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明
治
大
学
雄
弁
部
は
、
令
和
二
年
、
創
立
一
三
〇
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

目
下
、
全
世
界
を
覆
う
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
は
、
日
常
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
ま
す
。
オ
ー
ラ
ル
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
旨
と
す
る
私
た
ち
雄
弁
部
の
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
、
現
役
学
生
の
活
動
に
は
特
に
顕
著
と
い
え

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
二
〇
周
年
記
念
史
が
編
纂
さ
れ
て
か
ら
十
年
の
間
に
は
、
国
難
と
さ
え
い
え

る
東
日
本
大
震
災
も
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
間
に
雄
弁
部
の
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
て
き
た
の
か
、
ま
た
、
雄
弁
部
時
代
を
ど
の

よ
う
に
振
り
返
る
か
を
ま
と
め
た
も
の
が
本
誌
と
な
り
ま
す
。

　

昭
和
三
〇
年
代
の
終
わ
り
こ
ろ
、
私
の
学
生
時
代
は
、
新
橋
駅
前
で
街
頭
演
説
が
あ
り
、
と
き
の
総
理
や
野

党
党
首
が
一
堂
に
会
し
て
、
大
い
に
弁
舌
を
振
る
っ
た
も
の
で
し
た
。
今
で
は
、
選
挙
の
と
き
に
小
型
バ
ス
の

壇
上
に
立
っ
て
、
マ
イ
ク
を
持
つ
姿
く
ら
い
し
か
見
か
け
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
中
、
雄
弁
部
の
現
役
学
生
は
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先
進
的
な
研
究
会
や
関
東
一
円
の
街
頭
演
説
を
行
っ
て
お
り
逞
し
い
限
り
で
す
。

　

弁
論
大
会
に
つ
い
て
も
大
会
こ
そ
違
え
ど
、
大
勢
で
集
ま
っ
て
討
論
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
雄
弁
部
が

主
催
し
て
い
る
紫
紺
杯
に
各
大
学
か
ら
た
く
さ
ん
の
学
生
が
集
ま
り
激
論
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
を
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ

会
と
し
て
望
ん
で
い
ま
す
。
卒
業
し
た
私
た
ち
も
老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
聴
衆
と
し
て
母
校
を
訪
れ
、
大
い
に

応
援
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

現
役
学
生
は
、
代
表
倉
持
太
介
君
の
報
告
で
一
年
生
が
二
〇
名
、
二
年
生
が
一
五
名
、
三
年
生
が
八
名
、
四

年
生
が
三
名
で
合
計
四
六
名
と
な
っ
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
大
学
で
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
措
置
が
取
ら
れ

て
い
る
の
に
あ
わ
せ
て
、
新
入
生
を
勧
誘
し
た
り
歓
迎
す
る
活
動
な
ど
が
厳
し
い
情
勢
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
頼
も
し
く
思
い
ま
す
。

　

雄
弁
部
は
、
か
ね
て
内
閣
総
理
大
臣
を
は
じ
め
、
各
界
に
優
れ
た
人
材
を
輩
出
し
て
き
ま
し
た
。
私
た
ち
も

Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
と
し
て
、
夢
と
希
望
に
燃
え
た
部
活
動
を
過
ご
し
、
今
な
お
雄
弁
道
を
歩
み
続
け
る
仲
間
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
雄
弁
部
の
現
役
学
生
と
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
は
手
を
取
り
合
っ
て
、
と
も
に
社
会
と
世
界
に
貢
献
し
て
い

か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　

明
治
大
学
雄
弁
部
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
会
は
一
三
〇
周
年
の
記
念
す
べ
き
年
に
、
あ
ら
た
め
て
雄
弁
部
、
雄
弁
部
Ｏ

Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
会
の
あ
り
方
を
確
認
し
、
更
な
る
前
進
に
向
け
決
意
い
た
し
ま
す
。

　

今
後
の
雄
弁
部
、
雄
弁
部
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
会
に
ご
期
待
い
た
だ
き
ま
す
と
と
も
に
、
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
た
ま
わ

り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。
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堂
々
た
る
歴
史
と
伝
統
を
も
っ
て
雄
弁
部
創
立
一
二
〇
周
年
記
念
が
成
功
裡
に
開
催
さ
れ
て
早
や
十
年
が
経

ち
、
本
年
一
三
〇
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
今
年
は
原
爆
投
下
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
七
五
年
、
二
度
目
の
東
京

五
輪
の
年
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
十
年
間
に
は
何
と
百
年
に
一
度
と
い
う
東
日
本
大
震
災
・
原
発
事
故
そ
し
て

今
年
一
月
以
後
先
の
見
え
な
い
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
地
球
上
の
全
人
類
を
襲
い
か

か
っ
て
お
り
ま
す
。
全
世
界
が
一
つ
に
な
っ
て
一
日
も
早
い
終
息
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

　

一
方
、
母
校
で
は
平
成
二
十
四
年
四
月
に
第
十
六
代
明
治
大
学
理
事
長
に
日
髙
憲
三
先
輩
が
就
任
さ
れ
、

〝「
個
」
を
強
め
、
世
界
に
発
信
す
る
明
治
大
学
〟
を
目
指
し
て
ご
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
Ｏ
Ｂ
会
に
と

っ
て
は
欣
喜
雀
躍
の
慶
び
と
大
変
名
誉
な
こ
と
で
し
た
。
平
成
二
十
九
年
十
一
月
の
定
時
総
会
で
熊
澤
雄
造
会

長
が
選
任
さ
れ
十
八
名
で
の
常
任
幹
事
会
が
発
足
し
、
百
三
十
周
年
記
念
事
業
の
準
備
開
始
。
こ
れ
は
現
役
部

員
の
一
層
の
活
躍
と
Ｏ
Ｂ
会
の
更
な
る
結
束
、
発
展
を
願
っ
て
、
雄
弁
部
魂
を
未
来
永
劫
に
継
続
し
て
頂
き
た

　
　
　
　
　
明
治
大
学
雄
弁
部
創
立

　
　
　
　
　
　
一
三
〇
周
年
を
迎
え
て
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い
た
め
で
す
。
そ
の
た
め
に
記
念
式
典
は
も
と
よ
り
今
後
も
十
年
毎
に
記
念
誌
を
発
行
す
る
こ
と
を
決
め
ま

し
た
。

　

今
回
の
記
念
誌
で
特
筆
し
た
い
の
は
今
年
九
六
歳
で
矍
鑠
（
か
く
し
ゃ
く
）
と
さ
れ
て
お
ら
れ
る
第
八
十
一

代
内
閣
総
理
大
臣
村
山
富
市
先
生
か
ら
ご
祝
辞
と
学
生
時
代
の
思
い
出
の
ご
寄
稿
を
賜
り
ま
し
た
。
九
十
一
歳

の
明
治
大
学
名
誉
教
授
・
弁
護
士
鈴
木
俊
光
先
生
、
九
十
歳
の
元
参
議
院
議
員
・
弁
護
士
の
内
藤
功
先
生
を
は

じ
め
全
国
か
ら
六
十
名
の
会
員
か
ら
ご
寄
稿
を
頂
き
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
併
せ
て
、
前
理
事
長
日
髙

憲
三
先
生
、
学
長
大
六
野
耕
作
先
生
か
ら
の
ご
祝
辞
に
も
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
記
念
事

業
に
あ
た
り
全
国
津
々
浦
々
か
ら
多
く
の
温
か
い
募
金
の
ご
協
力
を
頂
き
ま
し
て
心
か
ら
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

　

明
治
大
学
も
来
年
創
立
百
四
十
周
年
を
迎
え
ま
す
。
日
本
は
す
で
に
人
口
減
少
化
に
入
り
、
今
後
熾
烈
な
大

学
間
競
争
を
勝
ち
抜
い
て
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
校
友
の
力
強
い
ご
支
援
、
ご
協
力
を
雄
弁
部
共
々

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

終
り
に
、
中
国
宋
代
、
無
錫
に
実
在
し
た
学
校
「
東
林
書
院
」
の
校
訓
は
「
風
声
、
雨
声
、
読
書
声
、
声
声

入
耳
。
家
事
、
国
事
、
天
下
事
、
事
事
関
心
。」
と
の
こ
と
で
す
。
即
ち
、
感
度
の
良
い
ア
ン
テ
ナ
で
時
代
の

変
化
を
読
み
と
ろ
う
と
の
姿
勢
で
、
雄
弁
道
に
通
ず
る
モ
ッ
ト
ー
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
混
沌
と
し
た
世
界

情
勢
、
ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル
（
新
常
態
・
常
識
）
の
時
代
が
来
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、〝
朝
の
来
な
い
夜
は

な
い
。〟〝
春
の
来
な
い
冬
は
な
い
。〟
と
信
じ
て
〝
前
へ
〟
の
精
神
で
一
日
一
日
を
大
切
に
過
ご
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
記
念
す
べ
き
年
に
当
た
り
、会
員
皆
様
の
益
々
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。
深
謝
。
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雄
弁
部
創
立
一三
〇
周
年
を
、
心
か
ら
お
祝
い
し
ま
す
。

　

三
木
武
夫
総
理
を
は
じ
め
、
幾
多
の
俊
英
を
輩
出
し
た
雄
弁
部
で
す
が
、
そ
の
間
に
総
長
と
学
長
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
が
、
理
事
長
経
験
者
は
私
が
初
め
て
だ
そ
う
で一言
お
祝
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。
今
、
大
学
は
時
代
の
大
き
な
変
化

の
中
に
あ
り
、
そ
の
変
化
に
対
応
で
き
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
大
学
の
質
保
証
が
厳
し
く
要
求
さ
れ

て
い
ま
す
。
来
年
一四
〇
周
年
を
迎
え
る
明
治
大
学
だ
か
ら
こ
そ
、
世
界
水
準
上
位
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
た
め
に
は
大
学
は
厳
し
い
視
点
で
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
古
い
大
学
に
は
、
良
き
伝
統
と
悪
し
き

慣
習
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
中
で
自
ら
望
ん
だ
理
事
長
職
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
経
営
の
健
全
化
を
全
力

で
努
力
し
て
き
た
つ
も
り
で
す
。
特
色
と
魅
力
あ
る
大
学
に
す
る
た
め
に
は
、
新
し
い
研
究
に
失
敗
を
恐
れ
ず
挑
戦
で

き
る
環
境
が
必
要
で
す
。
そ
こ
で
、
本
日
は
内
輪
の
会
で
す
の
で
表
に
余
り
話
題
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
経
営
企

画
・
理
事
長
の
八
年
在
任
中
に
明
治
大
学
の
特
色
と
魅
力
化
し
た
い
と
考
え
て
き
た
二
、三
点
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い

　
　
　
　
　
明
治
大
学
雄
弁
部
創
立

　
　
　
　
　
　
一
三
〇
周
年
を
祝
う
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
理
事
長
・
雄
弁
部
Ｏ
Ｂ
会
名
誉
会
長

日

髙

憲

三　
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ま
す
。
教
育
採
用
に
つい
て
で
す
が
、
内
外
か
ら
優
れ
た
教
育
、
研
究
者
を
求
め
る
こ
と
は
当
然
で
す
が
、一方
で
明
治

大
学
出
身
者
が
情
熱
を
持
って
母
校
の
教
育
に
あ
た
る
人
が
、
約
半
数
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
、
常
に
挑
戦
す
る
明
治

大
学
で
あ
れ
ば
と
学
長
・
教
務
理
事
等
と
協
議
、
検
討
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
日
本
内
外
の
優
秀
と
い
わ
れ
る
大
学
に

は
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
の
卒
業
生
が
過
半
数
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
と
現
実
は
課
題
も
多
い
事
は
事
実
で
す
。

　

さ
ら
に
明
治
大
学
の
学
生
は
み
な
起
業
家
精
神
を
持
ち
、
将
来
ど
の
職
業
に
あ
って
も
そ
の
精
神
を
持
ち
続
け
、
そ

の
中
で
多
く
の
企
業
人
が
生
ま
れ
れ
ば
、
時
代
の
変
化
を
先
取
り
し
、
雇
用
を
生
み
、
よ
り
産
業
の
発
展
に
役
立
つ
か

ら
で
、
そ
の
上
で
母
校
に
と
っ
て
も
大
変
有
益
に
な
る
と
信
じ
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
明
治
大
学
の
魅
力
は
国
民
に
よ

く
知
ら
れ
親
し
ま
れ
た
特
色
を
生
か
し
た
い
と
常
に
考
え
ま
し
た
。
医
学
部
と
病
院
を
持
つ
こ
と
は
明
治
大
学
の
総
合

大
学
と
し
て
の
悲
願
で
す
が
、
医
学
部
を
作
る
こ
と
は
大
変
困
難
を
伴
う
こ
と
か
ら
、
高
度
医
療
、
介
護
の
研
究
セ
ン

タ
ー
を
設
置
す
る
た
め
に
厚
労
省
や
高
名
な
医
療
研
究
者
等
と
協
議
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
会
合
は
今
で
も
続
い
て
い

ま
す
。
こ
の
こ
と
が
将
来
の
医
学
部
、
病
院
設
置
に
つ
な
が
れ
ば
と
望
む
か
ら
で
す
。
大
学
の
組
織
は
、
権
限
と
責
任
、

そ
れ
に
対
す
る
厳
し
い
チ
ェッ
ク
機
能
が
規
定
さ
れ
、
そ
れ
を
健
全
で
真
に
明
治
大
学
を
愛
す
る
優
秀
な
人
に
よ
って
運

営
さ
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
て
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
を
先
が
け
し
た
、
今
大
会
実
行

委
員
長
の
有
賀
君
の
登
用
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
り
ま
し
た
。
当
面
の
課
題
に
お
い
て
も
、
相
当
長
期
的
に
未
解
決
だ
っ
た

問
題
も
思
い
切
って
決
定
や
方
向
付
け
を
し
て
き
た
つ
も
り
で
す
。
今
も
大
き
な
課
題
が
あ
り
ま
す
。
全
学
を
挙
げ
て

解
決
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
魅
力
あ
る
大
学
で
あ
って
ほ
し
い
と
強
く
願
って
や
み
ま
せ
ん
。

　

最
後
に
、
雄
弁
部
は
常
に
時
代
を
切
り
開
く
起
業
精
神
を
持
っ
て
学
び
、
挑
戦
し
、
視
野
を
広
く
優
れ
た
人
材
を

永
遠
に
輩
出
し
続
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が一三
〇
周
年
の
誓
い
の
日
で
あ
り
た
い
と
念
願
し
ま
す
。
雄
弁
部

の
益
々
の
発
展
を
願
って
私
の
祝
辞
と
し
ま
す
。
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明
治
大
学
雄
弁
部
が
多
く
の
雄
弁
部
Ｏ
Ｂ
や
在
学
生
の
ご
努
力
に
よ
り
創
立
一
三
〇
周
年
を
迎
え
ら
れ
ま
し

た
こ
と
を
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。
私
も
出
席
し
、
皆
さ
ん
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
一
〇
年
前

の
一
二
〇
周
年
記
念
式
典
が
つ
い
こ
の
間
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
度
の
一
三
〇
周
年
を
ま
た

ひ
と
つ
の
区
切
り
と
し
て
、
明
大
雄
弁
部
の
よ
り
い
っ
そ
う
の
活
躍
、
発
展
を
期
待
し
て
や
み
ま
せ
ん
。

　

明
大
雄
弁
部
は
明
治
大
学
の
前
身
で
あ
る
明
治
法
律
学
校
創
設
の
九
年
後
に
創
部
さ
れ
た
も
の
で
、
明
治
大

学
と
と
も
に
、
長
き
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
よ
う
。
そ
の
活
動
も
明
治
大
学
の

建
学
の
精
神
で
あ
る
「
権
利
自
由
、独
立
自
治
」
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、「
世
界
平
和
と
国
際
親
善
」
を
め
ざ
し
、

活
動
の
輪
を
広
げ
る
中
で
、
多
く
の
人
材
を
輩
出
し
て
き
た
と
い
う
輝
か
し
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

　

わ
た
し
が
、
総
理
在
任
中
に
韓
国
に
行
っ
た
際
、
多
く
の
明
治
大
学
韓
国
校
友
会
の
皆
さ
ん
が
集
ま
っ
て
歓

迎
し
て
く
れ
た
の
で
す
が
、
役
員
の
方
々
は
「
日
韓
関
係
が
難
し
い
時
期
に
あ
っ
た
戦
時
中
で
も
、
明
治
大
学

　
　
　
　
　
明
治
大
学
雄
弁
部
創
立

　
　
　
　
　
　
一
三
〇
周
年
を
祝
す
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
内
閣
総
理
大
臣
・
雄
弁
部
Ｏ
Ｂ
会
最
高
顧
問

村

山

富

市　
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は
多
く
の
韓
国
留
学
生
を
受
け
入
れ
て
く
れ
た
」
と
振
り
返
り
、
ま
た
、
当
時
の
留
学
生
の
日
記
の
中
に
明
治

大
学
を
志
望
し
た
理
由
と
し
て
「
明
治
大
学
に
は
比
較
的
自
由
が
あ
っ
た
。
民
主
主
義
が
明
治
大
学
の
中
に
は

生
き
て
い
た
」
と
書
い
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
き
「
あ
あ
、
や
っ
ぱ
り
明
治
じ
ゃ

な
」
と
、
と
て
も
う
れ
し
く
思
っ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

明
治
大
学
建
学
の
精
神
と
と
も
に
、「
世
界
平
和
と
国
際
親
善
」
と
い
う
大
き
な
目
標
を
掲
げ
、
欧
米
や
ア

ジ
ア
諸
国
に
活
動
の
場
を
広
げ
て
い
っ
た
雄
弁
部
の
姿
勢
が
、
雄
弁
部
の
み
に
止
ま
ら
ず
明
治
大
学
の
中
で
確

実
に
育
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
雄
弁
部
が
創
部
一
三
〇
周
年
を
迎
え
る
に
あ
た

り
、
脈
々
と
受
け
継
が
れ
た
情
熱
と
努
力
の
積
み
重
ね
に
心
か
ら
敬
意
を
表
し
、
校
友
と
な
っ
た
多
く
の
皆
さ

ん
や
、
在
校
生
の
皆
さ
ん
の
今
後
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
期
待
い
た
し
ま
す
。
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平
素
よ
り
格
別
の
ご
高
配
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
本
年
四
月
一
日
付
で
明
治
大
学
長
に
就
任
致

し
ま
し
た
大
六
野
耕
作
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
た
び
明
治
大
学
雄
弁
部
が
創
立
一
三
〇
周
年
を
迎
え
ら
れ
ま
す

こ
と
、
誠
に
慶
賀
の
至
り
に
存
じ
ま
す
。
本
学
を
代
表
い
た
し
ま
し
て
、
心
よ
り
お
祝
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
一
三
〇
年
の
間
、
我
が
国
は
日
露
戦
争
か
ら
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
の
日
中
戦
争
、

太
平
洋
戦
争
、
戦
後
の
発
展
と
い
う
激
動
の
時
代
を
経
て
き
ま
し
た
。
明
治
大
学
も
ま
た
そ
う
し
た
時
代
の
荒

波
を
潜
り
抜
け
、
来
年
に
は
一
四
〇
周
年
を
迎
え
る
誇
る
べ
き
伝
統
を
築
き
あ
げ
て
き
て
お
り
ま
す
。
本
学
雄

弁
部
は
、一
八
九
〇
年
（
明
治
二
三
年
）
に
雄
弁
会
と
し
て
活
動
を
開
始
し
て
以
来
、他
大
学
に
先
駆
け
て
「
地

方
遊
説
」
を
展
開
す
る
な
ど
、
一
三
〇
年
の
長
き
に
わ
た
り
、
大
学
及
び
社
会
全
体
に
大
い
な
る
寄
与
を
果
た

し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
現
在
も
な
お
、
こ
う
し
て
部
が
継
承
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
幾
多
の
先
達
に
よ
る
ご

貢
献
、
ま
た
校
友
の
皆
様
の
〝
雄
弁
へ
の
情
熱
〟
が
存
在
す
る
も
の
と
、
学
長
と
し
て
、
こ
の
場
を
お
借
り
し

　
　
　
　
　
明
治
大
学
雄
弁
部
創
立

　
　
　
　
　
　
一
三
〇
周
年
を
祝
う
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
大
学
学
長

大
六
野

耕

作　
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て
、
心
よ
り
深
甚
の
敬
意
と
謝
意
を
表
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

他
方
、
昨
年
末
か
ら
世
界
中
に
拡
大
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
地
球
規
模
で
深
刻
な
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
本
学
に
お
い
て
も
今
年
度
の
春
学
期
を
す
べ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
遠
隔
授
業
に
す
る
な
ど
、
学

生
・
教
職
員
の
安
全
確
保
を
最
優
先
し
つ
つ
も
、
高
等
教
育
機
関
と
し
て
果
た
す
べ
き
教
育
・
研
究
活
動
の
継

続
に
向
け
、
本
学
の
全
関
係
者
が
そ
の
叡
智
を
結
集
し
て
様
々
な
施
策
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
が
、
今
般
の
コ

ロ
ナ
禍
は
、
本
学
の
一
三
〇
有
余
年
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
未
曾
有
の
事
態
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
逆
境
に
あ
っ
て
も
、
現
役
部
員
の
皆
さ
ん
に
は
、
三
木
武
夫
先
生
や
村
山
富
市
先
生
を
は
じ
め
、

政
界
や
法
曹
界
な
ど
各
分
野
で
活
躍
す
る
数
多
く
の
諸
先
輩
方
の
存
在
や
心
温
ま
る
支
援
を
励
み
に
、
夢
の
舞

台
で
活
躍
し
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
の
終
息
は
未
だ
見
通
せ
ず
、
社
会
全
体
が
先
行
き
不
透

明
な
状
況
下
に
あ
る
中
、
若
い
皆
さ
ん
に
求
め
ら
れ
る
使
命
と
は
、〝
他
者
と
の
共
生
〟
の
中
で
自
ら
の
役
割

や
目
標
を
見
い
だ
す
こ
と
で
す
。
雄
弁
部
の
活
動
を
通
じ
て
、
自
ら
問
題
を
発
見
し
、
自
ら
の
考
え
を
自
ら
の

言
葉
で
雄
弁
に
〝
他
者
〟
に
伝
え
る
と
と
も
に
〝
他
者
〟
の
様
々
な
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
接
す
る
こ
と
で
、

よ
り
広
い
視
野
を
も
っ
て
、
自
ら
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
を
考
え
ら
れ
る
人
材
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
切

に
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
創
立
一
三
〇
周
年
を
節
目
に
、
雄
弁
部
が
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
ら
れ
ま
す
と
と

も
に
、
皆
様
が
ご
健
勝
で
、
益
々
ご
活
躍
さ
れ
ま
す
こ
と
を
心
か
ら
ご
祈
念
申
し
上
げ
て
、
お
祝
い
の
言
葉
と

致
し
ま
す
。
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明
治
大
学
雄
弁
部
の
皆
様
、
創
部
一
三
〇
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

雄
弁
部
長
と
し
て
、
ま
た
雄
弁
部
一
Ｏ
Ｂ
と
し
て
謹
ん
で
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。
明
治
大
学
で
最
も
永
い
歴
史
を

持
つ
部
に
か
か
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
を
誇
り
に
、
そ
し
て
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ご
存
知
の
よ
う
に
明
治
大
学
雄
弁
部
は
、
一八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
に
、
前
年
の
発
布
を
受
け
て
、
大
日
本
帝
国
憲

法
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
ま
た
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
明
治
大
学
の
前

身
で
あ
る
明
治
法
律
学
校
は一八
八一（
明
治
一四
）
年
、
つ
ま
り
自
由
民
権
運
動
の
真
っ
た
だ
中
に
誕
生
し
ま
し
た
。
そ
の

創
立
に
際
し
て
出
さ
れ
た
「
明
治
法
律
学
校
設
立
ノ
趣
旨
」
に
は
、
法
学
の
対
象
を
、「
大
ニ
シ
テ
ハ
社
会
ノ
構
成
ナ
リ
政

府
ノ
組
織
ナ
リ
之
ヲ
小
ニ
シ
テ
ハ
人
々
各
自
ノ
権
利
自
由
ナ
リ
」
と
記
し
、「
公
衆
共
同
シ
大
ニ
法
理
ヲ
講
究
シ
其
真
諦
ヲ
拡

張
セ
ン
ト
ス
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
近
代
社
会
を
正
面
か
ら
と
ら
え
、
そ
の
新
社
会
に
対
処
で
き
る
人
材
を
輩
出
す
る

こ
と
が
狙
い
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
、
社
会
が
大
き
く
変
わ
り
つつ
あ
る
と
き
、
法
学
と
社
会
・
個
人
の

　
　
　
　
　
　
理
想
を
掲
げ
つ
づ
け
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
大
学
政
治
経
済
学
部
長
・
雄
弁
部
長

小

西

德

應　
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関
係
を
捉
え
て
教
育
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
明
治
大
学
に
独
自
の
「
気
風
」
と
「
土
壌
」
が
醸
成
さ
れ
る
こ

と
は
自
然
で
あ
り
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
施
行
が
待
ち
に
待
た
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

よ
う
な
気
風
や
土
壌
を
具
現
化
し
た
雄
弁
部
は
、
爾
来
、
足
尾
鉱
毒
問
題
や
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
諸
解
題
な
ど
、
多

く
の
社
会
問
題
、
政
治
問
題
に
積
極
的
に
関
与
し
、
リ
ー
ド
し
て
き
ま
し
た
。
七
五
年
前
に
始
ま
っ
た
第
二
次
大
戦
後
の

社
会
に
お
い
て
も
雄
弁
部
は
そ
の
ス
タ
ン
ス
を
保
ち
続
け
、多
く
の
大
学
や
高
校
等
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
て
き
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
活
動
を
通
し
て
、
雄
弁
部
は
多
数
の
す
ぐ
れ
た
卒
業
生
を
輩
出
し
て
き
ま
し
た
。
法
曹
人
、
政
治
家
、
官
僚
、

経
済
人
は
も
ち
ろ
ん
、
良
き
社
会
人
を
社
会
に
送
り
出
し
て
き
た
の
で
す
。
Ｏ
Ｂ
の
中
に
は
理
事
長
、
学
長
、
総
長
、
理

事
や
監
事
と
し
て
明
治
大
学
の
運
営
に
当
た
ら
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
広
く
社
会
は
も
ち
ろ
ん
、
明
治
大
学
で
も

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
社
会
的
使
命
を
果
た
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
明
治
維
新
か
ら一五
〇
年
余
、
戦
後
七
五
年
が
経
過
し
、
雄
弁
部
創
部
一三
〇
周
年
を
迎
え
る
今
年
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
問
題
が
全
世
界
を
襲
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
明
治
維
新
後
で
も
、
第
二
次
大
戦
後
で
も
、
日
本
社
会
も
、

世
界
も
、
価
値
観
や
慣
習
な
ど
多
く
の
面
で一大
変
革
を
遂
げ
ま
し
た
。
間
も
な
く
到
来
す
る
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
社
会
で
も

