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諸
澤
み
よ
記
念
館

　

創
立
者
諸
澤
み
よ
は
、教
育
に
強
い
信
念
を
持
ち
、学
校

法
人
常
磐
大
学
の
発
展
と
女
子
教
育
に
生
涯
を
さ
さ
げ

た
。常
に
困
難
に
立
ち
向
か
い
、如
何
な
る
時
も
前
進
あ
る

の
み
を
信
条
と
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。

　

創
立
者
の
精
神
と
本
学
の
歴
史
を
伝
え
る
こ
と
を
目
的

に
、２
０
０
６（
平
成
18
）年
、開
学
１
０
０
周
年
の
記
念
事

業
の
一
環
と
し
て
、「
諸
澤
み
よ
記
念
館
」を
開
館
し
た
。み

よ
が
戦
後
か
ら
晩
年
を
過
ご
し
た
木
造
２
階
建
て
の
旧
邸

を
復
元
し
た
こ
の
記
念
館
は
、１
９
０
９（
明
治
42
）年
、み

よ
が
22
歳
で
裁
縫
教
授
所
を
開
設
し
た
、本
法
人
淵
源
の

地
に
ほ
ど
近
い
、住
宅
街
の
中
に
あ
る
。

　

外
観
は
、質
素
倹
約
を
旨
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
シ
ン
プ
ル
な
佇
ま
い
で
あ
る
。館
内
に
入
る
と
、正
面
の
胸

像
が
目
に
入
る
。み
よ
の
毅
然
た
る
中
に
も
温
容
な
人
柄
が

伝
わ
っ
て
く
る
。展
示
室
に
進
む
と
、ギ
ャ
ラ
リ
ー
１
は
、み
よ

の
足
跡
を
た
ど
る
シ
ア
タ
ー
ル
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
。私
塾
の

開
設
か
ら
、女
学
校
の
開
学
、戦
後
の
校
舎
再
建
、短
期
大

学
の
開
学
ま
で
、そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え

て
、み
よ
の
生
涯
を
映
像
で
紹
介
し
て
い
る
。対
面
の
ギ
ャ
ラ

リ
ー
２
は
、昭
和
初
期
の
書
斎
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
展
示
室
と

な
っ
て
お
り
、常
磐
高
等
女
学
校
時
代（
昭
和
初
期
）に
校

長
と
し
て
使
用
し
て
い
た
机
を
は
じ
め
、み
よ
が
愛
用
し
た

品
々
や
当
時
の
教
本
等
が
並
ん
で
い
る
。２
階
へ
の
階
段
を

上
が
り
、ギ
ャ
ラ
リ
ー
３
に
入
る
と
、裁
縫
教
授
所
で
の
授
業

風
景
を
再
現
し
た
空
間
が
広
が
る
。み
よ
の
教
授
方
法
は
、

個
人
指
導
に
加
え
、当
時
ま
だ
珍
し
い
と
さ
れ
た
黒
板
を
使

用
し
て
の
解
説
授
業
が
明
快
で
あ
る
と
好
評
を
得
て
い
た
。

数
多
く
集
ま
っ
た
生
徒
た
ち
は
、民
家
を
改
造
し
た
教
室
の

中
で
、熱
心
に
裁
縫
授
業
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。最
奥
に

位
置
す
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
４
で
は
、大
学
の
開
学
な
ど
現
代
ま

で
の
本
法
人
の
歩
み
が
分
か
る
展
示
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

創
立
者
の
教
育
に
か
け
る
情
熱
の
濃
度
に
圧
倒
さ
れ
る

「
諸
澤
み
よ
記
念
館
」
。学
校
法
人
常
磐
大
学
の
教
育
の
原

点
に
立
ち
返
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
あ
る
。
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―
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〜
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築
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す
る
　
佐
道
明
広

加
盟
校
の
幸
福
度
ラ
ン
キ
ン
グ
ア
ッ
プ《
心
を
一
つ
に
す
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》
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と
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晋
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歌
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込
め
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大
学
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
　
瀬
戸
口
龍
一

　
学
生
主
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で
創
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／
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ニ
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表 紙 ： ホオズキ
ナス科の多年草。初夏に開花し、実がなると花弁の付け根
にある葉のような萼（がく）が伸びて実を包み込みます。熟し
た朱赤の実が提灯に似ていることから漢字で鬼灯とも書き
ます。古くは『古事記』にアカカガチという名で記され、8つ
の頭と尾を持つヤマタノオロチの目に例えられています。



他者と共生する力を持った
新しい時代を切り拓く女性を育てます。
フェリス女学院は創立150周年を迎えました。
学院の創立者メアリー・E.キダーは、女性に教育など必要ないと思われてい
た当時の日本において、女性への教育とその活躍こそがなにより重要だと
信じていました。キリスト教にもとづく女子教育を行おうとしたキダーは、まさ
に時代を先取りした女性。新しい時代を切り拓く女性を育てようという彼女
の思いは、現在のフェリス女学院大学の教育に引き継がれています。

山手キャンパス6号館屋上から撮影

大学点描



フェリスの教育理念
「For Others」～他者のために～

フェリス女学院が、これまでの歩みの中で大切にしてきたのは「For Others」
という教育理念です。これは、建学以来の永い歴史の中で自然に人々の心
の中で形を成し、学院のモットーとして受け継がれるようになったもの。この
言葉は「他者のために」と訳すことができます。単に自分に近しい人だけで
はなく、より広い視野から他者の存在も考えに入れて、他者のために行動する
ことを、フェリス女学院大学で学ぶ一人ひとりが受け継いでいます。



学びの特色
—教育力・国際性・創造型学習—

「新しい時代を切り拓く女性」を育成するために、フェリス女学院大学が大切
にしていること。それは自主性を重視し、個人の関心に応じて履修できるカリ
キュラムと広く社会に目を向け、新しい興味や問題意識を喚起させる創造型
の学習を積極的に取り入れていること。さらに、創立当初からの少人数教育
で、きめ細かなサポートをしていくことです。



4年間を通じた教養教育
「全学教養教育機構（CLA）」を展開

価値・規範が流動化し、社会構造自体が変化し続ける現代において、ひとつ
の専門分野を学ぶだけでは新しい時代を生き抜いていくことが難しくなって
きました。フェリス女学院大学は2017年度から「全学教養教育機構（CLA）」
を立ち上げ、すべての学生が学部・学科の学びと並行して、言語運用能力や
問題解決を図る力を養成しています。



フェリス女学院は2020年に創立150周年を迎えました。

メアリー・E．キダーが、横浜の地に日本初の近代的女子教育機関で
あるフェリス女学院を創立して150年。創立当初から変わらない少人
数教育でこれからも「新しい時代を切り拓く女性」を育てていきます。



創
立
１
５
０
周
年
を
迎
え
て

荒
井
　
真
　
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
学
長

　
ア
メ
リ
カ
改
革
派
教
会
か
ら
宣
教
師
と
し
て
送
り

出
さ
れ
た
メ
ア
リ
ー・Ｅ・キ
ダ
ー(M

ary E. Kidder, 
1834-1910)

が
、１
８
７
０
年
に
横
浜
居
留
地
の
ヘ

ボ
ン
施
療
所
に
お
い
て
英
語
の
授
業
を
開
始
し
て
か

ら
、今
年
で
１
５
０
周
年
を
迎
え
る
。女
性
教
育
を
重

視
し
た
キ
ダ
ー
は
、「
知
識
を
広
げ
、自
ら
思
考
す
る

女
性
」を
育
て
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

　
本
学
の
建
学
の
精
神
は「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
基
づ

く
女
性
教
育
」、教
育
理
念
は「For O

thers

」で
あ

る
。こ
の
先
行
き
の
見
え
な
い
時
代
に
、自
分
の
な
す

べ
き
こ
と
を
見
い
だ
し
、他
者
を
慮
る
こ
と
の
で
き
る

「
新
し
い
時
代
を
切
り
拓
く
女
性
」を
こ
れ
か
ら
も
社

会
に
送
り
出
し
て
い
き
た
い
。
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１
． 

新
島
襄
と
同
志
社
女
子
大
学

　
は
じ
め
に
、新
島
襄
に
ま
つ
わ
る
本
学
の
歴
史
上
の
出
来
事
の
い

く
つ
か
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

  

1
8
7
5（
明
治
8
）年
、ア
メ
リ
カ
で
約
10
年
間
学
ん
だ
新
島

襄
は
彼
の
理
想
の
教
育
を
実
行
す
べ
く
同
志
社
英
学
校
を
設
立

し
、翌
1
8
7
6
年
に
京
都
御
苑
内
に
、宣
教
師
A・J・ス
タ
ー
ク

ウ
ェ
ザ
ー
、妻
で
あ
る
新
島
八
重
と
と
も
に
女
子
塾
を
開
設
し
た
。

こ
の
女
子
塾
が
本
学
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
。1
8
7
7
年
、新
島
襄
が

校
長
と
な
り
同
志
社
女
学
校
が
開
校
さ
れ
、そ
の
翌
年
、校
舎
を

現
在
の
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
の
地
に
移
転
し
た
。1
8
7
9
年
、同

志
社
英
学
校
は
15
人
の
卒
業
生
を
出
し
た
。学
校
と
し
て
の
基
盤

を
築
い
た
か
に
見
え
た
が
、実
際
は
経
営
的
に
危
機
的
状
況
に
あ
っ

た
。新
島
は
一
通
の
手
紙
を
ア
メ
リ
カ
の
父
と
も
言
う
べ
き
ハ
ー

デ
ィ
氏
に
送
り
、寄
付
を
得
る
こ
と
で
同
志
社
は
危
機
を
脱
す
る
こ

と
が
で
き
た
。1
8
8
6
年
、新
島
は
将
来
の
医
学
部
の
た
め
に
同

志
社
病
院
な
ら
び
に
京
都
看
病
婦
学
校
を
創
設
し
た
。京
都
看
病

婦
学
校
は
、看
護
学
校
と
し
て
日
本
で
2
番
目
の
歴
史
を
有
し
、ア

メ
リ
カ
で
最
初
の
訓
練
看
護
婦
で
あ
っ
た
リ
ン
ダ・リ
チ
ャ
ー
ズ
を

迎
え
、当
時
最
先
端
の
看
護
教
育
を
開
始
し
た
学
校
で
あ
る
。本

学
の
看
護
学
部
の
前
身
で
あ
る
。新
島
は
同
志
社
英
学
校
を
創
立

し
た
数
年
後
か
ら
大
学
昇
格
運
動
に
着
手
し
て
い
る
が
、彼
の
生

前
は
そ
の
日
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。ま
た
、1
8
9
7
年

に
病
院
と
看
護
学
校
は
同
志
社
理
事
を
務
め
医
師
で
あ
っ
た
佐
伯

理
一
郎
に
管
理
が
委
ね
ら
れ
、1
9
0
6
年
、廃
校
に
な
っ
た
。

　
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
出
来
事
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、新
島
の

教
育
に
対
す
る
熱
き
思
い
と
危
機
に
迅
速
に
対
処
す
る
態
度
で
あ

り
、ま
た
創
立
者
の
思
い
を
引
き
継
ぐ
本
学
の
伝
統
で
あ
る
。

２
． 

新
島
の
女
子
教
育

　

同
志
社
女
子
大
学
は
2
0
2
6
年
に
創
立
1
5
0
周
年
を
迎

え
る
。現
在
約
6
2
0
0
名
の
学
生
が
近
代
的
な
京
田
辺
キ
ャ
ン

パ
ス
と
歴
史
あ
る
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
に
通
う
。現
在
、本
学
は

2
0
2
6
年
ま
で
の
中
長
期
活
動
目
標
で
あ
る「V

ision 150

」を

策
定
し
、実
現
す
べ
き
様
々
な
施
策
を
推
進
し
て
い
る
。そ
の
コ
ン
セ

プ
ト
は
、「
21
世
紀
社
会
を
女
性
の
視
点
で『
改
良
』で
き
る
人
物

の
育
成
」で
あ
る
。あ
え
て「
改
良
」と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
は
、

新
島
の
言
葉
で
あ
る「
世
の
革
命
者
と
成
ら
れ
よ
。否
世
の
改
良
者

と
成
り
て
働
か
れ
た
し
」に
依
拠
し
て
い
る
。こ
れ
は
、1
8
8
6
年

に
発
足
し
た
社
会
改
良
団
体
、日
本
基
督
教
婦
人
矯
風
会
の
書
記

で
あ
っ
た
佐
々
木
豊
寿
に
対
し
て
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
。ま
た
同
時

に
新
島
は
女
性
の
権
利
を
拡
張
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
触
れ
、そ
の

た
め
に
は
ま
ず
女
生
徒
に
、人
権
を
重
ん
じ
る
こ
と
、こ
う
が
い

慷
慨
心
を
起

こ
さ
せ
る
こ
と
を
教
え
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。新
島
が
亡
く
な

る
1
カ
月
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。生
命
の
終
わ
り
を
自
覚
し
て
い
た

新
島
の
日
本
女
性
に
対
す
る
精
神
的
自
立
と
社
会
改
良
事
業
へ
の

積
極
的
な
参
画
を
願
う
熱
い
思
い
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

　

新
島
は
社
会
の
発
展
に
は
女
子
教
育
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
が
不

可
欠
と
考
え
て
い
た
。そ
し
て
、彼
の「
女
子
教
育
は
社
会
の
母
の

母
な
り
と
」と
い
う
言
葉
に
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
日
本
の

女
性
の
権
利
拡
張
の
た
め
努
力
し
続
け
た
。し
か
し
な
が
ら
最
初

か
ら
女
子
教
育
の
重
要
性
に
気
付
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。新
島

が
生
ま
れ
た
江
戸
時
代
は
儒
教
的
女
性
観
が
強
い
時
代
で
あ
り
、

男
尊
女
卑
の
女
性
観
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。新
島
は
ア
メ
リ
カ
や

西
欧
諸
国
に
滞
在
す
る
こ
と
で
、当
時
の
日
本
人
女
性
と
は
異

な
っ
た
独
立
し
た
女
性
の
生
き
方
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。帰
国

後
、日
本
の
女
性
の
状
況
を
見
て
、女
子
教
育
の
重
要
性
を
認
識

し
、「
改
良
」を
試
み
た
の
で
あ
る
。言
い
換
え
れ
ば
、新
島
の
女
性

観
は
外
の
世
界
を
経
験
す
る
こ
と
で
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、新
島
の
使
っ
て
い
る「
改
良
」と
い
う
言
葉
は
明
治

期
に
英
語
のreform

の
訳
語
と
し
て
作
ら
れ
た
語
で
あ
る
。英
語

のreform

は
社
会
、制
度
、政
治
、宗
教
そ
し
て
人
間
を
含
め
た

事
柄
を
改
革
、改
善
、刷
新
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。明
治
時
代

の
新
島
はreform

の
訳
語
を
忠
実
に
使
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。新
島
の
こ
う
し
た
改
革
の
精
神
は
彼
の
死
後
も
本
学
で
生
き

続
け
て
い
る
。

同
志
社
女
子
大
学
に
息
づ
く

「
改
良
」の
精
神

飯
田 

毅
　
同
志
社
女
子
大
学
学
長

３
． 

本
学
の
改
革
と
ガ
バ
ナ
ン
ス

　

本
学
の
長
い
歴
史
の
中
で
、私
自
身
が
目
の
当
た
り
に
し
た
最

も
大
き
な
改
革
は
、短
期
大
学
部
の
改
組
か
ら
始
ま
る
。私
は

1
9
9
6
年
に
短
期
大
学
部
英
米
語
科
に
赴
任
し
た
。そ
の
年
の

教
授
会
か
ら
短
期
大
学
部
の
四
年
制
大
学
へ
の
改
組
転
換
の
議

論
が
始
ま
っ
た
。そ
れ
は
驚
き
と
と
も
に
、大
学
が
大
き
く
変
わ
ら

ざ
る
を
得
な
い
一
つ
の
象
徴
的
な
出
来
事
と
し
て
印
象
深
く
私
の

記
憶
に
刻
ま
れ
て
い
る
。そ
の
当
時
本
学
は
学
部
が
2
学
部
5
学

科
、短
期
大
学
部
は
2
学
科
の
体
制
で
あ
っ
た
。2
0
0
0
年
に

短
期
大
学
部
を
現
代
社
会
学
部
に
改
組
転
換
す
る
こ
と
で
、学
芸

学
部
と
生
活
科
学
部
に
加
え
て
新
た
に
社
会
科
学
系
の
学
部
を

設
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
。そ
の
後
2
0
0
5
年
に
、薬
学
部
を

開
設
。2
0
0
9
年
に
は
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
に
英
語
英
文
学
科

と
日
本
語
日
本
文
学
科
を
移
転
さ
せ
、表
象
文
化
学
部
を
開
設

し
た
。2
0
1
5
年
に
看
護
学
部
を
設
立
し
、現
在
は
6
学
部
11

学
科
1
専
攻
科
5
研
究
科
を
有
す
る
女
子
総
合
大
学
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
本
学
は
、常
に
時
代
の
要
請
に
応
え
、社
会
に
貢
献
で

き
る
女
性
の
育
成
の
た
め
に
改
革
を
続
け
て
い
る
。

　
20
年
以
上
に
わ
た
る
本
学
の
学
部
学
科
の
新
設
お
よ
び
改
組
転

換
を
可
能
に
し
た
も
の
は
、何
で
あ
ろ
う
か
。今
、改
め
て
本
学
の

歴
史
を
振
り
返
る
時
、前
述
し
た
新
島
の
教
育
に
対
す
る
熱
意
、

危
機
に
対
す
る
態
度
、そ
し
て
そ
の
新
島
の
思
い
を
受
け
継
ぐ
伝

統
が
、本
学
の
中
に
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。さ
ら

に
、私
は
本
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
し
っ
か
り
と
機
能
し
て
い
た
た
め
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
2
0
1
４
年
の
学
校
教
育
法
の
改
正
に
よ
って
、教
授
会
の
役
割

が
明
確
化
さ
れ
、ま
た
学
長
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に

新
し
い
。こ
の
法
律
改
正
の
真
の
目
的
は
、大
学
に
お
け
る
権
限
と

責
任
の
所
在
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。国
立
大
学
が
法
人
化

さ
れ
た
中
で
、依
然
と
し
て
大
学
に
お
け
る
責
任
と
権
限
の
曖
昧
さ

が
残
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。言
い
換
え
れ
ば
、大
学
に
お
け
る
ガ
バ

ナ
ン
ス
改
革
で
あ
る
。ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
用
語
は
、様
々
な
意
味
で

