
、
学
ぶ
学
生
自
身
の
側
に
立
っ
て

教
育
を
進
め
る
も
の
で
あ
る
。
教
員
が
一
方
的
に
語
っ
て
も
、
学
生

に
伝
わ
ら
な
け
れ
ば
教
育
と
は
言
え
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
。
ま
た
、

学
生
自
身
が
主
体
的
に
考
え
、
課
題
を
解
決
し
て
い
く
力
を
身
に
つ

け
る
こ
と
は
、
予
測
不
可
能
な
時
代
に
あ
っ
て
益
々
重
要
に
な
っ
て

き
て
い
る
。
そ
れ
が
成
果
を
上
げ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た

め
に
「
学
修
成
果
の
可
視
化
」
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
自
体
を
批
判
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。
た
だ
、
学
修
者

で
あ
る
学
生
自
身
も
、
時
代
社
会
の
中
に
あ
る
一
人
の
人
間
で
あ
る
。

時
代
社
会
そ
の
も
の
を
見
る
視
点
を
も
っ
て
い
な
い
と
、
流
れ
に
飲

み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

た
と
え
ば
、
現
代
は
何
か
に
つ
け
て
コ
ス
パ
（
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
）
と
か
タ
イ
パ
（
タ
イ
ム
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
）
が
取
り
ざ

た
さ
れ
る
。
学
生
た
ち
も
そ
の
中
で
、
早
く
結
果
を
出
す
こ
と
に

12

追
わ
れ
、
結
果
が
出
な
い
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
と
決
め
つ
け
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
人
間
の
営
み
を
総
合
的
に
探
究
す
る
人
文

学
は
こ
の
先
も
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
文
献
研
究
が
中
心
と
な

り
、
文
献
を
読
め
る
基
礎
力
が
不
可
欠
だ
が
、
コ
ツ
コ
ツ
と
読
解

す
る
経
験
を
積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
に
な
か
な
か
関
心
を
も
っ
て

も
ら
え
な
い
。
理
系
の
分
野
で
も
、
い
わ
ゆ
る
基
礎
研
究
に
力
を

入
れ
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
聞
く
。
こ
の
よ
う
な

風
潮
そ
の
も
の
を
問
う
眼
を
も
っ
た
学
生
を
生
み
出
す
の
が
、
大

学
と
い
う
場
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

4
．「
問
い
続
け
る
」こ
と
の
大
切
さ

本
学
の
人
間
学
に
話
を
戻
せ
ば
、
自
分
が
人
間
で
あ
る
こ
と
に

日
ご
ろ
疑
い
を
も
つ
人
は
い
な
い
と
思
う
。
た
だ
、
非
道
な
事
件

を
目
に
す
る
と
、
あ
れ
は
人
間
の
す
る
こ
と
で
な
い
と
い
う
感
情

が
湧
い
て
く
る
。
そ
の
際
、
他
人
の
こ
と
は
批
評
で
き
て
も
、
果

た
し
て
自
分
が
人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
と
断
言
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
真
面
目
で
あ
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
問
い
が
出
て
く
る
に
違

い
な
い
。
本
当
に
人
間
と
し
て
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の

か
。
そ
も
そ
も
人
間
と
は
何
な
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
を
も
っ

て
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
の
が
本
学
の
人
間
学
で

あ
る
。
そ
の
際
、
釈
尊
の
生
き
方
や
考
え
方
、
ま
た
親
鸞
の
視
点

を
通
し
て
、
問
い
を
深
め
て
い
く
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
る
。
そ

の
意
味
で
、
知
識
を
身
に
つ
け
る
と
か
、
す
ぐ
に
答
え
が
見
つ
か

る
と
い
う
類
の
学
び
で
は
な
い
。
簡
単
に
答
え
が
出
な
い
か
ら
こ

そ
、
人
生
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
立
ち
返
る
こ
と
の
で
き

る
原
点
と
な
る
学
び
で
あ
る
。
想
定
外
の
こ
と
に
出
く
わ
し
た
時
、

壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
時
、
他
者
や
自
分
の
死
に
直
面
し
た
時
、
改
め

て
人
生
に
向
き
合
う
出
発
点
に
な
る
学
び
な
の
で
あ
る
。

答
え
は
、
誰
で
も
早
く
知
り
た
い
。
し
か
し
、
答
え
を
握
る
と
歩

み
は
止
ま
る
。
自
分
の
答
え
に
合
わ
な
い
人
を
邪
魔
に
思
う
こ
と

も
起
き
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
関
係
を
切
っ
た
り
、
排
除
し
た
り