同
様
の
こ
と
が
起
こ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
既
存
の
秩
序
も
常
識
も
様
変
わ
り
す
る
で
し
ょ
う
し
、
ネ
ッ
ト
社
会
化
が
いっ
そ
う

進
む
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
社
会
だ
か
ら
こ
そ
、
雄
弁
部
が
続
け
て
き
た
活
動
の
意
義
が一段
と
大
き
く

な
り
ま
す
。「
自
ら
が
信
じ
る
理
想
を
掲
げ
、
他
者
を
説
得
す
る
」、
よ
り
良
い
人
間
社
会
の
達
成
に
不
可
欠
な
取
り
組

み
が
不
断
に
求
め
ら
れ
ま
す
。
創
部
に
か
か
わ
っ
た
先
人
た
ち
が
、
単
な
る
弁
論
で
は
な
く
、「
雄
弁
」
を
選
び
取
り
、
そ

れ
を
今
日
ま
で
継
続
さ
せ
て
き
た
永
き
伝
統
が
こ
れ
か
ら
の
社
会
で
いっ
そ
う
重
要
に
な
り
ま
す
。
現
代
を
生
き
る
私
た
ち

が
率
先
し
て
そ
の
精
神
を
体
現
し
て
い
く
べ
き
だ
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
皆
様
と
と
も
に
、
こ
の
創
部
一三
〇
周
年
を
、
新

た
な
社
会
に
向
け
た
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
し
た
い
と
願
って
い
ま
す
。
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こ
の
度
、
明
治
大
学
雄
弁
部
は
一
三
〇
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
最
初
に

思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
こ
の
記
念
す
べ
き
年
に
雄
弁
部
の
代
表
を
で
き
て
光
栄
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て

一
三
〇
年
間
、
先
輩
方
の
努
力
に
よ
っ
て
紡
が
れ
て
き
た
歴
史
の
延
長
線
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
重
責
を

感
じ
る
ば
か
り
で
す
。

　

歴
史
を
紐
解
け
ば
、
雄
弁
部
は
そ
の
中
で
幾
度
と
な
く
組
織
的
危
機
を
迎
え
て
い
ま
す
。
自
由
民
権
運
動
が

盛
ん
な
明
治
初
期
に
誕
生
し
た
我
が
部
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
を
迎
え
る
ま
で
弾
圧
の
下
に
あ
り
続
け

ま
し
た
。
関
東
大
震
災
や
空
襲
、
学
徒
出
陣
な
ど
で
部
員
同
士
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
戦
後
も
学
園
紛
争
な
ど
が
巻
き
起
こ
り
、
少
な
か
ら
ず
煽
り
を
受
け
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
加
え
て
外

部
要
因
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、「
学
生
弁
論
」
の
価
値
低
下
等
に
よ
り
、
活
動
が
難
し
い
人
数
ま
で
沈
ん
だ
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
状
況
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
今
日
ま
で
雄
弁
部
が
存
続
で
き
た
の
は
、
よ

　
　
　
　
　
明
治
大
学
雄
弁
部
創
立

　
　
　
　
　
　
一
三
〇
周
年
を
祝
う
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
大
学
雄
弁
部
現
役
代
表

倉

持

太

介　
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り
良
い
社
会
を
目
指
し
、
夢
と
希
望
を
実
現
す
る
と
い
う
崇
高
な
理
念
の
も
と
、
問
題
に
向
き
合
い
、
解
決
し

て
き
た
こ
れ
ま
で
の
先
輩
た
ち
の
歩
み
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

今
、
世
界
は
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
未
曾
有
の
事
態
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
雄
弁
部
も
オ
ン
ラ
イ
ン
の
み
で
の

活
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な
ど
、
大
き
な
転
換
を
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
国
内
を
見
て
も
、
憲
政
史
上
最
長
政

権
の
終
焉
や
少
子
高
齢
化
の
進
展
な
ど
、
重
大
な
変
化
の
時
代
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
難
局
に
現
状
は
あ

り
ま
す
が
、
一
方
で
今
の
よ
う
な
厳
し
い
情
勢
で
こ
そ
社
会
に
と
っ
て
も
、
部
員
に
と
っ
て
も
雄
弁
部
の
価
値

は
さ
ら
に
高
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
雄
弁
部
は
、
社
会
で
問
題
が
起
き
た
時
に
行
動
を

起
こ
す
団
体
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
主
と
し
て
言
説
を
以
っ
て
行
わ
れ
、
時
に
は
被
災
地
に
飛
ん
で
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
行
う
と
い
う
形
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
雄
弁
部
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
社
会
の
逆
境
に
お
い

て
力
を
発
揮
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
こ
の
困
難
は
部
員
に
と
っ
て
も
力
の
見
せ
ど
こ
ろ
と
言
え
ま
す
。「
艱
難

汝
を
玉
に
す
る
」
と
い
う
諺
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ま
さ
に
我
々
は
こ
の
苦
難
を
乗
り
越
え
る
こ
と
で
玉
の
よ
う

に
磨
か
れ
立
派
な
人
間
と
し
て
成
長
で
き
る
と
、
私
は
信
じ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
よ
り
良
い
社
会
に
向
け
て
貢
献
し
、
部
員
自
身
の
成
長
を
促
す
こ
と
で
、
そ
の
夢
と
希
望
を
実

現
す
る
た
め
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
、
我
々
も
過
去
の
先
輩
方
の
よ
う
に
問

題
に
向
き
合
い
、
そ
の
解
決
を
目
指
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
歴
史
を
尊
重
し
た
上
で
必
要
な
改
革
を
行

い
、さ
ら
な
る
雄
弁
部
の
発
展
を
目
指
す
こ
と
が
、こ
の
一
三
〇
年
続
い
て
き
た
組
織
の
延
長
線
上
に
い
る
我
々

の
義
務
で
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
皆
様
の
益
々
の
ご
活
躍
の
ご
祈
念
と
、
記
念
誌
発
行
に
際
し
ご
尽
力
い
た
だ
い
た

方
々
へ
の
感
謝
を
申
し
上
げ
て
、
代
表
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。



15

目
　
次

雄
弁
部
員
と
し
て

　

明
治
大
学
雄
弁
部
創
立　

一
三
〇
周
年
を
迎
え
て

	

明
治
大
学
雄
弁
部
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
会　

会
長　

熊
澤　

雄
造	

１

　

明
治
大
学
雄
弁
部
創
立　

一
三
〇
周
年
を
迎
え
て

	

記
念
事
業
実
行
委
員
長　

有
賀　

隆
治	

３

　

明
治
大
学
雄
弁
部
創
立　

一
三
〇
周
年
を
祝
う　
　
　

	
	

前
理
事
長
・
雄
弁
部
Ｏ
Ｂ
会
名
誉
会
長　

日
髙　

憲
三	

５

　

明
治
大
学
雄
弁
部
創
立　

一
三
〇
周
年
を
祝
す　
　
　

	
	

元
内
閣
総
理
大
臣
・
雄
弁
部
Ｏ
Ｂ
会
最
高
顧
問　

村
山　

富
市	

７

　

明
治
大
学
雄
弁
部
創
立　

一
三
〇
周
年
を
祝
う　
　
　

	

明
治
大
学
学
長　

大
六
野
耕
作	

９

　

理
想
を
掲
げ
つ
づ
け　
　
　

	

明
治
大
学
政
治
経
済
学
部
長
・
雄
弁
部
長　

小
西　

德
應	

11

　

明
治
大
学
雄
弁
部
創
立　

一
三
〇
周
年
を
祝
う　
　
　

	
	

明
治
大
学
雄
弁
部
現
役
代
表　

倉
持　

太
介	

13

明
治
大
学　

雄
弁
会
の
誕
生	

	

17

内
閣
総
理
大
臣
を
輩
出
し
た
明
治
大
学
雄
弁
部	

	

18

明
治
大
学
雄
弁
部
の
部
誌
『
駿
台
雄
辯
の
発
行
』	

	

19

一
二
〇
周
年
記
念
事
業
報
告	

	

20

雄
弁
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル	

	

24

　

明
治
大
学
時
代
の
思
い
出　

			

昭
和
二
一
年
専
門
部
政
治
経
済
科
卒		

村
山　

富
市　

27

　

雄
弁
部
と
友
人	

昭
和
二
六
年
法
学
部
卒	

	
	

鈴
木　

俊
光　

28

　

明
治
大
学
予
科
弁
論
部
（
一
九
四
七
・
四
八
年
）	

	

昭
和
二
八
年
法
学
部
卒	

	
	

内
藤　
　

功　

29

　

明
治
大
学
雄
弁
部
を
愛
し
て
い
た
父

	

昭
和
三
二
年
商
学
部
卒	

高
橋	

孝
一
内
ご
家
族
様　

31

　

雄
弁
部
と
私
の
人
生	

昭
和
三
三
年
経
営
学
部
卒	

　

	

関
口　

雅
央　

32

　

Ｏ
Ｂ
三
氏
を
悼
む	

昭
和
三
三
年
法
学
部
卒	

	
	

山
下　

英
幸　

33

　

雄
辯
部
の
縁
が
私
の
母
校
愛
を
強
く
し
た

	

昭
和
三
五
年
農
学
部
卒	

	
	

小
林　

一
光　

37

　

人
、
皆
我
が
師	

昭
和
三
五
年
政
治
経
済
学
部
卒		

日
髙　

憲
三　

39

　

雄
弁
部
の
絆
は
長
く
て
強
い
！	

昭
和
三
五
年
法
学
部
卒	

	
	

前
川　

一
郎　

40

　

雄
弁
部
全
盛
の
一
翼
を
に
な
っ
て	

昭
和
三
五
年
政
治
経
済
学
部
卒		

渡
邊　

嘉
道　

41

　

好
漢
金
谷
哲
さ
ん
を
偲
ん
で	

昭
和
三
七
年
法
学
部
卒	

	
	

中
嶋　

幸
夫　

42

　

一
三
〇
周
年
記
念
誌
に
寄
せ
て	

昭
和
三
八
年
法
学
部
卒	

	
	

伊
藤　

紀
昭　

43

　

白
石
島
と
カ
ブ
ト
蟹	

昭
和
三
九
年
農
学
部		

	
	

新
田　

貞
章　

44

　

核
兵
器
の
政
治
学
（N

uclear	Politics

）

	

昭
和
四
〇
年
法
学
部		

	
	

伊
藤　

幸
雄　

45

　

雄
弁
部
の「
伝
統
弁
論
」の
中
に
、欧
米
の
ス
ピ
ー
チ
を
！

	

昭
和
四
〇
年
法
学
部
卒	

	
	

上
岡　

一
雄　

46

　

雄
弁
部
で
培
っ
た
こ
と	

昭
和
四
〇
年
法
学
部
卒	

	
	

土
井　

由
三　

47

　

振
り
返
り	

昭
和
四
〇
年
経
営
学
部
卒	

	
	

水
野　

源
吾　

49

　

雄
弁
部
創
立
一
三
〇
年
に
あ
た
っ
て

	

昭
和
四
一
年
政
治
経
済
学
部
卒		

小
幡　

正
雄　

50

　

リ
ー
ダ
ー
の
心
得	

昭
和
四
一
年
政
治
経
済
学
部
卒		

小
瀬
川
明
寛　

51

　

雄
弁
部
で
の
出
会
い	

昭
和
四
一
年
法
学
部
卒	

	
	

田
中　

晴
男　

52

　
「
時
代
の
鐘
」
は
鳴
る
や
！	

昭
和
四
二
年
政
治
経
済
学
部
卒		

小
川　

忠
彦　

54

　

雄
弁
部
と
私	

昭
和
四
二
年
商
学
部
卒	

	
	

蛭
﨑　

正
徳　

55

　

地
方
遊
説
な
ど
部
活
動
の
思
い
出	

昭
和
四
二
年
商
学
部
卒	

	
	

松
原　

輝
夫　

56

　

雄
弁
と
言
論
を
想
う	

昭
和
四
七
年
法
学
部
卒	

	
	

岩
崎　
　

博　

57

　

三
木
武
夫
先
生
の
ご
縁
が
結
ぶ
徳
島
と
明
治
大
学

	

昭
和
四
八
年
政
治
経
済
学
部
卒		

阿
部　

頼
孝　

59

　

学
生
の
頃
に
寄
せ
て	

昭
和
四
八
年
政
治
経
済
学
部
卒		

五
十
嵐
敏
之　

61

　

あ
れ
か
ら
五
十
年	

昭
和
四
九
年
法
学
部
卒	

	
	

千
熊　

正
憲　

62

　

言
葉
の
貯
金	

昭
和
四
九
年
政
治
経
済
学
部
卒		

西
沢　
　

豊　

63

　

ラ
グ
ビ
ー
観
戦
と
ギ
タ
ー
の
日
々	

昭
和
五
六
年
法
学
部
卒	

	
	

森　
　

義
久　

64

　

雄
弁
部
創
立
一
三
〇
年
記
念
誌
発
行
に
想
う

	

昭
和
五
七
年
法
学
部
卒	

	
	

鈴
木　

建
志　

65

　

紫
紺
の
風
に
志
を
乗
せ
て	

昭
和
六
〇
年
政
治
経
済
学
部
卒		

小
野
澤
健
一　

66

　

雄
弁
部
の
す
ば
ら
し
き
仲
間	

昭
和
六
〇
年
政
治
経
済
学
部
卒		

徳
増　

信
哉　

66

　

日
々
勉
強
！
結
果
に
責
任
！	

昭
和
六
一
年
政
治
経
済
学
部
卒		

赤
池　

誠
章　

68



16

　

明
治
大
学
雄
辯
部
一
三
〇
年
に
寄
せ
て

	

昭
和
六
一
年
法
学
部
卒	

	
	

国
松　
　

誠　

69

　

雄
弁
部
と
私	

昭
和
六
一
年
政
治
経
済
学
部
卒		

茂
木　

浩
之　

70

　
「
女
性
活
用
」
と
い
う
こ
と	

昭
和
六
三
年
文
学
部
卒	

	
	

山
川
か
お
る　

71

　

あ
の
こ
ろ
の
こ
と	

平
成
二
年
農
学
部
卒		

	
	

中
山　
　

潔　

72

　

卒
業
か
ら
二
十
年	

平
成
一
一
年
政
治
経
済
学
部
卒		

内
山　

佳
洋　

73

　

至
誠
が
奔
騰
と
す
る
時	

平
成
一
一
年
政
治
経
済
学
部
卒		

宮
本　

朋
和　

73

　

雄
弁
部
の
よ
う
な
言
葉
の
や
り
と
り
は
続
く

	

平
成
一
二
年
政
治
経
済
学
部
卒		

半
田　

宏
司　

75

　

卒
業
二
〇
年
目
の
近
況
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

									

平
成
一
三
年
二
部
政
治
経
済
学
部
卒		

荒
井　

正
志　

76

　
「
お
米
た
べ
て
ー
！
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
」
の
挑
戦

	

平
成
一
三
年
文
学
部
卒	

	

伊
藤
慎
一
郎　

76

　

宗
教
な
ど
の
精
神
的
な
も
の
へ
の
拒
否
反
応
が
も
た
ら
す
も
の

	

平
成
一
三
年
商
学
部
卒	
	

笠
原　

直
人　

78

　

や
っ
ぱ
り　

明
治
が
№
１
！	

平
成
一
三
年
農
学
部
卒	

	

遠
山　

和
宏　

80

　

ハ
ロ
～
。	

平
成
一
四
年
経
営
学
部
卒	

	

釘
島　

良
蔵　

81

　

雄
弁
式
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
育
成
の
す
す
め

	

平
成
一
四
年
法
学
部
卒	

	
本
庄　

智
忠　

81

　

入
部
二
一
年
目
の
部
員
に
よ
る
祝
辞
「
部
は
部
員
の
た
め
の
も
の
」

	

平
成
一
五
年
政
治
経
済
学
部
卒		
太
田
原
崇
宏　

82

　

今
こ
そ
個
人
の
時
代	

平
成
一
五
年
政
治
経
済
学
部
卒		

小
池　

陽
一　

83

　

一
大
学
教
員
が
憂
う
専
門
教
育
の
危
機

	

平
成
一
五
年
法
学
部
卒	

	

山
田
真
一
郎　

85

　

一
三
〇
周
年
に
寄
せ
て	

平
成
一
六
年
政
治
経
済
学
部
卒		

押
条
征
一
郎　

87

　

至
誠
に
し
て
動
か
ざ
る
者
は
未
だ
之
れ
有
ら
ざ
る
な
り

	

平
成
一
六
年
商
学
部
卒	

	

鈴
木　

大
介　

88

　

真
似
て
ア
レ
ン
ジ
｜
独
学
力	

平
成
一
六
年
政
治
経
済
学
部
卒		

武
田　

正
人　

89

　

変
わ
り
ゆ
く
社
会
に	

平
成
一
六
年
法
学
部
卒	

	

菱
沼　

靖
浩　

90

　

春
の
夜
の
夢	

平
成
一
七
年
文
学
部
卒	

	

堀
之
内　

毅　

91

　

道
路
の
は
な
し	

平
成
二
〇
年
法
学
部
卒	

	

中
田　
　

裕　

93

　

今
に
繋
が
る	

平
成
二
一
年
政
治
経
済
学
部
卒		

田
幸　

瑛
輔　

94

　

辞
達
の
嫁
ま
で
呼
び
寄
せ
て
く
れ
た
雄
辯
部

	

平
成
二
一
年
政
治
経
済
学
部
卒		

田
高　

直
也　

95

　

考
『
雄
弁
部
の
必
要
な
い
世
界
』	

平
成
二
二
年
政
治
経
済
学
部
卒		

木
下　

高
志　

96

　

未
来
の
キ
ャ
ン
プ
に
向
け
て	

平
成
二
二
年
法
学
部
卒	

	

佐
藤　

尚
孝　

97

　

雄
弁
部
と
い
う
経
歴
は
社
会
に
出
て
ど
う
作
用
す
る
か

	

平
成
二
三
年
政
治
経
済
学
部
卒		

田
仲　

信
康　

101

　

言
論
を
武
器
と
し
て	

平
成
二
三
年
政
治
経
済
学
部
卒		

三
橋　

和
史　

102

　

私
と
雄
弁
部	

平
成
二
四
年
法
学
部
卒	

	

眞
崎　

博
瑛　

103

　

聴
衆
を
前
に
語
る
と
い
う
こ
と	

平
成
二
五
年
政
治
経
済
学
部
卒		

福
田　

直
人　

103

　

雄
辯
部
で
思
う
こ
と
、
今
考
え
る
こ
と

	

平
成
二
六
年
法
学
部
卒	

	

倉
林　

正
弥　

104

　

政
治
は
、
遠
い
。	

平
成
二
七
年
政
治
経
済
学
部
卒		

峯
森　
　

徹　

105

　

雄
弁
部
で
学
ん
だ
事	

平
成
二
八
年
政
治
経
済
学
部
卒		

桐
生　

常
朗　

106

　
『
二
〇
一
二
～
二
〇
一
六
』	

平
成
二
八
年
法
学
部
卒	

	

白
木　

晴
夏　

107

　

仲
間
と
し
て
の
雄
弁
部	

平
成
二
九
年
政
治
経
済
学
部
卒		

金
親　

賢
生　

107

　

紫
紺
の
ノ
ボ
リ
翳
し	

平
成
二
九
年
法
学
部
卒	

	

小
野　

竜
大　

108

　

雄
弁
部
員
と
し
て
生
き
る	

平
成
三
〇
年
法
学
部
卒	

	

戸
田
幸
一
郎　

110

　

人
生
の
宝
物	

平
成
三
一
年
法
学
部
卒	

	

桐
山　

勝
気　

110

　

雄
辯
部
の
思
い
出	

平
成
三
一
年
文
学
部
卒	

	

田
沼
浩
太
郎　

111

雄
弁
部
Ｏ
Ｂ
会
報	

	

113

資　

料　

編	
	

149

戦
後
雄
弁
部
関
係
主
要
役
職
者
一
覧	

195

明
治
大
学
雄
弁
部
創
立
一三
〇
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会	

197

明
治
大
学
雄
弁
部
創
立
一三
〇
周
年
記
念
事
業
寄
付
金
の
お
礼
と
ご
報
告

	

　
　
　

	

財
務
委
員
会
委
員
長	

富
水
流
孝
二　

198

明
治
大
学
校
歌	

	

200

明
治
大
学
雄
弁
部
部
歌	

	

201

編
集
後
記	

　
　

	

記
念
誌
委
員
会
委
員
長	

南
上
清
一
郎　

202

一
二
〇
周
年
か
ら
早
一
〇
年
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明治大学
雄弁会の誕生

1881 （明治 14）年 1 月、若き法律家によって開学した明治法律学校。
早くも９年後には創立者たちとともに「雄弁会」が結成された。

創立者

矢代 　操

一
八
五
二
（
嘉
永
五
）
年
六
月
二
〇
日
〜
一
八
九
一
（
明

治
二
四
）年
四
月
二
日
。鯖
江
藩
士
。司
法
省
法
学
校
卒
業
。

元
老
院
書
記
官
、
貴
族
院
書
記
官
等
歴
任
。
明
治
法
律
学

校
設
立
。
行
年
三
九
歳
。

創立者

岸本 辰雄

一
八
五
一
（
嘉
永
四
）
年
一
一
月
八
日
〜
一
九
一
二
（
明

治
四
五
）
年
四
月
四
日
。
明
治
法
律
学
校
初
代
校
長
。
鳥

取
藩
士
。
司
法
省
法
学
校
卒
業
後
、
パ
リ
大
学
に
留
学
し

法
律
学
士
。
司
法
省
参
事
官
、
大
審
院
判
事
歴
任
。
明
治

法
律
学
校
設
立
。
行
年
六
一
歳
。

創立者

宮城 浩蔵

一
八
五
二
（
嘉
永
五
）
年
四
月
一
五
日
〜
一
八
九
三
（
明

治
二
六
）
年
二
月
一
四
日
。
明
治
法
律
学
校
初
代
教
頭
。

天
童
藩
士
。
司
法
省
法
学
校
卒
業
。
パ
リ
大
学
・
リ
ヨ
ン

大
学
卒
業
。
法
律
学
士
。
検
事
、
司
法
省
参
事
官
等
歴
任
。

明
治
法
律
学
校
設
立
。
衆
議
院
議
員
。
行
年
四
一
歳
。
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（第81代）内閣総理大臣

村山 富市
（第66代）内閣総理大臣

三木 武夫

　
一
九
三
七
年
法
学
部
を
卒
業
し
た
三
木
武
夫
は
、

若
干
三
〇
歳
の
若
さ
で
衆
議
院
議
員
に
初
当
選
。
戦

後
、
片
山
哲
内
閣
で
逓
信
大
臣
と
し
て
初
入
閣
す
る

と
、
運
輸
大
臣
、 

外
務
大
臣
を
歴
任
し
、
一
九
七
四

年
、
内
閣
総
理
大
臣
に
就
任
。
公
職
選
挙
法
、
政
治

資
金
規
正
法
を
改
正
し
、「
ク
リ
ー
ン
三
木
」
と
称

さ
れ
た
。

　
村
山
富
市
は
、
一
九
四
六
年
専
門
部
政
治
経
済
科

を
卒
業
し
、
大
分
市
議
会
議
員
、
県
会
議
員
と
し
て

活
躍
。
そ
の
後
、国
政
に
進
出
し
た
。
一
九
九
四
年
、

内
閣
総
理
大
臣
に
指
名
さ
れ
る
と
、
在
任
期
間
中
は

阪
神
・
淡
路
大
震
災
、
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
等
大
事

件
が
発
生
。
戦
後
五
〇
年
に
発
表
し
た 「
村
山
談
話
」

で
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
諸
国
に
対
す
る
謝
罪
を
明

確
に
す
る
な
ど
、
後
世
に
繋
ぐ
大
役
を
果
た
し
た
。

明
治
大
学
が
輩
出
し
た
内
閣
総
理
大
臣

に
雄
弁
部
は
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

明治大学雄弁部は三木武夫をはじめ、
各界に数多くの有為な人材を輩出してきた。

内閣総理大臣を
輩出した明治大学雄弁部
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一
三
〇
周
年
記
念
誌
発
行
に
あ
た
り
、『
駿
台
雄
辯
』
の
創
刊
号
か
ら

五
号
を
松
原
輝
夫
様
（
昭
和
四
二
年
　
商
学
部
卒
）
が
ご
寄
贈
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
創
刊
号
は
一
二
〇
周
年
記
念
史
に
詳
し
く
、
ま
た
、
誌
面

も
許
さ
な
い
の
で
、
当
時
の
演
題
か
ら
雄
弁
部
員
が
何
を
論
じ
た
か
探

る
こ
と
を
も
っ
て
、
お
礼
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
創
刊
号
】（
昭
和
三
八
年
）

「
死
刑
制
度
は
妥
当
な
刑
罰
か
」（
法
学
部
四
年
　
正
木
欽
一
郎
）

「
北
方
領
土
問
題
解
決
へ
の
道
」（
法
学
部
三
年
　
伊
藤
幸
雄
）

【
第
二
号
】（
昭
和
三
九
年
）

「
憲
法
改
正
は
是
か
非
か
」（
法
学
部
四
年
　
土
井
由
三
）

「
国
際
漁
業
に
お
け
る
日
本
外
交
の
活
路
を
求
め
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  （
法
学
部
四
年
　
伊
藤
幸
雄
）

「
新
し
い
国
際
秩
序
の
確
立
を
願
っ
て
」（
法
学
部
四
年
　
上
岡
一
雄
）

【
第
四
号
】（
昭
和
四
一
年
）

「
教
育
の
自
立
性
確
立
を
願
っ
て
」（
経
営
学
部
二
年
　
鹿
野
英
雄
）

「
世
界
連
邦
制
の
確
立
を
」（
商
学
部
四
年
　
松
岡
貫
治
）

　
さ
ら
に
、
各
所
で
行
わ
れ
た
遊
説
が
克
明
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
筆
者
は
、
平
成
九
年
に
入
学
し
て
以
降
、
卒
業
後
も
多
く
の
弁
論
を

見
聞
し
て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
こ
ろ
は
、東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
挟
ん
だ
高
度
経
済
成
長
期
で
す
。
　

　
演
題
は
経
済
に
関
す
る
も
の
が
中
心
だ
ろ
う
と
ペ
ー
ジ
を
繰
っ
て
い
た

ら
、
現
在
に
も
通
じ
る
テ
ー
マ
が
多
い
の
で
率
直
な
と
こ
ろ
驚
き
ま
し
た
。
　

　
雄
弁
部
員
は
時
代
に
流
さ
れ
ず
、
社
会
と
世
界
の
本
質
を
見
極
め
よ
う

と
努
力
し
て
き
た
証
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

文
責
　
南
上
清
一
郎
　
平
成
一
三
年
　
法
学
部
卒

明治大学雄弁部の部誌
『駿台雄辯の発行』

東京オリンピックを目前に控えた昭和 38 年に創刊された
『駿台雄辯』は現在も受け継がれている。

我
が
明
治
大
学
雄
弁
部
は

　
雄
弁
道
の
研
鑽
練
磨
を
通
じ
て

こ
ゝ
に
人
間
の
陶
冶
に
向
っ
て

　
邁
進
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
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雄弁部