使
わ
れ
て
い
る
。中
央
教
育
審
議
会
大
学
分
科
会
の「
大
学
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
改
革
の
推
進
に
つ
い
て（
審
議
ま
と
め
）」で
は
、ガ
バ
ナ
ン
ス

を「
教
学
及
び
経
営
の
観
点
か
ら
、法
令
上
設
け
ら
れ
て
い
る
各
機

関（
学
長
、教
授
会
、理
事
会
、監
事
等
）の
役
割
や
、機
関
相
互
の

関
係
性
」と
定
義
さ
れ
て
い
る
。そ
の
意
味
で
言
え
ば
、本
学
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
は
学
校
教
育
法
改
正
以
前
か
ら
明
確
で
あ
っ
た
。特
に
、教

育
研
究
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
２
つ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の
専
任
教
員

が
一
堂
に
会
し
て
審
議
す
る
教
授
会
、学
長
の
下
で
全
て
の
学
部
長

を
含
む
事
務
機
構
上
の
部
長
に
よ
って
構
成
さ
れ
、制
度・予
算・施

設・人
事
等
を
提
案
す
る
常
任
委
員
会
、そ
し
て
学
長
が
そ
れ
ら
の

事
項
に
つ
い
て
諮
問
し
、了
承
を
得
る
評
議
会
と
い
う
よ
う
に
本
学

の
組
織
に
お
い
て
は
、責
任
の
所
在
と
権
限
、そ
し
て
役
割
や
相
互

の
関
連
性
が
明
確
で
あ
る
。そ
れ
に
加
え
て
、全
学
生
数
の
約
半
数

の
女
子
の
み
を
入
学
者
の
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
現
実
に
対
す
る

危
機
意
識
も
改
革
の
原
動
力
の
一つ
に
な
って
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、ガ
バ
ナ
ン
ス
は
あ
く
ま
で
も
制
度
で
あ
り
、そ
れ
を
動
か

す
の
は
人
で
あ
る
。大
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
は
目
的
で
は
な
く
あ

く
ま
で
も
手
段
で
あ
る
。言
う
ま
で
も
な
く
、大
学
の
目
的
は
、教

育
、研
究
、そ
し
て
社
会
貢
献
で
あ
り
、社
会
か
ら
期
待
さ
れ
る
役

割
を
果
た
す
こ
と
に
あ
る
。迅
速
か
つ
効
果
的
に
大
学
改
革
を
推

進
さ
せ
る
た
め
に
は
、学
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、教
職
員
の
理

解
と
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。2
0
1
9
年
学
長
に
就
任
し
た
私

は
学
長
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
分
、教
職
員
同
士
お
よ
び
教
職
員

と
の
対
話（D

ialogue

）が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
、そ
の

対
話
の
中
か
ら
他
に
は
な
い
独
創
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア（Idea

）を
生

か
し
、学
生
と
教
職
員
の
成
長（G

row
th

）を
促
す
こ
と
で
、本
学

の
発
展
を
期
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。そ
の
た
め
に
で
き
る
だ
け
多

く
の
教
職
員
と
の
対
話
の
機
会
を
設
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

４
． 

本
学
の
教
育
改
革
と
課
題

　

本
学
は
３
つ
の
教
育
理
念
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
主
義
、国
際
主

義
、リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
を
掲
げ
、良
心
教
育
を
核
と
し
て
女
子
教
育

を
推
進
し
て
き
た
。教
育
の
改
革
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
革
と
は
異
な

り
、教
職
員
の
熱
意
と
根
気
、時
間
を
要
し
、分
析
と
改
善
を
繰
り

返
し
な
が
ら
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
2
0
2
0
年
1
月
に
出
さ
れ
た「
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
指
針
」の
目

的
を
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、2
0
1
8
年
に
出
さ
れ
た「
2
0
4
0

年
に
向
け
た
高
等
教
育
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン（
答
申
）」の
真
意
で

あ
る
学
習
者
本
位
の
教
育
の
実
現
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
管
理

運
営
に
つ
い
て
の
方
針
で
あ
る
。こ
の
指
針
は
、主
に
正
課
活
動
が
対

象
と
な
っ
て
い
る
が
、本
学
は
正
課
外
で
あ
っ
て
も
学
生
の
成
長
に

と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
活
動
も
対
象
と
し
て
い

る
。こ
こ
で
は
本
学
の
教
育
理
念
と
教
育
の
特
徴
を
紹
介
し
、教
育

改
革
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

新
島
は
キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
通
し
て「
良
心
を
手
腕
に
運
用
す

る
人
物
」の
育
成
に
努
め
て
き
た
。こ
れ
は
単
に
技
術
や
才
能
あ
る

人
物
を
育
成
す
る
だ
け
で
な
く
、キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
徳
育
の
基

本
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。こ
の
考
え
方
の
下
、「
聖
書
」を
各
学

部
の
必
修
科
目
と
し
、年
間
を
通
し
て
ほ
ぼ
毎
日
1
講
時
と
2
講

視
点

時
の
時
間
割
の
間
に
礼
拝
の
時
間
を
設
け
、本
学
の
教
職
員
、学

生
、ま
た
、卒
業
生
を
含
め
た
社
会
で
活
躍
す
る
人
々
を
招
い
て
話

を
し
て
い
た
だ
く
奨
励
の
機
会
に
し
て
い
る
。礼
拝
は
宗
教
部
が

中
心
と
な
っ
て
実
施
し
て
い
る
。他
に
も
宗
教
部
の
主
催
す
る
リ
ト

リ
ー
ト
等
の
様
々
な
取
り
組
み
や
行
事
を
通
し
て「
自
ら
の
た
め
だ

け
で
な
く
、他
者
の
た
め
に
学
び
生
き
る
」と
い
う
本
学
の
キ
リ
ス

ト
教
主
義
精
神
を
広
め
て
い
る
。2
0
1
５
年
に
は
宗
教
部
に
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
が
誕
生
し
、学
内
外
に
お
け
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
進
め
て
い
る
。し
か
し
、果
た
し
て
キ
リ
ス
ト
教

主
義
教
育
の
成
果
を
正
確
に
把
握
し
、可
視
化
す
る
こ
と
は
可
能

だ
ろ
う
か
。こ
の
こ
と
は
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
指
針
で
も
、全
て
の

学
修
成
果・教
育
成
果
を
網
羅
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
し
て
い
る
。当
然
の
こ
と
で
あ
る
。全
て
の
活
動
の
可
視
化
に
は

限
界
が
あ
る
が
、そ
の
中
で
学
生
の
成
長
実
感
、満
足
度
な
ど
を

収
集
し
、活
動
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
も
う
一つ
の
本
学
の
教
育
理
念
は
国
際
主
義
で
あ
る
。国
際
化
に

当
て
は
ま
る
英
語
は
、Globalization

とInternationalization

が
あ
る
。前
者
は
、制
度
や
文
化
を
平
準
化
し
て
、単
一
の
尺
度
で

物
事
を
進
め
よ
う
と
す
る
一
面
を
持
つ
の
に
対
し
、後
者
は
制
度
、

慣
習
、言
語
、文
化
等
を
異
に
す
る
国（
地
域
）同
士
、あ
る
い
は
人

間
同
士
の
相
互
の
違
い
を
認
め
た
上
で
尊
重
す
る
と
い
う
意
味
を

持
つ
。本
学
の
国
際
主
義
の
英
語
訳
はG

lobalism

で
は
な
く

Internationalism

で
あ
る
。互
い
を
理
解
し
、違
い
を
認
め
合

い
、尊
重
し
た
上
で
交
流
を
深
め
る
こ
と
で
あ
り
、ひ
い
て
は
国
際

平
和
に
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

現
在
本
学
の
海
外
協
定
大
学
数
は
13
カ
国
に
わ
た
り
合
計
69

大
学
存
在
す
る
。日
本
は
少
子
化
で
あ
る
が
、世
界
の
学
生
数
は
増

加
の
傾
向
に
あ
る
。特
に
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
学
生
数
の
増
加
が
著
し

く
、世
界
中
の
大
学
が
ア
ジ
ア
の
留
学
生
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い

る
。英
語
は
現
在
国
際
共
通
語
と
言
う
べ
き
言
語
と
な
っ
て
い
る

が
、実
は
ア
メ
リ
カ
、イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
し
た
英
語
圏
の
話
者
は

増
え
て
は
い
な
い
。ア
ジ
ア
諸
国
で
は
自
国
の
言
語
に
加
え
て
、英

語
を
も
う
一
つ
の
言
語
と
し
て
学
ぶ
学
習
者
が
増
え
て
い
る
。英
語

を
共
通
言
語
と
し
て
本
学
の
学
生
が
ア
ジ
ア
の
学
生
と
英
語
を
通

し
て
理
解
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な
中
で
、

本
学
の
学
生
が
ア
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生
と
共
に
学
び
合
う
機
会
を

設
け
る
た
め
の
新
た
な
制
度
や
方
法
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

三
つ
目
は
、リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
の
精
神
を
生
か
し
た
学
び
で
あ

る
。本
学
の
英
語
名
はD

oshisha W
om
en’s C

ollege of 
Liberal A

rts

（D
W
C
LA

）で
あ
る
。学
部
学
科
の
専
門
分
野
の

知
識
や
技
術
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、世
の
中
の
動
き
を
知
る
と
同

時
に
多
様
な
分
野
の
学
問
を
修
め
る
こ
と
、そ
し
て
、批
判
的
思
考

力
を
身
に
付
け
る
と
い
う
意
味
で
、リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
は
極
め
て
重

要
な
理
念
で
あ
る
。そ
れ
に
加
え
て
ど
の
分
野
の
学
問
を
専
攻
す

る
場
合
に
も
、ま
た
社
会
の
ど
の
分
野
に
進
む
場
合
に
も
必
要
と

さ
れ
る
、学
士
と
し
て
の
基
礎
的・汎
用
的
能
力
の
獲
得
が
重
視
さ

れ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
能
力
は
学
位
授
与
方
針
に
掲
げ
ら
れ
て
お

り
、学
生
に
よ
り
良
く
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
2
0
1
2
年
度

よ
り
学
生
に
卒
業
ま
で
に
身
に
付
け
て
も
ら
い
た
い
10
の
力
、略
し

て「
D
W
C
L
A
10
」と
し
て
具
体
的
に
表
現
し
、シ
ラ
バ
ス
に
も

入
れ
、学
生
自
身
も
ど
の
程
度
身
に
つ
け
た
か
を
評
価
し
て
い
る
。

6
学
部
11
学
科
の
現
在
、改
め
て
本
学
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ

と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　

2
0
1
5
年
、本
学
に
お
け
る
女
子
教
育
の
推
進
を
目
指
し

て
、女
性
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
た
。そ
の
目

的
は
、主
に
卒
業
生
や
在
学
生
を
対
象
と
し
て
、女
性
が
生
涯
に
わ

た
っ
て
社
会
的
役
割
を
担
い
、能
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
支
援
と

提
言
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。女
性
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
た
め
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
企
画
や
講
演
会
の
開
催
、学
内
外
機
関
と
の
連
携
や
協

働
に
よ
り
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
る
。昨
年
度
、本
学
の

国
際
教
養
学
科
の
主
催
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
第
一
人
者
と
言
う

べ
き
講
師
を
招
い
て
講
演
会
が
開
か
れ
た
。当
日
は
大
き
な
教
室

が
学
生
で
埋
ま
り
、熱
心
に
耳
を
傾
け
る
学
生
の
姿
を
目
の
当
た

り
に
し
て
、そ
の
関
心
の
高
さ
に
驚
く
と
と
も
に
、こ
の
分
野
の
充

実
を
さ
ら
に
図
る
必
要
が
あ
る
と
強
く
感
じ
た
。

5
． 

お
わ
り
に

　

新
島
は
亡
く
な
る
2
日
前
、遺
言
の
中
で
、機
械
的
に
物
事
を

処
理
す
る
危
険
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。大
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
や

教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
。ど
ん
な

に
立
派
な
組
織
が
出
来
上
が
っ
て
も
、た
だ
機
械
的
に
ス
ム
ー
ズ
に

流
れ
る
だ
け
で
は
組
織
は
危
機
に
瀕
す
る
。本
学
の
F
D
の
特
徴

の
一
つ
は
、全
学
部
学
科
の
教
員
が
集
ま
り
、学
部
学
科
の
枠
を
越

え
て
取
り
組
む
点
に
あ
る
。昨
年
度
は
、全
学
部
の
教
員
が
4
名

の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、課
題
と
な
る
レ
ポ
ー
ト
を
評
価
し
合
い
、

ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
を
作
る
と
い
う
合
同
研
修
会
が
開
か
れ
た
。こ
の
よ

う
に
地
味
で
は
あ
る
が
、真
の
教
育
の
改
革
に
ふ
さ
わ
し
い
実
践
の

積
み
重
ね
が
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
枠
組
み
を
越
え

る
取
り
組
み
に
つ
な
が
る
と
確
信
し
て
い
る
。

10



１
． 

新
島
襄
と
同
志
社
女
子
大
学

　
は
じ
め
に
、新
島
襄
に
ま
つ
わ
る
本
学
の
歴
史
上
の
出
来
事
の
い

く
つ
か
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

  

1
8
7
5（
明
治
8
）年
、ア
メ
リ
カ
で
約
10
年
間
学
ん
だ
新
島

襄
は
彼
の
理
想
の
教
育
を
実
行
す
べ
く
同
志
社
英
学
校
を
設
立

し
、翌
1
8
7
6
年
に
京
都
御
苑
内
に
、宣
教
師
A・J・ス
タ
ー
ク

ウ
ェ
ザ
ー
、妻
で
あ
る
新
島
八
重
と
と
も
に
女
子
塾
を
開
設
し
た
。

こ
の
女
子
塾
が
本
学
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
。1
8
7
7
年
、新
島
襄
が

校
長
と
な
り
同
志
社
女
学
校
が
開
校
さ
れ
、そ
の
翌
年
、校
舎
を

現
在
の
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
の
地
に
移
転
し
た
。1
8
7
9
年
、同

志
社
英
学
校
は
15
人
の
卒
業
生
を
出
し
た
。学
校
と
し
て
の
基
盤

を
築
い
た
か
に
見
え
た
が
、実
際
は
経
営
的
に
危
機
的
状
況
に
あ
っ

た
。新
島
は
一
通
の
手
紙
を
ア
メ
リ
カ
の
父
と
も
言
う
べ
き
ハ
ー

デ
ィ
氏
に
送
り
、寄
付
を
得
る
こ
と
で
同
志
社
は
危
機
を
脱
す
る
こ

と
が
で
き
た
。1
8
8
6
年
、新
島
は
将
来
の
医
学
部
の
た
め
に
同

志
社
病
院
な
ら
び
に
京
都
看
病
婦
学
校
を
創
設
し
た
。京
都
看
病

婦
学
校
は
、看
護
学
校
と
し
て
日
本
で
2
番
目
の
歴
史
を
有
し
、ア

メ
リ
カ
で
最
初
の
訓
練
看
護
婦
で
あ
っ
た
リ
ン
ダ・リ
チ
ャ
ー
ズ
を

迎
え
、当
時
最
先
端
の
看
護
教
育
を
開
始
し
た
学
校
で
あ
る
。本

学
の
看
護
学
部
の
前
身
で
あ
る
。新
島
は
同
志
社
英
学
校
を
創
立

し
た
数
年
後
か
ら
大
学
昇
格
運
動
に
着
手
し
て
い
る
が
、彼
の
生

前
は
そ
の
日
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。ま
た
、1
8
9
7
年

に
病
院
と
看
護
学
校
は
同
志
社
理
事
を
務
め
医
師
で
あ
っ
た
佐
伯

理
一
郎
に
管
理
が
委
ね
ら
れ
、1
9
0
6
年
、廃
校
に
な
っ
た
。

　
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
出
来
事
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、新
島
の

教
育
に
対
す
る
熱
き
思
い
と
危
機
に
迅
速
に
対
処
す
る
態
度
で
あ

り
、ま
た
創
立
者
の
思
い
を
引
き
継
ぐ
本
学
の
伝
統
で
あ
る
。

２
． 
新
島
の
女
子
教
育

　

同
志
社
女
子
大
学
は
2
0
2
6
年
に
創
立
1
5
0
周
年
を
迎

え
る
。現
在
約
6
2
0
0
名
の
学
生
が
近
代
的
な
京
田
辺
キ
ャ
ン

パ
ス
と
歴
史
あ
る
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
に
通
う
。現
在
、本
学
は

2
0
2
6
年
ま
で
の
中
長
期
活
動
目
標
で
あ
る「V
ision 150

」を

策
定
し
、実
現
す
べ
き
様
々
な
施
策
を
推
進
し
て
い
る
。そ
の
コ
ン
セ

プ
ト
は
、「
21
世
紀
社
会
を
女
性
の
視
点
で『
改
良
』で
き
る
人
物

の
育
成
」で
あ
る
。あ
え
て「
改
良
」と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
は
、

新
島
の
言
葉
で
あ
る「
世
の
革
命
者
と
成
ら
れ
よ
。否
世
の
改
良
者

と
成
り
て
働
か
れ
た
し
」に
依
拠
し
て
い
る
。こ
れ
は
、1
8
8
6
年

に
発
足
し
た
社
会
改
良
団
体
、日
本
基
督
教
婦
人
矯
風
会
の
書
記

で
あ
っ
た
佐
々
木
豊
寿
に
対
し
て
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
。ま
た
同
時

に
新
島
は
女
性
の
権
利
を
拡
張
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
触
れ
、そ
の

た
め
に
は
ま
ず
女
生
徒
に
、人
権
を
重
ん
じ
る
こ
と
、こ
う
が
い

慷
慨
心
を
起

こ
さ
せ
る
こ
と
を
教
え
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。新
島
が
亡
く
な

る
1
カ
月
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。生
命
の
終
わ
り
を
自
覚
し
て
い
た

新
島
の
日
本
女
性
に
対
す
る
精
神
的
自
立
と
社
会
改
良
事
業
へ
の

積
極
的
な
参
画
を
願
う
熱
い
思
い
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

　

新
島
は
社
会
の
発
展
に
は
女
子
教
育
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
が
不

可
欠
と
考
え
て
い
た
。そ
し
て
、彼
の「
女
子
教
育
は
社
会
の
母
の

母
な
り
と
」と
い
う
言
葉
に
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
日
本
の

女
性
の
権
利
拡
張
の
た
め
努
力
し
続
け
た
。し
か
し
な
が
ら
最
初

か
ら
女
子
教
育
の
重
要
性
に
気
付
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。新
島