も
す
る
。
一
つ
の
答
え
に
腰
を
お
ろ
す
こ
と
は
、
世
界
を
狭
く
し

閉
じ
て
い
く
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
握
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

答
え
を
、
こ
れ
は
本
当
だ
ろ
う
か
と
問
う
時
、
世
界
は
広
く
開
け

て
い
く
。
大
谷
大
学
は
、
何
が
本
当
に
大
事
な
の
か
を
問
い
続
け

る
大
学
で
あ
り
た
い
。
本
学
で
学
ぶ
学
生
た
ち
が
、
物
事
を
見
る

眼
を
も
ち
、
問
い
尋
ね
て
い
く
姿
勢
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
願
っ

て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
厳
し
い
現
実
の
中
で
自
分
の
果
た
す
べ
き

本
務
を
見
つ
け
遂
行
し
て
い
く
、
た
く
ま
し
い
生
き
方
と
な
っ
て

実
を
結
ぶ
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
。
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追
わ
れ
、
結
果
が
出
な
い
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
と
決
め
つ
け
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
人
間
の
営
み
を
総
合
的
に
探
究
す
る
人
文
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は
こ
の
先
も
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要
で
あ
る
。
そ
こ
で
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献
研
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が
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と
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、
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を
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る
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が
不
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だ
が
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す
る
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を
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て
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く
こ
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に
な
か
な
か
関
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を
も
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て

も
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え
な
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。
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の
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野
で
も
、
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わ
ゆ
る
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研
究
に
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る
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と
が
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し
く
な
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て
い
る
と
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く
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潮
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を
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を
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す
の
が
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う
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あ
る
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。
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問
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続
け
る
」こ
と
の
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さ

本
学
の
人
間
学
に
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を
戻
せ
ば
、
自
分
が
人
間
で
あ
る
こ
と
に

日
ご
ろ
疑
い
を
も
つ
人
は
い
な
い
と
思
う
。
た
だ
、
非
道
な
事
件

を
目
に
す
る
と
、
あ
れ
は
人
間
の
す
る
こ
と
で
な
い
と
い
う
感
情

が
湧
い
て
く
る
。
そ
の
際
、
他
人
の
こ
と
は
批
評
で
き
て
も
、
果

た
し
て
自
分
が
人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
と
断
言
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
真
面
目
で
あ
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
問
い
が
出
て
く
る
に
違

い
な
い
。
本
当
に
人
間
と
し
て
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
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と
な
の

か
。
そ
も
そ
も
人
間
と
は
何
な
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
を
も
っ

て
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
の
が
本
学
の
人
間
学
で

あ
る
。
そ
の
際
、
釈
尊
の
生
き
方
や
考
え
方
、
ま
た
親
鸞
の
視
点

を
通
し
て
、
問
い
を
深
め
て
い
く
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
る
。
そ

の
意
味
で
、
知
識
を
身
に
つ
け
る
と
か
、
す
ぐ
に
答
え
が
見
つ
か

る
と
い
う
類
の
学
び
で
は
な
い
。
簡
単
に
答
え
が
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な
い
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こ

そ
、
人
生
に
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け
る
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ま
ざ
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場
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返
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と
の
で
き
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原
点
と
な
る
学
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あ
る
。
想
定
外
の
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に
出
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わ
し
た
時
、

壁
に
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時
、
他
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や
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に
直
面
し
た
時
、
改
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に
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出
発
点
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。

答
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は
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知
り
た
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し
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、
答
え
を
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と
歩

み
は
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ま
る
。
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の
答
え
に
合
わ
な
い
人
を
邪
魔
に
思
う
こ
と

も
起
き
る
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に
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関
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切
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た
り
、
排
除
し
た
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も
す
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一
つ
の
答
え
に
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を
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す
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は
、
世
界
を
狭
く
し

閉
じ
て
い
く
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
握
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

答
え
を
、
こ
れ
は
本
当
だ
ろ
う
か
と
問
う
時
、
世
界
は
広
く
開
け

て
い
く
。
大
谷
大
学
は
、
何
が
本
当
に
大
事
な
の
か
を
問
い
続
け

る
大
学
で
あ
り
た
い
。
本
学
で
学
ぶ
学
生
た
ち
が
、
物
事
を
見
る

眼
を
も
ち
、
問
い
尋
ね
て
い
く
姿
勢
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
願
っ

て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
厳
し
い
現
実
の
中
で
自
分
の
果
た
す
べ
き

本
務
を
見
つ
け
遂
行
し
て
い
く
、
た
く
ま
し
い
生
き
方
と
な
っ
て

実
を
結
ぶ
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
。
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