一
．
記
念
式
典
を
開
催

　
雄
弁
部
創
立
一
二
〇
周
年
の
記
念
式
典
お

よ
び
祝
賀
会
が
、
去
る
二
〇
一
〇
年
一
一
月

二
〇
日
に
ア
カ
デ
ミ
ー
コ
モ
ン
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
出
席
者
は
ご
来
賓
、雄
弁
部
Ｏ
Ｂ
・

Ｏ
Ｇ
、
現
役
学
生
を
合
わ
せ
て
二
六
〇
名
を

数
え
、
大
盛
会
と
な
り
ま
し
た
。

　
第
一
部
の
記
念
式
典
で
は
、
主
催
者
側
か

ら
鈴
木
俊
光
一
二
〇
周
年
記
念
事
業
実
行
委

員
長
が
明
治
大
学
で
い
ち
ば
ん
長
い
歴
史
を

持
つ
部
で
あ
る
こ
と
、
日
髙
憲
三
雄
弁
部
Ｏ

Ｂ
会
長
か
ら
島
原
藩
邸
跡
の
演
説
会
場
を

使
っ
て
明
治
法
律
学
校
が
誕
生
し
た
こ
と
か

ら
、
明
治
大
学
は
演
説
会
場
の
中
か
ら
生
ま

れ
た
大
学
で
あ
る
こ
と
、
今
後
は
こ
の
堂
々

た
る
伝
統
を
い
っ
そ
う
発
展
さ
せ
た
い
と
の

挨
拶
が
あ
っ
た
後
、
長
堀
守
弘
理
事
長
、
納

谷
　
美
学
長
か
ら
ご
祝
辞
を
頂
戴
し
ま
し

た
。
お
二
人
か
ら
は
、
今
日
に
お
け
る
弁
論

の
重
要
性
を
は
じ
め
、
雄
弁
部
が
こ
れ
ま
で

多
く
の
政
治
家
や
社
会
的
指
導
者
を
輩
出
し

て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
今
後
い
っ
そ
う
多
く

の
人
材
を
輩
出
す
る
よ
う
期
待
が
寄
せ
ら
れ

る
と
と
も
に
、
大
学
と
し
て
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

し
て
い
き
た
い
と
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
雄
弁
部
の
戦
前
史
を
、
限
ら
れ
た
時

間
で
し
た
が
、
渡
辺
隆
喜
名
誉
教
授
に
お
話

し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
渡
辺
先
生
に
は
、
こ

～新たな飛躍を誓って～

創立一二〇周年を祝う

雄弁部  創立 120 周年記念史
（総ページ数  478 頁）

文●有賀隆治 雄弁部ＯＢ会副会長

36 The Quarterly Meiji
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の
た
び
編
纂
さ
れ
た
創
立
一
二
〇
周
年
記

念
史
『
和
而
不
同
』
に
「
明
治
大
学
雄
弁

部
史
序
説
」
と
題
し
て
一
大
論
文
を
纏
め

て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
そ
れ
を
踏
ま
え

て
雄
弁
部
の
特
徴
を
お
話
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
雄
弁
部
Ｏ
Ｂ

の
多
く
が
有
名
教
授
や
実
力
職
員
と
な
っ

て
明
治
大
学
運
営
に
尽
力
し
た
こ
と
、
雄

弁
部
に
は
3
回
の
「
創
立
」
期
が
あ
る
こ
と
、

他
大
学
の
多
く
が
「
弁
論
部
」
を
名
乗
る

に
対
し
て
明
治
大
学
で
は
「
雄
弁
」
の
名

前
が
い
ち
早
く
採
用
さ
れ
、
東
京
大
学
、

早
稲
田
大
学
と
と
も
に
学
生
弁
論
界
の
三

大
勢
力
の
一
角
を
担
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に

は
第
二
次
大
戦
中
の
短
期
間
で
あ
っ
た
が

「
講
演
部
」
と
名
前
を
変
え
さ
せ
ら
れ
た
こ

と
な
ど
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
（
詳
細
は
『
和

而
不
同
』
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
）。

　
そ
う
し
た
歴
史
を
踏
ま
え
、
小
西
德
應

雄
弁
部
長
と
現
役
学
生
（
福
田
直
人
代
表
）

が
「
課
題
と
誓
い
」
を
述
べ
た
後
、
雄
弁

部
最
高
顧
問
で
も
あ
る
村
山
富
市
元
首
相

に
よ
る
「
今
の
政
治
を
思
う
」
と
題
し
た

記
念
講
演
を
実
施
し
ま
し
た
。
村
山
元
総

理
は
、
昨
今
の
混
迷
す
る
日
本
政
治
を
、

小
選
挙
区
制
論
や
リ
ー
ダ
ー
論
を
柱
と
し

て
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
お
話
し
さ
れ
、「
あ
の

人
は
明
治
大
学
雄
弁
部
出
身
だ
か
ら
、
す

ご
い
！
」
と
い
わ
れ
る
人
材
を
輩
出
し
て

ほ
し
い
と
激
励
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

祝辞を述べる納谷　美学長と
長堀守弘理事長

大日本雄弁会発行  「雄弁」（明治 43 年）50 周年記念祭パンフレット80 周年記念誌

37 The Quarterly Meiji
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第
二
部
で
は
笹
川
尭
前
衆
議
院
議
員
の

ご
発
声
で
乾
杯
の
後
、
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
が
旧

交
を
温
め
ま
し
た
。
席
上
、
日
高
Ｏ
Ｂ
会

長
か
ら
今
回
集
ま
っ
た
寄
付
金
を
生
か
し

て
、
明
治
か
ら
リ
ー
ダ
ー
を
育
て
る
、
そ

の
一
端
に
雄
弁
部
が
加
わ
り
た
い
と
の
話

も
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

二
．
三
回
に
わ
た
る
雄
弁
会
「
結
成
」

と
創
立
年
の
確
定

　
二
〇
一
〇
年
に
一
二
〇
周
年
を
祝
う
と

い
う
こ
と
は
、
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）

年
に
雄
弁
部
の
前
身
が
で
き
あ
が
っ
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。
二
〇
〇
二
年
一
月
に
発

行
さ
れ
た
『
明
治
』（
一
三
号
）
に
、
当
時

Ｏ
Ｂ
会
長
で
あ
っ
た
山
下
英
幸
弁
護
士
が

「
光
輝
あ
る
伝
統
～
雄
弁
部
九
八
年
の
あ
ゆ

み
～
」
を
執
筆
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
さ
い
雄
弁
部
の
創
立
に
は
諸
説
あ
る

こ
と
を
記
し
て
お
り
ま
す
。
代
表
的
な
も

の
は
、
足
尾
鉱
毒
事
件
の
盛
り
上
が
り
を

背
景
と
し
た
明
治
三
六
年
説
、
大
学
の
「
大

衆
化
」
が
始
ま
る
明
治
四
〇
年
代
年
説
で

す
。
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
「
九
八
年
」
は
明

治
三
六
年
説
に
も
と
づ
く
も
の
で
し
た
。

　
こ
の
た
び
は
明
治
二
三
年
を
創
立
年
と

し
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
記
念
式
典
を
お

こ
な
っ
た
の
で
し
た
。
そ
れ
は
同
年
一
一

月
二
六
日
付
の
『
読
売
新
聞
』（『
国
民
新
聞
』

『
朝
野
新
聞
』
に
も
）
に
掲
載
さ
れ
た
、「
明

治
法
律
学
校
内
雄
弁
会
」
が
帝
国
議
会
開

会
に
対
す
る
祝
意
を
表
す
る
た
め
に
、
浅

草
の
鷗
遊
館
で
同
月
三
〇
日
に
学
術
大
演

説
会
を
開
催
す
る
と
の
記
事
を
根
拠
に
し

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
国
会
開
設
を
求
め
る

自
由
民
権
運
動
が
盛
り
上
が
り
、
そ
れ
に

合
わ
せ
て
「
明
治
一
四
年
の
政
変
」
が
起

こ
っ
た
年
に
設
立
さ
れ
た
明
治
法
律
学
校

の
面
々
が
開
校
か
ら
九
年
が
た
ち
、
い
よ

い
よ
一
一
月
二
九
日
に
帝
国
議
会
が
召
集

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の

翌
日
、
三
〇
日
に
演
説
会
を
開
く
と
い
う

も
の
で
し
た
。
創
立
者
の
一
人
で
あ
る
宮

城
浩
蔵
先
生
を
は
じ
め
と
し
て
、
教
員
と

校
友
ら
二
一
名
が
出
場
弁
士
と
し
て
紹
介

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
二
〇
〇
四
年
七
月
に
雄
弁
部
創
立
期
確

定
委
員
会
は
こ
の
事
実
を
確
認
し
、
こ
の

一
八
九
〇
年
一
一
月
段
階
に
は
雄
弁
部
の

前
身
が
作
ら
れ
た
と
全
員
そ
ろ
っ
て
定
め

た
の
で
し
た
。

　
な
お
雄
弁
会
が
そ
の
ま
ま
順
調
に
発
展

し
た
わ
け
で
な
く
、
そ
の
後
は
沈
滞
期
、

再
興
期
を
迎
え
た
こ
と
は
渡
辺
隆
喜
先
生

が
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
通
り

で
す
。
足
尾
鉱
毒
事
件
が
田
中
正
造
の
天

皇
へ
の
直
訴
に
よ
っ
て
世
論
の
関
心
を
集

め
て
い
た
頃
、
同
事
件
で
凶
徒
嘯
集
罪
に

問
わ
れ
た
被
害
民
た
ち
を
多
く
の
明
治
法

1890 年 11月 26日の読売新聞に
学術大演説会に関する記事が掲載された。

38 The Quarterly Meiji



23

上
で
「
誓
い
」
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

よ
う
に
、
今
日
ま
で
の
技
術
の
進
歩
に
あ
わ

せ
て
雄
弁
も
、
弁
論
も
、
古
臭
い
技
術
の
よ

う
に
見
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
か
つ
て
華
や
か

だ
っ
た
学
生
弁
論
界
も
下
火
に
な
り
、
廃
部

に
な
っ
た
と
こ
ろ
も
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

し
か
し
近
年
で
は
、
い
く
つ
か
の
大
学
で
復

活
の
兆
し
が
み
ら
れ
、
中
で
も
最
大
の
人
数

を
誇
る
明
治
大
学
雄
弁
部
で
は
四
二
名
の
現

役
学
生
を
抱
え
る
に
い
た
っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
は
、
技
術
の
進
歩
と
は
別
に
、
人
を

説
得
す
る
力
、
自
ら
発
信
す
る
力
、
そ
の
前

提
で
あ
る
人
間
陶
冶
が
い
っ
そ
う
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
雄
弁
部
を
そ
う
し
た
力
を
磨
く

場
で
あ
ら
し
め
、
今
後
も
引
き
続
き
人
材
を

輩
出
し
て
飛
躍
し
て
い
く
こ
と
を
現
役
と
卒

業
生
が
改
め
て
誓
い
合
っ
た
一
日
と
な
り
ま

し
た
。

律
学
校
関
係
者
が
弁
護
人
と
し
て
支
援
す

る
一
方
で
、
学
生
の
大
亦
楠
太
郎
が
訴
え

た
路
傍
演
説
会
開
催
の
方
針
が
支
持
さ
れ
、

学
生
鉱
毒
救
済
会
が
活
動
を
始
め
ま
し
た
。

明
治
三
六
年
に
明
治
法
律
学
校
は
専
門
学

校
の
ま
ま
「
明
治
大
学
」
へ
と
改
称
し
ま

す
。
同
じ
年
に
、
岸
本
辰
雄
校
長
を
顧
問
、

鵜
沢
総
明
先
生
を
会
長
に
雄
弁
会
は
「
再
」

結
成
さ
れ
て
い
ま
す
（
第
二
次
雄
弁
会
）。

大
亦
も
幹
事
の
一
人
に
加
わ
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
四
一
年
に
も
「
再
々
」
結
成
さ
れ

ま
し
た
（
第
三
次
雄
弁
会
）。
こ
れ
が
今
日

ま
で
続
く
原
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。

三
．
今
後
の
発
展
“
課
題
と
誓
い
”

　
こ
の
た
び
の
記
念
史
編
纂
過
程
で
、
ま

た
渡
辺
先
生
の
研
究
に
よ
っ
て
、
雄
弁
部

（
雄
弁
会
）
が
社
会
や
明
治
大
学
に
対
し
、

発
言
し
、
主
体
的
に
行
動
し
て
き
た
こ
と

が
改
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ

は
、
内
に
あ
っ
て
は
「
和
而
不
同
」
精
神

の
体
現
で
あ
り
、
外
に
対
し
て
は
「
社
会

正
義
の
実
現
」
で
し
た
。
自
ら
信
ず
る
と

こ
ろ
を
説
き
、
そ
の
信
に
基
づ
い
て
行
動

す
る
も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
単
に
テ
ク

ニ
ッ
ク
と
し
て
の
弁
論
で
は
な
く
、
社
会

改
革
を
め
ざ
す
「
雄
弁
」
の
道
で
し
た
。

　
現
役
部
員
の
代
表
を
務
め
る
福
田
直
人

（
政
治
経
済
学
部
二
年
）
が
記
念
式
典
の
席

最後は肩を組んで校歌を斉唱 再会を楽しむ OB・OG

“課題と誓い”を述べる小西部長と
 現役部員たち
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雄
弁
部
員
と
し
て
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明
治
大
学
時
代
の
思
い
出

　
　
　

昭
和
二
一
年
専
門
部
政
治
経
済
科
卒　

村
山　

富
市

　

私
の
学
生
生
活
は
、
戦
中
、
戦
後
と
ま

さ
に
激
動
の
時
代
の
中
に
あ
り
ま
し
た
。

十
四
才
で
高
等
小
学
校
を
卒
業
後
、
知

人
の
つ
て
で
東
京
の
鉄
工
所
に
就
職
す

る
た
め
大
分
か
ら
上
京
、
そ
の
後
、
印
刷

会
社
で
働
き
な
が
ら
水
天
宮
に
あ
っ
た
東
京
市
立
商
業
高
校
で
学
び
ま
し
た
。

　

太
平
洋
戦
争
勃
発
の
翌
年
に
東
京
市
立
商
業
高
校
を
卒
業
、
そ
の
一
年

後
の
昭
和
十
八
年
に
明
治
大
学
へ
と
進
学
し
ま
し
た
。
当
時
の
社
会
状
況

は
戦
争
一
色
に
染
ま
り
、
大
学
で
も
連
日
の
軍
事
教
練
な
ど
、
落
ち
着
い

て
勉
強
す
る
雰
囲
気
は
な
く
、
二
年
生
に
な
る
と
明
治
大
学
の
学
生
は
佃

島
の
石
川
島
造
船
所
に
勤
労
動
員
で
か
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
こ
う
し

て
い
る
と
昭
和
十
九
年
八
月
に
は
召
集
令
状
が
来
て
徴
兵
検
査
で
甲
種
合

格
、
宮
崎
県
の
都
城
の
部
隊
に
入
隊
、
そ
の
後
、
鹿
児
島
、
熊
本
へ
と
異

動
し
、
熊
本
で
終
戦
を
迎
え
ま
し
た
。

　

終
戦
後
、
ふ
た
た
び
上
京
し
明
治
大
学
に
復
学
し
た
の
で
す
が
、
半
年

ほ
ど
で
大
学
卒
業
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
学
生
時
代
の
思
い
出
と

い
っ
て
も
そ
う
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
明
治
大
学
在
学
中
は
、
丸
谷
金
保

さ
ん
と
い
う
先
輩
に
誘
わ
れ
て
、
哲
学
研
究
部
に
所
属
し
ま
し
た
。
丸
谷

さ
ん
は
後
に
北
海
道
十
勝
の
池
田
町
の
町
長
に
な
り
、
十
勝
ワ
イ
ン
を
開

発
し
「
ワ
イ
ン
町
長
」
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
方
で
す
。
振
り
返
れ
ば
、

丸
谷
金
保
さ
ん
と
の
出
会
い
が
、
私
の
学
生
時
代
の
最
も
大
き
な
出
来
事

だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
丸
谷
さ
ん
を
通
じ
て
、
私
の
恩
師
と
も
言

え
る
一
人
に
出
会
う
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
一
人
は
哲
学
研
究
部
の
顧
間

だ
っ
た
大
島
豊
先
生
、
そ
し
て
も
う
一
人
は
、
丸
谷
さ
ん
に
勧
め
ら
れ
て

入
っ
た
「
至
軒
寮
」
で
寮
長
を
し
て
い
た
穂
積
五
一
さ
ん
で
し
た
。
穂
積

さ
ん
は
求
道
者
と
も
言
う
べ
き
立
派
な
人
で
、「
至
軒
寮
」
は
、
穂
積
さ

ん
を
慕
っ
て
右
翼
か
ら
左
翼
ま
で
多
士
済
々
の
面
々
が
集
ま
り
、
戦
後
は

各
方
面
に
多
く
の
人
材
を
輩
出
し
ま
し
た
。
大
島
豊
先
生
、
穂
積
五
一
さ

ん
、
お
二
人
の
思
想
を
ど
れ
ほ
ど
理
解
で
き
た
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ

の
後
の
私
の
生
き
方
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

戦
争
が
終
わ
り
、
戦
死
し
て
大
学
に
戻
れ
な
い
学
生
も
多
い
中
、
復
学

し
て
哲
学
研
究
部
の
活
動
も
再
開
し
ま
し
た
。
当
時
、
哲
学
研
究
部
の
部

室
は
記
念
館
の
地
下
の
せ
ま
い
、
薄
暗
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
す
が
、

ス
ポ
ー
ツ
だ
け
で
な
く
学
問
や
文
化
に
も
も
っ
と
力
を
入
れ
て
ほ
し
い
と

大
学
の
理
事
に
掛
け
合
い
、
上
の
階
に
移
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
新
し

い
部
室
は
新
聞
部
や
雄
弁
部
な
ど
と
近
く
、
お
互
い
に
刺
激
を
受
け
な
が

ら
活
動
を
続
け
ま
し
た
。
そ
こ
が
私
と
雄
弁
部
と
の
出
会
い
で
あ
り
、
各

部
の
論
客
が
集
ま
り
、
熱
弁
を
振
る
っ
て
い
ま
し
た
。

雄弁部員として
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大
学
に
通
っ
た
期
間
も
短
く
、
勉
学
に
勤
し
ん
だ
記
億
も
な
い
大
学
時

代
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
混
乱
の
時
代
の
中
で
、
多
く
の
先
輩
諸
氏
、
友

人
に
恵
ま
れ
、
数
々
の
貴
重
な
、
人
生
の
糧
と
な
る
経
験
が
得
ら
れ
た
四

年
間
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

雄
弁
部
と
友
人

　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
二
六
年
法
学
部
卒　

鈴
木　

俊
光

　

私
に
は
生
涯
の
友
と
呼
べ
る
（
呼
べ
た
）
友
人
が
六
名
い
る
。
一
人
は

司
法
試
験
の
勉
強
の
時
か
ら
合
格
が
同
時
で
、
二
十
九
年
間
検
事
を
し
た

後
で
弁
護
士
と
な
り
、
現
在
私
の
事
務
所
に
在
籍
し
て
い
る
椎
名
君
で
、

あ
と
の
五
人
は
雄
弁
部
で
知
り
合
い
、
生
涯
を
通
し
て
友
情
の
厚
い
関
係

で
生
涯
を
送
っ
て
き
た
者
で
あ
る
が
現
在
は
四
人
欠
け
て
（
死
亡
し
て
）

二
人
だ
け
残
っ
て
い
る
。
弁
護
士
高
野
君
と
私
だ
け
で
あ
る
。

　

昭
和
二
十
三
年
四
月
私
達
は
法
学
部
に
進
学
し
た
の
で
あ
る
が
、
当
時

の
学
制
か
ら
前
歴
は
マ
チ
マ
チ
で
、
最
初
に
旅
立
っ
た
橋
本
君
（
卒
後
自

営
業
）
は
明
大
専
門
部
か
ら
、
次
に
旅
立
っ
た
岡
田
君
（
卒
後
東
京
靴
組

合
理
事
）
も
同
専
門
部
、
次
に
旅
立
っ
た
阿
部
君
（
卒
後
産
経
新
聞
社
）

は
目
黒
高
等
無
線
か
ら
、
次
の
荒
川
君
（
卒
後
神
奈
川
新
聞
社
）
は
法
政

大
学
専
門
部
か
ら
の
入
学
で
あ
っ
た
。

　

私
は
、
明
大
予
科
の
時
に
雄
弁
部
ら
し
い
も
の
を
作
っ
た
の
か
定
か
で

は
な
い
が
、
一
級
下
の
内
藤
功
君
（
後
に
国
会
議
員
、
共
産
党
）
か
ら
、

先
輩
の
進
学
祝
い
と
い
う
こ
と
で
、
ジ
ョ
ン
・
バ
ン
ヤ
ン
の
天
路
歴
程
と

い
う
本
を
恵
与
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
学
部
進
学
と
同
時
に
旧
校
舎
記
念

館
四
階
に
あ
っ
た
雄
弁
部
部
室
を
訪
ね
、
戸
田
久
雄
幹
事
長
と
面
接
し
入

部
を
許
可
さ
れ
た
。
そ
の
す
ぐ
後
に
椎
名
君
を
除
く
、
前
記
五
人
が
入
部

し
て
友
人
と
な
っ
た
。
こ
の
友
人
達
と
は
屋
上
で
発
声
練
習
を
し
た
り
、

校
友
の
選
挙
の
折
り
に
地
方
へ
出
か
け
た
り
し
、
そ
の
う
ち
に
私
の
司
法

試
験
合
格
を
契
機
と
し
て
、
法
学
部
に
「
法
律
問
題
研
究
部
」
と
い
う
文

連
所
属
の
一
部
を
創
立
し
て
、
昼
夜
を
問
わ
な
い
交
流
を
し
、
生
涯
の
友

と
な
っ
た
。
大
学
卒
業
後
も
折
り
に
触
れ
て
は
集
っ
て
飲
食
な
ど
し
て
い

た
が
、
後
に
結
婚
し
て
か
ら
は
家
族
共
々
の
旅
行
な
ど
し
て
い
た
。
そ
の

う
ち
、
欠
け
た
者
が
で
た
後
は
未
亡
人
も
仲
間
に
し
て
一
泊
旅
行
な
ど
し

て
生
前
の
友
人
の
想
い
出
な
ど
語
り
合
う
仲
で
あ
っ
た
。
荒
川
君
は
後
に

神
奈
川
新
聞
旅
行
社
社
長
と
な
っ
た
関
係
で
、
酒
は
全
く
飲
ま
な
い
が
世

話
役
に
徹
し
、
毎
年
旅
行
の
世
話
役
を
し
て
下
さ
っ
て
い
た
。
同
人
亡
き

後
は
、
集
ま
る
こ
と
も
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
卒
後
の
集
ま
り
は
、
雄

弁
部
の
集
ま
り
と
い
う
よ
り
、
法
律
問
題
研
究
部
の
創
立
仲
間
と
し
て
の

集
ま
り
が
多
く
な
っ
て
き
た
が
、
こ
の
仲
間
の
結
束
は
雄
弁
部
で
種
が
蒔

か
れ
た
も
の
で
あ
る
。現
在
、残
さ
れ
た
私
は
、亡
き
友
人
達
の
墓
を
訪
ね
、

墓
前
で
読
経
、
想
い
出
を
語
る
こ
と
な
ど
を
体
調
と
相
談
し
な
が
ら
行
っ

て
い
る
。
雄
弁
部
在
部
は
、私
の
生
涯
を
決
定
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
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ぞ
れ
、
ど
う
い
う
思
想
、
識
見
を
も
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
正
確
に
、
感

動
的
に
表
現
し
、
相
手
方
を
説
得
し
ま
た
は
論
破
で
き
る
よ
う
な
「
弁
論

術
」
を
学
ぶ
こ
と
が
「
武
術
」
に
代
わ
っ
て
、
絶
対
必
要
だ
と
思
っ
て
い

ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
同
好
の
士
を
勧
誘
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
私
の
相
談
相
手

と
し
て
助
け
て
く
れ
た
方
は
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
が
、
中
で
も
、
金
谷
栄

一
氏
（
の
ち
に
、駿
河
台
の
明
治
大
学
雄
弁
部
幹
事
長
）
は
、中
心
に
な
っ

て
、
奮
闘
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
金
谷
氏
は
、
私
と
、
小
学
校
、
中
学

校
（
明
治
大
学
付
属
・
明
治
中
学
校
）
と
も
一
緒
で
、
家
も
小
岩
で
し
た
。

通
学
の
行
き
帰
り
の
電
車
で
も
一
緒
に
な
る
こ
と
が
多
く
、そ
の
と
き
は
、

京
王
線
明
大
前
駅
か
ら
新
宿
を
経
て
、
国
鉄
（
Ｊ
R
）
小
岩
駅
ま
で
約
一

時
間
、
ず
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
話
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
か

れ
に
同
意
し
て
も
ら
っ
て
、
か
れ
と
ふ
た
り
で
創
立
準
備
活
動
を
始
め
ま

し
た
。
ま
ず
、
明
治
中
学
出
身
者
を
中
心
に
次
々
に
部
員
を
勧
誘
し
ま
し

た
。
休
憩
時
間
中
、
よ
そ
の
教
室
へ
乗
り
込
ん
で
、
勧
誘
演
説
を
や
り
ま

し
た
。
そ
し
て
、
一
九
四
七
年
十
一
月
、
一
年
生
を
中
心
に
、
明
治
大
学

予
科
弁
論
部
を
創
設
し
、
文
化
団
体
連
合
会
の
承
認
を
得
て
、
部
員
募
集

の
掲
示
を
し
ま
し
た
。
弁
論
部
の
予
算
も
学
校
か
ら
年
額
千
円
（
当
時
）

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
事
業
の
手
始
め
と
し
て
、
十
二
月
に
和
泉
の
予
科

講
堂
で
「
創
立
記
念
弁
論
大
会
」
を
や
っ
て
気
勢
を
上
け
ま
し
た
。

　

次
に
、
当
時
、
朝
日
新
聞
社
主
催
の
「
全
国
大
学
・
高
等
専
門
学
校
・

　

明
治
大
学
予
科
弁
論
部
（
一
九
四
七
・
四
八
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
二
八
年
法
学
部
卒　

内
藤　

功

　