が
生
ま
れ
た
江
戸
時
代
は
儒
教
的
女
性
観
が
強
い
時
代
で
あ
り
、

男
尊
女
卑
の
女
性
観
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。新
島
は
ア
メ
リ
カ
や

西
欧
諸
国
に
滞
在
す
る
こ
と
で
、当
時
の
日
本
人
女
性
と
は
異

な
っ
た
独
立
し
た
女
性
の
生
き
方
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。帰
国

後
、日
本
の
女
性
の
状
況
を
見
て
、女
子
教
育
の
重
要
性
を
認
識

し
、「
改
良
」を
試
み
た
の
で
あ
る
。言
い
換
え
れ
ば
、新
島
の
女
性

観
は
外
の
世
界
を
経
験
す
る
こ
と
で
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、新
島
の
使
っ
て
い
る「
改
良
」と
い
う
言
葉
は
明
治

期
に
英
語
のreform

の
訳
語
と
し
て
作
ら
れ
た
語
で
あ
る
。英
語

のreform

は
社
会
、制
度
、政
治
、宗
教
そ
し
て
人
間
を
含
め
た

事
柄
を
改
革
、改
善
、刷
新
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。明
治
時
代

の
新
島
はreform

の
訳
語
を
忠
実
に
使
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。新
島
の
こ
う
し
た
改
革
の
精
神
は
彼
の
死
後
も
本
学
で
生
き

続
け
て
い
る
。

３
． 

本
学
の
改
革
と
ガ
バ
ナ
ン
ス

　

本
学
の
長
い
歴
史
の
中
で
、私
自
身
が
目
の
当
た
り
に
し
た
最

も
大
き
な
改
革
は
、短
期
大
学
部
の
改
組
か
ら
始
ま
る
。私
は

1
9
9
6
年
に
短
期
大
学
部
英
米
語
科
に
赴
任
し
た
。そ
の
年
の

教
授
会
か
ら
短
期
大
学
部
の
四
年
制
大
学
へ
の
改
組
転
換
の
議

論
が
始
ま
っ
た
。そ
れ
は
驚
き
と
と
も
に
、大
学
が
大
き
く
変
わ
ら

ざ
る
を
得
な
い
一
つ
の
象
徴
的
な
出
来
事
と
し
て
印
象
深
く
私
の

記
憶
に
刻
ま
れ
て
い
る
。そ
の
当
時
本
学
は
学
部
が
2
学
部
5
学

科
、短
期
大
学
部
は
2
学
科
の
体
制
で
あ
っ
た
。2
0
0
0
年
に

短
期
大
学
部
を
現
代
社
会
学
部
に
改
組
転
換
す
る
こ
と
で
、学
芸

学
部
と
生
活
科
学
部
に
加
え
て
新
た
に
社
会
科
学
系
の
学
部
を

設
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
。そ
の
後
2
0
0
5
年
に
、薬
学
部
を

開
設
。2
0
0
9
年
に
は
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
に
英
語
英
文
学
科

と
日
本
語
日
本
文
学
科
を
移
転
さ
せ
、表
象
文
化
学
部
を
開
設

し
た
。2
0
1
5
年
に
看
護
学
部
を
設
立
し
、現
在
は
6
学
部
11

学
科
1
専
攻
科
5
研
究
科
を
有
す
る
女
子
総
合
大
学
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
本
学
は
、常
に
時
代
の
要
請
に
応
え
、社
会
に
貢
献
で

き
る
女
性
の
育
成
の
た
め
に
改
革
を
続
け
て
い
る
。

　
20
年
以
上
に
わ
た
る
本
学
の
学
部
学
科
の
新
設
お
よ
び
改
組
転

換
を
可
能
に
し
た
も
の
は
、何
で
あ
ろ
う
か
。今
、改
め
て
本
学
の

歴
史
を
振
り
返
る
時
、前
述
し
た
新
島
の
教
育
に
対
す
る
熱
意
、

危
機
に
対
す
る
態
度
、そ
し
て
そ
の
新
島
の
思
い
を
受
け
継
ぐ
伝

統
が
、本
学
の
中
に
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。さ
ら

に
、私
は
本
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
し
っ
か
り
と
機
能
し
て
い
た
た
め
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
2
0
1
４
年
の
学
校
教
育
法
の
改
正
に
よ
って
、教
授
会
の
役
割

が
明
確
化
さ
れ
、ま
た
学
長
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に

新
し
い
。こ
の
法
律
改
正
の
真
の
目
的
は
、大
学
に
お
け
る
権
限
と

責
任
の
所
在
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。国
立
大
学
が
法
人
化

さ
れ
た
中
で
、依
然
と
し
て
大
学
に
お
け
る
責
任
と
権
限
の
曖
昧
さ

が
残
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。言
い
換
え
れ
ば
、大
学
に
お
け
る
ガ
バ

ナ
ン
ス
改
革
で
あ
る
。ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
用
語
は
、様
々
な
意
味
で

使
わ
れ
て
い
る
。中
央
教
育
審
議
会
大
学
分
科
会
の「
大
学
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
改
革
の
推
進
に
つ
い
て（
審
議
ま
と
め
）」で
は
、ガ
バ
ナ
ン
ス

を「
教
学
及
び
経
営
の
観
点
か
ら
、法
令
上
設
け
ら
れ
て
い
る
各
機

関（
学
長
、教
授
会
、理
事
会
、監
事
等
）の
役
割
や
、機
関
相
互
の

関
係
性
」と
定
義
さ
れ
て
い
る
。そ
の
意
味
で
言
え
ば
、本
学
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
は
学
校
教
育
法
改
正
以
前
か
ら
明
確
で
あ
っ
た
。特
に
、教

育
研
究
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
２
つ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の
専
任
教
員

が
一
堂
に
会
し
て
審
議
す
る
教
授
会
、学
長
の
下
で
全
て
の
学
部
長

を
含
む
事
務
機
構
上
の
部
長
に
よ
って
構
成
さ
れ
、制
度・予
算・施

設・人
事
等
を
提
案
す
る
常
任
委
員
会
、そ
し
て
学
長
が
そ
れ
ら
の

事
項
に
つ
い
て
諮
問
し
、了
承
を
得
る
評
議
会
と
い
う
よ
う
に
本
学

の
組
織
に
お
い
て
は
、責
任
の
所
在
と
権
限
、そ
し
て
役
割
や
相
互

の
関
連
性
が
明
確
で
あ
る
。そ
れ
に
加
え
て
、全
学
生
数
の
約
半
数

の
女
子
の
み
を
入
学
者
の
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
現
実
に
対
す
る

危
機
意
識
も
改
革
の
原
動
力
の
一つ
に
な
って
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、ガ
バ
ナ
ン
ス
は
あ
く
ま
で
も
制
度
で
あ
り
、そ
れ
を
動
か

す
の
は
人
で
あ
る
。大
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
は
目
的
で
は
な
く
あ

く
ま
で
も
手
段
で
あ
る
。言
う
ま
で
も
な
く
、大
学
の
目
的
は
、教

育
、研
究
、そ
し
て
社
会
貢
献
で
あ
り
、社
会
か
ら
期
待
さ
れ
る
役

割
を
果
た
す
こ
と
に
あ
る
。迅
速
か
つ
効
果
的
に
大
学
改
革
を
推

進
さ
せ
る
た
め
に
は
、学
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、教
職
員
の
理

解
と
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。2
0
1
9
年
学
長
に
就
任
し
た
私

は
学
長
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
分
、教
職
員
同
士
お
よ
び
教
職
員

と
の
対
話（D

ialogue

）が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
、そ
の

対
話
の
中
か
ら
他
に
は
な
い
独
創
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア（Idea

）を
生

か
し
、学
生
と
教
職
員
の
成
長（G

row
th

）を
促
す
こ
と
で
、本
学

の
発
展
を
期
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。そ
の
た
め
に
で
き
る
だ
け
多

く
の
教
職
員
と
の
対
話
の
機
会
を
設
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

４
． 

本
学
の
教
育
改
革
と
課
題

　

本
学
は
３
つ
の
教
育
理
念
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
主
義
、国
際
主

義
、リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
を
掲
げ
、良
心
教
育
を
核
と
し
て
女
子
教
育

を
推
進
し
て
き
た
。教
育
の
改
革
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
革
と
は
異
な

り
、教
職
員
の
熱
意
と
根
気
、時
間
を
要
し
、分
析
と
改
善
を
繰
り

返
し
な
が
ら
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
2
0
2
0
年
1
月
に
出
さ
れ
た「
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
指
針
」の
目

的
を
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、2
0
1
8
年
に
出
さ
れ
た「
2
0
4
0

年
に
向
け
た
高
等
教
育
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン（
答
申
）」の
真
意
で

あ
る
学
習
者
本
位
の
教
育
の
実
現
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
管
理

運
営
に
つ
い
て
の
方
針
で
あ
る
。こ
の
指
針
は
、主
に
正
課
活
動
が
対

象
と
な
っ
て
い
る
が
、本
学
は
正
課
外
で
あ
っ
て
も
学
生
の
成
長
に

と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
活
動
も
対
象
と
し
て
い

る
。こ
こ
で
は
本
学
の
教
育
理
念
と
教
育
の
特
徴
を
紹
介
し
、教
育

改
革
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

新
島
は
キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
通
し
て「
良
心
を
手
腕
に
運
用
す

る
人
物
」の
育
成
に
努
め
て
き
た
。こ
れ
は
単
に
技
術
や
才
能
あ
る

人
物
を
育
成
す
る
だ
け
で
な
く
、キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
徳
育
の
基

本
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。こ
の
考
え
方
の
下
、「
聖
書
」を
各
学

部
の
必
修
科
目
と
し
、年
間
を
通
し
て
ほ
ぼ
毎
日
1
講
時
と
2
講

時
の
時
間
割
の
間
に
礼
拝
の
時
間
を
設
け
、本
学
の
教
職
員
、学

生
、ま
た
、卒
業
生
を
含
め
た
社
会
で
活
躍
す
る
人
々
を
招
い
て
話

を
し
て
い
た
だ
く
奨
励
の
機
会
に
し
て
い
る
。礼
拝
は
宗
教
部
が

中
心
と
な
っ
て
実
施
し
て
い
る
。他
に
も
宗
教
部
の
主
催
す
る
リ
ト

リ
ー
ト
等
の
様
々
な
取
り
組
み
や
行
事
を
通
し
て「
自
ら
の
た
め
だ

け
で
な
く
、他
者
の
た
め
に
学
び
生
き
る
」と
い
う
本
学
の
キ
リ
ス

ト
教
主
義
精
神
を
広
め
て
い
る
。2
0
1
５
年
に
は
宗
教
部
に
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
が
誕
生
し
、学
内
外
に
お
け
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
進
め
て
い
る
。し
か
し
、果
た
し
て
キ
リ
ス
ト
教

主
義
教
育
の
成
果
を
正
確
に
把
握
し
、可
視
化
す
る
こ
と
は
可
能

だ
ろ
う
か
。こ
の
こ
と
は
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
指
針
で
も
、全
て
の

学
修
成
果・教
育
成
果
を
網
羅
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
し
て
い
る
。当
然
の
こ
と
で
あ
る
。全
て
の
活
動
の
可
視
化
に
は

限
界
が
あ
る
が
、そ
の
中
で
学
生
の
成
長
実
感
、満
足
度
な
ど
を

収
集
し
、活
動
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
も
う
一つ
の
本
学
の
教
育
理
念
は
国
際
主
義
で
あ
る
。国
際
化
に

当
て
は
ま
る
英
語
は
、Globalization

とInternationalization

が
あ
る
。前
者
は
、制
度
や
文
化
を
平
準
化
し
て
、単
一
の
尺
度
で

物
事
を
進
め
よ
う
と
す
る
一
面
を
持
つ
の
に
対
し
、後
者
は
制
度
、

慣
習
、言
語
、文
化
等
を
異
に
す
る
国（
地
域
）同
士
、あ
る
い
は
人

間
同
士
の
相
互
の
違
い
を
認
め
た
上
で
尊
重
す
る
と
い
う
意
味
を

持
つ
。本
学
の
国
際
主
義
の
英
語
訳
はG

lobalism

で
は
な
く

Internationalism

で
あ
る
。互
い
を
理
解
し
、違
い
を
認
め
合

い
、尊
重
し
た
上
で
交
流
を
深
め
る
こ
と
で
あ
り
、ひ
い
て
は
国
際

平
和
に
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

現
在
本
学
の
海
外
協
定
大
学
数
は
13
カ
国
に
わ
た
り
合
計
69

大
学
存
在
す
る
。日
本
は
少
子
化
で
あ
る
が
、世
界
の
学
生
数
は
増

加
の
傾
向
に
あ
る
。特
に
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
学
生
数
の
増
加
が
著
し

く
、世
界
中
の
大
学
が
ア
ジ
ア
の
留
学
生
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い

る
。英
語
は
現
在
国
際
共
通
語
と
言
う
べ
き
言
語
と
な
っ
て
い
る

が
、実
は
ア
メ
リ
カ
、イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
し
た
英
語
圏
の
話
者
は

増
え
て
は
い
な
い
。ア
ジ
ア
諸
国
で
は
自
国
の
言
語
に
加
え
て
、英

語
を
も
う
一
つ
の
言
語
と
し
て
学
ぶ
学
習
者
が
増
え
て
い
る
。英
語

を
共
通
言
語
と
し
て
本
学
の
学
生
が
ア
ジ
ア
の
学
生
と
英
語
を
通

し
て
理
解
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な
中
で
、

本
学
の
学
生
が
ア
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生
と
共
に
学
び
合
う
機
会
を

設
け
る
た
め
の
新
た
な
制
度
や
方
法
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

三
つ
目
は
、リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
の
精
神
を
生
か
し
た
学
び
で
あ

る
。本
学
の
英
語
名
はD

oshisha W
om
en’s C

ollege of 
Liberal A

rts

（D
W
C
LA

）で
あ
る
。学
部
学
科
の
専
門
分
野
の

知
識
や
技
術
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、世
の
中
の
動
き
を
知
る
と
同

時
に
多
様
な
分
野
の
学
問
を
修
め
る
こ
と
、そ
し
て
、批
判
的
思
考

力
を
身
に
付
け
る
と
い
う
意
味
で
、リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
は
極
め
て
重

要
な
理
念
で
あ
る
。そ
れ
に
加
え
て
ど
の
分
野
の
学
問
を
専
攻
す

る
場
合
に
も
、ま
た
社
会
の
ど
の
分
野
に
進
む
場
合
に
も
必
要
と

さ
れ
る
、学
士
と
し
て
の
基
礎
的・汎
用
的
能
力
の
獲
得
が
重
視
さ

れ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
能
力
は
学
位
授
与
方
針
に
掲
げ
ら
れ
て
お

り
、学
生
に
よ
り
良
く
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
2
0
1
2
年
度

よ
り
学
生
に
卒
業
ま
で
に
身
に
付
け
て
も
ら
い
た
い
10
の
力
、略
し

て「
D
W
C
L
A
10
」と
し
て
具
体
的
に
表
現
し
、シ
ラ
バ
ス
に
も

入
れ
、学
生
自
身
も
ど
の
程
度
身
に
つ
け
た
か
を
評
価
し
て
い
る
。

6
学
部
11
学
科
の
現
在
、改
め
て
本
学
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ

と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　

2
0
1
5
年
、本
学
に
お
け
る
女
子
教
育
の
推
進
を
目
指
し

て
、女
性
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
た
。そ
の
目

的
は
、主
に
卒
業
生
や
在
学
生
を
対
象
と
し
て
、女
性
が
生
涯
に
わ

た
っ
て
社
会
的
役
割
を
担
い
、能
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
支
援
と

提
言
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。女
性
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
た
め
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
企
画
や
講
演
会
の
開
催
、学
内
外
機
関
と
の
連
携
や
協

働
に
よ
り
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
る
。昨
年
度
、本
学
の

国
際
教
養
学
科
の
主
催
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
第
一
人
者
と
言
う

べ
き
講
師
を
招
い
て
講
演
会
が
開
か
れ
た
。当
日
は
大
き
な
教
室

が
学
生
で
埋
ま
り
、熱
心
に
耳
を
傾
け
る
学
生
の
姿
を
目
の
当
た

り
に
し
て
、そ
の
関
心
の
高
さ
に
驚
く
と
と
も
に
、こ
の
分
野
の
充

実
を
さ
ら
に
図
る
必
要
が
あ
る
と
強
く
感
じ
た
。

5
． 

お
わ
り
に

　

新
島
は
亡
く
な
る
2
日
前
、遺
言
の
中
で
、機
械
的
に
物
事
を

処
理
す
る
危
険
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。大
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
や

教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
。ど
ん
な

に
立
派
な
組
織
が
出
来
上
が
っ
て
も
、た
だ
機
械
的
に
ス
ム
ー
ズ
に

流
れ
る
だ
け
で
は
組
織
は
危
機
に
瀕
す
る
。本
学
の
F
D
の
特
徴

の
一
つ
は
、全
学
部
学
科
の
教
員
が
集
ま
り
、学
部
学
科
の
枠
を
越

え
て
取
り
組
む
点
に
あ
る
。昨
年
度
は
、全
学
部
の
教
員
が
4
名

の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、課
題
と
な
る
レ
ポ
ー
ト
を
評
価
し
合
い
、

ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
を
作
る
と
い
う
合
同
研
修
会
が
開
か
れ
た
。こ
の
よ

う
に
地
味
で
は
あ
る
が
、真
の
教
育
の
改
革
に
ふ
さ
わ
し
い
実
践
の

積
み
重
ね
が
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
枠
組
み
を
越
え

る
取
り
組
み
に
つ
な
が
る
と
確
信
し
て
い
る
。

11



１
． 

新
島
襄
と
同
志
社
女
子
大
学

　
は
じ
め
に
、新
島
襄
に
ま
つ
わ
る
本
学
の
歴
史
上
の
出
来
事
の
い

く
つ
か
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

  

1
8
7
5（
明
治
8
）年
、ア
メ
リ
カ
で
約
10
年
間
学
ん
だ
新
島

襄
は
彼
の
理
想
の
教
育
を
実
行
す
べ
く
同
志
社
英
学
校
を
設
立

し
、翌
1
8
7
6
年
に
京
都
御
苑
内
に
、宣
教
師
A・J・ス
タ
ー
ク

ウ
ェ
ザ
ー
、妻
で
あ
る
新
島
八
重
と
と
も
に
女
子
塾
を
開
設
し
た
。

こ
の
女
子
塾
が
本
学
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
。1
8
7
7
年
、新
島
襄
が