私
は
、
一
九
四
七
年
に
、
明
治
大
学
予
科

に
入
学
し
ま
し
た
。
当
時
の
明
治
大
学
は
、

和
泉
の
予
科
三
年
、
駿
河
台
の
学
部
三
年
で

し
た
。
当
時
、
駿
河
台
に
は
、
明
治
時
代
か

ら
の
歴
史
と
伝
統
あ
る
雄
弁
部
が
活
動
し
て

い
ま
し
た
が
、
和
泉
校
舎
の
予
科
に
は
雄
弁

部
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
予
科
校
舎
は
、

玉
川
上
水
の
ほ
と
り
の
、
静
か
な
環
境
で
、
駿
河
台
と
は
違
っ
た
一
種
独

特
の
雰
囲
気
が
あ
り
ま
し
た

　

一
九
四
七
年
と
い
え
は
、
戦
後
二
年
。
戦
争
と
軍
国
主
義
か
ら
解
放
さ

れ
た
直
後
で
、
自
由
な
雰
囲
気
が
社
会
に
溢
れ
て
い
た
時
代
で
す
。「
こ

れ
か
ら
の
日
本
は
ど
う
な
る
の
か
？
」
各
政
党
の
街
頭
演
説
を
日
比
谷
公

園
へ
き
き
に
い
っ
た
り
、
明
治
大
学
記
念
館
講
堂
や
共
立
講
堂
な
ど
へ
、

講
演
会
・
演
説
会
を
き
き
に
出
か
け
た
り
、
ラ
ジ
オ
の
政
党
討
論
会
を
き

い
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
は
、
言
論
の
時
代
だ

と
思
い
ま
し
た
。
弁
論
と
ペ
ン
に
よ
る
論
戦
が
、
国
家
・
社
会
の
方
向
を

決
す
る
世
の
中
に
な
る
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
各
個
人
が
、
そ
れ

雄弁部員として
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朝
日
討
論
会
」
が
毎
年
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
ぜ
ひ
こ
れ
に
出
場
し
よ
う
と

準
備
に
入
り
ま
し
た
。
翌
年
一
九
四
八
年
の
東
京
大
会
（
ト
ー
ナ
メ
ン
ト

式
）
に
初
出
場
し
、
東
京
鉄
道
専
門
学
校
、
東
大
、
慶
大
の
三
校
を
、
次
々

破
っ
て
、優
勝
し
ま
し
た
。
大
阪
で
の
全
国
大
会
に
遠
征
し
た
の
で
す
が
、

第
一
戦
は
勝
ち
ま
し
た
が
第
二
戦
で
敗
れ
ま
し
た
。こ
の
朝
日
討
論
会
は
、

三
人
で
一
チ
ー
ム
。
選
択
し
た
或
る
テ
ー
マ
、
た
と
え
ば
、「
世
界
連
邦

制
は
可
能
か
」
で
、
肯
定
・
否
定
の
両
側
に
分
か
れ
、
持
ち
時
間
内
で
討

論
す
る
や
り
か
た（
デ
ィ
ベ
ー
ト
方
式
）で
す
。
明
大
予
科
チ
ー
ム
は
、「
世

界
連
邦
制
は
可
能
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
あ
え
て
、
可
能
（
肯
定
）
を

選
択
し
ま
し
た
。
不
可
能
（
否
定
）
を
選
択
す
る
他
校
が
多
か
っ
た
の
で
、

こ
れ
で
対
戦
で
き
る
確
率
が
多
い
の
で
す
。

　

私
た
ち
の
論
法
は
単
純
で
す
。
世
界
も
日
本
も
、
政
治
経
済
の
単
位
は

小
さ
い
単
位
か
ら
だ
ん
だ
ん
拡
大
し
て
き
て
い
る
。
日
本
は
明
治
維
新

で
幕
藩
体
制
か
ら
統
一
国
家
に
な
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
第
一
次
大

戦
後
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
結
成
の
提
案
と
動
き
が
あ
っ
た
。
か
な
ら
す

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ジ
ア
連
邦
を
経
て
、
最
後
は
世
界
連
邦
に
な
る
の
が
世

界
の
大
き
な
流
れ
だ
。
世
界
は
統
一
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
を
認

め
る
か
認
め
な
い
か
、
イ
エ
ス
か
ノ
ー
か
と
畳
み
掛
け
る
と
、
意
外
に
も

相
手
は
、
答
に
窮
す
る
の
て
す
。
そ
こ
で
何
回
も
確
答
の
出
る
ま
で
質
問

を
集
中
す
る
。
結
局
時
間
切
れ
に
な
る
。
審
査
委
員
の
判
定
も
明
大
予
科

の
勝
ち
と
な
っ
て
、
勝
ち
進
ん
だ
の
で
す
。
翌
日
、
朝
日
新
聞
で
明
大
予

科
の
優
勝
が
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
優
勝
カ
ッ
プ
を
教
員
室
に
持
っ
て
い
っ

た
ら
、
先
生
方
が
集
ま
っ
て
き
て
喜
ん
で
く
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
準
備
の
た
め
に
は
、
前
年
か
ら
「
授
業
そ
っ
ち
の
け
」
で
準
備
を

進
め
て
い
ま
し
た
。
ま
ず
、
一
九
四
七
年
十
一
月
中
央
大
学
講
堂
で
行
な

わ
れ
た
朝
日
討
論
会
の
全
国
大
会
の
決
勝
戦
を
観
戦
し
ま
し
た
。
第
一
高

等
学
校
（
今
の
東
大
）
対
静
岡
高
等
学
校
（
今
の
静
岡
大
学
）
で
す
。
ま

も
な
く
、
そ
の
速
記
録
が
朝
日
新
聞
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
の
で
、
そ
れ
を

熟
読
し
て
非
常
に
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
部
員
ど
う
し
で
肯
定
側
と
否
定

側
に
分
か
れ
て
討
論
会
の
実
戦
的
な
練
習
も
や
り
ま
し
た
。
そ
の
時
は
、

予
科
の
先
生
方
に
お
願
い
し
て
、
審
査
委
員
に
な
っ
て
も
ら
っ
て
批
評
し

て
も
ら
い
ま
し
た
。
資
料
を
で
き
る
だ
け
集
め
、
各
政
党
、
国
会
事
務
局
、

新
聞
社
、
関
係
の
官
庁
な
ど
へ
も
出
向
い
て
テ
ー
マ
に
つ
い
て
教
え
て
も

ら
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
約
一
年
間
の
準
備
が
実
っ
た
こ
と
は
ひ
そ
か
な

喜
び
で
し
た
。

　

弁
論
と
い
う
も
の
は
、聴
衆
の
方
が
た
に
対
し
て
訴
え
か
け
る
「
演
説
」

と
、
論
点
に
つ
い
て
切
り
結
ん
で
い
く
「
討
論
」
と
、
両
方
訓
練
し
学
ぶ

こ
と
大
事
だ
と
い
う
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
学
制
改
革
で
、
大
学
は
四
年

制
に
変
わ
り
、
明
治
大
学
予
科
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
予
科
弁
論
部
の
活

動
は
、
短
い
期
間
で
し
た
が
、
予
科
弁
論
部
の
時
代
に
つ
ち
か
わ
れ
た
友

情
、
演
説
の
練
習
、
討
論
の
準
備
で
つ
く
ら
れ
た
度
胸
、
資
料
の
集
め
方
、

物
事
の
調
査
研
究
、
討
論
で
の
切
り
結
び
、
切
り
返
し
の
論
法
は
、
そ
の
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明
治
大
学
雄
弁
部
を
愛
し
て
い
た
父

　
　
　
　
　
　

昭
和
三
二
年
商
学
部
卒　

高
橋　

孝
一　

内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ご
家
族
様

　

雄
弁
部
の
皆
様
、
一
三
〇
周
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
父
も
喜
ん

で
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

父
は
病
床
中
ペ
ー
ス
ト
食
を
摂
取
し
て
い
た
こ
ろ
、
母
が
雄
弁
部
の
話

を
す
る
と
、
学
生
時
代
に
明
治
大
学
の
講
堂
（
祖
父
は
畳
卸
屋
を
営
ん
で

い
て
多
忙
だ
っ
た
為
、
一
度
だ
け
父
の
演
説
を
聞
き
に
来
て
く
れ
た
事
が

あ
っ
た
ら
し
く
、
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
と
満
面
の
笑
み
で
話
し
て
く
れ
ま

し
た
）・
新
橋
駅
前
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
他
で
の
演
説
を
し
た
時
の
事
を
思

い
出
し
、
普
段
一
人
で
は
立
ち
上
が
る
の
が
大
変
で
す
が
、
こ
の
時
は
一

人
で
ベ
ッ
ド
か
ら
ス
ー
ッ
と
立
ち
上
が
り
、「
只
今
御
紹
介
に
預
か
り
ま

し
た
高
橋
孝
一
で
す
」と
は
っ
き
り
し
た
口
調
で
自
己
紹
介
を
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
暫
く
し
、
誤
嚥
が
酷
く
な
り
、
胃
瘻
造
設
を
し
て
頂
き
、
一
切

口
か
ら
摂
取
出
来
な
く
な
り
、
胃
瘻
か
ら
の
栄
養
補
給
と
な
り
、
声
も
出

な
く
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
雄
弁
部
の
方
々
、
そ
の
当
時
を
思
い
出

し
、
何
か
を
訴
え
て
い
た
様
な
の
で
「
雄
弁
部
か
ら
手
紙
が
届
い
て
い
な

い
か
？
」
と
聞
く
と
頷
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
当
時
が
本
当
に
宝
物
の
様

で
し
た
。
又
「
リ
ハ
ビ
リ
し
元
気
に
な
っ
て
、
雄
弁
部
の
会
合
に
出
席
し

た
い
。
百
歳
ま
で
生
き
た
い
」
と
、
必
死
に
病
気
と
闘
い
続
け
ま
し
た
が

力
尽
き
、
平
成
三
一
年
四
月
三
十
日
（
平
成
最
後
の
日
で
す
）
八
五
歳
で

旅
立
ち
ま
し
た
。

　

父
は
生
前
、
明
治
大
学
雄
弁
部
に
寄
稿
す
る
為
、
下
書
き
し
て
い
た
時

も
あ
り
（
多
忙
で
実
現
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
）
雄
弁
部
を
愛
し
て
い
ま
し

た
し
、「
世
界
平
和
」
を
願
っ
て
い
ま
し
た
。
今
回
、
娘
の
私
に
一
三
〇

周
年
記
念
誌
の
機
会
を
下
さ
っ
た
副
会
長
さ
ん
に
感
謝
を
致
し
ま
す
。
お

話
を
頂
い
た
時
、
父
に
報
告
し
ま
し
た
。
こ
の
記
念
誌
を
お
供
え
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。
父
も
大
変
喜
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
し
、
闘
病
中
一
切
口
か

ら
摂
取
出
来
な
く
な
っ
た
上
、
吸
引
も
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
拒
否
す
る

こ
と
も
あ
り
、父
が
以
前
教
え
て
く
れ
た
明
治
大
学
の
校
歌
・
大
好
き
だ
っ

た
歌
を
母
と
歌
っ
て
あ
げ
る
と
、
一
生
懸
命
に
身
振
り
手
振
り
を
し
な
が

ら
口
ず
さ
み
、
吸
引
を
し
て
い
ま
し
た
。（
現
在
は
、
毎
日
母
と
御
仏
前

に
座
り
、
四
十
分
歌
っ
て
い
ま
す
）
又
、「
痛
い
・
苦
し
い
・
辛
い
」
と
、

一
度
も
訴
え
な
か
っ
た
我
慢
強
か
っ
た
父
に
、
最
高
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
（
供

養
）
に
な
り
ま
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

雄
弁
部
の
皆
様
、
お
身
体
大
切
に
な
さ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
も
末
永
く
の

御
盛
会
を
心
よ
り
お
祈
り
致
し
ま
す
。父
も
見
守
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。　
　

　

一
三
〇
周
年
記
念
、
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

後
社
会
に
出
て
か
ら
も
、ひ
と
つ
の
力
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

明
治
大
学
で
の
な
つ
か
し
い
思
い
出
の
ひ
と
つ
で
す
。

雄弁部員として
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雄
弁
部
と
私
の
人
生

　
　
　
　
　
　
　

昭
和
三
三
年
経
営
学
部
卒　

関
口　

雅
央

　

私
が
雄
弁
部
に
入
部
し
た
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
当
時
は
雄
弁
部

活
動
が
非
常
に
活
発
で
あ
り
ま
し
た
。
創
立
一
二
〇
周
年
記
念
史
に
は
、

先
輩
、
後
輩
の
方
々
の
寄
稿
が
多
く
私
の
写
真
も
二
枚
載
っ
て
お
り
ま
し

た
。

　

私
は
、
当
時
生
田
校
舎
の
二
年
生
か
ら
駿
河
台
校
舎
の
三
年
生
に
な
っ

て
お
り
ま
し
た
。
高
校
時
代
、
経
営
学
部
の
一
、二
年
生
時
代
と
も
雄
弁

部
の
経
験
は
皆
無
で
し
た
。雄
弁
部
に
は
恐
る
恐
る
の
途
中
入
部
で
し
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
輩
・
同
期
・
後
輩
の
方
た
ち
か
ら
よ
く
面
倒
を
見

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
昭
和
三
十
年
六
月
十
日〝
学
内
新
人
雄
弁
大
会（
赤

倉
武　

雄
弁
部
長
）〟
に
出
場
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
石
野
先
輩
か
ら
の
推

奨
も
あ
り
、
お
陰
様
で
努
力
賞
（
題
名 

経
営
参
加
に
つ
い
て
）
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
遠
藤
先
輩
か
ら
庶
務
幹
事
を
引
き
受
け
て
ほ
し
い
と
依
頼
さ
れ

ま
し
た
が
、
当
時
妻
沼
か
ら
生
田
迄
往
復
約
七
時
間
四
十
五
分
、
駿
河
台

迄
往
復
約
五
時
間
の
通
学
時
間
で
し
た
の
で
残
念
な
が
ら
お
受
け
出
来
ま

せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
が
人
生
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
遊
説
や
合
宿
に
も
参
加
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
楽
し
い
青
春
時

代
の
二
年
間
で
し
た
。
こ
の
時
受
け
た
雄
弁
部
魂
と
技
は
今
で
も
健
在
で

す
。

　

経
営
学
部
の
ゼ
ミ
は
学
部
長
の
佐
々
木
吉
郎
先
生
、
英
語
の
ゼ
ミ
は
佐

藤
浩
先
生
（
英
語
の
テ
キ
ス
ト
作
成
の
た
め
夏
休
中
手
伝
い
ま
し
た
）
で

し
た
。

　

就
職
難
の
時
代
に
、
一
旦
合
格
し
た
地
方
銀
行
を
辞
退
し
た
た
め
、
就

職
課
長
か
ら
大
目
玉
を
も
ら
い
、
経
営
学
部
在
学
中
は
二
度
と
推
薦
出
来

な
い
と
い
わ
れ
、
卒
業
後
政
治
経
済
学
部
に
学
士
入
学
（
三
年
編
入
）
し

ま
し
た
。
政
経
学
部
で
は
、
ゼ
ミ
は
関
未
代
策
先
生
で
し
た
。
講
義
が

非
常
に
上
手
で
し
た
が
、
雄

弁
部
の
部
長
や
幹
事
長
を
さ

れ
た
と
は
全
く
し
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
卒
業
の
時
、
浦
和

か
与
野
の
ご
自
宅
に
挨
拶
に

伺
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

〝
ボ
ー
ナ
ス
を
貯
金
す
る
よ

う
で
は
大
物
に
は
な
れ
な

い
〟
と
よ
く
言
っ
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
私
も
一
〇
〇
％
実

行
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
が

大
変
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
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（
一
）
八
倉
巻
忠
夫
氏

　

彼
は
富
山
県
滑
川
市
出
身
で
、
私
と
は
同
年
齢
だ
が
、
私
が
定
時
制
高

校
で
あ
っ
た
の
で
、
彼
の
方
が
一
学
年
上
の
商
学
部
で
あ
っ
た
。

　

彼
と
知
り
合
っ
た
の
は
、
明
大
雄
弁
部
で
あ
る
。
彼
は
二
年
生
で
入
部

し
た
の
で
同
期
で
あ
っ
た
。和
泉
支
部
で
毎
日
の
よ
う
に
会
っ
て
い
た
が
、

特
に
親
し
く
な
っ
た
の
は
、
雄
弁
部
の
合
宿
が
佐
渡
島
で
行
わ
れ
た
時
で

あ
っ
た
。
こ
の
と
き
合
宿
に
参
加
し
た
一
年
生
は
私
一
人
だ
っ
た
の
で
、

二
年
生
で
入
部
し
た
彼
と
は
行
動
を
共
に
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
合
宿

の
最
終
日
の
観
光
で
、
漁
船
の
よ
う
な
小
さ
な
船
で
尖
閣
湾
に
行
っ
た
と

き
、
波
が
荒
く
て
船
が
大
揺
れ
と
な
り
、
彼
が
酔
っ
て
吐
き
、
海
の
な
い

山
梨
県
で
育
っ
た
私
に
は
、
富
山
県
の
人
も
船
で
酔
う
の
か
と
思
っ
た
こ

と
が
第
一
印
象
で
あ
る
。

　

彼
の
特
技
は
巧
み
な
話
術
で
あ
っ
た
。
初
対
面
の
人
と
も
す
ぐ
に
親
し

く
な
り
、
相
手
が
何
人
い
て
も
そ
の
場
の
雰
囲
気
を
盛
り
上
げ
、
常
に
そ

の
中
心
に
い
て
、
相
手
を
喜
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
同

期
の
石
山
政
治
氏
（
昭
和
三
三
年
度
幹
事
長
）
が
香
港
に
転
勤
し
て
い
た

当
時
、
訪
ね
て
来
て
、
初
対
面
の
人
た
ち
と
す
ぐ
に
親
し
く
な
っ
て
歓
談

し
て
い
た
こ
と
に
驚
い
た
と
言
っ
て
い
た
。
雄
弁
部
に
お
い
て
も
、
部
内

で
は
勿
論
の
こ
と
、
文
連
や
他
大
学
と
の
関
係
で
も
、
そ
の
特
技
は
発
揮

さ
れ
、
三
年
生
、
四
年
生
と
渉
外
幹
事
を
担
当
し
、
二
年
生
入
部
の
ハ
ン

デ
を
全
く
感
じ
さ
せ
な
か
っ
た
。

　

Ｏ
Ｂ
三
氏
を
悼
む

　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
三
三
年
法
学
部
卒　

山
下　

英
幸

　

私
は
最
終
的
に
は
、埼
玉
県
深
谷
市
の
古
郡
建
設
（
フ
ル
ゴ
オ
リ
（
株
））

の
取
締
役
経
理
部
長
で
し
た
。
財
務
面
で
は
ゼ
ネ
コ
ン
で
も
抜
群
の
会
社

で
す
。
平
成
十
年
に
退
職
し
ま
し
た
。

　

私
は
現
在
八
五
才
で
す
。
社
会
か
ら
見
捨
て
ら
れ
な
い
よ
う
、
時
代
の

流
れ
に
取
り
残
さ
れ
な
い
よ
う
頑
張
っ
て
お
り
ま
す
。
一
日
八
〇
〇
〇
歩

は
退
職
後
の
日
課
で
す
。
パ
ソ
コ
ン
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
時
代
に
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
最
初
はW

in
d
o
w

s V
ista

を
パ
ソ
コ
ン
教
室
等
で
学
び

ま
し
た
。
こ
れ
も
時
代
に
合
わ
な
く
な
り
、
現
在
はW

in
d
o
w

s 1
0

を

学
習
中
で
す
。

　

最
後
に
明
大
雄
弁
部
創
立
一
三
〇
周
年
記
念
事
業
の
成
功
と
皆
様
方
の

ご
活
躍
を
心
よ
り
祈
念
致
し
ま
す
。

雄弁部員として
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卒
業
後
は
郷
里
に
戻
り
、
実
家
の
建
設
業
に
携
わ
り
な
が
ら
地
方
自
治

に
活
躍
の
場
を
求
め
、
私
は
司
法
試
験
を
目
指
し
て
い
て
、
な
か
な
か
会

う
機
会
が
な
か
っ
た
。
私
が
弁
護
士
に
な
っ
て
か
ら
、
彼
の
奥
様
が
大
妻

女
子
大
学
に
奉
職
さ
れ
て
い
た
関
係
で
、
学
内
の
人
事
の
こ
と
で
相
談
を

受
け
、上
司
の
河
野
教
授
が
私
と
同
じ
山
梨
県
出
身
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

自
宅
を
訪
ね
て
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

昭
和
五
十
年
頃
、
彼
が
富
山
県
会
議
員
選
挙
に
立
候
補
す
る
に
つ
い
て

決
起
集
会
を
開
く
の
で
、
そ
の
会
場
で
何
か
話
し
て
欲
し
い
と
の
依
頼
を

受
け
る
。
集
会
の
前
日
の
夕
方
に
滑
川
市
に
着
く
予
定
で
あ
っ
た
が
、
事

故
で
電
車
が
大
幅
に
遅
れ
、
真
夜
中
の
到
着
と
な
る
。
六
時
頃
か
ら
の
開

会
で
あ
っ
た
が
、
会
場
に
は
超
満
員
の
聴
衆
が
集
ま
り
、
熱
気
が
溢
れ
て

い
た
。
私
も
些
か
怖
じ
気
づ
き
、
こ
の
聴
衆
の
関
心
を
集
め
る
に
は
ど
う

し
た
ら
良
い
か
考
え
る
。
そ
こ
で
、
墜
と
し
て
か
ら
褒
め
る
方
法
を
と
る

こ
と
に
す
る
。
昨
日
の
電
車
の
遅
れ
を
話
題
と
し
て
、
開
口
一
番
「
富
山

へ
来
る
の
は
大
変
な
こ
と
で
、
二
度
と
来
る
の
は
考
え
て
し
ま
う
」
と
切

り
出
し
、
続
い
て
「
し
か
し
、
こ
の
会
場
に
入
っ
た
途
端
、
こ
の
よ
う
な

大
勢
の
皆
さ
ん
と
お
会
い
出
来
て
感
動
し
、
考
え
が
一
気
に
変
わ
り
、
人

情
味
の
あ
る
素
晴
ら
し
い
所
で
す
」
と
話
し
、
静
ま
り
返
っ
た
会
場
か
ら

拍
手
を
貰
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

　

彼
は
県
会
議
員
に
見
事
当
選
し
、
そ
の
後
も
常
に
ト
ッ
プ
当
選
し
、
議

長
を
何
期
も
務
め
た
。
平
成
一
七
年
に
は
地
方
自
治
に
貢
献
し
た
こ
と
で

叙
勲
の
栄
に
浴
し
、
私
も
一
緒
に
雄
弁
部
の
総
会
で
花
束
を
貰
っ
て
お
祝

い
し
て
戴
く
。

　

私
が
雄
弁
部
Ｏ
Ｂ
会
の
会
長
を
引
き
受
け
る
際
に
は
、
全
面
的
に
協
力

す
る
か
ら
と
言
っ
て
後
押
し
も
し
て
呉
れ
た
。
雄
弁
部
創
立
一
二
〇
周
年

記
念
の
際
に
は
、
財
務
委
員
長
と
し
て
絶
大
な
力
を
発
揮
し
て
、
予
定
額

を
大
幅
に
超
え
る
資
金
を
集
め
、
同
会
が
予
定
通
り
無
事
に
挙
行
で
き
た

の
は
、
彼
の
努
力
に
よ
る
も
の
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

そ
の
後
、
数
年
後
に
お
会
い
し
た
時
、
人
工
透
析
を
週
に
三
回
し
て
い

る
と
打
ち
明
け
ら
れ
心
配
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
平
成
二
八
年
三
月
七
日
奥

様
か
ら
、
電
話
で
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
愕
然
と
し

て
暫
く
言
葉
を
失
っ
た
。
本
当
に
大
切
な
友
を
失
い
残
念
で
な
ら
な
い
。

　

彼
は
常
に
「
友
情
」
を
大
切
に
し
、
手
紙
や
葉
書
に
は
「
友
情
に
感
謝

す
る
」
と
記
し
て
あ
っ
た
。
心
か
ら
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
。
先
日
自

宅
の
机
の
引
き
出
し
を
整
理
す
る
と
、
昭
和
二
九
年
に
佐
渡
で
合
宿
が
行

わ
れ
た
直
後
、
富
山
か
ら
私
の
帰
省
先
に
送
っ
て
く
れ
た
手
紙
が
出
て
き

て
、
当
時
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
、
彼
を
偲
ぶ
。

（
二
）
内
藤
甫
氏

　

彼
は
愛
知
県
一
宮
市
の
出
身
で
、
私
と
同
じ
法
学
部
で
あ
っ
た
。
私
等

の
時
か
ら
法
学
部
も
一
、二
年
は
和
泉
校
舎
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
は

駿
河
台
校
舎
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
と
は
殆
ど
会
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
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も
歳
は
私
と
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
一
学
年
上
で
あ
っ
た
。
一
年
生
の
終
わ

り
頃
、
彼
の
下
宿
へ
遊
び
に
行
っ
た
と
き
、
同
じ
法
学
部
と
い
う
こ
と
で

種
々
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
呉
れ
た
う
え
に
、
学
部
で
使
う
我
妻
栄
氏
の
民

法
の
総
則
や
、
物
権
法
の
教
科
書
を
何
冊
も
呉
れ
て
、
重
い
思
い
を
し
て

持
ち
帰
っ
た
こ
と
を
憶
え
て
い
る
。
後
輩
思
い
で
、
自
分
は
諦
め
て
い
る

が
是
非
司
法
試
験
を
狙
う
よ
う
に
も
言
わ
れ
る
。

　

私
が
弁
護
士
に
な
っ
て
か
ら
、
名
古
屋
市
に
あ
っ
た
株
式
会
社
中
東
本

店
の
整
理
を
埼
玉
県
春
日
部
市
在
住
の
オ
ー
ナ
ー
か
ら
依
頼
さ
れ
る
。
そ

の
為
、
名
古
屋
へ
は
債
権
者
対
策
や
手
形
訴
訟
等
に
出
張
す
る
。
そ
の
中

の
何
回
か
彼
と
お
会
い
し
、
酒
を
飲
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
あ
る
時
は
、

お
寺
が
経
営
し
て
い
て
、
そ
の
当
時
名
古
屋
で
一
番
高
い
雲
龍
ビ
ル
の
最

上
階
に
あ
っ
た
ク
ラ
ブ
に
連
れ
て
行
っ
て
貰
い
、
ご
馳
走
に
な
る
。
そ
の

時
彼
か
ら
、
一
、二
年
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
て
み
た
ら
ど
う
か
と
言
わ
れ

る
。
こ
れ
か
ら
は
弁
護
士
も
英
語
を
話
し
、
仕
事
も
国
際
化
す
る
か
ら
と

勧
め
ら
れ
る
。
費
用
は
全
部
出
す
か
ら
と
も
言
わ
れ
る
。
私
も
少
し
気
持

ち
が
動
い
た
が
、
弁
護
士
に
な
っ
て
数
年
し
か
た
っ
て
い
な
い
こ
と
と
、

妻
子
も
い
て
、
突
然
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
お
礼
だ
け
述
べ
る
に
留
め
る
。

今
に
し
て
思
え
ば
、
勿
体
な
い
こ
と
を
し
た
と
の
思
い
も
あ
る
。

　

彼
も
雄
弁
部
Ｏ
Ｂ
会
の
総
会
に
必
ず
と
い
っ
て
い
い
程
出
席
さ
れ
て
い

た
。
東
京
に
来
る
と
決
ま
っ
て
、
お
茶
の
水
近
く
の
神
田
淡
路
町
に
あ
る

「
ホ
テ
ル
聚
楽
」
を
常
宿
の
よ
う
に
し
て
使
っ
て
い
た
。
懇
親
会
後
の
二

次
会
で
ホ
テ
ル
に
連
れ
て
行
か
れ
て
そ
こ
の
バ
ー
で
飲
ん
だ
の
も
一
、二

度
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
酒
が
非
常
に
強
く
て
、
体
型
も
メ
タ
ボ
そ
の
も

の
で
あ
っ
た
。

　

あ
る
時
私
の
事
務
所
に
電
話
が
あ
っ
て
、
娘
が
東
京
に
出
て
行
く
こ
と

に
な
っ
た
の
で
、
品
川
近
辺
で
手
頃
な
マ
ン
シ
ョ
ン
を
探
し
て
欲
し
い
と

の
依
頼
を
受
け
る
。
そ
こ
で
品
川
に
あ
る
知
り
合
い
の
不
動
産
屋
を
紹
介

し
て
あ
げ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
彼
か
ら
も
私
が
Ｏ
Ｂ
会
会
長
を
引
き
受
け

る
際
、
八
倉
巻
氏
同
様
に
全
面
的
に
協
力
す
る
か
ら
引
き
受
け
る
よ
う
に

と
説
得
さ
れ
、
事
実
、
集
会
の
度
に
一
宮
か
ら
参
加
し
て
呉
れ
た
。

　

毎
年
季
節
の
挨
拶
状
を
出
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
平
成
二
五
年
頃
に
娘
さ

ん
の
千
津
子
さ
ん
か
ら
の
葉
書
で
、
父
は
入
院
中
で
お
そ
ら
く
長
男
で
あ

る
兄
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
も
分
か
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
書
い
て

あ
っ
て
、
そ
れ
以
来
ど
の
よ
う
な
状
態
な
の
か
心
配
で
あ
っ
た
。
近
け
れ

ば
お
見
舞
い
に
行
き
た
い
と
思
い
な
が
ら
年
月
が
経
過
す
る
。

　

娘
さ
ん
か
ら
、
喪
中
の
挨
拶
状
が
届
き
、
平
成
三
一
年
四
月
三
〇
日
に

八
四
歳
で
永
眠
し
た
と
の
知
ら
せ
を
受
け
る
。「
谷
建
」
と
い
う
会
社
を

設
立
し
、
生
コ
ン
の
製
造
販
売
等
で
業
績
を
あ
げ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ

り
、
故
人
も
無
念
の
思
い
で
あ
っ
た
と
思
う
。
ま
た
一
人
、
友
人
を
失
う

こ
と
に
な
り
、
人
生
の
無
情
と
悲
哀
を
感
じ
る
。
安
ら
か
に
お
休
み
く
だ

さ
い
。

雄弁部員として
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（
三
）
石
山
政
治
氏

　

彼
も
雄
弁
部
を
通
じ
て
知
り
合
い
と
な
る
。
彼
は
東
京
生
ま
れ
の
東
京

育
ち
で
あ
っ
た
。
実
家
は
北
区
滝
野
川
で
理
髪
店
を
営
ん
で
い
て
、
一
度

お
邪
魔
し
た
こ
と
が
あ
り
、
彼
も
私
の
山
梨
の
実
家
を
訪
ね
て
く
れ
た
。

彼
は
文
学
部
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
年
生
の
時
か
ら
駿
河
台
校
舎
で
あ
っ
た

た
め
、
同
学
年
同
期
入
部
で
は
あ
っ
た
が
、
三
年
生
に
な
る
ま
で
は
部
の

行
事
で
会
う
位
で
、
殆
ど
会
う
機
会
は
な
か
っ
た
。
一
年
生
の
時
の
合
宿

に
も
彼
は
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
会
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。

　

彼
は
典
型
的
な
江
戸
っ
子
で
、
言
葉
も
歯
切
れ
が
良
か
っ
た
が
、「
ひ
」

の
発
音
が
苦
手
で
、「
し
が
し
の
空
か
ら
し
行
機
が
し
く
く
飛
ん
で
き
た
」

と
い
う
調
子
で
あ
っ
た
。一
緒
に
食
事
を
し
て
も
漬
物
は
一
切
口
に
せ
ず
、

私
が
二
人
前
を
食
べ
る
こ
と
が
出
来
た
。

　

三
年
生
に
な
る
と
、
彼
が
遊
説
幹
事
、
私
は
研
究
幹
事
と
な
っ
た
の
で
、

幹
事
会
等
で
良
く
会
う
よ
う
に
な
る
。
あ
る
時
、
東
日
本
高
等
学
校
弁
論

大
会
の
北
海
道
予
選
の
実
施
の
た
め
、
彼
と
二
人
で
札
幌
へ
行
く
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
年
の
遊
説
を
四
年
生
の
み
で
行
い
、
三
年
生
の
二

人
を
外
し
た
見
返
り
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
遊
説
に
遊
説
幹
事
が
同

行
し
な
い
の
は
極
め
て
異
例
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
予
選
と
い
っ
て
も
北
海

道
は
広
い
の
で
、
当
然
参
加
校
も
多
く
、
北
海
道
出
身
の
若
手
部
員
に
も

手
伝
っ
て
貰
っ
て
、
無
事
に
終
了
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
帰
り
は
観
光
を

し
て
、
大
沼
公
園
ま
で
は
彼
と
一
緒
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
友
人
の
所
を
訪

ね
る
と
の
こ
と
で
、
そ
の
後
は
別
々
の
行
動
を
と
る
こ
と
と
し
、
い
ろ
い

ろ
な
経
験
を
し
た
。

　

昭
和
三
二
年
に
四
年
生
に
な
っ
て
か
ら
は
、
私
は
部
室
の
隣
り
に
出
来

た
司
法
研
究
室
に
入
室
し
て
、
司
法
試
験
の
勉
強
を
す
る
こ
と
に
し
た
の

で
、
雄
弁
部
の
こ
と
は
彼
に
任
せ
る
こ
と
と
す
る
。
四
年
生
で
活
躍
し
て

い
る
者
は
少
な
く
、
石
山
氏
が
幹
事
長
と
な
り
、
私
は
彼
を
支
え
る
副
幹

事
長
と
な
る
。
そ
こ
で
二
人
で
相
談
し
て
部
の
活
動
資
金
を
確
保
す
る
方

策
を
検
討
す
る
。
智
恵
と
言
っ
て
も
知
れ
て
い
て
、
雄
弁
部
の
Ｏ
Ｂ
に
頼

る
し
か
な
か
っ
た
の
で
、
ど
う
し
た
ら
多
く
の
寄
附
を
受
け
易
い
か
と
言

う
こ
と
に
尽
き
た
。

　

当
時
、
雄
弁
部
に
は
Ｏ
Ｂ
名
簿
ら
し
い
も
の
は
な
く
、
赤
い
罫
紙
に
手

書
き
し
た
も
の
を
紐
で
綴
じ
た
も
の
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

Ｏ
Ｂ
名
簿
を
作
り
、
そ
の
中
に
Ｏ
Ｂ
の
人
達
か
ら
部
活
動
の
こ
と
等
、
想

い
出
を
書
い
て
貰
い
、
そ
れ
を
載
せ
た
ら
寄
附
が
受
け
易
く
な
る
だ
ろ
う

と
い
う
結
論
に
な
り
、
こ
の
担
当
を
私
が
す
る
こ
と
に
す
る
。
石
山
氏
は

文
学
部
で
あ
る
か
ら
、
雄
弁
部
の
部
歌
を
作
る
こ
と
と
し
て
、
こ
れ
を
担

当
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

名
簿
に
載
せ
る
原
稿
の
依
頼
を
、
手
紙
や
電
話
で
お
願
い
す
る
の
は
失

礼
に
な
る
の
で
、
ご
本
人
に
お
会
い
し
て
依
頼
の
理
由
等
も
直
接
説
明
す

る
こ
と
と
す
る
。多
く
の
時
間
を
要
し
た
が
、そ
の
甲
斐
あ
っ
て
メ
ン
バ
ー

二
〇
名
の
方
々
か
ら
原
稿
を
頂
戴
し
、
昭
和
三
二
年
六
月
に
無
事
発
行
す
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る
こ
と
が
出
来
る
。
寄
附
金
も
予
定
額
を
超
え
、
部
の
活
動
の
た
め
に
役

立
て
る
こ
と
が
出
来
た
。

　

石
山
氏
が
担
当
し
た
部
歌
は
、
彼
の
友
人
で
あ
る
文
学
部
の
伊
藤
龍
太

氏
に
歌
詞
を
、
そ
し
て
作
曲
は
部
員
で
あ
っ
た
山
口
み
つ
子
さ
ん
の
友
人

で
あ
る
伊
藤
栄
依
子
さ
ん
に
そ
れ
ぞ
れ
依
頼
す
る
。
同
年
の
秋
に
は
部
歌

も
完
成
す
る
。そ
し
て
、作
曲
し
た
伊
藤
栄
依
子
さ
ん
に
部
室
に
来
て
貰
っ

て
練
習
す
る
。
残
念
な
こ
と
に
こ
の
時
の
幹
事
で
残
っ
て
い
る
の
は
、
私

と
山
口
み
つ
子
さ
ん
ぐ
ら
い
と
な
っ
て
い
る
。
部
歌
は
、
現
在
に
至
る
ま

で
受
け
継
が
れ
て
い
て
、
誠
に
感
無
量
で
あ
る
。
少
々
残
念
な
の
は
、
楽

譜
が
な
く
歌
い
継
が
れ
た
た
め
か
、
若
干
編
曲
さ
れ
て
い
る
気
が
し
て
な

ら
な
い
。

　

石
山
氏
は
明
治
大
学
卒
業
、
亜
細
亜
大
学
に
学
士
入
学
し
て
中
国
語
を

勉
強
す
る
。
同
校
卒
業
後
は
、
ラ
イ
オ
ン
株
式
会
社
に
入
社
し
、
香
港
が

勤
務
先
と
な
る
。
得
意
の
中
国
語
に
更
に
磨
き
を
掛
け
、
数
年
後
に
日
本

に
戻
っ
て
来
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
は
雄
弁
部
の
Ｏ
Ｂ
の
集
ま
り

で
会
う
程
度
で
あ
っ
た
が
、
八
倉
巻
、
内
藤
両
氏
ら
と
共
に
二
次
会
ま
で

付
き
合
っ
て
、
常
に
再
会
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
平
成
二
八
年
九
月
に
突
然
訃
報
に
接
す
る
こ
と
に
な
る
。

直
ぐ
に
電
話
を
し
て
奥
様
に
経
緯
を
尋
ね
る
と
、
同
年
七
月
七
日
胃
癌
が

発
見
さ
れ
、
既
に
肝
臓
に
ま
で
転
移
し
て
い
て
、
二
か
月
後
の
九
月
二
二

日
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
ま
で
定
期
的
に
健

　

雄
辯
部
の
縁
が
私
の
母
校
愛
を
強
く
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
三
五
年
農
学
部
卒　

小
林　

一
光

　
　

昭
和
三
一
年
、
入
学
と
同
時
に
生

田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
雄
辯
部
に
入
部
し

ま
し
た
。
の
ど
か
な
田
園
風
景
の
中

で
発
声
練
習
を
し
た
こ
と
が
懐
か
し

く
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

　

生
田
の
雄
辯
部
の
合
宿
は
新
潟
県

佐
渡
島
が
印
象
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。
本
部
と
の
合
同
合
宿
で
は
那
須
高

原
の
合
宿
で
、
日
高
憲
三
前
大
学
理
事
長
や
前
川
一
郎
評
議
員
と
集
合
写

真
で
一
緒
に
写
っ
て
い
ま
し
た
が
、
同
学
年
で
あ
り
な
が
ら
キ
ャ
ン
パ
ス

が
違
う
為
、
私
が
昭
和
三
五
年
卒
の
雄
辯
部
の
同
期
と
わ
か
っ
た
の
は
評

議
員
に
就
任
し
て
か
ら
で
し
た
。
特
に
私
が
理
事
に
就
任
し
大
学
の
経
営

に
携
わ
っ
て
か
ら
は
、
日
高
氏
は
じ
め
多
く
の
大
学
関
係
者
と
明
治
大
学

康
診
断
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
私
も
そ
の
後
で
あ
る
が
、

平
成
二
九
年
一
一
月
に
同
じ
胃
癌
で
妻
を
亡
く
し
て
い
る
の
で
、
癌
の
怖

さ
を
身
を
も
っ
て
体
験
し
て
い
て
、
改
め
て
癌
の
恐
ろ
し
さ
を
思
う
と
き
、

他
人
事
と
は
思
え
な
い
心
境
で
あ
る
。
ど
う
か
安
ら
か
に
と
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。

雄弁部員として
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の
更
な
る
発
展
を
願
い
議
論
を
重
ね
ま
し
た
が
、
オ
ー
ナ
ー
企
業
の
経
営

と
異
な
り
、
大
学
経
営
の
難
し
さ
を
体
験
し
ま
し
た
。

　

さ
て
、
学
生
時
代
に
話
を
戻
し
ま
す
が
、
生
田
キ
ャ
ン
パ
ス
で
の
雄
辯

部
三
年
の
時
に
農
学
部
学
生
会
委
員
長
に
選
ば
れ
就
任
し
ま
し
た
。
生
田

キ
ャ
ン
パ
ス
は
川
崎
市
生
田
の
元
第
九
陸
軍
技
術
研
究
所
跡
地
の
払
い
下

げ
を
受
け
て
開
設
さ
れ
た
の
が
一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
五
月
。
木
造

の
兵
舎
を
そ
の
ま
ま
教
室
と
し
て
利
用
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
夏
は
風
の

強
い
日
は
畑
の
土
ぼ
こ
り
で
机
や
椅
子
が
覆
わ
れ
、
冬
は
ス
ト
ー
ブ
が
焚

か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
教
室
に
空
っ
風
が
吹
き
込
み
、
高
齢
の
教
授
が
鼻

水
を
垂
ら
し
な
が
ら
講
義
を
さ
れ
て
い
た
姿
を
思
い
出
し
ま
す
。

　

こ
の
頃
、
農
学
部
が
廃
止
さ
れ
る

噂
が
入
り
、
助
教
授
の
平
木
龍
雄
先

生
に
真
偽
を
確
か
め
た
と
こ
ろ
事

実
で
あ
り
、
理
事
者
側
に
反
対
の
上

申
を
し
て
い
る
話
を
お
聞
き
し
驚

き
と
同
時
に
怒
り
を
感
じ
ま
し
た
。

こ
ん
な
時
に
、
明
治
大
学
学
生
会
の

中
央
執
行
委
員
長
か
ら
安
保
砂
川

闘
争
に
農
学
部
も
参
加
す
る
よ
う

要
請
が
有
り
ま
し
た
が
断
り
ま
し

た
。
再
度
名
目
上
の
参
加
要
請
に
対

し
、
全
学
部
学
生
会
の
要
求
と
し
て
農
学
部
の
存
続
と
生
田
キ
ャ
ン
パ
ス

の
校
舎
を
建
て
替
え
の
共
同
戦
線
を
張
る
条
件
で
大
学
理
事
者
側
と
深
夜

ま
で
団
交
、
ま
た
生
田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
学
生
に
向
け
て
は
状
況
を
伝
え
る

ス
ト
ラ
イ
キ
も
辞
さ
な
い
決
意
表
明
し
た
檄
文
を
発
表
し
ま
し
た
。
大
学

側
か
ら
も
個
人
的
に
聴
取
を
受
け
ま
し
た
が
、
良
い
方
向
に
理
解
を
得
ら

れ
生
田
校
舎
第
一
校
舎
の
一
号
館
が
昭
和
三
五
年
に
竣
工
し
ま
し
た
。
新

校
舎
の
完
成
を
待
た
ず
に
卒
業
し
ま
し
た
が
、
雄
辯
部
の
縁
で
こ
の
体
験

が
私
の
人
生
に
多
く
の
教
訓
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
平
木
先

生
は
農
学
部
長
と
な
ら
れ
、
多
く
の
功
績
を
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

六
一
年
前
の
出
来
事
で
私
の
記
憶
の
誤
り
が
あ
っ
て
は
と
、
令
和
二
年

新
年
早
々
に
明
治
大
学
水
車
の
会
（
平
木
ゼ
ミ
Ｏ
Ｂ
）
隠
居
と
し
て
毎
年

総
会
に
出
席
さ
れ
て
い
る
平
木
先
生
ご
夫
妻
を
自
宅
に
訪
ね
、
当
時
の
話

を
伺
い
ま
し
た
。
当
時
、
農
学
部
は
新
設
学
部
の
為
、
東
京
大
学
や
京
都

大
学
等
の
教
授
を
採
用
し
、
人
件
費
や
諸
経
費
が
多
額
に
な
り
、
受
験
生

の
応
募
数
も
現
在
の
よ
う
に
多
く
な
か
っ
た
の
で
、
農
学
部
単
独
で
の
財

政
は
赤
字
が
続
き
、
理
事
会
で
廃
止
が
決
ま
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
平
木

先
生
が
廃
止
に
抵
抗
し
た
為
、
上
司
か
ら
他
大
学
へ
の
移
籍
を
打
診
さ
れ

た
り
、
大
学
を
辞
め
る
よ
う
圧
力
を
掛
け
ら
れ
た
り
し
、
奥
様
も
失
職
を

覚
悟
で
先
生
を
支
え
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

　

農
業
は
、
将
来
世
界
の
食
料
不
足
、
環
境
問
題
、
健
康
問
題
等
々
、
多

く
の
課
題
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
農
学
部
の
存
在
意
義
が
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益
々
高
ま
っ
て
お
り
、
人
類
に
貢
献
す
る
成
果
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

本
年
、
雄
辯
部
が
創
部
一
三
〇
周
年
を
期
に
一
層
の
活
躍
を
さ
れ
ま
す
よ

う
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

金
印
株
式
会
社　

代
表
取
締
役
会
長　

小
林　

一
光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

校
友
会　

愛
知
県
支
部　

顧
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
古
屋
地
域
支
部　
　
　

顧
問

　

人
、
皆
我
が
師

　
　
　
　
　

昭
和
三
五
年
政
治
経
済
学
部
卒　

日
髙　

憲
三

　

自
分
の
人
生
を
振
り
返
る
と
多
く

の
人
に
恵
ま
れ
「
人
、
皆
我
が
師
な

り
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
っ
て

い
ま
す
。
特
に
、
中
学
・
高
校
と
ス

ポ
ー
ツ
を
本
格
的
に
や
っ
て
き
た
自

分
が
明
治
大
学
に
入
学
し
、
雄
弁
部

に
入
っ
た
こ
と
は
自
分
自
身
の
生
き
方
を
決
め
た
と
思
い
ま
す
。
三
木
武

夫
（
元
総
理
）
先
輩
と
の
出
会
い
を
は
じ
め
、
多
く
の
先
輩
・
同
期
生
・

後
輩
、
さ
ら
に
他
大
学
生
と
の
学
び
あ
い
、
政
治
経
済
等
幅
広
く
議
論
を

し
て
い
た
中
で
、
交
友
を
深
め
て
い
た
四
年
間
で
し
た
。

　

そ
の
中
で
、思
え
ば
多
く
の
深
い
縁
あ
る
先
輩
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
三
～
四
年
を
見
て
も
戸
田
、
藤
沢
、
八
倉
巻
、
後
藤
、
石
山
さ
ん
と

文
字
通
り
多
く
の
指
導
や
交
誼
を
い
た
だ
い
た
方
々
で
、
他
に
も
多
く

の
友
人
同
僚
が
亡
く
な
り
私
自
身
も
そ
の
仲
間
入
り
が
近
い
事
を
感
じ
ま

す
。
雄
弁
部
時
代
、
特
徴
的
な
事
が
あ
り
ま
す
。
政
財
界
等
で
活
躍
さ
れ

て
い
る
方
に
、
多
く
の
方
を
訪
問
し
ご
挨
拶
、
ご
報
告
を
い
た
し
ま
し
た

が
、
先
輩
の
方
々
が
共
通
し
て
自
分
の
熱
き
学
生
時
代
を
思
い
出
し
、
そ

の
頃
の
楽
し
い
逸
話
や
、
社
会
に
出
て
か
ら
の
自
慢
話
も
失
敗
談
も
い
っ

ぱ
い
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
後
輩
が
先
輩
を
訪
ね

て
い
く
当
時
の
慣
習
に
近
い
関
係
が
、
今
は
ず
い
ぶ
ん
希
薄
に
な
っ
て
い

る
と
感
じ
ま
す
。
こ
れ
は
雄
弁
部
だ
け
で
は
な
く
社
会
の
変
化
の
一
つ
で

あ
る
と
言
え
ま
す
が
、「
人
、
皆
師
」
と
い
う
思
い
か
ら
す
れ
ば
、
懐
か

し
く
も
ほ
ほ
え
ま
し
く
も
あ
り
、
教
え
ら
れ
た
事
柄
は
数
え
き
れ
な
い
程

あ
り
ま
す
。
自
分
が
鮮
明
に
思
い
出
す
の
は
、
三
木
先
輩
を
日
曜
日
に
訪

問
し
、
先
輩
が
着
物
姿
で
約
一
時
間
半
お
話
し
し
て
、
別
れ
際
に
玄
関
で
、

「
ご
苦
労
さ
ん
」
と
見
送
っ
て
頂
い
た
事
が
深
く
心
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

後
年
私
も
後
輩
が
来
て
く
れ
た
時
は
出
来
る
だ
け
よ
く
話
を
聞
き
、
よ
く

来
て
く
れ
た
と
の
思
い
を
込
め
て
見
送
る
よ
う
に
、
今
日
ま
で
し
て
き
た

つ
も
り
で
す
。

　

ク
ラ
ブ
活
動
は
そ
の
意
味
で
も
、
多
く
の
思
い
出
と
社
会
を
学
ぶ
機
会

が
あ
る
こ
と
を
し
み
じ
み
と
感
じ
ま
す
。遊
説
に
は
毎
年
参
加
し
ま
し
た
。

新
潟
県
佐
渡
合
宿
、
富
山
県
、
栃
木
県
で
の
那
須
合
宿
、
特
に
私
の
故
郷

雄弁部員として
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広
島
県
大
和
町
で
の
遊
説
弁
論
会
で
は
、
深
い
山
村
の
中
「
天
皇
制
は
是

か
非
か
」
の
演
題
で
語
り
、
村
の
古
老
の
人
々
は
び
っ
く
り
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
出
し
ま
す
。
衆
参
議
員
選
挙
を
始
め
幾
多
の
選
挙
に
行

き
、
特
に
三
木
武
夫
先
輩
の
選
挙
に
参
加
し
、
今
日
ま
で
徳
島
の
人
と
の

交
流
が
続
い
て
い
ま
す
。
他
の
地
方
で
も
長
く
お
付
き
合
い
を
重
ね
て
き

ま
し
た
。
雄
弁
部
で
の
活
動
は
政
治
経
済
等
を
学
ぶ
事
は
も
ち
ろ
ん
、
組

織
運
営
、
視
野
等
の
人
生
の
在
り
方
を
学
ぶ
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。
良
い

青
春
の
１
ペ
ー
ジ
と
し
て
貴
重
な
期
間
で
も
あ
り
ま
し
た
。
一
三
〇
年
の

間
に
雄
弁
部
も
盛
況
な
時
と
衰
退
し
た
時
が
幾
度
か
あ
っ
た
の
で
す
が
、

近
年
で
は
、
大
学
に
入
り
込
ん
だ
極
左
暴
力
集
団
が
大
学
の
ク
ラ
ブ
活
動

さ
え
も
支
配
し
、
雄
弁
部
も
廃
部
の
危
機
の
中
で
、
現
杉
並
区
長
の
田
中

良
君
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
、
大
学
自
治
を
守
る
活
動
を
し
、
こ
の
危
機

を
し
の
い
だ
と
自
他
と
も
に
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
時
代
の
変
化

を
経
て
今
日
の
雄
弁
部
が
あ
る
こ
と
を
知
る
機
会
で
も
あ
り
ま
す
。

　

後
年
、
明
大
内
部
か
ら
学
生
を
見
、
ど
う
学
生
生
活
を
送
っ
て
い
る
か
、

学
び
も
遊
び
も
、
豊
か
な
将
来
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
て
欲
し
い
と

願
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
私
は
あ
ら
ゆ
る
人
が
、
私
の
師
で
あ
る

事
を
し
み
じ
み
と
思
っ
て
い
ま
す
。
良
い
一
生
で
あ
っ
た
と
感
謝
し
、
雄

弁
部
の
一
層
の
発
展
を
祈
り
ま
す
。

　

雄
弁
部
の
絆
は
長
く
て
強
い
！

　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
三
五
年
法
学
部
卒　

前
川　

一
郎

　

昭
和
三
一
年
法
学
部
（
英
法
学
科
）
二
組
に
入
学
し
ク
ラ
ス
代
表
と
し

て
学
生
会
（
自
治
会
）
委
員
に
選
ば
れ
二
日
後
に
雄
弁
部
に
入
部
し
て
和

泉
校
舎
に
二
年
間
通
学
し
た
。
和
泉
に
は
法
・
商
・
政
三
学
部
に
各
々
学

生
委
員
会
が
あ
り
和
泉
委
員
長
が
居
り
ま
し
た
。
二
年
生
の
秋
に
オ
ー
ル

法
学
部
委
員
長
に
選
任
さ
れ
母
校
と
長
い
熱
い
熱
い
係か

か

わ
り
が
ス
タ
ー
ト

し
た
。
三
年
生
か
ら
駿
河
台
校
舎
と
な
り
学
生
会
中
央
執
行
委
員（
中
執
）

に
就
任
し
た
。
組
織
の
構
成
内
容
は
七
学
部
・
女
子
短
大
・
文
連
・
理
科

連
・
体
連
・
応
援
団
の
各
組
織
か
ら
代
表
が
選
ば
れ
中
央
執
行
委
員
会
（
中

執
）
が
運
営
さ
れ
て
い
た
。
会
議
で
は
、
先
輩
・
後
輩
の
メ
ン
バ
ー
と
連

日
熱
心
に
議
論
し
衝
突
し
た
り
握
手
し
た
り
を
繰
り
返
す
中
で
多
く
の
友

人
知
人
と
出
会
う
事
が
出
来
た
。

　

「
友
達
の
友
は
我
が
友
」
と
云
う
事
で
交
友
の
輪
は
加
速
度
的
に
拡
大

し
た
。
小こ

生な
ま

意い

気き

な
可
愛
げ
の
無
い
学
生
（
若
造
）
で
し
た
が
、
母
校

愛
、
前
へ
進
む
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
、
筋
を
通
す
正
義
感
等
を
評
価
し
て
頂
き