校
長
と
な
り
同
志
社
女
学
校
が
開
校
さ
れ
、そ
の
翌
年
、校
舎
を

現
在
の
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
の
地
に
移
転
し
た
。1
8
7
9
年
、同

志
社
英
学
校
は
15
人
の
卒
業
生
を
出
し
た
。学
校
と
し
て
の
基
盤

を
築
い
た
か
に
見
え
た
が
、実
際
は
経
営
的
に
危
機
的
状
況
に
あ
っ

た
。新
島
は
一
通
の
手
紙
を
ア
メ
リ
カ
の
父
と
も
言
う
べ
き
ハ
ー

デ
ィ
氏
に
送
り
、寄
付
を
得
る
こ
と
で
同
志
社
は
危
機
を
脱
す
る
こ

と
が
で
き
た
。1
8
8
6
年
、新
島
は
将
来
の
医
学
部
の
た
め
に
同

志
社
病
院
な
ら
び
に
京
都
看
病
婦
学
校
を
創
設
し
た
。京
都
看
病

婦
学
校
は
、看
護
学
校
と
し
て
日
本
で
2
番
目
の
歴
史
を
有
し
、ア

メ
リ
カ
で
最
初
の
訓
練
看
護
婦
で
あ
っ
た
リ
ン
ダ・リ
チ
ャ
ー
ズ
を

迎
え
、当
時
最
先
端
の
看
護
教
育
を
開
始
し
た
学
校
で
あ
る
。本

学
の
看
護
学
部
の
前
身
で
あ
る
。新
島
は
同
志
社
英
学
校
を
創
立

し
た
数
年
後
か
ら
大
学
昇
格
運
動
に
着
手
し
て
い
る
が
、彼
の
生

前
は
そ
の
日
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。ま
た
、1
8
9
7
年

に
病
院
と
看
護
学
校
は
同
志
社
理
事
を
務
め
医
師
で
あ
っ
た
佐
伯

理
一
郎
に
管
理
が
委
ね
ら
れ
、1
9
0
6
年
、廃
校
に
な
っ
た
。

　
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
出
来
事
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、新
島
の

教
育
に
対
す
る
熱
き
思
い
と
危
機
に
迅
速
に
対
処
す
る
態
度
で
あ

り
、ま
た
創
立
者
の
思
い
を
引
き
継
ぐ
本
学
の
伝
統
で
あ
る
。

２
． 

新
島
の
女
子
教
育

　

同
志
社
女
子
大
学
は
2
0
2
6
年
に
創
立
1
5
0
周
年
を
迎

え
る
。現
在
約
6
2
0
0
名
の
学
生
が
近
代
的
な
京
田
辺
キ
ャ
ン

パ
ス
と
歴
史
あ
る
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
に
通
う
。現
在
、本
学
は

2
0
2
6
年
ま
で
の
中
長
期
活
動
目
標
で
あ
る「V

ision 150

」を

策
定
し
、実
現
す
べ
き
様
々
な
施
策
を
推
進
し
て
い
る
。そ
の
コ
ン
セ

プ
ト
は
、「
21
世
紀
社
会
を
女
性
の
視
点
で『
改
良
』で
き
る
人
物

の
育
成
」で
あ
る
。あ
え
て「
改
良
」と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
は
、

新
島
の
言
葉
で
あ
る「
世
の
革
命
者
と
成
ら
れ
よ
。否
世
の
改
良
者

と
成
り
て
働
か
れ
た
し
」に
依
拠
し
て
い
る
。こ
れ
は
、1
8
8
6
年

に
発
足
し
た
社
会
改
良
団
体
、日
本
基
督
教
婦
人
矯
風
会
の
書
記

で
あ
っ
た
佐
々
木
豊
寿
に
対
し
て
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
。ま
た
同
時

に
新
島
は
女
性
の
権
利
を
拡
張
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
触
れ
、そ
の

た
め
に
は
ま
ず
女
生
徒
に
、人
権
を
重
ん
じ
る
こ
と
、こ
う
が
い

慷
慨
心
を
起

こ
さ
せ
る
こ
と
を
教
え
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。新
島
が
亡
く
な

る
1
カ
月
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。生
命
の
終
わ
り
を
自
覚
し
て
い
た

新
島
の
日
本
女
性
に
対
す
る
精
神
的
自
立
と
社
会
改
良
事
業
へ
の

積
極
的
な
参
画
を
願
う
熱
い
思
い
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

　

新
島
は
社
会
の
発
展
に
は
女
子
教
育
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
が
不

可
欠
と
考
え
て
い
た
。そ
し
て
、彼
の「
女
子
教
育
は
社
会
の
母
の

母
な
り
と
」と
い
う
言
葉
に
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
日
本
の

女
性
の
権
利
拡
張
の
た
め
努
力
し
続
け
た
。し
か
し
な
が
ら
最
初

か
ら
女
子
教
育
の
重
要
性
に
気
付
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。新
島

が
生
ま
れ
た
江
戸
時
代
は
儒
教
的
女
性
観
が
強
い
時
代
で
あ
り
、

男
尊
女
卑
の
女
性
観
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。新
島
は
ア
メ
リ
カ
や

西
欧
諸
国
に
滞
在
す
る
こ
と
で
、当
時
の
日
本
人
女
性
と
は
異

な
っ
た
独
立
し
た
女
性
の
生
き
方
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。帰
国

後
、日
本
の
女
性
の
状
況
を
見
て
、女
子
教
育
の
重
要
性
を
認
識

し
、「
改
良
」を
試
み
た
の
で
あ
る
。言
い
換
え
れ
ば
、新
島
の
女
性

観
は
外
の
世
界
を
経
験
す
る
こ
と
で
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、新
島
の
使
っ
て
い
る「
改
良
」と
い
う
言
葉
は
明
治

期
に
英
語
のreform

の
訳
語
と
し
て
作
ら
れ
た
語
で
あ
る
。英
語

のreform

は
社
会
、制
度
、政
治
、宗
教
そ
し
て
人
間
を
含
め
た

事
柄
を
改
革
、改
善
、刷
新
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。明
治
時
代

の
新
島
はreform

の
訳
語
を
忠
実
に
使
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。新
島
の
こ
う
し
た
改
革
の
精
神
は
彼
の
死
後
も
本
学
で
生
き

続
け
て
い
る
。

３
． 

本
学
の
改
革
と
ガ
バ
ナ
ン
ス

　

本
学
の
長
い
歴
史
の
中
で
、私
自
身
が
目
の
当
た
り
に
し
た
最

も
大
き
な
改
革
は
、短
期
大
学
部
の
改
組
か
ら
始
ま
る
。私
は

1
9
9
6
年
に
短
期
大
学
部
英
米
語
科
に
赴
任
し
た
。そ
の
年
の

教
授
会
か
ら
短
期
大
学
部
の
四
年
制
大
学
へ
の
改
組
転
換
の
議

論
が
始
ま
っ
た
。そ
れ
は
驚
き
と
と
も
に
、大
学
が
大
き
く
変
わ
ら

ざ
る
を
得
な
い
一
つ
の
象
徴
的
な
出
来
事
と
し
て
印
象
深
く
私
の

記
憶
に
刻
ま
れ
て
い
る
。そ
の
当
時
本
学
は
学
部
が
2
学
部
5
学

科
、短
期
大
学
部
は
2
学
科
の
体
制
で
あ
っ
た
。2
0
0
0
年
に

短
期
大
学
部
を
現
代
社
会
学
部
に
改
組
転
換
す
る
こ
と
で
、学
芸

学
部
と
生
活
科
学
部
に
加
え
て
新
た
に
社
会
科
学
系
の
学
部
を

設
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
。そ
の
後
2
0
0
5
年
に
、薬
学
部
を

開
設
。2
0
0
9
年
に
は
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
に
英
語
英
文
学
科

と
日
本
語
日
本
文
学
科
を
移
転
さ
せ
、表
象
文
化
学
部
を
開
設

し
た
。2
0
1
5
年
に
看
護
学
部
を
設
立
し
、現
在
は
6
学
部
11

学
科
1
専
攻
科
5
研
究
科
を
有
す
る
女
子
総
合
大
学
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
本
学
は
、常
に
時
代
の
要
請
に
応
え
、社
会
に
貢
献
で

き
る
女
性
の
育
成
の
た
め
に
改
革
を
続
け
て
い
る
。

　
20
年
以
上
に
わ
た
る
本
学
の
学
部
学
科
の
新
設
お
よ
び
改
組
転

換
を
可
能
に
し
た
も
の
は
、何
で
あ
ろ
う
か
。今
、改
め
て
本
学
の

歴
史
を
振
り
返
る
時
、前
述
し
た
新
島
の
教
育
に
対
す
る
熱
意
、

危
機
に
対
す
る
態
度
、そ
し
て
そ
の
新
島
の
思
い
を
受
け
継
ぐ
伝

統
が
、本
学
の
中
に
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。さ
ら

に
、私
は
本
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
し
っ
か
り
と
機
能
し
て
い
た
た
め
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
2
0
1
４
年
の
学
校
教
育
法
の
改
正
に
よ
って
、教
授
会
の
役
割

が
明
確
化
さ
れ
、ま
た
学
長
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に

新
し
い
。こ
の
法
律
改
正
の
真
の
目
的
は
、大
学
に
お
け
る
権
限
と

責
任
の
所
在
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。国
立
大
学
が
法
人
化

さ
れ
た
中
で
、依
然
と
し
て
大
学
に
お
け
る
責
任
と
権
限
の
曖
昧
さ

が
残
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。言
い
換
え
れ
ば
、大
学
に
お
け
る
ガ
バ

ナ
ン
ス
改
革
で
あ
る
。ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
用
語
は
、様
々
な
意
味
で

使
わ
れ
て
い
る
。中
央
教
育
審
議
会
大
学
分
科
会
の「
大
学
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
改
革
の
推
進
に
つ
い
て（
審
議
ま
と
め
）」で
は
、ガ
バ
ナ
ン
ス

を「
教
学
及
び
経
営
の
観
点
か
ら
、法
令
上
設
け
ら
れ
て
い
る
各
機

関（
学
長
、教
授
会
、理
事
会
、監
事
等
）の
役
割
や
、機
関
相
互
の

関
係
性
」と
定
義
さ
れ
て
い
る
。そ
の
意
味
で
言
え
ば
、本
学
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
は
学
校
教
育
法
改
正
以
前
か
ら
明
確
で
あ
っ
た
。特
に
、教

育
研
究
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
２
つ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の
専
任
教
員

が
一
堂
に
会
し
て
審
議
す
る
教
授
会
、学
長
の
下
で
全
て
の
学
部
長

を
含
む
事
務
機
構
上
の
部
長
に
よ
って
構
成
さ
れ
、制
度・予
算・施

設・人
事
等
を
提
案
す
る
常
任
委
員
会
、そ
し
て
学
長
が
そ
れ
ら
の

事
項
に
つ
い
て
諮
問
し
、了
承
を
得
る
評
議
会
と
い
う
よ
う
に
本
学

の
組
織
に
お
い
て
は
、責
任
の
所
在
と
権
限
、そ
し
て
役
割
や
相
互

の
関
連
性
が
明
確
で
あ
る
。そ
れ
に
加
え
て
、全
学
生
数
の
約
半
数

の
女
子
の
み
を
入
学
者
の
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
現
実
に
対
す
る

危
機
意
識
も
改
革
の
原
動
力
の
一つ
に
な
って
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、ガ
バ
ナ
ン
ス
は
あ
く
ま
で
も
制
度
で
あ
り
、そ
れ
を
動
か

す
の
は
人
で
あ
る
。大
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
は
目
的
で
は
な
く
あ

く
ま
で
も
手
段
で
あ
る
。言
う
ま
で
も
な
く
、大
学
の
目
的
は
、教

育
、研
究
、そ
し
て
社
会
貢
献
で
あ
り
、社
会
か
ら
期
待
さ
れ
る
役

割
を
果
た
す
こ
と
に
あ
る
。迅
速
か
つ
効
果
的
に
大
学
改
革
を
推

進
さ
せ
る
た
め
に
は
、学
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、教
職
員
の
理

解
と
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。2
0
1
9
年
学
長
に
就
任
し
た
私

は
学
長
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
分
、教
職
員
同
士
お
よ
び
教
職
員

と
の
対
話（D

ialogue

）が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
、そ
の

対
話
の
中
か
ら
他
に
は
な
い
独
創
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア（Idea

）を
生

か
し
、学
生
と
教
職
員
の
成
長（G

row
th

）を
促
す
こ
と
で
、本
学

の
発
展
を
期
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。そ
の
た
め
に
で
き
る
だ
け
多

く
の
教
職
員
と
の
対
話
の
機
会
を
設
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

４
． 

本
学
の
教
育
改
革
と
課
題

　

本
学
は
３
つ
の
教
育
理
念
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
主
義
、国
際
主

義
、リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
を
掲
げ
、良
心
教
育
を
核
と
し
て
女
子
教
育

を
推
進
し
て
き
た
。教
育
の
改
革
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
革
と
は
異
な

り
、教
職
員
の
熱
意
と
根
気
、時
間
を
要
し
、分
析
と
改
善
を
繰
り

返
し
な
が
ら
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
2
0
2
0
年
1
月
に
出
さ
れ
た「
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
指
針
」の
目

的
を
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、2
0
1
8
年
に
出
さ
れ
た「
2
0
4
0

年
に
向
け
た
高
等
教
育
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン（
答
申
）」の
真
意
で

あ
る
学
習
者
本
位
の
教
育
の
実
現
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
管
理

運
営
に
つ
い
て
の
方
針
で
あ
る
。こ
の
指
針
は
、主
に
正
課
活
動
が
対

象
と
な
っ
て
い
る
が
、本
学
は
正
課
外
で
あ
っ
て
も
学
生
の
成
長
に

と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
活
動
も
対
象
と
し
て
い

る
。こ
こ
で
は
本
学
の
教
育
理
念
と
教
育
の
特
徴
を
紹
介
し
、教
育

改
革
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

新
島
は
キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
通
し
て「
良
心
を
手
腕
に
運
用
す

る
人
物
」の
育
成
に
努
め
て
き
た
。こ
れ
は
単
に
技
術
や
才
能
あ
る

人
物
を
育
成
す
る
だ
け
で
な
く
、キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
徳
育
の
基

本
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。こ
の
考
え
方
の
下
、「
聖
書
」を
各
学

部
の
必
修
科
目
と
し
、年
間
を
通
し
て
ほ
ぼ
毎
日
1
講
時
と
2
講

時
の
時
間
割
の
間
に
礼
拝
の
時
間
を
設
け
、本
学
の
教
職
員
、学

生
、ま
た
、卒
業
生
を
含
め
た
社
会
で
活
躍
す
る
人
々
を
招
い
て
話

を
し
て
い
た
だ
く
奨
励
の
機
会
に
し
て
い
る
。礼
拝
は
宗
教
部
が

中
心
と
な
っ
て
実
施
し
て
い
る
。他
に
も
宗
教
部
の
主
催
す
る
リ
ト

リ
ー
ト
等
の
様
々
な
取
り
組
み
や
行
事
を
通
し
て「
自
ら
の
た
め
だ

け
で
な
く
、他
者
の
た
め
に
学
び
生
き
る
」と
い
う
本
学
の
キ
リ
ス

ト
教
主
義
精
神
を
広
め
て
い
る
。2
0
1
５
年
に
は
宗
教
部
に
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
が
誕
生
し
、学
内
外
に
お
け
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
進
め
て
い
る
。し
か
し
、果
た
し
て
キ
リ
ス
ト
教

主
義
教
育
の
成
果
を
正
確
に
把
握
し
、可
視
化
す
る
こ
と
は
可
能

だ
ろ
う
か
。こ
の
こ
と
は
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
指
針
で
も
、全
て
の

学
修
成
果・教
育
成
果
を
網
羅
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
し
て
い
る
。当
然
の
こ
と
で
あ
る
。全
て
の
活
動
の
可
視
化
に
は

限
界
が
あ
る
が
、そ
の
中
で
学
生
の
成
長
実
感
、満
足
度
な
ど
を

収
集
し
、活
動
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
も
う
一つ
の
本
学
の
教
育
理
念
は
国
際
主
義
で
あ
る
。国
際
化
に

当
て
は
ま
る
英
語
は
、Globalization

とInternationalization

が
あ
る
。前
者
は
、制
度
や
文
化
を
平
準
化
し
て
、単
一
の
尺
度
で

物
事
を
進
め
よ
う
と
す
る
一
面
を
持
つ
の
に
対
し
、後
者
は
制
度
、

慣
習
、言
語
、文
化
等
を
異
に
す
る
国（
地
域
）同
士
、あ
る
い
は
人

間
同
士
の
相
互
の
違
い
を
認
め
た
上
で
尊
重
す
る
と
い
う
意
味
を

持
つ
。本
学
の
国
際
主
義
の
英
語
訳
はG

lobalism

で
は
な
く

Internationalism

で
あ
る
。互
い
を
理
解
し
、違
い
を
認
め
合

い
、尊
重
し
た
上
で
交
流
を
深
め
る
こ
と
で
あ
り
、ひ
い
て
は
国
際

平
和
に
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

現
在
本
学
の
海
外
協
定
大
学
数
は
13
カ
国
に
わ
た
り
合
計
69

大
学
存
在
す
る
。日
本
は
少
子
化
で
あ
る
が
、世
界
の
学
生
数
は
増

加
の
傾
向
に
あ
る
。特
に
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
学
生
数
の
増
加
が
著
し

く
、世
界
中
の
大
学
が
ア
ジ
ア
の
留
学
生
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い

る
。英
語
は
現
在
国
際
共
通
語
と
言
う
べ
き
言
語
と
な
っ
て
い
る

が
、実
は
ア
メ
リ
カ
、イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
し
た
英
語
圏
の
話
者
は

増
え
て
は
い
な
い
。ア
ジ
ア
諸
国
で
は
自
国
の
言
語
に
加
え
て
、英

語
を
も
う
一
つ
の
言
語
と
し
て
学
ぶ
学
習
者
が
増
え
て
い
る
。英
語

を
共
通
言
語
と
し
て
本
学
の
学
生
が
ア
ジ
ア
の
学
生
と
英
語
を
通

し
て
理
解
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な
中
で
、

本
学
の
学
生
が
ア
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生
と
共
に
学
び
合
う
機
会
を

設
け
る
た
め
の
新
た
な
制
度
や
方
法
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