多
く
の
先
輩
に
可
愛
が
ら
れ
意
気
揚
々
の
毎
日
だ
っ
た
。
雄
弁
部
の
我
が

同
期
生
（
三
五
年
卒
）
は
人
材
の
宝
庫
で
し
た
。
雄
弁
部
幹
事
長
の
日
髙

（
岡
田
）
憲
三
君
（
元
明
治
大
学
理
事
長
）
を
始
め
と
し
て
明
大
雄
弁
部
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雄
弁
部
全
盛
の
一
翼
を
に
な
っ
て

　
　
　
　
　

昭
和
三
五
年
政
治
経
済
学
部
卒　

渡
邊　

嘉
道

　

想
い
起
こ
せ
ば
六
十
余
年
前
、
私
が
入
学
し
た
頃
（
昭
和
三
十
一
年 

和
泉
校
舎
）
の
雄
弁
部
は
、
和
泉
支
部
の
活
動
は
別
に
し
て
、
本
校
に
於

け
る
当
時
の
上
級
生
の
部
活
は
全
く
停
滞
そ
の
も
の
で
、
部
内
の
派
閥
抗

争
に
明
け
暮
れ
て
い
た
状
態
で
、
私
は
明
大
雄
弁
部
へ
入
部
し
た
事
へ
の

失
望
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
吹
き
飛
ば
し
た
の
が
原
田
清
雄
（
三
十
四
年
商

り
ま
す
。

　

田
舎
の
高
校
で
す
が
「
Ｓ
Ｓ
Ｈ
」
及
び
「
Ｉ
Ｂ
」
の
認
定
校
で
一
人
で

も
明
大
に
入
学
し
て
欲
し
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
人
生
は
出
会
い
の
連

続
で
「
縁
」
が
生
ま
れ
ま
す
。
縁
に
従
い
こ
の
縁
を
大
切
に
育
て
て
行
く

な
か
で
人
生
は
豊
か
で
楽
し
く
な
り
ま
す
。

　

雄
弁
部
の
仲
間
（
先
輩
・
後
輩
）
と
云
う
だ
け
で
、
親
近
感
が
盛
り
上

り
打
ち
解
け
ま
す
。

　

「
後
輩
は
文
句
な
く
可
愛
い
い
！
理
屈
抜
き
で
応
援
し
た
い
！
」
こ○

れ○

が○

先○

輩○

で
す
。
最
近
は
小
粒
と
云
わ
れ
る
雄
弁
部
で
す
が
長
い
歴
史
と
輝

か
し
い
伝
統
が
あ
り
ま
す
。雄
弁
部
の
絆
は
太
く
て
強
い
信◎

義◎

の◎

絆◎

で
す
。

誇
り
と
自
信
を
持
っ
て
明
治
大
学
の
牽
引
車
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

代
表
で
全
関
東
雄
弁
連
盟
委
員
長
日
高
一
郎
君
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
勤
務
後
大
学
教

授
）。
雄
弁
部
代
表
で
文
連
委
員
長
津
田
賀
一
郎
君
（
大
阪
在
住
）。
遊
説

幹
事
森
高
良
樹
君
（
元
山
陽
新
聞
専
務
・
校
友
会
岡
山
県
支
部
長
）。
雄

弁
部
「
生
田
校
舎
」
委
員
長
小
林
一
光
君
（
元
明
治
大
学
理
事
・
校
友
会

愛
知
県
支
部
長
・
金
印
わ
さ
び
オ
ー
ナ
ー
会
長
）
等
等
、
一
騎
当
千
の
猛

者
が
勢
揃
い
で
し
た
。
私
は
二
十
歳
代
に
校
友
会
本
部
役
員
を
仰
せ
つ
か

り
六
十
余
年
校
友
会
・
大
学
に
携
わ
っ
て
来
ま
し
た
。
校
友
会
で
は
青
木

信
樹
会
長
の
下
幹
事
長
・
副
会
長
と
し
て
二
〇
〇
三
年
の
「
終
身
会
費
予

約
制
の
復
活
」・「
組
織
大
改
革
」
が
力

ち
か
ら

仕
事
ま
さ
に
大
仕
事
で
し
た
。
新

生
校
友
会
の
礎
が
築
け
た
と
確
信
し
て
居
り
ま
す
。
長
吉
泉
理
事
長
・
山

田
雄
一
学
長
・
納
谷
廣
美
学
長
の
暖
か
い
ご
理
解
と
ご
支
援
ご
指
導
の
賜

物
で
あ
り
感
謝
の
念
で
一
杯
で
あ
り
ま
す
。
卒
業
し
て
東
京
ト
ヨ
ペ
ッ
ト

（
現
ト
ヨ
タ
モ
ビ
リ
テ
ィ
東
京
）
に
入
社
し
ま
し
た
。「
東
京
を
制
す
る
も

の
は
日
本
を
制
す
る
」
と
云
う
ト
ヨ
タ
の
ポ
リ
シ
ィ
の
基
に
設
立
さ
れ
た

デ
ィ
ラ
ー
で
第
八
期
生
で
し
た
。
上
司
・
先
輩
か
ら
見
る
と
大
へ
ん
な
変

り
種
・
異
色
の
新
入
社
員
だ
っ
た
よ
う
で
す
。「
雄
弁
部
時
代
に
鍛
え
ら

れ
た
諸○

々○

の○

勉○

強○

」
は
貴
重
な
体
験
で
効
力
を
発
揮
し
ま
し
た
。
学
生
時

代
に
蒔
い
た
種
は
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
芽
生
え
素
晴
し
い
人
脈
で
し
た
。

営
業
実
績
は
常
に
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
を
維
持
し
ま
し
た
。

　

私
の
人
生
の
二
本
柱
は
故ふ

る

郷さ
と

滋
賀
県
愛
・
明
治
大
学
愛
で
す
。
滋
賀
県

立
虎
姫
高
校
（
長
浜
市
）
の
東
京
同
窓
会
長
と
し
て
後
輩
を
支
援
し
て
お

雄弁部員として
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卒
）
さ
ん
の
花
井
卓
蔵
杯
の
入
賞
と
、翌
年
の
金
谷
哲
（
三
十
四
年
商
卒
）

さ
ん
の
優
勝
と
い
う
二
年
連
続
の
成
果
で
し
た
。

　

そ
れ
で
、
こ
の
灯
を
消
す
ま
い
と
意
気
に
燃
え
た
私
は
翌
三
十
四
年
の

花
井
杯
に
出
場
し
、
中
大
の
弁
士
と
同
点
準
優
勝
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の

同
点
準
優
勝
と
い
う
決
定
に
対
し
、
大
会
後
の
反
省
会
は
大
い
に
も
め
、

同
店
に
主
催
校
が
優
勝
杯
を
と
る
の
は
お
か
し
い
で
は
な
い
か
。
主
催
校

は
招
待
校
の
明
大
・
渡
邊
君
に
優
勝
を
譲
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
大
い
に

異
論
が
出
た
の
を
私
は
今
で
も
強
烈
に
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
程
に
花
井
杯
の
権
威
は
高
く
、主
催
校
の
中
大
辞
達
学
会
さ
え
も
、

手
離
せ
た
く
な
い
も
の
で
し
た
。
私
は
こ
の
名
誉
と
屈
辱
を
打
破
す
る
為

に
、
翌
三
十
五
年
に
再
度
出
場
し
、
前
年
の
別
の
中
大
弁
士
を
破
り
優
勝

す
る
事
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
成
果
は
当
時
、
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
た
全
関
学
生
模
擬
国
会

の
人
選
に
も
好
影
響
を
も
た
ら
し
、
私
は
希
望
通
り
、
野
党
革
新
党
委
員

長
に
、
花
井
杯
で
同
点
優
勝
し
た
中
大
の
青
木
君
は
保
守
党
総
裁
の
内
閣

総
理
大
臣
に
な
り
、
わ
が
同
僚
の
日
高
憲
三
君
は
外
務
大
臣
に
な
り
ま
し

た
。
つ
い
で
に
、
元
自
民
党
の
総
理
大
臣
、
早
大
の
雄
弁
会
の
森
喜
郎
さ

ん
は
文
部
大
臣
に
、
そ
の
下
の
文
部
政
務
次
官
は
現
在
の
私
の
妻
（
國
學

院
大
學
・
佐
藤
美
智
子
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
青
春
の
楽
し
い

ひ
と
こ
ま
で
し
た
。

　

当
時
の
雄
弁
部
は
ほ
か
に
も
対
外
的
な
大
会
で
そ
こ
そ
こ
の
成
果
を
あ

げ
て
い
ま
し
た
が
、
私
の
印
象
に
残
る
の
は
明
大
雄
弁
部
主
催
の
初
の
質

問
付
弁
論
大
会
の
開
催
で
し
た
。

　

当
時
の
幹
事
長
野
村
英
治
さ
ん
、
そ
し
て
山
口
み
つ
子
さ
ん
、
金
谷
哲

さ
ん
、
原
田
清
雄
さ
ん
、
鈴
木
浩
平
さ
ん
達
の
熱
意
と
結
束
力
が
当
時
の

雄
弁
部
の
一
時
代
を
築
い
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
先
輩
た
ち
と
切
磋
琢
磨
し
た
日
高
憲
三
君
を
は
じ
め
と
す
る
我
等

の
同
輩
、
そ
し
て
、
後
輩
達
の
当
時
の
友
情
に
は
快
地
よ
い
想
い
出
と
感

謝
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
六
十
年
余
り
の
昔
の
青
春
時
代
を
想
い
つ
つ
、
先

輩
、
同
輩
、
後
輩
の
健
康
を
祈
り
つ
つ
、
故
人
と
な
ら
れ
た
方
々
の
ご
冥

福
を
祈
り
な
が
ら
筆
を
お
き
ま
す
。

　

好
漢
金
谷
哲
さ
ん
を
偲
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
三
七
年
法
学
部
卒　

中
嶋　

幸
夫

　

私
が
入
部
し
た
と
き
の
四
年
生
は
野

村
栄
治
さ
ん
、
原
田
清
雄
さ
ん
、
金
谷

哲
さ
ん
、
山
口
み
つ
子
さ
ん
、
鈴
木
浩

平
さ
ん
、
三
年
に
は
岡
田
（
日
高
）
憲

三
さ
ん
、
渡
辺
嘉
道
さ
ん
、
前
川
一
郎

さ
ん
、
津
田
賀
一
郎
さ
ん
等
錚
々
た
る
メ
ン
バ
ー
が
在
席
し
て
い
た
。

　

前
年
日
高
一
郎
（
故
人
）
さ
ん
が
全
日
本
学
生
雄
弁
連
盟
の
委
員
長
、
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津
田
賀
さ
ん
が
文
連
の
委
員
長
に
就
き
明
大
雄
弁
部
の
存
在
を
内
外
に
わ

た
り
高
め
た
。
こ
の
年
、
中
央
大
学
の
花
井
杯
全
国
学
生
雄
弁
大
会
で
金

谷
さ
ん
が
明
治
と
し
て
は
じ
め
て
優
勝
さ
れ
た
。
後
日
こ
の
大
会
の
様
子

を
先
輩
方
に
聴
き
演
題
は
『
現
代
思
潮
の
動
向
を
も
と
め
て
』
と
ゆ
う
、

実
に
大
き
な
タ
イ
ト
ル
で
あ
っ
た
事
を
知
っ
た
。
鈴
木
先
輩
の
言
に
よ
れ

ば
〔
弁
論
開
始
三
分
間
で
優
勝
金
谷
を
確
信
し
た
〕
又
一
二
〇
周
年
記
念

誌
で
山
口
み
つ
子
さ
ん
は
〔
今
後
二
度
と
出
な
い
弁
土
だ
〕
と
同
級
生
金

谷
さ
ん
を
賞
賛
し
て
い
る
。
中
央
の
花
井
杯
は
明
治
大
正
に
活
躍
し
た
花

井
卓
蔵
を
冠
し
た
大
会
で
辞
達
学
会
は
こ
の
ス
テ
イ
タ
ス
で
こ
の
大
会
を

全
国
一
と
喧
伝
し
た
た
め
に
学
生
雄
弁
家
の
羨
望
の
的
と
な
り
こ
の
大
会

出
場
が
一
つ
の
目
標
と
な
っ
て
い
た
が
明
治
の
金
谷
優
勝
で
中
央
独
走
に

歯
止
が
か
か
っ
た
。

　

翌
年
法
政
の
春
秋
杯
に
金
谷
さ
ん
の
出
場
が
決
定
し
た
の
で
金
森
恵
三

氏
と
激
励
の
為
世
田
谷
の
松
陰
寮
を
訪
ね
た
が
原
稿
は
未
完
で
あ
っ
た
。

帰
り
道
金
森
氏
が
一
言 

〈
次
の
大
会
は
勝
て
な
い
な

〉は
今
で
も
耳
に

残
っ
て
い
る
。こ
の
大
会
は
あ
ら
か
じ
め
テ
ー
マ
が
決
め
ら
れ
て
お
り『
日

中
貿
易
促
進
の
現
実
的
解
決
策
』
で
あ
っ
た
。
大
会
当
日
金
谷
さ
ん
は
白

紙
の
原
稿
用
紙
一
枚
持
参
で
登
壇
、
開
口
一
番
〔
日
中
貿
易
促
進
の
現
実

的
解
決
策
は
無
い
〕
と
起
承
転
結
に
拘
ら
な
い
結
論
か
ら
論
陣
を
張
り

堂
々
の
弁
論
を
展
開
し
た
。
結
果
慶
応
の
安
弘
欣
記
氏
（
前
年
尾
崎
杯
優

勝
者
）
を
僅
差
で
破
り
優
勝
と
な
っ
た
。
審
査
委
員
長
が
講
評
で
『
明
治

の
金
谷
君
は
青
年
代
議
士
を
彷
彿
さ
せ
る
弁
論
だ
っ
た
』
と
い
わ
せ
る
程

の
出
来
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
夜
は
部
員
全
員
で
新
宿
に
く
り
出
し
金
谷
さ
ん
を
囲
み
祝
杯
を
あ

げ
た
。
本
人
は
語
ら
な
か
っ
た
が
花
井
杯
の
優
勝
原
稿
参
考
文
献
は
岩
波

書
店
発
刊
の
《
現
代
思
想
》
全
十
二
巻
（
一
巻
五
〇
〇
Ｐ
）
の
膨
大
な
も

の
で
あ
り
こ
れ
を
軸
に
構
成
し
た
弁
論
を
展
開
し
た
訳
で
後
輩
に
与
え
た

影
響
は
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。
金
谷
さ
ん
は
富
山
新
湊
の
出
身
で

後
年
新
湊
高
校
が
甲
子
園
出
場
一
回
戦
を
勝
っ
て
校
歌
が
流
れ
た
時
Ｔ
Ｖ

の
前
で
校
歌
を
唱
っ
た
と
嬉
し
そ
う
に
語
っ
た
姿
は
好
漢
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
。

　

一
三
〇
周
年
記
念
誌
に
寄
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
三
八
年
法
学
部
卒　

伊
藤　

紀
昭

　

揺
れ
動
く
八
〇
歳
代
を
迎
え
る
年
月
、
令
和
元
年
秋
に
は
満
七
九
歳
と

な
り
、
持
病
は
な
く
体
力
に
は
絶
対
自
信
は
あ
る
も
の
の
、
最
近
受
け
た

後
期
高
齢
者
の
免
許
更
新
で
認
知
症
の
検
査
を
受
け
適
応
能
力
の
悪
化
を

つ
く
づ
く
思
い
知
ら
さ
れ
、
あ
る
時
期
運
転
免
許
の
返
上
を
考
え
な
け
れ

ば
と
思
う
昨
今
で
す
。
断
捨
離
と
思
い
少
し
ず
つ
整
理
し
つ
つ
も
特
に
思

い
出
の
多
い
写
真
等
と
な
る
と
難
し
い
。

　

明
治
大
学
に
十
八
歳
で
入
学
し
、
四
年
間
の
学
生
生
活
で
雄
弁
部
の

雄弁部員として
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思
い
出
は
青
春
だ
っ
た
と
懐
か

し
さ
が
込
み
上
げ
る
。
入
部
後

の
活
動
は
発
声
練
習
を
和
泉
校

舎
隣
の
墓
地
で
先
輩
の
指
導
で

「
我
が
明
治
大
学
雄
弁
部
は
…
」

と
度
胸
付
け
＆
腹
か
ら
声
を
出

す
練
習
が
懐
か
し
く
思
い
だ
さ

れ
る
。
別
添
に
昭
和
三
四
年
八

月
千
葉
県
銚
子
市
で
の
夏
合
宿

の
一
年
生
～
四
年
生
参
加
者
の

写
真
を
添
付
し
ま
す
。
上
級
生

は
立
派
な
大
人
に
思
え
ま
し
た
。
度
々
三
～
四
年
生
の
先
輩
の
指
導
を
受

け
る
為
に
、
京
王
線
明
大
前
か
ら
新
宿
駅
経
由
で
お
茶
の
水
駅
の
駿
河
台

本
校
に
行
く
の
も
楽
し
み
の
一
つ
だ
っ
た
。
部
活
で
は
弁
論
大
会
に
参
加

し
、
又
運
営
に
も
積
極
的
に
協
力
し
た
。
昭
和
三
四
年
に
岐
阜
の
小
さ
な

田
舎
か
ら
東
京
六
大
学
の
雄
明
治
大
学
に
入
学
出
来
、
雄
弁
部
で
の
活
動

は
私
の
人
生
の
誇
り
で
す
。
雄
弁
部
一
三
〇
周
年
を
お
祝
い
申
し
あ
げ
る

と
と
も
に
末
永
き
発
展
を
お
祈
り
し
ま
す
。

　

白
石
島
と
カ
ブ
ト
蟹

　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
三
九
年
農
学
部　

新
田　

貞
章

　

わ
れ
わ
れ
が
学
生
時
代
に
合
宿
地
と
し
た
の
は
瀬
戸
内
海
に
浮
か
ぶ
白

石
島
と
い
う
島
で
あ
っ
た
。
岡
山
県
笠
岡
市
に
属
し
、
面
積
二
・
八
平
方

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
小
島
で
あ
る
。
こ
の
海
岸
の
砂
浜
を
走
る
こ
と
か

ら
合
宿
訓
練
は
始
ま
る
が
、
こ
の
砂
浜
に
は
今
か
ら
思
え
ば
、
中
世
代
に

栄
え
た
カ
ブ
ト
蟹
と
い
う
節
足
動
物
が
ウ
ジ
ャ
ウ
ジ
ャ
と
波
に
打
ち
上
げ

ら
れ
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
が
走
る
足
の
踏
み
場
も
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　

佐
賀
県
伊
万
里
市
に
も
繁
殖
地
が
あ
り
、
現
代
で
は
天
然
記
念
物
に

な
っ
て
い
る
、
と
い
う
。
白
石
島
で
の
合
宿
と
い
う
と
、
こ
の
カ
ブ
ト
蟹

を
想
い
出
す
の
で
あ
る
。

　

発
声
練
習
か
ら
始
ま
っ
て
、
早
口
言
葉
、
口
調
練
習
へ
と
進
む
の
で
あ

る
が
、
今
で
も
こ
の
よ

う
な
練
習
を
行
っ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
私
が
部

長
の
時
代
に
、
そ
の
練
習

状
況
を
見
に
行
っ
た
と
こ

ろ
、
訓
練
の
順
序
や
練
習

方
法
に
若
干
の
違
い
が
あ

昭和34年８月夏合宿　於：千葉県銚子市
当時１年生で初々しい思い出があります

〈かぶとがに〉
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り
組
み
、
現
実
と
理
想
へ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
包
摂
し
た
決
断
を
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
現
実
か
ら
目
を
そ
ら
し
、
政
治
か
ら
力
の

要
素
（
物
理
的
強
制
力
）
を
抜
い
て
し
ま
う
と
、
宗
教
の
祈
り
と
同
じ
に

な
っ
て
し
ま
う
で
し
よ
う
。

　

こ
こ
で
、
日
本
が
直
面
す
る
安
全
保
障
環
境
の
悪
化
の
原
因
の
一
つ
、

北
朝
鮮
（
以
下
北
）
の
核
戦
力
の
保
有
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
、
核
兵
器
保

有
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
世
界
最
貧
国
の
一
つ

と
い
わ
れ
る
北
が
、
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
宿
願
で
あ
っ
た
核
兵
器
を

手
に
し
、
そ
れ
を
搭
載
す
る
弾
道
弾
の
開
発
に
血
道
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

ト
ラ
ン
プ
米
国
大
統
領
と
の
交
渉
で
、
た
と
え
全
面
的
か
つ
検
証
可
能
な

核
廃
棄
の
合
意
に
達
し
た
と
し
て
も
、
北
が
文
字
通
り
核
を
放
棄
を
す
る

こ
と
は
、
十
中
八
九
ま
ず
あ
り
ま
す
ま
い
（
検
証
可
能
な
査
察
の
困
難
さ

に
よ
っ
て
）。

　

北
が
核
を
保
有
し
た
結
果
、
国
際
政
治
に
ど
の
よ
う
な
影
響
力
を
与
え

た
か
は
、
周
知
の
と
お
り
で
す
。

（
一
）
韓
国
（
以
下
南
）
と
日
本
を
そ
の
射
程
に
収
め
た
（
人
質
を
得
た
）

こ
と
で
、北
の
金
正
恩
の
専
制
独
裁
体
制
維
持
の
保
障
を
獲
得
し
た
こ
と
。

（
二
）
叔
父
や
異
母
兄
を
殺
害
し
た
、
国
内
的
に
は
た
だ
の
殺
人
犯
が
、

国
際
的
に
一
国
の
指
導
者
と
し
て
、
世
界
最
強
国
の
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領

と
対
等
に
交
渉
し
う
る
立
場
を
獲
得
し
た
こ
と
。

る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
特
に
、
口
調
練
習
な
ど
で
は
、
そ
の
伝
統
は
引
き

継
が
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。「
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
、
ち
り
ぬ
る

を
…
…
」
や
「
わ
れ
わ
れ
は
…
…
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
が
如
き
を
…
…
」
と
い

う
口
調
は
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
伝
統
は
維
持
し
つ
つ
、
且
つ
新
し
い

時
代
に
合
っ
た
口
調
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

部
の
幹
事
長
・
副
幹
事
長
…
…
と
い
う
名
称
も
、
代
表
制
と
し
、
内
部

組
織
も
大
部
改
編
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
大
学
内
で

の
ク
ラ
ブ
活
動
の
一
部
な
の
で
あ
る
か
ら
、
大
統
領
・
首
相
・
首
席
・
書

記
長
な
ど
と
た
と
え
名
称
は
変
わ
っ
て
も
活
発
な
活
動
が
望
ま
れ
る
の
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

　

諸
先
輩
方
も
現
役
部
員
と
の
接
触
を
密
に
し
、
常
に
暖
か
い
眼
を
以
っ

て
見
守
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

　

核
兵
器
の
政
治
学
（N

uclear P
olitics

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
四
〇
年
法
学
部　

伊
藤　

幸
雄

　

先
般
訪
日
し
た
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
教
皇
は
被
爆
地
長
崎
を
訪
れ
、「
核

兵
器
は
、
安
全
を
守
ら
な
い
云
々
」
と
説
教
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
宗
教

指
導
者
の
信
仰
に
基
づ
く
発
言
と
し
て
当
然
で
し
よ
う
。
信
仰
の
対
極
に

あ
る
も
の
が
政
治
で
す
。
政
治
は
、
人
間
の
内
な
る
信
仰
や
来
世
の
問
題

を
取
り
扱
う
の
で
は
な
く
、
利
害
が
複
雑
に
錯
綜
す
る
現
世
の
問
題
と
取

雄弁部員として



46

（
三
）
南
に
対
し
て
か
っ
て
な
か
っ
た
ほ
ど
強
力
な
政
治
的
影
響
力
を
持

つ
に
い
た
っ
た
こ
と
（
朝
鮮
民
族
に
大
き
な
自
信
を
与
え
、
南
の
親
北
勢

力
を
勢
い
付
け
た
）、
南
の
文
在
寅
政
権
の
対
北
、
米
国
、
日
本
に
対
す

る
政
策
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
す
。
お
そ
ら
く
南
の
半
数
近
く
の
国
民
は
、

北
が
核
兵
器
を
保
有
し
た
形
で
の
南
北
統
一
を
望
ん
で
い
る
の
で
は
な
い

で
し
よ
う
か
。

（
四
）
仮
説
で
す
が
、
核
を
持
っ
た
統
一
朝
鮮
は
、
歴
史
上
な
か
っ
た
、

隣
接
大
国
か
ら
の
独
立
も
視
野
に
人
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
朝
鮮

国
家
の
核
は
、
北
京
や
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
を
も
標
的
に
で
き
る
わ
け
で

す
か
ら
（
事
大
主
義
の
朝
鮮
民
族
に
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
民
族
の
気
概
が
あ
れ
ば

の
話
で
す
が
）。

　

こ
れ
を
要
す
る
に
、
た
し
か
に
核
兵
器
は
、
人
道
的
に
言
っ
て
も
、
理

性
的
な
政
策
手
段
と
し
て
も
、
通
常
兵
器
の
よ
う
に
は
使
え
ま
せ
ん
。
核

保
有
国
に
対
し
て
核
を
先
制
使
用
し
て
も
、
自
国
も
核
の
反
撃
を
受
け
確

実
に
壊
減
的
被
害
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
は
、
非
保

有
国
が
、
核
保
有
国
の
核
に
よ
っ
て
脅
さ
れ
た
場
合
は
、
ど
う
で
し
ょ
う
。

日
本
が
、シ
ナ
、ロ
シ
ア
、北
の
核
で
脅
さ
れ
た
場
合
、ア
メ
リ
カ
が
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
守
っ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
か
？
自
国
フ
ァ
ー

ス
ト
の
国
や
シ
ナ
、
ロ
シ
ア
、
北
の
善
意
に
日
本
の
運
命
を
ゆ
だ
ね
る
ほ

ど
に
、
わ
れ
わ
れ
は
「
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
（
日
本
国
憲

法
前
文
よ
り
抜
粋
）」
も
よ
い
の
で
し
よ
う
か
。
答
え
は
お
の
ず
と
明
ら

か
で
す
。

　

核
兵
器
は
、
国
家
が
国
際
社
会
で
究
極
的
独
立
を
担
保
す
る
た
め
の
政

治
的
手
段
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
も
核
兵
器
を
持

て
ば
核
戦
争
が
起
き
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
核
兵
器
が
、
開
発
さ
れ
て
か

ら
七
五
年
に
な
り
ま
す
が
、
核
兵
器
保
有
国
同
士
の
核
を
使
っ
た
戦
争
は

起
こ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
ケ
ネ
ス
・
ウ
ォ
ル
ツ
の
よ
う

に
、
核
兵
器
保
有
国
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
世
界
は
平
和
に
な
る
と
論

じ
る
国
際
政
治
学
者
も
い
る
く
ら
い
で
す
。
と
ま
れ
、
十
八
世
紀
に
「
武

力
な
き
外
交
は
、楽
器
な
き
音
楽
に
等
し
い
」と
喝
破
し
た
フ
リ
ー
ド
リ
ッ

ヒ
大
王
の
言
葉
が
、
二
一
世
紀
の
国
際
社
会
で
今
な
お
妥
当
性
を
持
つ
と

思
う
と
、
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
の
劇
的
進
歩
に
比
べ
、
人
間
性
の
進
歩
に

対
し
て
は
、
い
さ
さ
か
悲
観
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

雄
弁
部
の
「
伝
統
弁
論
」
の
中
に
、
欧
米
の
ス
ピ
ー
チ
を
！

　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
四
〇
年
法
学
部
卒　

上
岡　

一
雄

　

リ
ン
カ
ー
ン
米
大
統
領
は
ゲ
テ
ィ
ス
バ
ー
グ
戦
の
勝
利
式
典
に
お
い
て

「
人
民
の
、
人
民
に
よ
る
、
人
民
の
た
め
の
政
治
」
と
演
説
し
、
民
主
主

義
の
根
幹
を
示
し
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
米
大
統
領
は
大
統
領
就
任
演
説
に
お
い

て
、「
諸
君
は
政
府
が
何
を
な
し
て
く
れ
る
か
よ
り
、
諸
君
が
国
に
対
し
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強
調
し
た
い
と
こ
ろ
は
、大
き
な
声
で
ゆ
っ
く
り
と
。
場
合
に
よ
っ
て
は

甲
高
い
一
オ
ク
タ
ー
ブ
高
い
声
を
使
う
。
聞
い
て
も
ら
い
た
い
所
で
は
、
小

さ
な
静
か
な
声
で
、
会
場
を
見
渡
し
な
が
ら
話
す
。
一
本
調
子
で
は
い
け
な
い
。

（
四
）
季
語
や
自
然
の
移
ろ
い
の
様
子
、
格
言
や
人
生
教
訓
の
言
葉
な
ど

を
入
れ
る
と
格
調
高
く
な
る
。

（
五
）
演
説
の
冒
頭
二
分
間
に
内
容
の
凝
縮
文
言
と
感
情
を
煽
る
言
葉
を

言
い
、
聴
衆
の
心
を
一
気
に
掴
む
。

　

等
々
種
々
の
技
術
を
教
わ
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
に
加
え
て
欧
米
の
テ
ク

ニ
ッ
ク
を
融
合
し
た
新
し
い
雄
弁
の
創
造
を
強
く
望
ん
で
止
ま
な
い
。
雄

弁
も
時
代
と
共
に
、
姿
を
変
え
、
時
代
に
合
っ
た
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
う
昨
今
で
あ
る
。

て
何
を
な
し
得
る
か
を
考
え
て
ほ
し
い
」
と
演
説
し
、
国
民
と
政
府
の
関

係
を
示
し
た
。

　

政
治
家
に
限
ら
ず
、
実
業
家
で
も
教
育
者
で
も
、
欧
米
の
人
た
ち
の
ス

ピ
ー
チ
は
素
晴
ら
し
い
。
そ
れ
は
小
学
、
中
学
、
高
校
の
時
か
ら
授
業
の

中
に
、
ス
ピ
ー
チ
や
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
科
目
が
正
式
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
重

要
な
科
目
と
し
て
勉
強
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
。
小
さ
な
頃
か
ら
、
訓
練

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

わ
が
雄
弁
部
で
も
欧
米
の
学
校
か
ら
教
科
書
を
取
り
寄
せ
、
研
究
・
調

査
し
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
参
考
に
な
る
事
が
沢
山
あ
り
、
日
本
独
特

の
「
壇
上
弁
論
」
を
母
体
に
す
る
雄
弁
術
と
、
欧
米
の
ス
ピ
ー
チ
の
ソ
フ

ト
な
語
り
口
と
ユ
ー
モ
ア
と
が
融
合
し
、
新
し
い
話
し
方
が
生
ま
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。

　

私
達
雄
弁
部
員
は
先
輩
の
方
々
か
ら
、
沢
山
の
雄
弁
術
を
教
わ
っ
て
き
た
。

（
一
）
雄
弁
・
弁
論
と
講
演
と
は
違
う
こ
と
。

　

講
演
は
知
的
面
で
理
解
し
て
も
ら
え
ば
、
そ
れ
で
役
割
は
終
え
る
が
、

演
説
は
内
容
を
理
解
し
納
得
し
て
頂
き
、
更
に
感
情
面
を
喚
起
し
て
行
動

を
起
こ
さ
せ
る
ま
で
、
感
動
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
感
情
を
揺
り

動
か
し
行
動
に
ま
で
至
ら
せ
る
。
そ
れ
が
雄
弁
で
あ
る
。

（
二
）
演
説
の
技
術
よ
り
、
話
の
内
容
が
大
切
で
あ
る
。

（
三
）
話
し
方
に
リ
ズ
ム
が
必
要
で
あ
る
。

　

雄
弁
部
で
培
っ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
四
〇
年
法
学
部
卒　

土
井　

由
三

　

雄
弁
部
で
の
活
動
経
験
は
、
卒
業

後
の
す
べ
て
の
場
面
で
、
役
に
立
ち

ま
し
た
。
卒
業
後
に
就
職
し
た
地
元

の
新
聞
社
で
、
途
中
転
身
し
た
町
長

職
で
、
公
職
後
の
大
学
の
教
鞭
で
、

雄弁部員として
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そ
し
て
今
、
市
民
活
動
で
、
大
い
に
役
に
立
っ
て
い
ま
す
。
感
謝
で
い
っ

ぱ
い
で
す
。

　

二
年
生
ま
で
の
和
泉
校
舎
で
の
日
々
は
、近
く
の
墓
場
で
の
発
声
練
習
、

時
折
の
雄
弁
大
会
、
都
外
で
の
各
大
学
交
歓
弁
論
大
会
な
ど
に
出
場
す
る

仲
間
の
駅
頭
で
の
見
送
り
、
夏
の
合
宿
な
ど
魅
力
に
満
ち
た
も
の
で
、
支

部
長
も
経
験
し
ま
し
た
。
新
宿
西
口
の
焼
き
鳥
屋
な
ど
で
ビ
ー
ル
を
飲
み

交
わ
し
、
翌
朝
、
質
屋
へ
飛
び
込
ん
で
、
生
活
資
金
を
用
立
て
す
る
な
ど
、

ま
さ
に
青
春
そ
の
も
の
の
日
々
で
し
た
。
三
年
生
の
時
、幹
事
長
と
な
り
、

「
憲
法
改
正
は
是
か
非
か
」
の
六
大
学
学
生
弁
論
大
会
で
優
勝
し
た
の
が
、

大
学
雄
弁
の
勲
章
で
す
。

　

一
九
六
五
年
四
月
、
地
元
富
山
の
北
日
本
新
聞
社
に
入
社
、
記
者
活
動

を
経
て
、
論
説
委
員
長
に
。
新
聞
記
事
は
、
取
材
・
デ
ー
タ
集
め
も
含
め

雄
弁
部
で
の
原
稿
づ
く
り
で
培
い
ま
し
た
。

　

論
説
委
員
長
在
職
中
の
五
八
歳
、
求
め
が
あ
り
、
地
元
の
小
杉
町
の
町

長
選
に
無
所
属
・
無
党
派
で
立
候
補
。「
公
正
・
公
平
」を
モ
ッ
ト
ー
に
、「
子

ど
も
の
権
利
条
約
に
基
づ
く
子
ど
も
の
権
利
条
例
を
つ
く
り
ま
す
」
と
の

公
約
を
掲
げ
て
、
自
民
党
候
補
を
破
っ
て
当
選
（
一
九
九
九
年
十
月
）
し

ま
し
た
。
四
年
を
か
け
子
ど
も
も
加
わ
っ
た
住
民
参
画
で
「
子
ど
も
の
権

利
条
例
」
を
策
定
。
当
時
の
北
陸
線
・
小
杉
駅
前
に
学
校
に
行
け
な
い
子

ど
も
た
ち
の
居
場
所
と
し
て
の
子
ど
も
の
権
利
支
援
セ
ン
タ
ー
「
ほ
っ
と

ス
マ
イ
ル
」
を
公
設
民
営
で
開
設
し
ま
し
た
。
折
か
ら
の
市
町
村
合
併
の

動
き
の
中
で
、
二
度
に
わ
た
る
住
民
投
票
を
経
て
、
そ
の
二
年
後
、
周
辺

四
市
町
村
と
合
併
、射
水
市
に
な
り
町
長
職
を
終
え
（
二
〇
〇
五
年
十
月
）

ま
し
た
。

　

町
長
職
を
終
え
た
翌
年
の
二
〇
〇
六
年
四
月
か
ら
、
地
元
の
富
山
国
際

大
学
で
、「
情
報
メ
デ
ィ
ア
論
」
の
講
師
と
な
り
、
翌
年
二
〇
〇
七
年
か

ら
は
、同
大
学
の
就
職
支
援
の
た
め
の
キ
ャ
リ
ア
支
援
セ
ン
タ
ー
参
事
に
。

履
歴
書
の
書
き
方
、
面
接
の
仕
方
な
ど
を
指
導
し
ま
し
た
。
二
〇
〇
九
年

か
ら
は
、
同
大
学
で
新
し
く
発
足
し
た
「
子
ど
も
育
成
学
部
」
で
、「
日

本
の
動
き
」
を
担
当
、
二
〇
一
五
年
三
月
ま
で
務
め
、
同
大
学
に
通
算
九

年
間
、
務
め
ま
し
た
。

　

こ
の
間
、地
元
民
放
の
ラ
ジ
オ
に
も
、週
一
回
私
の
名
前
を
冠
し
た
「
由

三
の
こ
れ
を
言
わ
な
き
ゃ
」
に
も
出
演
、
別
の
文
化
講
座
に
も
、
月
一
回

の
割
で
「
ニ
ュ
ー
ス
を
読
み
解
く
！
日
本
編
」
の
講
義
も
担
当
し
ま
し
た
。

　

二
〇
〇
八
年
か
ら
は
、
富
山
福
祉
教
育
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
学
習
会
会
長
、

二
〇
一
二
年
か
ら
、
と
や
ま
子
ど
も
の
権
利
条
約
ネ
ッ
ト
副
代
表
な
ど
、

複
数
の
市
民
活
動
グ
ル
ー
プ
に
入
り
、
そ
れ
ま
で
の
経
験
・
体
験
を
生
か

し
て
い
ま
す
。
根
っ
こ
に
、
雄
弁
部
活
動
の
経
験
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
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け
あ
っ
て
い
ま
し
た
。
摩
擦
が
あ
っ
て
も
、
意
見
を
言
う
。
相
手
の
話
に

耳
を
傾
け
る
。
あ
た
り
前
の
こ
と
が
、
新
鮮
で
、
刺
激
的
で
し
た
。
隣
り

の
墓
地
で
大
声
の
発
声
練
習
を
し
、
白
石
島
の
夏
合
宿
に
行
き
、
原
稿
を

書
き
、
大
会
に
も
出
ま
し
た
。
い
ま
思
い
返
す
と
，
中
身
は
は
ず
か
し
い

レ
ベ
ル
で
す
が
、
部
の
活
動
を
通
じ
て
殻
を
破
れ
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
民
間
会
社
で
三
七
年
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

い
ま
で
も
頭
に
残
っ
て
い
る
三
ツ
を
上
げ
る
と
、

•

自
分
の
目
で
現
場
を
見
ろ
（
聞
い
た
話
を
鵜
呑
み
す
る
な
、
自
分
の
目

で
見
よ
）。

•

仕
事
は
自
分
の
頭
で
考
え
、
納
得
し
て
や
れ 

（
納
得
で
き
な
い
仕
事
は
、

や
ら
な
く
て
よ
い
）。

•

呼
び
名
は
、〝
さ
ん
〟
づ
け
で
（
仕
事
の
責
任
は
社
長
も
社
員
も
同
じ
。

上
下
は
な
い
）。
話
が
す
ん
な
り
頭
に
入
り
、
納
得
で
き
ま
し
た
。

　

社
会
人
に
な
っ
て
外
国
に
行
く
機
会
を
得
ま
し
た
。
四
十
年
前
は
鄧

小
平
が
改
革
開
放
宣
言
し
た
中
国
・
広
州
に
行
き
ま
し
た
。
い
ま
人
口

一
〇
〇
〇
万
超
の
深
圳
は
、
牛
が
青
々
と
し
た
田
ん
ぼ
を
耕
し
て
い
ま
し

た
。
三
〇
年
前
は
壁
崩
壊
直
後
の
東
ベ
ル
リ
ン
で
は
、
東
独
自
慢
の
国
産

車
・
ト
ラ
バ
ン
ト
が
白
い
排
気
ガ
ス
を
出
し
て
走
っ
て
い
ま
し
た
。
新
聞

や
テ
レ
ビ
で
知
っ
て
は
い
ま
し
た
が
、
現
地
で
自
分
の
目
で
見
る
の
と
の

差
は
と
て
も
大
き
い
と
改
め
て
気
付
き
ま
し
た
。
外
に
出
て
、
日
本
を
振

　

振
り
返
り

　
　
　
　
　
　
　

昭
和
四
〇
年
経
営
学
部
卒　

水
野　

源
吾

　

わ
た
く
し
は
昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
年
）、
明
治
大
学
に
入
学
し
ま

し
た
。
岐
阜
県
の
東
部
、
陶
磁
器
生
産
日
本
一
で
志
野
・
織
部
焼
き
の
多

治
見
市
に
生
ま
れ
、
高
校
ま
で
地
元
の
学
校
に
通
い
ま
し
た
。
近
い
都
会

は
名
古
屋
で
、
単
線
・
蒸
気
機
関
車
で
一
時
間
十
分
。
東
京
へ
は
修
学
旅

行
に
来
た
だ
け
。
そ
れ
が
和
泉
に
通
う
こ
と
に
な
り
、
学
校
の
紹
介
で
和

泉
校
舎
に
歩
い
て
十
五
分
の
松
原
に
下
宿
し
ま
し
た
。

　

当
時
、
世
界
は
米
ソ
二
つ
の
東
西
陣
営
に
分
か
れ
、
冷
戦
、
軍
拡
の
真
っ

最
中
。
日
本
は
日
米
新
安
保
条
約
締
結
問
題
で
国
論
が
分
か
れ
、
明
治
大

学
も
駿
河
台
・
和
泉
校
門
に
立
看
板
が
隙
間
な
く
並
び
、
ス
ピ
ー
カ
ー
か

ら
演
説
が
流
れ
、
騒
が
し
い
状
況
で
し
た
。
こ
れ
ら
を
見
て
い
ま
し
た
が

行
動
す
る
わ
け
で
な
く
、ノ
ン
ポ
リ
で
し
た
。
当
時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
は
、

小
田
実
著
「
何
で
も
み
て
や
ろ
う
」。
一
般
人
は
海
外
旅
行
が
出
来
な
い

時
代
、
単
身
世
界
を
旅
し
た
本
に
、
夢
を
ふ
く
ら
ま
せ
ま
し
た
。

　

何
も
し
な
い
う
ち
に
一
年
が
経
過
。
こ
の
ま
ま
で
は
ま
ず
い
！
と
考
え

て
い
た
こ
ろ
、
和
泉
で
当
時
若
手
だ
っ
た
中
曽
根
康
弘
代
議
士
の〝
首
相

公
選
論
〟講
演
会
が
あ
り
、雄
弁
部
に
気
づ
き
、部
室
の
扉
を
叩
き
ま
し
た
。

入
部
し
た
ら
、
い
ろ
ん
な
意
見
の
人
が
い
て
、
侃
々
諤
々
、
考
え
を
ぶ
つ

雄弁部員として
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会
の
一
員
と
し
て
様
々
な
勉
強
を
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
地
方
自
治
体
の

発
展
が
何
よ
り
必
要
と
考
え
、
出
身
地
の
横
浜
市
を
発
展
さ
せ
た
い
と
の

思
い
か
ら
横
浜
市
会
議
員
選
挙
に
立
候
補
し
、
三
度
目
の
挑
戦
で
、
昭
和

五
四
（
一
九
七
九
）
年
に
横
浜
市
会
議
委
員
に
当
選
。
以
後
、
十
一
期
連

続
当
選
し
、
現
在
、
保
守
系
・
無
所
属
議
員
と
し
て
四
二
年
目
の
地
方
議

員
と
し
て
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
議
員
活
動
の
経
験
を

通
じ
て
、

（
一
）
日
本
の
教
育
政
策
の
誤
り
を
正
す
（
文
科
省
が
未
だ
に
、
極
東
裁

判
史
観
を
も
っ
た
左
翼
偏
向
思
想
か
ら
脱
し
て
い
な
い
）。

（
二
）
国
は
少
子
化
が
進
む
最
大
の
原
因
を
理
解
せ
ず
に
、
つ
い
に
出
生

数
が
八
六
万
四
千
人
ま
で
減
少
し
て
い
る
が
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
国
に

す
る
た
め
の
政
策
を
行
う
。

（
三
）
憲
法
改
正
し
、
自
衛
隊
の
地
位
を
憲
法
に
明
記
し
、
日
本
の
自
立

を
実
現
す
る
。

（
四
）
日
本
の
デ
フ
レ
を
脱
却
す
る
た
め
に
、
国
の
デ
フ
レ
政
策
か
ら
脱

却
す
る
政
策
を
行
う
。

等
々
が
必
要
だ
と
痛
感
し
て
い
ま
す
。

　

特
に
、
平
成
時
代
の
日
本
の
国
際
的
な
地
位
の
低
下
と
国
民
の
貧
困
化

に
つ
い
て
、
政
府
は
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
で
デ
フ
レ
脱
却
を
目
指
し
な
が
ら
も

り
返
っ
て
知
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
仕
事
を
終
え
た
い
ま
も
、「
何
で

も
見
て
や
ろ
う
」
を
で
き
る
だ
け
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

雄
弁
部
創
立
一
三
〇
年
に
あ
た
っ
て

　
　
　
　
　

昭
和
四
一
年
政
治
経
済
学
部
卒　

小
幡　

正
雄

　

■
私
は
、
昭
和
三
七
（
一
九
六
二
）
年

に
明
大
に
入
学
と
同
時
に
雄
弁
部
に

入
部
し
ま
し
た
。
雄
弁
部
の
先
輩
・
同

輩
・
後
輩
の
方
々
に
は
大
変
お
世
話

に
な
り
ま
し
た
。
数
々
の
思
い
出
が
あ

り
、
私
を
育
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心

よ
り
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
顧
問
の
岡
野
加
穂
留
教
授
か
ら
は
日
本
の
政

治
を
国
際
感
覚
を
も
っ
た
政
治
に
軌
道
修
正
し
正
常
化
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
の
教
え
を
受
け
ま
し
た
。
ま
た
、
三
年
か
ら
入
っ
た
吉
田
忠
雄
ゼ

ミ
で
は
統
計
学
・
人
口
論
・
社
会
福
祉
論
を
学
び
、
特
に
、
人
口
論
で
は

統
計
上
、
当
時
か
ら
日
本
は
将
来
、
少
子
化
と
い
う
国
難
に
遭
遇
す
る
の

で
、
国
の
人
口
政
策
と
社
会
福
祉
政
策
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
学
び
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
卒
業
と
同
時
に
、
混
乱
し
て
い
た
日
本
の
政
治
を
正
常
に

し
た
い
と
考
え
、
民
社
党
本
部
（
西
尾
末
広
委
員
長
）
に
奉
職
し
、
機
関

紙
の
取
材
や
編
集
に
加
わ
り
、
そ
の
後
、
政
策
審
議
会
・
国
会
対
策
委
員
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（
一
）
子
供
が
ふ
え
る
国
に

（
二
）
子
供
た
ち
が
誇
り
を
持
て
る
教
育
の
実
現

（
三
）「
横
浜
か
ら
日
本
を
創
る
！
」
取
組
に
全
力
投
球
で
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　

明
大
雄
弁
部
創
立
一
三
〇
年
に
あ
た
っ
て
、
雄
弁
部
に
関
わ
っ
た
方
々

が
、
日
本
再
生
の
た
め
に
立
ち
上
が
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
期
待
し
て
お

り
ま
す
。

　
　
　

小
幡
正
雄　

横
浜
市
会
議
員
事
務
所

　
　
　
　
　

〒
二
三
六-

〇
〇
一
六 

横
浜
市
金
沢
区
谷
津
町
三
三
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電　

話　

〇
四
五
（
七
八
三
）
七
八
六
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

メ
ー
ル　

o
b
a
ta

m
a
sa

o
1

7
@

g
m

a
il.c

o
m

緊
縮
財
政 

、
規
制
緩
和
、
消
費
増
税
な
ど
の
対
策
を
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
結
果
、
二
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
国
民
の 

実
質
賃
金
が
下
が
り
、

非
正
規
雇
用
者
が
三
〇
％
以
上
に
上
り
、
若
い
世
代
が
結
婚
で
き
ず
、
子

供
の
生
ま
れ
る
数
が
低
下
し
続
け
て
い
る
。
そ
れ
で
い
て
、
移
民
政
策
や

Ｉ
Ｒ
（
カ
ジ
ノ
）
法
案 
、
水
民
営
化
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
…
…
と 

日
本
の
富
を
外

国
に
売
り
渡
す
よ
う
な
法
案
ば
か
り
が
ま
か
り
通
っ
て
い
ま
す
。

　

一
昨
年
ま
で
六
年
間
内
閣
官
房
参
与
を
務
め
た
藤
井
聡
京
都
大
学
大
学

院
教
授
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
日
本
は
「
年
収
二
五
〇
万
円
」
の
「
衰

退
途
上
国
に
堕
ち
る
！！
」
と
警
告
し
、「
令
和
の
政
策
転
換
（
ピ
ポ
ッ
ト
）

以
外
に
日
本
復
活
の
道
は
な
い
」
と
警
告
し
て
い
ま
す
。「
デ
フ
レ
か
ら

の
脱
却
し
な
け
れ
ば
、
日
本
は
中
国
の
属
国
に
な
っ
て
し
ま
う
。
日
本
人

が
、
中
国
に
出
稼
ぎ
に
行
く
よ
う
に
な
る
こ
の
こ
と
を
考
え
た
こ
と
が
あ

る
の
か
…
」
と
い
う
警
告
で
す
。
こ
れ
ら
の
政
策
を
正
す
た
め
に
は
、
国

会
議
員
が
、
緊
急
に
各
種
の
法
律
を
制
定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、

与
党
も
野
党
も
含
め
現
状
で
は
国
会
は
正
常
に
機
能
し
て
い
ま
せ
ん
。
国

会
議
員
の
意
識
を
変
え
る
た
め
に
、
国
民
の
世
論
喚
起
が
必
要
で
す
。　

　

そ
こ
で
、
一
昨
年
、「
横
浜
正
論
の
会
」
を
立
ち
上
げ
、
世
論
喚
起
の

講
演
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。
戦
後
七
四
年
目
を
迎
え
る
今
日
、
世
界
は
大

き
く
変
動
し
て
い
ま
す
が
、
米
国
頼
り
で
日
本
の
自
立
に
対
す
る
議
論
が

十
分
に
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
今
後
も
、「
日
本
の
『
自
立
』
の
た
め
に
、

　

リ
ー
ダ
ー
の
心
得

　
　
　
　

昭
和
四
一
年
政
治
経
済
学
部
卒　

小
瀬
川　

明
寛

　

仁
、
義
、
礼
、
智
、
信
と
は
確
か

儒
教
の
教
え
だ
っ
た
と
思
う
。
人
と

し
て
生
き
る
た
め
の
徳
に
つ
い
て
諭

し
た
も
の
だ
っ
た
と
思
う
。
今
日
の

あ
た
り
ほ
と
り
を
見
回
し
て
み
る

雄弁部員として
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と
、
特
に
「
上
に
立
つ
人
」
の
心
配
り
は
こ
の
五
徳
と
は
か
け
離
れ
た
人

が
多
い
様
な
気
が
す
る
。
何
故
だ
ろ
う
か
。

　

私
の
古
里
八
戸
に
は
百
年
ほ
ど
前
、
西
有
穆
山
と
い
う
偉
い
和
尚
様
が

い
ま
し
た
。
曹
洞
宗
総
本
山
永
平
寺
の
管
主
に
ま
で
の
ぼ
り
積
め
た
高
僧

で
す
。
廃
仏
毀
釈
の
時
世
に
反
旗
を
翻
し
仏
教
の
守
護
の
た
め
に
大
い
に

活
躍
な
さ
っ
た
人
物
で
す
。
さ
ら
に
そ
の
お
方
の
遺
訓
を
少
し
ご
紹
介
す

る
と
、
そ
の
中
に
「
…
ら
し
く
」「
…
ぶ
る
な
」
と
い
う
諺
が
伝
わ
っ
て

お
り
ま
す
。
こ
の
簡
単
な
こ
と
の
様
だ
が
実
行
す
る
と
な
る
と
難
し
い
こ

と
か
も
し
れ
な
い
。
一
旦
人
の
前
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
に
は
当
然

こ
の
二
つ
ぐ
ら
い
は
責
任
を
も
っ
て
実
行
し
て
も
ら
い
た
い
。

　

混
沌
と
し
た
今
の
時
代
に
こ
そ
こ
の
人
生
訓
を
思
い
出
し
て
頑
張
っ
て

も
ら
い
た
い
も
の
だ
。
も
し
こ
の
ま
ま
で
何
の
変
化
も
無
い
と
し
た
ら

下
々
の
者
に
と
っ
て
は
な
ん
と
も
も
ど
か
し
い
悲
惨
な
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
常
茶
飯
事
の
よ
う
に
少
数
派
や
弱
い
も

の
に
し
わ
寄
せ
の
毎
日
、
思
い
や
り
の
あ
る
老
人
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た

特
殊
詐
欺
の
恒
常
化
に
も
う
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
。
現
代
社
会
は
も
う
そ

ろ
そ
ろ
従
来
の
資
本
主
義
、
自
由
主
義
か
ら
脱
却
し
て
新
し
い
時
代
を
模

索
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
古
来
の
儒
教
の
教
え
と
ま
で
言

わ
な
い
け
れ
ど
輝
か
し
い
未
来
に
向
か
っ
て
前
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
う
。

　

雄
弁
部
で
の
出
会
い

　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
四
一
年
法
学
部
卒　

田
中　

晴
男

　

私
は
、
群
馬
の
人
口
一
万
人
に
も
満

た
な
い
小
さ
な
農
村
か
ら
、
星
雲
の
志

を
抱
く
と
共
に
個
性
派
俳
優
に
な
る
こ

と
を
夢
見
て
、
上
京
し
た
。　
　

　

私
は
、
個
性
派
俳
優
へ
の
夢
が
脳
裏

か
ら
ど
う
し
て
も
消
え
な
い
た
め
に
、

大
学
人
学
と
同
時
に
演
劇
部
に
入
部
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
し
て
、
演