三
つ
目
は
、リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
の
精
神
を
生
か
し
た
学
び
で
あ

る
。本
学
の
英
語
名
はD

oshisha W
om
en’s C

ollege of 
Liberal A

rts

（D
W
C
LA

）で
あ
る
。学
部
学
科
の
専
門
分
野
の

知
識
や
技
術
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、世
の
中
の
動
き
を
知
る
と
同

時
に
多
様
な
分
野
の
学
問
を
修
め
る
こ
と
、そ
し
て
、批
判
的
思
考

力
を
身
に
付
け
る
と
い
う
意
味
で
、リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
は
極
め
て
重

要
な
理
念
で
あ
る
。そ
れ
に
加
え
て
ど
の
分
野
の
学
問
を
専
攻
す

る
場
合
に
も
、ま
た
社
会
の
ど
の
分
野
に
進
む
場
合
に
も
必
要
と

さ
れ
る
、学
士
と
し
て
の
基
礎
的・汎
用
的
能
力
の
獲
得
が
重
視
さ

れ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
能
力
は
学
位
授
与
方
針
に
掲
げ
ら
れ
て
お

り
、学
生
に
よ
り
良
く
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
2
0
1
2
年
度

よ
り
学
生
に
卒
業
ま
で
に
身
に
付
け
て
も
ら
い
た
い
10
の
力
、略
し

て「
D
W
C
L
A
10
」と
し
て
具
体
的
に
表
現
し
、シ
ラ
バ
ス
に
も

入
れ
、学
生
自
身
も
ど
の
程
度
身
に
つ
け
た
か
を
評
価
し
て
い
る
。

6
学
部
11
学
科
の
現
在
、改
め
て
本
学
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ

と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　

2
0
1
5
年
、本
学
に
お
け
る
女
子
教
育
の
推
進
を
目
指
し

て
、女
性
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
た
。そ
の
目

的
は
、主
に
卒
業
生
や
在
学
生
を
対
象
と
し
て
、女
性
が
生
涯
に
わ

た
っ
て
社
会
的
役
割
を
担
い
、能
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
支
援
と

提
言
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。女
性
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
た
め
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
企
画
や
講
演
会
の
開
催
、学
内
外
機
関
と
の
連
携
や
協

働
に
よ
り
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
る
。昨
年
度
、本
学
の

国
際
教
養
学
科
の
主
催
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
第
一
人
者
と
言
う

べ
き
講
師
を
招
い
て
講
演
会
が
開
か
れ
た
。当
日
は
大
き
な
教
室

が
学
生
で
埋
ま
り
、熱
心
に
耳
を
傾
け
る
学
生
の
姿
を
目
の
当
た

り
に
し
て
、そ
の
関
心
の
高
さ
に
驚
く
と
と
も
に
、こ
の
分
野
の
充

実
を
さ
ら
に
図
る
必
要
が
あ
る
と
強
く
感
じ
た
。

5
． 

お
わ
り
に

　

新
島
は
亡
く
な
る
2
日
前
、遺
言
の
中
で
、機
械
的
に
物
事
を

処
理
す
る
危
険
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。大
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
や

教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
。ど
ん
な

に
立
派
な
組
織
が
出
来
上
が
っ
て
も
、た
だ
機
械
的
に
ス
ム
ー
ズ
に

流
れ
る
だ
け
で
は
組
織
は
危
機
に
瀕
す
る
。本
学
の
F
D
の
特
徴

の
一
つ
は
、全
学
部
学
科
の
教
員
が
集
ま
り
、学
部
学
科
の
枠
を
越

え
て
取
り
組
む
点
に
あ
る
。昨
年
度
は
、全
学
部
の
教
員
が
4
名

の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、課
題
と
な
る
レ
ポ
ー
ト
を
評
価
し
合
い
、

ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
を
作
る
と
い
う
合
同
研
修
会
が
開
か
れ
た
。こ
の
よ

う
に
地
味
で
は
あ
る
が
、真
の
教
育
の
改
革
に
ふ
さ
わ
し
い
実
践
の

積
み
重
ね
が
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
枠
組
み
を
越
え

る
取
り
組
み
に
つ
な
が
る
と
確
信
し
て
い
る
。

12



１
． 

新
島
襄
と
同
志
社
女
子
大
学

　
は
じ
め
に
、新
島
襄
に
ま
つ
わ
る
本
学
の
歴
史
上
の
出
来
事
の
い

く
つ
か
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

  

1
8
7
5（
明
治
8
）年
、ア
メ
リ
カ
で
約
10
年
間
学
ん
だ
新
島

襄
は
彼
の
理
想
の
教
育
を
実
行
す
べ
く
同
志
社
英
学
校
を
設
立

し
、翌
1
8
7
6
年
に
京
都
御
苑
内
に
、宣
教
師
A・J・ス
タ
ー
ク

ウ
ェ
ザ
ー
、妻
で
あ
る
新
島
八
重
と
と
も
に
女
子
塾
を
開
設
し
た
。

こ
の
女
子
塾
が
本
学
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
。1
8
7
7
年
、新
島
襄
が

校
長
と
な
り
同
志
社
女
学
校
が
開
校
さ
れ
、そ
の
翌
年
、校
舎
を

現
在
の
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
の
地
に
移
転
し
た
。1
8
7
9
年
、同

志
社
英
学
校
は
15
人
の
卒
業
生
を
出
し
た
。学
校
と
し
て
の
基
盤

を
築
い
た
か
に
見
え
た
が
、実
際
は
経
営
的
に
危
機
的
状
況
に
あ
っ

た
。新
島
は
一
通
の
手
紙
を
ア
メ
リ
カ
の
父
と
も
言
う
べ
き
ハ
ー

デ
ィ
氏
に
送
り
、寄
付
を
得
る
こ
と
で
同
志
社
は
危
機
を
脱
す
る
こ

と
が
で
き
た
。1
8
8
6
年
、新
島
は
将
来
の
医
学
部
の
た
め
に
同

志
社
病
院
な
ら
び
に
京
都
看
病
婦
学
校
を
創
設
し
た
。京
都
看
病

婦
学
校
は
、看
護
学
校
と
し
て
日
本
で
2
番
目
の
歴
史
を
有
し
、ア

メ
リ
カ
で
最
初
の
訓
練
看
護
婦
で
あ
っ
た
リ
ン
ダ・リ
チ
ャ
ー
ズ
を

迎
え
、当
時
最
先
端
の
看
護
教
育
を
開
始
し
た
学
校
で
あ
る
。本

学
の
看
護
学
部
の
前
身
で
あ
る
。新
島
は
同
志
社
英
学
校
を
創
立

し
た
数
年
後
か
ら
大
学
昇
格
運
動
に
着
手
し
て
い
る
が
、彼
の
生

前
は
そ
の
日
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。ま
た
、1
8
9
7
年

に
病
院
と
看
護
学
校
は
同
志
社
理
事
を
務
め
医
師
で
あ
っ
た
佐
伯

理
一
郎
に
管
理
が
委
ね
ら
れ
、1
9
0
6
年
、廃
校
に
な
っ
た
。

　
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
出
来
事
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、新
島
の

教
育
に
対
す
る
熱
き
思
い
と
危
機
に
迅
速
に
対
処
す
る
態
度
で
あ

り
、ま
た
創
立
者
の
思
い
を
引
き
継
ぐ
本
学
の
伝
統
で
あ
る
。

２
． 

新
島
の
女
子
教
育

　

同
志
社
女
子
大
学
は
2
0
2
6
年
に
創
立
1
5
0
周
年
を
迎

え
る
。現
在
約
6
2
0
0
名
の
学
生
が
近
代
的
な
京
田
辺
キ
ャ
ン

パ
ス
と
歴
史
あ
る
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
に
通
う
。現
在
、本
学
は

2
0
2
6
年
ま
で
の
中
長
期
活
動
目
標
で
あ
る「V

ision 150

」を

策
定
し
、実
現
す
べ
き
様
々
な
施
策
を
推
進
し
て
い
る
。そ
の
コ
ン
セ

プ
ト
は
、「
21
世
紀
社
会
を
女
性
の
視
点
で『
改
良
』で
き
る
人
物

の
育
成
」で
あ
る
。あ
え
て「
改
良
」と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
は
、

新
島
の
言
葉
で
あ
る「
世
の
革
命
者
と
成
ら
れ
よ
。否
世
の
改
良
者

と
成
り
て
働
か
れ
た
し
」に
依
拠
し
て
い
る
。こ
れ
は
、1
8
8
6
年

に
発
足
し
た
社
会
改
良
団
体
、日
本
基
督
教
婦
人
矯
風
会
の
書
記

で
あ
っ
た
佐
々
木
豊
寿
に
対
し
て
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
。ま
た
同
時

に
新
島
は
女
性
の
権
利
を
拡
張
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
触
れ
、そ
の

た
め
に
は
ま
ず
女
生
徒
に
、人
権
を
重
ん
じ
る
こ
と
、こ
う
が
い

慷
慨
心
を
起

こ
さ
せ
る
こ
と
を
教
え
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。新
島
が
亡
く
な

る
1
カ
月
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。生
命
の
終
わ
り
を
自
覚
し
て
い
た

新
島
の
日
本
女
性
に
対
す
る
精
神
的
自
立
と
社
会
改
良
事
業
へ
の

積
極
的
な
参
画
を
願
う
熱
い
思
い
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

　

新
島
は
社
会
の
発
展
に
は
女
子
教
育
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
が
不

可
欠
と
考
え
て
い
た
。そ
し
て
、彼
の「
女
子
教
育
は
社
会
の
母
の

母
な
り
と
」と
い
う
言
葉
に
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
日
本
の

女
性
の
権
利
拡
張
の
た
め
努
力
し
続
け
た
。し
か
し
な
が
ら
最
初

か
ら
女
子
教
育
の
重
要
性
に
気
付
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。新
島

が
生
ま
れ
た
江
戸
時
代
は
儒
教
的
女
性
観
が
強
い
時
代
で
あ
り
、

男
尊
女
卑
の
女
性
観
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。新
島
は
ア
メ
リ
カ
や

西
欧
諸
国
に
滞
在
す
る
こ
と
で
、当
時
の
日
本
人
女
性
と
は
異

な
っ
た
独
立
し
た
女
性
の
生
き
方
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。帰
国

後
、日
本
の
女
性
の
状
況
を
見
て
、女
子
教
育
の
重
要
性
を
認
識

し
、「
改
良
」を
試
み
た
の
で
あ
る
。言
い
換
え
れ
ば
、新
島
の
女
性

観
は
外
の
世
界
を
経
験
す
る
こ
と
で
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、新
島
の
使
っ
て
い
る「
改
良
」と
い
う
言
葉
は
明
治

期
に
英
語
のreform

の
訳
語
と
し
て
作
ら
れ
た
語
で
あ
る
。英
語

のreform

は
社
会
、制
度
、政
治
、宗
教
そ
し
て
人
間
を
含
め
た

事
柄
を
改
革
、改
善
、刷
新
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。明
治
時
代

の
新
島
はreform

の
訳
語
を
忠
実
に
使
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。新
島
の
こ
う
し
た
改
革
の
精
神
は
彼
の
死
後
も
本
学
で
生
き

続
け
て
い
る
。

３
． 

本
学
の
改
革
と
ガ
バ
ナ
ン
ス

　

本
学
の
長
い
歴
史
の
中
で
、私
自
身
が
目
の
当
た
り
に
し
た
最

も
大
き
な
改
革
は
、短
期
大
学
部
の
改
組
か
ら
始
ま
る
。私
は

1
9
9
6
年
に
短
期
大
学
部
英
米
語
科
に
赴
任
し
た
。そ
の
年
の

教
授
会
か
ら
短
期
大
学
部
の
四
年
制
大
学
へ
の
改
組
転
換
の
議

論
が
始
ま
っ
た
。そ
れ
は
驚
き
と
と
も
に
、大
学
が
大
き
く
変
わ
ら

ざ
る
を
得
な
い
一
つ
の
象
徴
的
な
出
来
事
と
し
て
印
象
深
く
私
の

記
憶
に
刻
ま
れ
て
い
る
。そ
の
当
時
本
学
は
学
部
が
2
学
部
5
学

科
、短
期
大
学
部
は
2
学
科
の
体
制
で
あ
っ
た
。2
0
0
0
年
に

短
期
大
学
部
を
現
代
社
会
学
部
に
改
組
転
換
す
る
こ
と
で
、学
芸

学
部
と
生
活
科
学
部
に
加
え
て
新
た
に
社
会
科
学
系
の
学
部
を

設
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
。そ
の
後
2
0
0
5
年
に
、薬
学
部
を

開
設
。2
0
0
9
年
に
は
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
に
英
語
英
文
学
科

と
日
本
語
日
本
文
学
科
を
移
転
さ
せ
、表
象
文
化
学
部
を
開
設

し
た
。2
0
1
5
年
に
看
護
学
部
を
設
立
し
、現
在
は
6
学
部
11

学
科
1
専
攻
科
5
研
究
科
を
有
す
る
女
子
総
合
大
学
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
本
学
は
、常
に
時
代
の
要
請
に
応
え
、社
会
に
貢
献
で

き
る
女
性
の
育
成
の
た
め
に
改
革
を
続
け
て
い
る
。

　
20
年
以
上
に
わ
た
る
本
学
の
学
部
学
科
の
新
設
お
よ
び
改
組
転

換
を
可
能
に
し
た
も
の
は
、何
で
あ
ろ
う
か
。今
、改
め
て
本
学
の

歴
史
を
振
り
返
る
時
、前
述
し
た
新
島
の
教
育
に
対
す
る
熱
意
、

危
機
に
対
す
る
態
度
、そ
し
て
そ
の
新
島
の
思
い
を
受
け
継
ぐ
伝

統
が
、本
学
の
中
に
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。さ
ら

に
、私
は
本
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
し
っ
か
り
と
機
能
し
て
い
た
た
め
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
2
0
1
４
年
の
学
校
教
育
法
の
改
正
に
よ
って
、教
授
会
の
役
割

が
明
確
化
さ
れ
、ま
た
学
長
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に

新
し
い
。こ
の
法
律
改
正
の
真
の
目
的
は
、大
学
に
お
け
る
権
限
と

責
任
の
所
在
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。国
立
大
学
が
法
人
化

さ
れ
た
中
で
、依
然
と
し
て
大
学
に
お
け
る
責
任
と
権
限
の
曖
昧
さ

が
残
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。言
い
換
え
れ
ば
、大
学
に
お
け
る
ガ
バ

ナ
ン
ス
改
革
で
あ
る
。ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
用
語
は
、様
々
な
意
味
で

使
わ
れ
て
い
る
。中
央
教
育
審
議
会
大
学
分
科
会
の「
大
学
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
改
革
の
推
進
に
つ
い
て（
審
議
ま
と
め
）」で
は
、ガ
バ
ナ
ン
ス

を「
教
学
及
び
経
営
の
観
点
か
ら
、法
令
上
設
け
ら
れ
て
い
る
各
機

関（
学
長
、教
授
会
、理
事
会
、監
事
等
）の
役
割
や
、機
関
相
互
の

関
係
性
」と
定
義
さ
れ
て
い
る
。そ
の
意
味
で
言
え
ば
、本
学
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
は
学
校
教
育
法
改
正
以
前
か
ら
明
確
で
あ
っ
た
。特
に
、教

育
研
究
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
２
つ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の
専
任
教
員

が
一
堂
に
会
し
て
審
議
す
る
教
授
会
、学
長
の
下
で
全
て
の
学
部
長

を
含
む
事
務
機
構
上
の
部
長
に
よ
って
構
成
さ
れ
、制
度・予
算・施

設・人
事
等
を
提
案
す
る
常
任
委
員
会
、そ
し
て
学
長
が
そ
れ
ら
の

事
項
に
つ
い
て
諮
問
し
、了
承
を
得
る
評
議
会
と
い
う
よ
う
に
本
学

の
組
織
に
お
い
て
は
、責
任
の
所
在
と
権
限
、そ
し
て
役
割
や
相
互

の
関
連
性
が
明
確
で
あ
る
。そ
れ
に
加
え
て
、全
学
生
数
の
約
半
数

の
女
子
の
み
を
入
学
者
の
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
現
実
に
対
す
る

危
機
意
識
も
改
革
の
原
動
力
の
一つ
に
な
って
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、ガ
バ
ナ
ン
ス
は
あ
く
ま
で
も
制
度
で
あ
り
、そ
れ
を
動
か

す
の
は
人
で
あ
る
。大
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
は
目
的
で
は
な
く
あ

く
ま
で
も
手
段
で
あ
る
。言
う
ま
で
も
な
く
、大
学
の
目
的
は
、教

育
、研
究
、そ
し
て
社
会
貢
献
で
あ
り
、社
会
か
ら
期
待
さ
れ
る
役

割
を
果
た
す
こ
と
に
あ
る
。迅
速
か
つ
効
果
的
に
大
学
改
革
を
推

進
さ
せ
る
た
め
に
は
、学
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、教
職
員
の
理

解
と
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。2
0
1
9
年
学
長
に
就
任
し
た
私

は
学
長
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
分
、教
職
員
同
士
お
よ
び
教
職
員

と
の
対
話（D
ialogue

）が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
、そ
の

対
話
の
中
か
ら
他
に
は
な
い
独
創
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア（Idea

）を
生

か
し
、学
生
と
教
職
員
の
成
長（G

row
th

）を
促
す
こ
と
で
、本
学

の
発
展
を
期
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。そ
の
た
め
に
で
き
る
だ
け
多

く
の
教
職
員
と
の
対
話
の
機
会
を
設
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

４
． 

本
学
の
教
育
改
革
と
課
題

　

本
学
は
３
つ
の
教
育
理
念
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
主
義
、国
際
主

義
、リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
を
掲
げ
、良
心
教
育
を
核
と
し
て
女
子
教
育

を
推
進
し
て
き
た
。教
育
の
改
革
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
革
と
は
異
な

り
、教
職
員
の
熱
意
と
根
気
、時
間
を
要
し
、分
析
と
改
善
を
繰
り

返
し
な
が
ら
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
2
0
2
0
年
1
月
に
出
さ
れ
た「
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
指
針
」の
目

的
を
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、2
0
1
8
年
に
出
さ
れ
た「
2
0
4
0

年
に
向
け
た
高
等
教
育
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン（
答
申
）」の
真
意
で

あ
る
学
習
者
本
位
の
教
育
の
実
現
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
管
理

運
営
に
つ
い
て
の
方
針
で
あ
る
。こ
の
指
針
は
、主
に
正
課
活
動
が
対

象
と
な
っ
て
い
る
が
、本
学
は
正
課
外
で
あ
っ
て
も
学
生
の
成
長
に

と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
活
動
も
対
象
と
し
て
い

る
。こ
こ
で
は
本
学
の
教
育
理
念
と
教
育
の
特
徴
を
紹
介
し
、教
育

改
革
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

新
島
は
キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
通
し
て「
良
心
を
手
腕
に
運
用
す

る
人
物
」の
育
成
に
努
め
て
き
た
。こ
れ
は
単
に
技
術
や
才
能
あ
る

人
物
を
育
成
す
る
だ
け
で
な
く
、キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
徳
育
の
基

本
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。こ
の
考
え
方
の
下
、「
聖
書
」を
各
学

部
の
必
修
科
目
と
し
、年
間
を
通
し
て
ほ
ぼ
毎
日
1
講
時
と
2
講

時
の
時
間
割
の
間
に
礼
拝
の
時
間
を
設
け
、本
学
の
教
職
員
、学

生
、ま
た
、卒
業
生
を
含
め
た
社
会
で
活
躍
す
る
人
々
を
招
い
て
話

を
し
て
い
た
だ
く
奨
励
の
機
会
に
し
て
い
る
。礼
拝
は
宗
教
部
が

中
心
と
な
っ
て
実
施
し
て
い
る
。他
に
も
宗
教
部
の
主
催
す
る
リ
ト

リ
ー
ト
等
の
様
々
な
取
り
組
み
や
行
事
を
通
し
て「
自
ら
の
た
め
だ

け
で
な
く
、他
者
の
た
め
に
学
び
生
き
る
」と
い
う
本
学
の
キ
リ
ス

ト
教
主
義
精
神
を
広
め
て
い
る
。2
0
1
５
年
に
は
宗
教
部
に
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
が
誕
生
し
、学
内
外
に
お
け
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
進
め
て
い
る
。し
か
し
、果
た
し
て
キ
リ
ス
ト
教

主
義
教
育
の
成
果
を
正
確
に
把
握
し
、可
視
化
す
る
こ
と
は
可
能

だ
ろ
う
か
。こ
の
こ
と
は
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
指
針
で
も
、全
て
の

学
修
成
果・教
育
成
果
を
網
羅
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
し
て
い
る
。当
然
の
こ
と
で
あ
る
。全
て
の
活
動
の
可
視
化
に
は

限
界
が
あ
る
が
、そ
の
中
で
学
生
の
成
長
実
感
、満
足
度
な
ど
を

収
集
し
、活
動
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
も
う
一つ
の
本
学
の
教
育
理
念
は
国
際
主
義
で
あ
る
。国
際
化
に

当
て
は
ま
る
英
語
は
、Globalization

とInternationalization

が
あ
る
。前
者
は
、制
度
や
文
化
を
平
準
化
し
て
、単
一
の
尺
度
で

物
事
を
進
め
よ
う
と
す
る
一
面
を
持
つ
の
に
対
し
、後
者
は
制
度
、

慣
習
、言
語
、文
化
等
を
異
に
す
る
国（
地
域
）同
士
、あ
る
い
は
人

間
同
士
の
相
互
の
違
い
を
認
め
た
上
で
尊
重
す
る
と
い
う
意
味
を

持
つ
。本
学
の
国
際
主
義
の
英
語
訳
はG

lobalism

で
は
な
く

Internationalism

で
あ
る
。互
い
を
理
解
し
、違
い
を
認
め
合

い
、尊
重
し
た
上
で
交
流
を
深
め
る
こ
と
で
あ
り
、ひ
い
て
は
国
際

平
和
に
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

現
在
本
学
の
海
外
協
定
大
学
数
は
13
カ
国
に
わ
た
り
合
計
69

大
学
存
在
す
る
。日
本
は
少
子
化
で
あ
る
が
、世
界
の
学
生
数
は
増

加
の
傾
向
に
あ
る
。特
に
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
学
生
数
の
増
加
が
著
し

く
、世
界
中
の
大
学
が
ア
ジ
ア
の
留
学
生
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い

る
。英
語
は
現
在
国
際
共
通
語
と
言
う
べ
き
言
語
と
な
っ
て
い
る

が
、実
は
ア
メ
リ
カ
、イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
し
た
英
語
圏
の
話
者
は

増
え
て
は
い
な
い
。ア
ジ
ア
諸
国
で
は
自
国
の
言
語
に
加
え
て
、英

語
を
も
う
一
つ
の
言
語
と
し
て
学
ぶ
学
習
者
が
増
え
て
い
る
。英
語

を
共
通
言
語
と
し
て
本
学
の
学
生
が
ア
ジ
ア
の
学
生
と
英
語
を
通

し
て
理
解
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な
中
で
、

本
学
の
学
生
が
ア
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生
と
共
に
学
び
合
う
機
会
を

設
け
る
た
め
の
新
た
な
制
度
や
方
法
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

三
つ
目
は
、リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
の
精
神
を
生
か
し
た
学
び
で
あ

る
。本
学
の
英
語
名
はD

oshisha W
om
en’s C

ollege of 
Liberal A

rts

（D
W
C
LA

）で
あ
る
。学
部
学
科
の
専
門
分
野
の

知
識
や
技
術
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、世
の
中
の
動
き
を
知
る
と
同

時
に
多
様
な
分
野
の
学
問
を
修
め
る
こ
と
、そ
し
て
、批
判
的
思
考

力
を
身
に
付
け
る
と
い
う
意
味
で
、リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
は
極
め
て
重

要
な
理
念
で
あ
る
。そ
れ
に
加
え
て
ど
の
分
野
の
学
問
を
専
攻
す

る
場
合
に
も
、ま
た
社
会
の
ど
の
分
野
に
進
む
場
合
に
も
必
要
と

さ
れ
る
、学
士
と
し
て
の
基
礎
的・汎
用
的
能
力
の
獲
得
が
重
視
さ

れ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
能
力
は
学
位
授
与
方
針
に
掲
げ
ら
れ
て
お

り
、学
生
に
よ
り
良
く
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
2
0
1
2
年
度

よ
り
学
生
に
卒
業
ま
で
に
身
に
付
け
て
も
ら
い
た
い
10
の
力
、略
し

て「
D
W
C
L
A
10
」と
し
て
具
体
的
に
表
現
し
、シ
ラ
バ
ス
に
も

入
れ
、学
生
自
身
も
ど
の
程
度
身
に
つ
け
た
か
を
評
価
し
て
い
る
。

6
学
部
11
学
科
の
現
在
、改
め
て
本
学
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ

と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　

2
0
1
5
年
、本
学
に
お
け
る
女
子
教
育
の
推
進
を
目
指
し

て
、女
性
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
た
。そ
の
目

的
は
、主
に
卒
業
生
や
在
学
生
を
対
象
と
し
て
、女
性
が
生
涯
に
わ

た
っ
て
社
会
的
役
割
を
担
い
、能
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
支
援
と

提
言
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。女
性
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
た
め
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
企
画
や
講
演
会
の
開
催
、学
内
外
機
関
と
の
連
携
や
協

働
に
よ
り
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
る
。昨
年
度
、本
学
の

国
際
教
養
学
科
の
主
催
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
第
一
人
者
と
言
う

べ
き
講
師
を
招
い
て
講
演
会
が
開
か
れ
た
。当
日
は
大
き
な
教
室

が
学
生
で
埋
ま
り
、熱
心
に
耳
を
傾
け
る
学
生
の
姿
を
目
の
当
た

り
に
し
て
、そ
の
関
心
の
高
さ
に
驚
く
と
と
も
に
、こ
の
分
野
の
充

実
を
さ
ら
に
図
る
必
要
が
あ
る
と
強
く
感
じ
た
。

5
． 

お
わ
り
に

　

新
島
は
亡
く
な
る
2
日
前
、遺
言
の
中
で
、機
械
的
に
物
事
を

処
理
す
る
危
険
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。大
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
や

教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
。ど
ん
な

に
立
派
な
組
織
が
出
来
上
が
っ
て
も
、た
だ
機
械
的
に
ス
ム
ー
ズ
に

流
れ
る
だ
け
で
は
組
織
は
危
機
に
瀕
す
る
。本
学
の
F
D
の
特
徴

の
一
つ
は
、全
学
部
学
科
の
教
員
が
集
ま
り
、学
部
学
科
の
枠
を
越

え
て
取
り
組
む
点
に
あ
る
。昨
年
度
は
、全
学
部
の
教
員
が
4
名

の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、課
題
と
な
る
レ
ポ
ー
ト
を
評
価
し
合
い
、

ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
を
作
る
と
い
う
合
同
研
修
会
が
開
か
れ
た
。こ
の
よ

う
に
地
味
で
は
あ
る
が
、真
の
教
育
の
改
革
に
ふ
さ
わ
し
い
実
践
の

積
み
重
ね
が
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
枠
組
み
を
越
え

る
取
り
組
み
に
つ
な
が
る
と
確
信
し
て
い
る
。

13



１
． 

新
島
襄
と
同
志
社
女
子
大
学

　
は
じ
め
に
、新
島
襄
に
ま
つ
わ
る
本
学
の
歴
史
上
の
出
来
事
の
い

く
つ
か
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

  

1
8
7
5（
明
治
8
）年
、ア
メ
リ
カ
で
約
10
年
間
学
ん
だ
新
島

襄
は
彼
の
理
想
の
教
育
を
実
行
す
べ
く
同
志
社
英
学
校
を
設
立

し
、翌
1
8
7
6
年
に
京
都
御
苑
内
に
、宣
教
師
A・J・ス
タ
ー
ク

ウ
ェ
ザ
ー
、妻
で
あ
る
新
島
八
重
と
と
も
に
女
子
塾
を
開
設
し
た
。

こ
の
女
子
塾
が
本
学
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
。1
8
7
7
年
、新
島
襄
が

校
長
と
な
り
同
志
社
女
学
校
が
開
校
さ
れ
、そ
の
翌
年
、校
舎
を

現
在
の
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
の
地
に
移
転
し
た
。1
8
7
9
年
、同

志
社
英
学
校
は
15
人
の
卒
業
生
を
出
し
た
。学
校
と
し
て
の
基
盤

を
築
い
た
か
に
見
え
た
が
、実
際
は
経
営
的
に
危
機
的
状
況
に
あ
っ

た
。新
島
は
一
通
の
手
紙
を
ア
メ
リ
カ
の
父
と
も
言
う
べ
き
ハ
ー

デ
ィ
氏
に
送
り
、寄
付
を
得
る
こ
と
で
同
志
社
は
危
機
を
脱
す
る
こ

と
が
で
き
た
。1
8
8
6
年
、新
島
は
将
来
の
医
学
部
の
た
め
に
同

志
社
病
院
な
ら
び
に
京
都
看
病
婦
学
校
を
創
設
し
た
。京
都
看
病

婦
学
校
は
、看
護
学
校
と
し
て
日
本
で
2
番
目
の
歴
史
を
有
し
、ア

メ
リ
カ
で
最
初
の
訓
練
看
護
婦
で
あ
っ
た
リ
ン
ダ・リ
チ
ャ
ー
ズ
を

迎
え
、当
時
最
先
端
の
看
護
教
育
を
開
始
し
た
学
校
で
あ
る
。本

学
の
看
護
学
部
の
前
身
で
あ
る
。新
島
は
同
志
社
英
学
校
を
創
立

し
た
数
年
後
か
ら
大
学
昇
格
運
動
に
着
手
し
て
い
る
が
、彼
の
生

前
は
そ
の
日
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。ま
た
、1
8
9
7
年

に
病
院
と
看
護
学
校
は
同
志
社
理
事
を
務
め
医
師
で
あ
っ
た
佐
伯

理
一
郎
に
管
理
が
委
ね
ら
れ
、1
9
0
6
年
、廃
校
に
な
っ
た
。

　
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
出
来
事
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、新
島
の

教
育
に
対
す
る
熱
き
思
い
と
危
機
に
迅
速
に
対
処
す
る
態
度
で
あ

り
、ま
た
創
立
者
の
思
い
を
引
き
継
ぐ
本
学
の
伝
統
で
あ
る
。

２
． 

新
島
の
女
子
教
育

　

同
志
社
女
子
大
学
は
2
0
2
6
年
に
創
立
1
5
0
周
年
を
迎

え
る
。現
在
約
6
2
0
0
名
の
学
生
が
近
代
的
な
京
田
辺
キ
ャ
ン

パ
ス
と
歴
史
あ
る
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
に
通
う
。現
在
、本
学
は

2
0
2
6
年
ま
で
の
中
長
期
活
動
目
標
で
あ
る「V

ision 150

」を

策
定
し
、実
現
す
べ
き
様
々
な
施
策
を
推
進
し
て
い
る
。そ
の
コ
ン
セ

プ
ト
は
、「
21
世
紀
社
会
を
女
性
の
視
点
で『
改
良
』で
き
る
人
物

の
育
成
」で
あ
る
。あ
え
て「
改
良
」と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
は
、

新
島
の
言
葉
で
あ
る「
世
の
革
命
者
と
成
ら
れ
よ
。否
世
の
改
良
者

と
成
り
て
働
か
れ
た
し
」に
依
拠
し
て
い
る
。こ
れ
は
、1
8
8
6
年

に
発
足
し
た
社
会
改
良
団
体
、日
本
基
督
教
婦
人
矯
風
会
の
書
記

で
あ
っ
た
佐
々
木
豊
寿
に
対
し
て
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
。ま
た
同
時

に
新
島
は
女
性
の
権
利
を
拡
張
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
触
れ
、そ
の

た
め
に
は
ま
ず
女
生
徒
に
、人
権
を
重
ん
じ
る
こ
と
、こ
う
が
い

慷
慨
心
を
起

こ
さ
せ
る
こ
と
を
教
え
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。新
島
が
亡
く
な

る
1
カ
月
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。生
命
の
終
わ
り
を
自
覚
し
て
い
た

新
島
の
日
本
女
性
に
対
す
る
精
神
的
自
立
と
社
会
改
良
事
業
へ
の

積
極
的
な
参
画
を
願
う
熱
い
思
い
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

　

新
島
は
社
会
の
発
展
に
は
女
子
教
育
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
が
不

可
欠
と
考
え
て
い
た
。そ
し
て
、彼
の「
女
子
教
育
は
社
会
の
母
の

母
な
り
と
」と
い
う
言
葉
に
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
日
本
の

女
性
の
権
利
拡
張
の
た
め
努
力
し
続
け
た
。し
か
し
な
が
ら
最
初

か
ら
女
子
教
育
の
重
要
性
に
気
付
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。新
島

が
生
ま
れ
た
江
戸
時
代
は
儒
教
的
女
性
観
が
強
い
時
代
で
あ
り
、

男
尊
女
卑
の
女
性
観
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。新
島
は
ア
メ
リ
カ
や

西
欧
諸
国
に
滞
在
す
る
こ
と
で
、当
時
の
日
本
人
女
性
と
は
異

な
っ
た
独
立
し
た
女
性
の
生
き
方
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。帰
国

後
、日
本
の
女
性
の
状
況
を
見
て
、女
子
教
育
の
重
要
性
を
認
識

し
、「
改
良
」を
試
み
た
の
で
あ
る
。言
い
換
え
れ
ば
、新
島
の
女
性

観
は
外
の
世
界
を
経
験
す
る
こ
と
で
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、新
島
の
使
っ
て
い
る「
改
良
」と
い
う
言
葉
は
明
治

期
に
英
語
のreform

の
訳
語
と
し
て
作
ら
れ
た
語
で
あ
る
。英
語

のreform

は
社
会
、制
度
、政
治
、宗
教
そ
し
て
人
間
を
含
め
た

事
柄
を
改
革
、改
善
、刷
新
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。明
治
時
代

の
新
島
はreform

の
訳
語
を
忠
実
に
使
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。新
島
の
こ
う
し
た
改
革
の
精
神
は
彼
の
死
後
も
本
学
で
生
き

続
け
て
い
る
。

３
． 

本
学
の
改
革
と
ガ
バ
ナ
ン
ス

　

本
学
の
長
い
歴
史
の
中
で
、私
自
身
が
目
の
当
た
り
に
し
た
最

も
大
き
な
改
革
は
、短
期
大
学
部
の
改
組
か
ら
始
ま
る
。私
は

1
9
9
6
年
に
短
期
大
学
部
英
米
語
科
に
赴
任
し
た
。そ
の
年
の

教
授
会
か
ら
短
期
大
学
部
の
四
年
制
大
学
へ
の
改
組
転
換
の
議

論
が
始
ま
っ
た
。そ
れ
は
驚
き
と
と
も
に
、大
学
が
大
き
く
変
わ
ら

ざ
る
を
得
な
い
一
つ
の
象
徴
的
な
出
来
事
と
し
て
印
象
深
く
私
の

記
憶
に
刻
ま
れ
て
い
る
。そ
の
当
時
本
学
は
学
部
が
2
学
部
5
学

科
、短
期
大
学
部
は
2
学
科
の
体
制
で
あ
っ
た
。2
0
0
0
年
に

短
期
大
学
部
を
現
代
社
会
学
部
に
改
組
転
換
す
る
こ
と
で
、学
芸

学
部
と
生
活
科
学
部
に
加
え
て
新
た
に
社
会
科
学
系
の
学
部
を

設
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
。そ
の
後
2
0
0
5
年
に
、薬
学
部
を

開
設
。2
0
0
9
年
に
は
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
に
英
語
英
文
学
科

と
日
本
語
日
本
文
学
科
を
移
転
さ
せ
、表
象
文
化
学
部
を
開
設

し
た
。2
0
1
5
年
に
看
護
学
部
を
設
立
し
、現
在
は
6
学
部
11

学
科
1
専
攻
科
5
研
究
科
を
有
す
る
女
子
総
合
大
学
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
本
学
は
、常
に
時
代
の
要
請
に
応
え
、社
会
に
貢
献
で

き
る
女
性
の
育
成
の
た
め
に
改
革
を
続
け
て
い
る
。

　
20
年
以
上
に
わ
た
る
本
学
の
学
部
学
科
の
新
設
お
よ
び
改
組
転

換
を
可
能
に
し
た
も
の
は
、何
で
あ
ろ
う
か
。今
、改
め
て
本
学
の

歴
史
を
振
り
返
る
時
、前
述
し
た
新
島
の
教
育
に
対
す
る
熱
意
、

危
機
に
対
す
る
態
度
、そ
し
て
そ
の
新
島
の
思
い
を
受
け
継
ぐ
伝

統
が
、本
学
の
中
に
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。さ
ら

に
、私
は
本
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
し
っ
か
り
と
機
能
し
て
い
た
た
め
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
2
0
1
４
年
の
学
校
教
育
法
の
改
正
に
よ
って
、教
授
会
の
役
割

が
明
確
化
さ
れ
、ま
た
学
長
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に

新
し
い
。こ
の
法
律
改
正
の
真
の
目
的
は
、大
学
に
お
け
る
権
限
と

責
任
の
所
在
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。国
立
大
学
が
法
人
化

さ
れ
た
中
で
、依
然
と
し
て
大
学
に
お
け
る
責
任
と
権
限
の
曖
昧
さ

が
残
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。言
い
換
え
れ
ば
、大
学
に
お
け
る
ガ
バ

ナ
ン
ス
改
革
で
あ
る
。ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
用
語
は
、様
々
な
意
味
で

使
わ
れ
て
い
る
。中
央
教
育
審
議
会
大
学
分
科
会
の「
大
学
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
改
革
の
推
進
に
つ
い
て（
審
議
ま
と
め
）」で
は
、ガ
バ
ナ
ン
ス

を「
教
学
及
び
経
営
の
観
点
か
ら
、法
令
上
設
け
ら
れ
て
い
る
各
機

関（
学
長
、教
授
会
、理
事
会
、監
事
等
）の
役
割
や
、機
関
相
互
の

関
係
性
」と
定
義
さ
れ
て
い
る
。そ
の
意
味
で
言
え
ば
、本
学
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
は
学
校
教
育
法
改
正
以
前
か
ら
明
確
で
あ
っ
た
。特
に
、教

育
研
究
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
２
つ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の
専
任
教
員

が
一
堂
に
会
し
て
審
議
す
る
教
授
会
、学
長
の
下
で
全
て
の
学
部
長

を
含
む
事
務
機
構
上
の
部
長
に
よ
って
構
成
さ
れ
、制
度・予
算・施

設・人
事
等
を
提
案
す
る
常
任
委
員
会
、そ
し
て
学
長
が
そ
れ
ら
の

事
項
に
つ
い
て
諮
問
し
、了
承
を
得
る
評
議
会
と
い
う
よ
う
に
本
学

の
組
織
に
お
い
て
は
、責
任
の
所
在
と
権
限
、そ
し
て
役
割
や
相
互

の
関
連
性
が
明
確
で
あ
る
。そ
れ
に
加
え
て
、全
学
生
数
の
約
半
数

の
女
子
の
み
を
入
学
者
の
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
現
実
に
対
す
る

危
機
意
識
も
改
革
の
原
動
力
の
一つ
に
な
って
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、ガ
バ
ナ
ン
ス
は
あ
く
ま
で
も
制
度
で
あ
り
、そ
れ
を
動
か

す
の
は
人
で
あ
る
。大
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
は
目
的
で
は
な
く
あ

く
ま
で
も
手
段
で
あ
る
。言
う
ま
で
も
な
く
、大
学
の
目
的
は
、教

育
、研
究
、そ
し
て
社
会
貢
献
で
あ
り
、社
会
か
ら
期
待
さ
れ
る
役

割
を
果
た
す
こ
と
に
あ
る
。迅
速
か
つ
効
果
的
に
大
学
改
革
を
推

進
さ
せ
る
た
め
に
は
、学
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、教
職
員
の
理

解
と
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。2
0
1
9
年
学
長
に
就
任
し
た
私

は
学
長
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
分
、教
職
員
同
士
お
よ
び
教
職
員

と
の
対
話（D

ialogue

）が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
、そ
の

対
話
の
中
か
ら
他
に
は
な
い
独
創
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア（Idea

）を
生

か
し
、学
生
と
教
職
員
の
成
長（G

row
th

）を
促
す
こ
と
で
、本
学

の
発
展
を
期
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。そ
の
た
め
に
で
き
る
だ
け
多

く
の
教
職
員
と
の
対
話
の
機
会
を
設
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

４
． 

本
学
の
教
育
改
革
と
課
題

　

本
学
は
３
つ
の
教
育
理
念
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
主
義
、国
際
主

義
、リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
を
掲
げ
、良
心
教
育
を
核
と
し
て
女
子
教
育

を
推
進
し
て
き
た
。教
育
の
改
革
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
革
と
は
異
な

り
、教
職
員
の
熱
意
と
根
気
、時
間
を
要
し
、分
析
と
改
善
を
繰
り

返
し
な
が
ら
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
2
0
2
0
年
1
月
に
出
さ
れ
た「
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
指
針
」の
目

的
を
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、2
0
1
8
年
に
出
さ
れ
た「
2
0
4
0

年
に
向
け
た
高
等
教
育
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン（
答
申
）」の
真
意
で

あ
る
学
習
者
本
位
の
教
育
の
実
現
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
管
理

運
営
に
つ
い
て
の
方
針
で
あ
る
。こ
の
指
針
は
、主
に
正
課
活
動
が
対

象
と
な
っ
て
い
る
が
、本
学
は
正
課
外
で
あ
っ
て
も
学
生
の
成
長
に

と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
活
動
も
対
象
と
し
て
い

る
。こ
こ
で
は
本
学
の
教
育
理
念
と
教
育
の
特
徴
を
紹
介
し
、教
育

改
革
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

新
島
は
キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
通
し
て「
良
心
を
手
腕
に
運
用
す

る
人
物
」の
育
成
に
努
め
て
き
た
。こ
れ
は
単
に
技
術
や
才
能
あ
る

人
物
を
育
成
す
る
だ
け
で
な
く
、キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
徳
育
の
基

本
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。こ
の
考
え
方
の
下
、「
聖
書
」を
各
学

部
の
必
修
科
目
と
し
、年
間
を
通
し
て
ほ
ぼ
毎
日
1
講
時
と
2
講

時
の
時
間
割
の
間
に
礼
拝
の
時
間
を
設
け
、本
学
の
教
職
員
、学

生
、ま
た
、卒
業
生
を
含
め
た
社
会
で
活
躍
す
る
人
々
を
招
い
て
話

を
し
て
い
た
だ
く
奨
励
の
機
会
に
し
て
い
る
。礼
拝
は
宗
教
部
が

中
心
と
な
っ
て
実
施
し
て
い
る
。他
に
も
宗
教
部
の
主
催
す
る
リ
ト

リ
ー
ト
等
の
様
々
な
取
り
組
み
や
行
事
を
通
し
て「
自
ら
の
た
め
だ

け
で
な
く
、他
者
の
た
め
に
学
び
生
き
る
」と
い
う
本
学
の
キ
リ
ス

ト
教
主
義
精
神
を
広
め
て
い
る
。2
0
1
５
年
に
は
宗
教
部
に
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
が
誕
生
し
、学
内
外
に
お
け
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
進
め
て
い
る
。し
か
し
、果
た
し
て
キ
リ
ス
ト
教

主
義
教
育
の
成
果
を
正
確
に
把
握
し
、可
視
化
す
る
こ
と
は
可
能

だ
ろ
う
か
。こ
の
こ
と
は
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
指
針
で
も
、全
て
の

学
修
成
果・教
育
成
果
を
網
羅
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
し
て
い
る
。当
然
の
こ
と
で
あ
る
。全
て
の
活
動
の
可
視
化
に
は

限
界
が
あ
る
が
、そ
の
中
で
学
生
の
成
長
実
感
、満
足
度
な
ど
を

収
集
し
、活
動
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
も
う
一つ
の
本
学
の
教
育
理
念
は
国
際
主
義
で
あ
る
。国
際
化
に

当
て
は
ま
る
英
語
は
、Globalization

とInternationalization

が
あ
る
。前
者
は
、制
度
や
文
化
を
平
準
化
し
て
、単
一
の
尺
度
で

物
事
を
進
め
よ
う
と
す
る
一
面
を
持
つ
の
に
対
し
、後
者
は
制
度
、

慣
習
、言
語
、文
化
等
を
異
に
す
る
国（
地
域
）同
士
、あ
る
い
は
人

間
同
士
の
相
互
の
違
い
を
認
め
た
上
で
尊
重
す
る
と
い
う
意
味
を

持
つ
。本
学
の
国
際
主
義
の
英
語
訳
はG

lobalism

で
は
な
く

Internationalism

で
あ
る
。互
い
を
理
解
し
、違
い
を
認
め
合

い
、尊
重
し
た
上
で
交
流
を
深
め
る
こ
と
で
あ
り
、ひ
い
て
は
国
際

平
和
に
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

現
在
本
学
の
海
外
協
定
大
学
数
は
13
カ
国
に
わ
た
り
合
計
69

大
学
存
在
す
る
。日
本
は
少
子
化
で
あ
る
が
、世
界
の
学
生
数
は
増

加
の
傾
向
に
あ
る
。特
に
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
学
生
数
の
増
加
が
著
し

く
、世
界
中
の
大
学
が
ア
ジ
ア
の
留
学
生
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い

る
。英
語
は
現
在
国
際
共
通
語
と
言
う
べ
き
言
語
と
な
っ
て
い
る

が
、実
は
ア
メ
リ
カ
、イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
し
た
英
語
圏
の
話
者
は

増
え
て
は
い
な
い
。ア
ジ
ア
諸
国
で
は
自
国
の
言
語
に
加
え
て
、英

語
を
も
う
一
つ
の
言
語
と
し
て
学
ぶ
学
習
者
が
増
え
て
い
る
。英
語

を
共
通
言
語
と
し
て
本
学
の
学
生
が
ア
ジ
ア
の
学
生
と
英
語
を
通

し
て
理
解
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な
中
で
、

本
学
の
学
生
が
ア
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生
と
共
に
学
び
合
う
機
会
を

設
け
る
た
め
の
新
た
な
制
度
や
方
法
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

三
つ
目
は
、リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
の
精
神
を
生
か
し
た
学
び
で
あ

る
。本
学
の
英
語
名
はD

oshisha W
om
en’s C

ollege of 
Liberal A

rts
（D

W
C
LA

）で
あ
る
。学
部
学
科
の
専
門
分
野
の

知
識
や
技
術
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、世
の
中
の
動
き
を
知
る
と
同

時
に
多
様
な
分
野
の
学
問
を
修
め
る
こ
と
、そ
し
て
、批
判
的
思
考

力
を
身
に
付
け
る
と
い
う
意
味
で
、リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
は
極
め
て
重

要
な
理
念
で
あ
る
。そ
れ
に
加
え
て
ど
の
分
野
の
学
問
を
専
攻
す

る
場
合
に
も
、ま
た
社
会
の
ど
の
分
野
に
進
む
場
合
に
も
必
要
と

さ
れ
る
、学
士
と
し
て
の
基
礎
的・汎
用
的
能
力
の
獲
得
が
重
視
さ

れ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
能
力
は
学
位
授
与
方
針
に
掲
げ
ら
れ
て
お

り
、学
生
に
よ
り
良
く
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
2
0
1
2
年
度

よ
り
学
生
に
卒
業
ま
で
に
身
に
付
け
て
も
ら
い
た
い
10
の
力
、略
し

て「
D
W
C
L
A
10
」と
し
て
具
体
的
に
表
現
し
、シ
ラ
バ
ス
に
も

入
れ
、学
生
自
身
も
ど
の
程
度
身
に
つ
け
た
か
を
評
価
し
て
い
る
。

6
学
部
11
学
科
の
現
在
、改
め
て
本
学
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ

と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　

2
0
1
5
年
、本
学
に
お
け
る
女
子
教
育
の
推
進
を
目
指
し

て
、女
性
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
た
。そ
の
目

的
は
、主
に
卒
業
生
や
在
学
生
を
対
象
と
し
て
、女
性
が
生
涯
に
わ

た
っ
て
社
会
的
役
割
を
担
い
、能
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
支
援
と

提
言
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。女
性
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
た
め
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
企
画
や
講
演
会
の
開
催
、学
内
外
機
関
と
の
連
携
や
協

働
に
よ
り
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
る
。昨
年
度
、本
学
の

国
際
教
養
学
科
の
主
催
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
第
一
人
者
と
言
う

べ
き
講
師
を
招
い
て
講
演
会
が
開
か
れ
た
。当
日
は
大
き
な
教
室

が
学
生
で
埋
ま
り
、熱
心
に
耳
を
傾
け
る
学
生
の
姿
を
目
の
当
た

り
に
し
て
、そ
の
関
心
の
高
さ
に
驚
く
と
と
も
に
、こ
の
分
野
の
充

実
を
さ
ら
に
図
る
必
要
が
あ
る
と
強
く
感
じ
た
。

5
． 

お
わ
り
に

　

新
島
は
亡
く
な
る
2
日
前
、遺
言
の
中
で
、機
械
的
に
物
事
を

処
理
す
る
危
険
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。大
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
や

教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
。ど
ん
な

に
立
派
な
組
織
が
出
来
上
が
っ
て
も
、た
だ
機
械
的
に
ス
ム
ー
ズ
に

流
れ
る
だ
け
で
は
組
織
は
危
機
に
瀕
す
る
。本
学
の
F
D
の
特
徴

の
一
つ
は
、全
学
部
学
科
の
教
員
が
集
ま
り
、学
部
学
科
の
枠
を
越

え
て
取
り
組
む
点
に
あ
る
。昨
年
度
は
、全
学
部
の
教
員
が
4
名

の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、課
題
と
な
る
レ
ポ
ー
ト
を
評
価
し
合
い
、

ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
を
作
る
と
い
う
合
同
研
修
会
が
開
か
れ
た
。こ
の
よ

う
に
地
味
で
は
あ
る
が
、真
の
教
育
の
改
革
に
ふ
さ
わ
し
い
実
践
の

積
み
重
ね
が
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
枠
組
み
を
越
え

る
取
り
組
み
に
つ
な
が
る
と
確
信
し
て
い
る
。
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１
． 

新
島
襄
と
同
志
社
女
子
大
学

　
は
じ
め
に
、新
島
襄
に
ま
つ
わ
る
本
学
の
歴
史
上
の
出
来
事
の
い

く
つ
か
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

  

1
8
7
5（
明
治
8
）年
、ア
メ
リ
カ
で
約
10
年
間
学
ん
だ
新
島

襄
は
彼
の
理
想
の
教
育
を
実
行
す
べ
く
同
志
社
英
学
校
を
設
立

し
、翌
1
8
7
6
年
に
京
都
御
苑
内
に
、宣
教
師
A・J・ス
タ
ー
ク

ウ
ェ
ザ
ー
、妻
で
あ
る
新
島
八
重
と
と
も
に
女
子
塾
を
開
設
し
た
。

こ
の
女
子
塾
が
本
学
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
。1
8
7
7
年
、新
島
襄
が

校
長
と
な
り
同
志
社
女
学
校
が
開
校
さ
れ
、そ
の
翌
年
、校
舎
を

現
在
の
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
の
地
に
移
転
し
た
。1
8
7
9
年
、同

志
社
英
学
校
は
15
人
の
卒
業
生
を
出
し
た
。学
校
と
し
て
の
基
盤

を
築
い
た
か
に
見
え
た
が
、実
際
は
経
営
的
に
危
機
的
状
況
に
あ
っ

た
。新
島
は
一
通
の
手
紙
を
ア
メ
リ
カ
の
父
と
も
言
う
べ
き
ハ
ー

デ
ィ
氏
に
送
り
、寄
付
を
得
る
こ
と
で
同
志
社
は
危
機
を
脱
す
る
こ

と
が
で
き
た
。1
8
8
6
年
、新
島
は
将
来
の
医
学
部
の
た
め
に
同

志
社
病
院
な
ら
び
に
京
都
看
病
婦
学
校
を
創
設
し
た
。京
都
看
病

婦
学
校
は
、看
護
学
校
と
し
て
日
本
で
2
番
目
の
歴
史
を
有
し
、ア

メ
リ
カ
で
最
初
の
訓
練
看
護
婦
で
あ
っ
た
リ
ン
ダ・リ
チ
ャ
ー
ズ
を

迎
え
、当
時
最
先
端
の
看
護
教
育
を
開
始
し
た
学
校
で
あ
る
。本

学
の
看
護
学
部
の
前
身
で
あ
る
。新
島
は
同
志
社
英
学
校
を
創
立

し
た
数
年
後
か
ら
大
学
昇
格
運
動
に
着
手
し
て
い
る
が
、彼
の
生

前
は
そ
の
日
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。ま
た
、1
8
9
7
年

に
病
院
と
看
護
学
校
は
同
志
社
理
事
を
務
め
医
師
で
あ
っ
た
佐
伯

理
一
郎
に
管
理
が
委
ね
ら
れ
、1
9
0
6
年
、廃
校
に
な
っ
た
。

　
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
出
来
事
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、新
島
の

教
育
に
対
す
る
熱
き
思
い
と
危
機
に
迅
速
に
対
処
す
る
態
度
で
あ

り
、ま
た
創
立
者
の
思
い
を
引
き
継
ぐ
本
学
の
伝
統
で
あ
る
。

２
． 

新
島
の
女
子
教
育

　

同
志
社
女
子
大
学
は
2
0
2
6
年
に
創
立
1
5
0
周
年
を
迎

え
る
。現
在
約
6
2
0
0
名
の
学
生
が
近
代
的
な
京
田
辺
キ
ャ
ン

パ
ス
と
歴
史
あ
る
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
に
通
う
。現
在
、本
学
は

2
0
2
6
年
ま
で
の
中
長
期
活
動
目
標
で
あ
る「V

ision 150

」を

策
定
し
、実
現
す
べ
き
様
々
な
施
策
を
推
進
し
て
い
る
。そ
の
コ
ン
セ

プ
ト
は
、「
21
世
紀
社
会
を
女
性
の
視
点
で『
改
良
』で
き
る
人
物

の
育
成
」で
あ
る
。あ
え
て「
改
良
」と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
は
、

新
島
の
言
葉
で
あ
る「
世
の
革
命
者
と
成
ら
れ
よ
。否
世
の
改
良
者

と
成
り
て
働
か
れ
た
し
」に
依
拠
し
て
い
る
。こ
れ
は
、1
8
8
6
年

に
発
足
し
た
社
会
改
良
団
体
、日
本
基
督
教
婦
人
矯
風
会
の
書
記

で
あ
っ
た
佐
々
木
豊
寿
に
対
し
て
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
。ま
た
同
時

に
新
島
は
女
性
の
権
利
を
拡
張
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
触
れ
、そ
の

た
め
に
は
ま
ず
女
生
徒
に
、人
権
を
重
ん
じ
る
こ
と
、こ
う
が
い

慷
慨
心
を
起

こ
さ
せ
る
こ
と
を
教
え
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。新
島
が
亡
く
な

る
1
カ
月
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。生
命
の
終
わ
り
を
自
覚
し
て
い
た

新
島
の
日
本
女
性
に
対
す
る
精
神
的
自
立
と
社
会
改
良
事
業
へ
の

積
極
的
な
参
画
を
願
う
熱
い
思
い
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

　

新
島
は
社
会
の
発
展
に
は
女
子
教
育
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
が
不

可
欠
と
考
え
て
い
た
。そ
し
て
、彼
の「
女
子
教
育
は
社
会
の
母
の

母
な
り
と
」と
い
う
言
葉
に
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
日
本
の

女
性
の
権
利
拡
張
の
た
め
努
力
し
続
け
た
。し
か
し
な
が
ら
最
初

か
ら
女
子
教
育
の
重
要
性
に
気
付
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。新
島

が
生
ま
れ
た
江
戸
時
代
は
儒
教
的
女
性
観
が
強
い
時
代
で
あ
り
、

男
尊
女
卑
の
女
性
観
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。新
島
は
ア
メ
リ
カ
や

西
欧
諸
国
に
滞
在
す
る
こ
と
で
、当
時
の
日
本
人
女
性
と
は
異

な
っ
た
独
立
し
た
女
性
の
生
き
方
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。帰
国

後
、日
本
の
女
性
の
状
況
を
見
て
、女
子
教
育
の
重
要
性
を
認
識

し
、「
改
良
」を
試
み
た
の
で
あ
る
。言
い
換
え
れ
ば
、新
島
の
女
性

観
は
外
の
世
界
を
経
験
す
る
こ
と
で
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、新
島
の
使
っ
て
い
る「
改
良
」と
い
う
言
葉
は
明
治

期
に
英
語
のreform

の
訳
語
と
し
て
作
ら
れ
た
語
で
あ
る
。英
語

のreform

は
社
会
、制
度
、政
治
、宗
教
そ
し
て
人
間
を
含
め
た

事
柄
を
改
革
、改
善
、刷
新
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。明
治
時
代

の
新
島
はreform

の
訳
語
を
忠
実
に
使
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。新
島
の
こ
う
し
た
改
革
の
精
神
は
彼
の
死
後
も
本
学
で
生
き

続
け
て
い
る
。

３
． 

本
学
の
改
革
と
ガ
バ
ナ
ン
ス

　

本
学
の
長
い
歴
史
の
中
で
、私
自
身
が
目
の
当
た
り
に
し
た
最

も
大
き
な
改
革
は
、短
期
大
学
部
の
改
組
か
ら
始
ま
る
。私
は

1
9
9
6
年
に
短
期
大
学
部
英
米
語
科
に
赴
任
し
た
。そ
の
年
の

教
授
会
か
ら
短
期
大
学
部
の
四
年
制
大
学
へ
の
改
組
転
換
の
議

論
が
始
ま
っ
た
。そ
れ
は
驚
き
と
と
も
に
、大
学
が
大
き
く
変
わ
ら

ざ
る
を
得
な
い
一
つ
の
象
徴
的
な
出
来
事
と
し
て
印
象
深
く
私
の

記
憶
に
刻
ま
れ
て
い
る
。そ
の
当
時
本
学
は
学
部
が
2
学
部
5
学

科
、短
期
大
学
部
は
2
学
科
の
体
制
で
あ
っ
た
。2
0
0
0
年
に

短
期
大
学
部
を
現
代
社
会
学
部
に
改
組
転
換
す
る
こ
と
で
、学
芸

学
部
と
生
活
科
学
部
に
加
え
て
新
た
に
社
会
科
学
系
の
学
部
を

設
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
。そ
の
後
2
0
0
5
年
に
、薬
学
部
を

開
設
。2
0
0
9
年
に
は
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
に
英
語
英
文
学
科

と
日
本
語
日
本
文
学
科
を
移
転
さ
せ
、表
象
文
化
学
部
を
開
設

し
た
。2
0
1
5
年
に
看
護
学
部
を
設
立
し
、現
在
は
6
学
部
11

学
科
1
専
攻
科
5
研
究
科
を
有
す
る
女
子
総
合
大
学
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
本
学
は
、常
に
時
代
の
要
請
に
応
え
、社
会
に
貢
献
で

き
る
女
性
の
育
成
の
た
め
に
改
革
を
続
け
て
い
る
。

　
20
年
以
上
に
わ
た
る
本
学
の
学
部
学
科
の
新
設
お
よ
び
改
組
転

換
を
可
能
に
し
た
も
の
は
、何
で
あ
ろ
う
か
。今
、改
め
て
本
学
の

歴
史
を
振
り
返
る
時
、前
述
し
た
新
島
の
教
育
に
対
す
る
熱
意
、

危
機
に
対
す
る
態
度
、そ
し
て
そ
の
新
島
の
思
い
を
受
け
継
ぐ
伝

統
が
、本
学
の
中
に
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。さ
ら

に
、私
は
本
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
し
っ
か
り
と
機
能
し
て
い
た
た
め
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
2
0
1
４
年
の
学
校
教
育
法
の
改
正
に
よ
って
、教
授
会
の
役
割

が
明
確
化
さ
れ
、ま
た
学
長
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に

新
し
い
。こ
の
法
律
改
正
の
真
の
目
的
は
、大
学
に
お
け
る
権
限
と

責
任
の
所
在
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。国
立
大
学
が
法
人
化

さ
れ
た
中
で
、依
然
と
し
て
大
学
に
お
け
る
責
任
と
権
限
の
曖
昧
さ

が
残
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。言
い
換
え
れ
ば
、大
学
に
お
け
る
ガ
バ

ナ
ン
ス
改
革
で
あ
る
。ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
用
語
は
、様
々
な
意
味
で

使
わ
れ
て
い
る
。中
央
教
育
審
議
会
大
学
分
科
会
の「
大
学
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
改
革
の
推
進
に
つ
い
て（
審
議
ま
と
め
）」で
は
、ガ
バ
ナ
ン
ス

を「
教
学
及
び
経
営
の
観
点
か
ら
、法
令
上
設
け
ら
れ
て
い
る
各
機

関（
学
長
、教
授
会
、理
事
会
、監
事
等
）の
役
割
や
、機
関
相
互
の

関
係
性
」と
定
義
さ
れ
て
い
る
。そ
の
意
味
で
言
え
ば
、本
学
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
は
学
校
教
育
法
改
正
以
前
か
ら
明
確
で
あ
っ
た
。特
に
、教

育
研
究
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
２
つ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の
専
任
教
員

が
一
堂
に
会
し
て
審
議
す
る
教
授
会
、学
長
の
下
で
全
て
の
学
部
長

を
含
む
事
務
機
構
上
の
部
長
に
よ
って
構
成
さ
れ
、制
度・予
算・施

設・人
事
等
を
提
案
す
る
常
任
委
員
会
、そ
し
て
学
長
が
そ
れ
ら
の

事
項
に
つ
い
て
諮
問
し
、了
承
を
得
る
評
議
会
と
い
う
よ
う
に
本
学

の
組
織
に
お
い
て
は
、責
任
の
所
在
と
権
限
、そ
し
て
役
割
や
相
互

の
関
連
性
が
明
確
で
あ
る
。そ
れ
に
加
え
て
、全
学
生
数
の
約
半
数

の
女
子
の
み
を
入
学
者
の
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
現
実
に
対
す
る

危
機
意
識
も
改
革
の
原
動
力
の
一つ
に
な
って
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、ガ
バ
ナ
ン
ス
は
あ
く
ま
で
も
制
度
で
あ
り
、そ
れ
を
動
か

す
の
は
人
で
あ
る
。大
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
は
目
的
で
は
な
く
あ

く
ま
で
も
手
段
で
あ
る
。言
う
ま
で
も
な
く
、大
学
の
目
的
は
、教

育
、研
究
、そ
し
て
社
会
貢
献
で
あ
り
、社
会
か
ら
期
待
さ
れ
る
役

割
を
果
た
す
こ
と
に
あ
る
。迅
速
か
つ
効
果
的
に
大
学
改
革
を
推

進
さ
せ
る
た
め
に
は
、学
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、教
職
員
の
理

解
と
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。2
0
1
9
年
学
長
に
就
任
し
た
私

は
学
長
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
分
、教
職
員
同
士
お
よ
び
教
職
員

と
の
対
話（D

ialogue

）が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
、そ
の

対
話
の
中
か
ら
他
に
は
な
い
独
創
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア（Idea

）を
生

か
し
、学
生
と
教
職
員
の
成
長（G

row
th

）を
促
す
こ
と
で
、本
学

の
発
展
を
期
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。そ
の
た
め
に
で
き
る
だ
け
多

く
の
教
職
員
と
の
対
話
の
機
会
を
設
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

４
． 

本
学
の
教
育
改
革
と
課
題

　

本
学
は
３
つ
の
教
育
理
念
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
主
義
、国
際
主

義
、リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
を
掲
げ
、良
心
教
育
を
核
と
し
て
女
子
教
育

を
推
進
し
て
き
た
。教
育
の
改
革
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
革
と
は
異
な

り
、教
職
員
の
熱
意
と
根
気
、時
間
を
要
し
、分
析
と
改
善
を
繰
り

返
し
な
が
ら
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
2
0
2
0
年
1
月
に
出
さ
れ
た「
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
指
針
」の
目

的
を
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、2
0
1
8
年
に
出
さ
れ
た「
2
0
4
0

年
に
向
け
た
高
等
教
育
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン（
答
申
）」の
真
意
で

あ
る
学
習
者
本
位
の
教
育
の
実
現
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
管
理

運
営
に
つ
い
て
の
方
針
で
あ
る
。こ
の
指
針
は
、主
に
正
課
活
動
が
対

象
と
な
っ
て
い
る
が
、本
学
は
正
課
外
で
あ
っ
て
も
学
生
の
成
長
に

と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
活
動
も
対
象
と
し
て
い

る
。こ
こ
で
は
本
学
の
教
育
理
念
と
教
育
の
特
徴
を
紹
介
し
、教
育

改
革
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

新
島
は
キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
通
し
て「
良
心
を
手
腕
に
運
用
す

る
人
物
」の
育
成
に
努
め
て
き
た
。こ
れ
は
単
に
技
術
や
才
能
あ
る

人
物
を
育
成
す
る
だ
け
で
な
く
、キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
徳
育
の
基

本
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。こ
の
考
え
方
の
下
、「
聖
書
」を
各
学

部
の
必
修
科
目
と
し
、年
間
を
通
し
て
ほ
ぼ
毎
日
1
講
時
と
2
講

時
の
時
間
割
の
間
に
礼
拝
の
時
間
を
設
け
、本
学
の
教
職
員
、学

生
、ま
た
、卒
業
生
を
含
め
た
社
会
で
活
躍
す
る
人
々
を
招
い
て
話

を
し
て
い
た
だ
く
奨
励
の
機
会
に
し
て
い
る
。礼
拝
は
宗
教
部
が

中
心
と
な
っ
て
実
施
し
て
い
る
。他
に
も
宗
教
部
の
主
催
す
る
リ
ト

リ
ー
ト
等
の
様
々
な
取
り
組
み
や
行
事
を
通
し
て「
自
ら
の
た
め
だ

け
で
な
く
、他
者
の
た
め
に
学
び
生
き
る
」と
い
う
本
学
の
キ
リ
ス

ト
教
主
義
精
神
を
広
め
て
い
る
。2
0
1
５
年
に
は
宗
教
部
に
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
が
誕
生
し
、学
内
外
に
お
け
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
進
め
て
い
る
。し
か
し
、果
た
し
て
キ
リ
ス
ト
教

主
義
教
育
の
成
果
を
正
確
に
把
握
し
、可
視
化
す
る
こ
と
は
可
能

だ
ろ
う
か
。こ
の
こ
と
は
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
指
針
で
も
、全
て
の

学
修
成
果・教
育
成
果
を
網
羅
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
し
て
い
る
。当
然
の
こ
と
で
あ
る
。全
て
の
活
動
の
可
視
化
に
は

限
界
が
あ
る
が
、そ
の
中
で
学
生
の
成
長
実
感
、満
足
度
な
ど
を

収
集
し
、活
動
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
も
う
一つ
の
本
学
の
教
育
理
念
は
国
際
主
義
で
あ
る
。国
際
化
に

当
て
は
ま
る
英
語
は
、Globalization

とInternationalization

が
あ
る
。前
者
は
、制
度
や
文
化
を
平
準
化
し
て
、単
一
の
尺
度
で

物
事
を
進
め
よ
う
と
す
る
一
面
を
持
つ
の
に
対
し
、後
者
は
制
度
、

慣
習
、言
語
、文
化
等
を
異
に
す
る
国（
地
域
）同
士
、あ
る
い
は
人

間
同
士
の
相
互
の
違
い
を
認
め
た
上
で
尊
重
す
る
と
い
う
意
味
を

持
つ
。本
学
の
国
際
主
義
の
英
語
訳
はG

lobalism

で
は
な
く

Internationalism

で
あ
る
。互
い
を
理
解
し
、違
い
を
認
め
合

い
、尊
重
し
た
上
で
交
流
を
深
め
る
こ
と
で
あ
り
、ひ
い
て
は
国
際

平
和
に
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

現
在
本
学
の
海
外
協
定
大
学
数
は
13
カ
国
に
わ
た
り
合
計
69

大
学
存
在
す
る
。日
本
は
少
子
化
で
あ
る
が
、世
界
の
学
生
数
は
増

加
の
傾
向
に
あ
る
。特
に
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
学
生
数
の
増
加
が
著
し

く
、世
界
中
の
大
学
が
ア
ジ
ア
の
留
学
生
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い

る
。英
語
は
現
在
国
際
共
通
語
と
言
う
べ
き
言
語
と
な
っ
て
い
る

が
、実
は
ア
メ
リ
カ
、イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
し
た
英
語
圏
の
話
者
は

増
え
て
は
い
な
い
。ア
ジ
ア
諸
国
で
は
自
国
の
言
語
に
加
え
て
、英

語
を
も
う
一
つ
の
言
語
と
し
て
学
ぶ
学
習
者
が
増
え
て
い
る
。英
語

を
共
通
言
語
と
し
て
本
学
の
学
生
が
ア
ジ
ア
の
学
生
と
英
語
を
通

し
て
理
解
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な
中
で
、

本
学
の
学
生
が
ア
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生
と
共
に
学
び
合
う
機
会
を

設
け
る
た
め
の
新
た
な
制
度
や
方
法
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

三
つ
目
は
、リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
の
精
神
を
生
か
し
た
学
び
で
あ

る
。本
学
の
英
語
名
はD

oshisha W
om
en’s C

ollege of 
Liberal A

rts

（D
W
C
LA

）で
あ
る
。学
部
学
科
の
専
門
分
野
の

知
識
や
技
術
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、世
の
中
の
動
き
を
知
る
と
同

時
に
多
様
な
分
野
の
学
問
を
修
め
る
こ
と
、そ
し
て
、批
判
的
思
考

力
を
身
に
付
け
る
と
い
う
意
味
で
、リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
は
極
め
て
重

要
な
理
念
で
あ
る
。そ
れ
に
加
え
て
ど
の
分
野
の
学
問
を
専
攻
す

る
場
合
に
も
、ま
た
社
会
の
ど
の
分
野
に
進
む
場
合
に
も
必
要
と

さ
れ
る
、学
士
と
し
て
の
基
礎
的・汎
用
的
能
力
の
獲
得
が
重
視
さ

れ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
能
力
は
学
位
授
与
方
針
に
掲
げ
ら
れ
て
お

り
、学
生
に
よ
り
良
く
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
2
0
1
2
年
度

よ
り
学
生
に
卒
業
ま
で
に
身
に
付
け
て
も
ら
い
た
い
10
の
力
、略
し

て「
D
W
C
L
A
10
」と
し
て
具
体
的
に
表
現
し
、シ
ラ
バ
ス
に
も

入
れ
、学
生
自
身
も
ど
の
程
度
身
に
つ
け
た
か
を
評
価
し
て
い
る
。

6
学
部
11
学
科
の
現
在
、改
め
て
本
学
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ

と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　

2
0
1
5
年
、本
学
に
お
け
る
女
子
教
育
の
推
進
を
目
指
し

て
、女
性
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
た
。そ
の
目

的
は
、主
に
卒
業
生
や
在
学
生
を
対
象
と
し
て
、女
性
が
生
涯
に
わ

た
っ
て
社
会
的
役
割
を
担
い
、能
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
支
援
と

提
言
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。女
性
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
た
め
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
企
画
や
講
演
会
の
開
催
、学
内
外
機
関
と
の
連
携
や
協

働
に
よ
り
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
る
。昨
年
度
、本
学
の

国
際
教
養
学
科
の
主
催
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
第
一
人
者
と
言
う

べ
き
講
師
を
招
い
て
講
演
会
が
開
か
れ
た
。当
日
は
大
き
な
教
室

が
学
生
で
埋
ま
り
、熱
心
に
耳
を
傾
け
る
学
生
の
姿
を
目
の
当
た

り
に
し
て
、そ
の
関
心
の
高
さ
に
驚
く
と
と
も
に
、こ
の
分
野
の
充

実
を
さ
ら
に
図
る
必
要
が
あ
る
と
強
く
感
じ
た
。

5
． 

お
わ
り
に

　

新
島
は
亡
く
な
る
2
日
前
、遺
言
の
中
で
、機
械
的
に
物
事
を

処
理
す
る
危
険
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。大
学
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
や

教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
。ど
ん
な

に
立
派
な
組
織
が
出
来
上
が
っ
て
も
、た
だ
機
械
的
に
ス
ム
ー
ズ
に

流
れ
る
だ
け
で
は
組
織
は
危
機
に
瀕
す
る
。本
学
の
F
D
の
特
徴

の
一
つ
は
、全
学
部
学
科
の
教
員
が
集
ま
り
、学
部
学
科
の
枠
を
越

え
て
取
り
組
む
点
に
あ
る
。昨
年
度
は
、全
学
部
の
教
員
が
4
名

の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、課
題
と
な
る
レ
ポ
ー
ト
を
評
価
し
合
い
、

ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
を
作
る
と
い
う
合
同
研
修
会
が
開
か
れ
た
。こ
の
よ

う
に
地
味
で
は
あ
る
が
、真
の
教
育
の
改
革
に
ふ
さ
わ
し
い
実
践
の

積
み
重
ね
が
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
枠
組
み
を
越
え

る
取
り
組
み
に
つ
な
が
る
と
確
信
し
て
い
る
。
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