劇
部
の
部
室
の
前
を
何
回
か
往
復
し
た
。
し
か
し
、
私
に
は
、
部
室
内
に

入
る
勇
気
が
な
く
、
実
行
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
個
性
派
俳
優
に
な

る
こ
と
に
自
信
が
な
く
、将
来
へ
の
展
望
が
見
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
演
劇
部
と
同
じ
並
び
に
あ
っ
た
雄
弁
部
の
部
室
に
人
っ
た
。
昭

和
三
七
年
四
月
下
旬
の
こ
と
で
あ
る
。
私
は
、
高
校
の
三
年
間
、
弁
論
部

に
属
し
て
い
た
の
で
、
弁
論
部
の
活
動
内
容
等
は
あ
る
程
度
予
測
が
出
来

た
。
そ
の
た
め
、
入
部
後
の
活
動
等
に
は
、
不
安
が
な
か
っ
た
。
入
部
を

契
機
と
し
て
、
雄
弁
部
の
同
輩
は
も
と
よ
り
、
先
輩
、
後
輩
等
多
く
の
部

員
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た
。
そ
の
誰
も
が
個
性
が
強
く
、
向
上
心
に
溢
れ

て
い
た
。
そ
し
て
、
皆
将
来
へ
の
希
望
を
持
ち
、
真
面
目
に
真
剣
に
生
き
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を
持
っ
て
い
る
小
瀬
川
明
寛
君
、
都
会
派
の
安
達
義
章
君
、
同
じ
く
都
会

派
の
三
枝
秀
之
君
。
三
枝
秀
之
君
は
、
い
つ
も
事
務
局
的
存
在
で
、
他
の

部
員
は
、
い
ま
で
も
大
変
助
か
っ
て
い
る
。
韓
国
問
題
を
力
説
し
て
い
た

本
村
晋
昭
君
。
他
に
も
何
人
か
の
同
輩
、
先
輩
に
と
の
出
会
い
か
ら
、
多

く
の
影
響
を
受
け
た
。

　

忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
福
島
啓
氏
君
で
あ
る
。
福
島
君
と
は
入
部
以

来
今
日
ま
で
交
際
が
続
い
て
お
り
、
こ
の
間
良
き
友
、
良
き
ラ
イ
バ
ル
と

し
て
過
ご
し
て
来
た
。
と
言
う
の
は
、
二
人
と
も
弁
護
士
を
目
指
し
、
暗

く
辛
い
司
法
試
験
の
受
験
生
活
を
送
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
幸
い
、
二
人
と

も
司
法
試
験
に
合
格
し
、
福
島
君
は
名
古
屋
で
ブ
ル
弁
と
し
て
出
発
し
、

私
は
東
京
で
労
弁
と
し
て
門
出
を
し
た
。
二
人
は
、
弁
護
士
と
し
て
の
ス

タ
イ
ル
は
違
う
が
雄
弁
部
員
で
あ
っ
た
こ
と
が
共
通
の
経
歴
で
あ
り
、
互

い
に
信
頼
で
き
る
仲
間
で
あ
る
。
私
達
部
員
は
、
昭
和
四
十
一
年
三
月
に

大
学
を
卒
業
し
た
。
そ
し
て
、
卒
業
を
迎
え
る
に
当
た
り
、
箱
根
湯
本
に

一
泊
し
た
。
そ
の
卒
業
旅
行
の
際
、後
藤
源
さ
ん
か
ら
全
員
に
「
八
輝
会
」

と
刻
印
さ
れ
た
プ
レ
ー
ト
が
配
ら
れ
た
。
私
た
ち
同
輩
に
、
こ
れ
か
ら
全

国
の
ど
こ
に
住
も
う
と
も
「
輝
い
て
」
欲
し
い
と
の
思
い
を
込
め
た
も
の

で
あ
っ
た
。
私
は
、
雄
弁
部
で
出
会
っ
た
多
く
の
人
た
ち
を
今
で
も
忘
れ

る
こ
と
な
く
、
深
く
感
謝
し
て
い
る
。

て
い
た
。

　

昭
和
三
七
年
入
部
の
同
輩
は
約
二
〇
名
お
り
、
そ
の
出
会
い
の
中
か
ら

多
く
の
刺
激
や
影
響
を
受
け
た
。
そ
の
中
か
ら
は
、
政
治
の
道
に
三
名
が

進
ん
だ
。
県
会
議
員
に
な
っ
た
後
藤
源
さ
ん
は
、
そ
れ
ま
で
の
人
生
経
験

が
醸
し
出
す
独
特
の
雰
囲
気
を
持
っ
た
山
形
弁
で
他
の
部
員
を
納
得
さ
せ

い
つ
も
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
。
市
会
議
員
に
進
ん
だ
鎌
倉
三
郎
君
は
、

常
に
達
観
し
た
雰
囲
気
で
、
飄
々
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
い
つ
も
食
べ

物
に
飢
え
て
い
る
様
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
市
会
議
員
に
な
っ
た
小
幡
正
雄

君
は
、
い
つ
も
小
回
り
の
利
い
た
立
ち
振
る
舞
い
で
、
争
い
を
避
け
る
都

会
派
の
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
自
分
の
成
果
を
力
説
す
る
こ
と
は
忘
れ

な
か
っ
た
。

　

税
理
士
に
な
っ
た
武
田
俊
一
君
は
、分
を
わ
き
ま
え
た
都
会
人
で
あ
る
。

鮎
釣
り
を
好
む
と
言
う
こ
と
で
、
私
と
趣
咲
が
同
じ
で
、
自
然
と
人
柄
が

浮
か
ぶ
。
同
じ
く
税
理
士
に
な
っ
た
下
元
充
宏
君
は
、
自
制
心
の
き
く
、

学
業
優
秀
な
人
で
あ
っ
た
。

　

座
間
由
夫
君
、
松
岡
貫
治
君
の
両
君
は
、
い
つ
も
温
厚
で
敵
を
作
ら
な

い
人
で
、
誰
か
ら
も
信
頼
さ
れ
て
い
た
。
松
岡
貫
治
君
は
、
残
念
な
が
ら

既
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
亡
く
な
る
前
に
、
座
間
君
と
一
緒
に
私

の
家
を
訪
ね
て
来
て
く
れ
、
歓
談
し
た
こ
と
か
ら
思
い
出
が
殊
更
深
い
。

得
意
な
こ
と
を
深
く
学
び
、
そ
の
成
果
を
他
の
部
員
に
力
説
す
る
松
崎
秀

治
君
は
、
私
は
そ
の
人
柄
が
好
き
だ
。
物
静
か
で
あ
る
が
、
い
つ
も
闘
志

雄弁部員として
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と
す
る
学
生
運
動
に
も
参
加
し
た
。
他
大
学
の
仲
間
と
も
連
帯
・
交
流
す

る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
私
の
視
野
は
大
き
く
広
め
ら
れ
た
。

　

良
き
仲
間
に
恵
ま
れ
思
う
存
分
に
振
る
舞
っ
た
学
生
時
代
で
あ
っ
た

が
、
今
日
ま
で
影
響
を
与
え
続
け
て
く
れ
た
も
の
の
一
つ
に
「
雄
弁
道
」

と
呼
ん
だ
「
道
の
思
想
」
が
あ
る
。「
道
」
は
道
徳
で
あ
り
人
間
性
で
あ

り
人
道
主
義
で
あ
る
。
し
か
し
、今
や
世
の
中
は
「
新
自
由
主
義
」
で
「
カ

ネ
に
な
る
か
ど
う
か
」
で
価
値
判
断
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
。
人
間
は
目
的

格
を
滑
り
落
ち
、
い
つ
し
か
「
金
銭
の
下
僕
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
感
さ

え
あ
る
。

　

「
道
」
を
信
ず
る
者
と
し
て
は
「
人
間
性
」
を
再
び
価
値
観
の
首
位
の

座
に
上
が
ら
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
微
力
を
顧
み
ず
活
動
を
続
け
て
い
る
次

第
で
あ
る
。
人
道
主
義
を
生
か
す
た
め
に
理
想
主
義
や
助
け
合
う
共
同
体

主
義
の
復
権
も
提
唱
し
て
い
る
。
が
、
理
想
は
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
る
ご
と

く
に
見
え
、
疲
労
感
、
無
力
感
に
陥
る
。
そ
ん
な
時
に
思
い
出
さ
れ
る
の

が
み
ん
な
で
歌
っ
た
軍
歌
顔
負
け
の
「
お
～
お　

明
治
！
」
で
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
道
で
普
遍
の
理
想
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
と
思
え
ば
こ
そ
の

「
お
～
お
明
治
！
」
で
あ
る
。
老
い
た
る
仲
間
に
も
若
き
仲
間
に
も
今
一

度
「
時
代
の
鐘
」
を
高
ら
か
に
鳴
ら
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
う
。
そ
し

て
悠
久
の
百
三
十
周
年
を
祝
い
た
い
と
思
う
。

　
「
時
代
の
鐘
」
は
鳴
る
や
！

　
　
　
　
　

昭
和
四
二
年
政
治
経
済
学
部
卒　

小
川　

忠
彦

　

六
十
年
安
保
当
時
は
高
校
二
年
だ
っ
た
。
私
は
親
が
不
在
な
家
庭
の
子

供
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て
い
た
が
、「
世
の
中
の
不
幸
を
生
む
原

因
を
無
く
さ
な
け
れ
ば
不
幸
は
無
く
な
ら
な
い
。
家
の
な
い
人
の
た
め
の

住
宅
よ
り
ロ
ッ
キ
ー
ド
を
優
先
す
る
政
治
は
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
し
た
共
産
主
義
の
訴
え
に
参
っ
て
し
ま
い
、「
反
安
保
」
の
高
校
生
運

動
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
あ
る
日
の
デ
モ
で
大
学
生
集
団
が
交
通

整
理
の
警
官
を
襲
い
暴
力
を
ふ
る
っ
た
。
デ
モ
後
の
総
括
集
会
で
私
は
そ

の
「
不
当
性
」
を
訴
え
た
。
学
生
リ
ー
ダ
ー
は
「
平
和
を
求
め
る
デ
モ
を

邪
魔
す
る
奴
は
敵
」
と
言
う
の
で
納
得
が
い
か
ず
目
的
と
手
段
の
「
道
徳

論
争
」
と
な
っ
た
。
私
は
共
産
主
義
が
描
く
社
会
像
に
憧
れ
た
が
、「
道

徳
思
想
の
欠
如
」
を
覚
え
、
こ
の
日
を
境
に
戦
列
を
離
れ
た
。
こ
の
時
、

恩
師
の
薦
め
る
河
合
栄
次
郎
の
「
自
由
主
義
の
擁
護
」
や
阿
部
次
郎
の
「
人

格
主
義
」
等
々
を
読
み
自
由
主
義
や
理
想
主
義
を
学
ん
だ
。

　

入
学
後
、
学
生
課
に
自
由
で
公
正
な
社
会
を
研
究
す
る
ク
ラ
ブ
は
な
い

か
と
尋
ね
る
と
紹
介
さ
れ
た
の
が
雄
弁
部
だ
っ
た
。
部
室
を
訪
れ
る
と
個

性
豊
か
な
メ
ン
バ
ー
が
歓
迎
し
て
く
れ
た
。
そ
こ
に
は
私
を
鍛
え
る
に
十

分
な
人
と
場
と
機
会
が
あ
っ
た
。
部
活
外
だ
が
、
反
共
で
自
由
主
義
を
柱
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を
、
宮
本
先
輩
の
縁
で
再
び
思
い
出
深
い
白
石
島
で
実
施
致
し
ま
し
た
。

　

二
年
次
東
北
遊
説
は
、
今
も
深
く
記
憶
に
残
る
思
い
出
で
す
。「
北
方

領
土
返
還
」
を
訴
え
る
、
伊
藤
先
輩
の
街
頭
演
説
は
、
駅
頭
の
大
群
衆
の

動
き
が
一
瞬
ピ
タ
リ
と
止
ま
り
、
顔
を
向
け
て
聞
き
入
る
風
景
は
脳
裏
に

深
く
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
夕
刻
の
屋
内
会
場
で
の
熱
弁
は
、
さ
ら
に
迫
力

を
増
し
聴
衆
の
心
を
掴
み
、
目
を
輝
か
さ
せ
感
動
を
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

終
了
後
、
演
台
を
拭
き
に
行
く
と
、
油
汗
の
塊
が
一
面
に
飛
び
散
り
滲
ん

で
お
り
、
見
た
瞬
間
、
目
頭
が
熱
く
な
っ
た
の
を
今
も
忘
れ
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

　

職
業
と
し
て
、
地
方
行
政
職
員
を
選
択
。
福
岡
県
採
用
（
行
上
）
試
験

を
東
京
で
受
験
し
、
帰
郷
、
県
庁
職
員
と
し
て
三
五
年
間
勤
務
。
退
職
後

は
、
水
道
企
業
団
・
全
旅
協
・
Ｊ
Ａ
代
表
理
事
組
合
長
。
何
度
か
誘
わ
れ

な
が
ら
も
、
政
治
の
世
界
を
避
け
、
側
面
に
関
わ
り
な
が
ら
の
生
涯
を
お

く
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
間
、
県
知
事
や
部
長
の
挨
拶
文
の
起
案
を
多
く
手
が
け
、
秘
書
室

長
か
ら
褒
め
ら
れ
た
経
験
は
部
活
の
賜
も
の
で
し
た
。
ま
た
、
自
ら
が
挨

拶
を
す
る
立
場
に
な
っ
て
、
文
案
を
打
ち
・
推
敲
し
て
の
挨
拶
も
賞
賛
を

い
た
だ
き
、
こ
れ
も
部
活
で
の
文
案
作
り
・
発
声
練
習
の
お
陰
で
す
。

　

ま
た
、
部
活
や
研
究
会
で
多
く
の
政
治
家
に
接
し
、
信
条
・
信
念
・
人
徳
・

生
き
様
等
か
ら
多
く
を
学
び
ま
し
た
。
実
利
的
に
は
、
県
議
会
対
応
や
国

会
陳
情
要
請
活
動
で
し
た
が
、
精
神
的
に
は
、「
人
生
訓
」
と
し
て
、「
座

　

雄
弁
部
と
私

　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
四
二
年
商
学
部
卒　

蛭
﨑　

正
徳

　

人
生
の
第
四
コ
ー
ナ
ー
に
か
か
り
、
雄
弁
部
へ
の
感
謝
を
込
め
て
、
寄

稿
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
雄
弁
部
活
動
を
中
心
で
得
た
学
生
生
活
の
財

産
は
、
生
涯
を
通
じ
核
と
な
る
信
念
と
し
て
、
節
目
々
で
沸
々
と
湧
き
出

し
燃
え
活
力
を
あ
た
え
て
く
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
晩
年
に
至
る
ま
で
、
雄

弁
部
で
の
部
活
は
秘
し
て
い
ま
し
た
。
大
会
の
優
勝
と
か
誇
れ
る
実
績
も

な
く
、
優
れ
た
人
材
を
輩
出
し
た
伝
統
あ
る
雄
弁
部
卒
業
生
に
値
す
る
か

と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

　

入
部
動
機
は
、
勧
誘
の
田
中
先
輩
の
第
一
声
で
す
。
ざ
わ
ざ
わ
し
て
い

た
教
室
が
一
瞬
静
寂
に
、
こ
の
光
景
に
感
動
し
て
部
室
を
訪
ね
。
即
、
裏

手
の
墓
地
で
の
発
声
練
習
、
部
員
生
活
の
始
ま
り
で
し
た
。
す
ぐ
、
新
人

大
会
で
商
学
部
先
輩
の
後
藤
さ
ん
の
指
導
を
受
け
間
に
合
わ
せ
ま
し
た

が
、
こ
の
時
、
基
本
的
な
学
間
・
教
養
の
大
切
さ
と
文
案
の
「
起
承
転
結
」

を
意
識
さ
せ
ら
れ
た
責
重
な
体
験
を
し
ま
し
た
。

　

夏
合
宿
は
岡
山
県
笠
岡
市
の
白
石
島
で
し
た
。
三
年
生
の
先
輩
の
指
導

で
、
早
朝
か
ら
浜
辺
を
走
り
海
に
向
か
っ
て
の
発
声
練
習
。
翌
日
は
、
皆
、

喉
を
潰
し
て
の
会
話
は
方
言
を
気
に
す
る
こ
と
な
く
手
振
り
で
わ
め
き

声
。
記
憶
に
深
く
残
る
こ
の
風
景
は
、
三
年
次
に
幹
事
会
と
し
て
合
宿
地

雄弁部員として
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地
方
遊
説
な
ど
部
活
動
の
思
い
出

　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
四
二
年
商
学
部
卒　

松
原　

輝
夫

　

四
年
間
の
部
活
動
の
最
大
の
思
い
出
は
、
一
～
三
年
次
に
参
加
し
た
合

宿
・
遊
説
で
あ
り
、
特
に
三
年
次
に
遊
説
を
企
画
運
営
し
た
こ
と
は
強
く

印
象
に
残
っ
て
い
る
。
と
は
言
っ
て
も
五
五
年
程
前
の
こ
と
で
あ
り
詳
細

を
忘
れ
て
い
た
が
、
幸
い
な
こ
と
に
部
誌
「
駿
台
雄
辯
」
第
三
号
で
報
告

し
て
あ
っ
た
。

　

幹
事
長
は
坪
川
君
、
合
宿
担
当
は
蛭
﨑
君
だ
っ
た
。
私
は
、
一
年
次
の

合
宿
地
で
も
あ
っ
た
瀬
戸
内
の
美
し
い
島
で
あ
る
岡
山
県
笹
岡
市
の
〝
白

石
島
〟
で
の
合
宿
と
〝
香
川
県
〟〝
徳
島
県
〟
で
の
遊
説
を
提
案
し
た
。

幹
事
諸
君
に
異
論
が
な
か
っ
た
の
で
、
私
が
現
地
で
の
下
見
・
交
渉
に
行

く
こ
と
に
な
っ
た
。
香
川
県
、
徳
島
県
の
明
治
大
学
校
友
会
に
趣
旨
・
日

程
・
希
望
等
を
前
も
っ
て
手
紙
で
伝
え
た
が
、
訪
間
し
た
時
に
は
非
常
に

好
意
的
に
素
情
ら
し
い
準
備
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
た
。

　

時
代
の
変
遷
も
あ
り
、
後
年
の
部
員
諸
君
は
実
施
が
難
し
く
な
っ
た
と

思
う
の
で
、
当
時
の
遊
説
を
紹
介
し
て
お
く
。
の
ち
に
明
大
学
長
と
な
っ

た
雄
弁
部
部
長
代
理
の
岡
野
加
穂
留
政
経
学
部
助
教
授
、
新
田
貞
章
（
の

ち
に
明
大
教
授
）、
伊
藤
幸
雄
の
雄
弁
部
Ο
Ｂ
三
氏
、
部
員
五
名
が
参
加

し
、
七
月
十
四
日
か
ら
八
日
間
実
施
し
た
。
一
般
人
対
象
演
説
会
を
公
民

右
の
銘
」
と
し
て
、
多
く
の
先
人
・
先
輩
の
言
葉
を
常
に
心
の
芯
に
し
て

き
ま
し
た
。

　

そ
の
言
葉
や
教
訓
で
す
。「
我
が
明
治
大
学
雄
弁
部
は
、
人
格
の
陶
冶

に
向
か
っ
て
、
邁
進
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。」「
雄
弁
は
、
人
格
の
発
露

で
あ
り
ま
す
。」「
ペ
ン
は
、
剣
よ
り
も
強
よ
し
、
だ
が
ペ
ン
は
、
ペ
ン
の

生
き
る
世
界
が
あ
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
ペ
ン
は
、
剣
よ
り
も
強
い
の
で
あ

り
ま
す
。」「
樽
の
話
」
口
舌
の
雄
た
る
べ
か
ら
ず
。
読
書
、
体
験
、
汗
、

喜
怒
哀
楽
、
全
て
を
樽
に
詰
め
込
み
、
溢
れ
出
る
キ
ラ
キ
ラ
輝
く
も
の
が
、

自
分
の
人
格
で
あ
る
。

　

「
職
業
と
し
て
の
政
治
家
の
三
要
素
」「
情
熱
」「
責
任
」「
見
識
」、「
振

り
子
の
理
論
」、「
人
間
疎
外
」「
自
ら
を
計
ら
わ
す
」、「
不
昧
因
果
」、「
忘

己
利
他
」、「
兼
愛
」、「
自
由
主
義
は
歴
史
主
義
」「
資
本
主
義
・
社
会
主
義
・

民
主
主
義
」、「
外
部
経
済
」
特
に
、
今
も
残
る
、
勉
強
会
で
の
源
田
実
議

員
の
「
絶
対
、
戦
争
を
し
て
は
い
け
な
い
、
持
に
（
Ａ
Ｓ
）
と
は
」
は
、

私
の
質
間
へ
の
睨
ま
れ
て
の
答
え
で
し
た
。

　

結
び
に
、
数
年
前
、
日
豊
路
を
南
下
ド
ラ
イ
プ
中
、
偶
然
、
案
内
板
に
導

か
れ
「
一
松
定
吉
」
翁
の
邸
宅
に
邇
り
着
き
、胸
に
熱
い
も
の
が
こ
み
上
げ
、

大
先
輩
の
遺
徳
を
偲
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
、
雄
弁
部
の
さ

ら
な
る
発
展
と
、多
く
の
先
輩
部
員
の
皆
様
の
ご
健
勝
を
祈
念
致
し
ま
す
。
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三
号
、
四
号
を
発
行
し
た
。
入
学
時
は
二
十
数
名
の
同
期
部
員
も
卒
業
時

は
十
二
名
で
あ
っ
た
。
部
活
動
で
は
厳
し
く
議
論
し
衝
突
も
あ
っ
た
が
、

す
べ
て
は
明
治
大
学
、
そ
し
て
明
治
大
学
雄
弁
部
の
名
を
高
め
た
い
一
心

で
あ
り
、
遺
恨
な
ど
残
る
は
ず
も
な
く
、
今
で
も
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い

る
大
切
な
仲
間
、
友
人
で
あ
る
。
十
二
名
は
、
衆
議
院
議
員
、
北
海
道
議

会
議
員
、
広
島
県
議
会
議
員
、
明
大
教
授
、
岩
手
県
庁
、
福
岡
県
庁
、
一

級
建
築
士
、
一
流
民
間
企
業
等
で
明
大
雄
弁
部
卒
業
後
も
各
人
が
大
い
に

活
躍
し
た
こ
と
を
申
し
添
え
た
い
。

館
・
高
校
講
堂
な
ど
五
か
所
、
高
校
生
対
象
演
説
会
を
坂
出
商
高
な
ど
三

校
の
体
育
館
、
街
頭
演
説
会
を
丸
亀
駅
前
な
ど
四
か
所
、
懇
談
会
を
自
民

党
徳
島
県
連
学
生
部
有
志
、
徳
島
県
民
社
党
青
年
連
合
、
徳
島
市
の
青
年

会
、
公
民
館
聴
衆
の
有
志
な
ど
と
五
回
、
と
夜
ま
で
連
日
休
み
な
く
活
動

し
た
。

　

二
年
次
の
十
二
月
に
、
同
学
年
の
坪
川
、
米
田
両
君
と
共
に
、
三
人
一

組
の
オ
レ
ゴ
ン
討
論
方
式
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
日
本
版
と
し
て
新
た
に
実
施
さ

れ
た
「
全
関
東
学
生
テ
レ
ビ
討
論
会
」
に
参
加
し
、
準
優
勝
し
た
こ
と
も

思
い
出
に
残
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
駿
台
雄
辯
」
第
三
号
の
巻
頭
言

で
も
高
橋
雄
弁
部
部
長
に
紹
介
い
た
だ
い
た
。
明
大
雄
弁
部
は
出
場
十
六

大
学
の
予
選
を
勝
ち
抜
き
、
決
勝
の
対
慶
応
大
学
戦
が
読
売
テ
レ
ビ
ホ
ー

ル
で
行
わ
れ
て
録
画
さ
れ
、
後
日
に
討
論
会
の
様
子
が
そ
の
ま
ま
約
一
時

間
放
映
さ
れ
る
と
い
う
画
期
的
な
も
の
だ
っ
た
。

　

三
年
次
の
夏
休
み
後
に
坪
川
幹
事
長
が
辞
任
し
総
会
で
私
が
幹
事
長
に

選
任
さ
れ
た
が
、
他
は
ほ
ぼ
同
じ
メ
ン
パ
ー
で
幹
事
会
を
構
成
し
た
。
年

度
途
中
で
の
幹
事
長
交
代
で
は
あ
っ
た
が
、
明
大
雄
弁
部
の
大
き
な
行
事

で
あ
る
「
学
長
杯
争
奪
全
日
本
大
学
部
門
別
雄
弁
大
会
」
を
全
部
員
の
協

力
で
無
事
に
開
催
で
き
た
。
更
に
、
秋
以
降
の
二
十
を
超
え
る
弁
論
大
会

に
出
場
し
た
各
部
員
が
大
い
に
活
躍
し
、
明
大
雄
弁
部
の
名
を
高
め
る
こ

と
が
で
き
た
。

　

の
ち
に
明
大
教
授
と
な
っ
た
比
護
君
の
尽
力
で
一
年
間
に「
駿
台
雄
辯
」

　

雄
弁
と
言
論
を
想
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
四
七
年
法
学
部
卒　

岩
崎　

博

　

明
治
大
学
雄
弁
部
は
、
一
三
〇
周
年
を
迎
え
、
近
代
日
本
の
言
論
形
成

発
展
に
大
い
に
貢
献
し
て
き
た
と
感
慨
深
く
想
う
こ
の
頃
で
す
。
然
る
に

自
ら
が
先
輩
諸
氏
に
足
る
か
と
言
う
と
、
未
だ
に
至
ら
ぬ
現
状
は
覆
う
べ

く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
以
下
、
私
の
過
ぎ
越
し
を
振
り
返
り
つ
つ
、
私
を
含

め
後
輩
諸
君
の
一
層
の
奮
起
を
願
う
も
の
で
す
。

　

私
は
、
大
学
入
学
と
同
時
に
雄
弁
部
に
入
り
ま
し
た
。
法
律
家
を
目
指

し
て
い
た
の
で
、
法
廷
弁
論
に
役
立
つ
だ
ろ
う
と
い
う
実
に
浅
薄
な
功
利

的
な
考
え
か
ら
で
す
。
当
時
の
和
泉
校
舎
の
部
室
は
敷
地
奥
の
古
い
プ
レ

ハ
ブ
長
屋
の
一
角
に
あ
り
ま
し
た
。
隣
が
詩
吟
部
で
、
い
つ
も
唸
る
声
が

雄弁部員として
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が
身
の
内
に
血
肉
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
す
。
学
生
時
代
は
、
ど
う

し
て
も
実
体
験
に
基
づ
く
知
見
な
ど
が
足
り
ま
せ
ん
。
そ
の
分
書
物
な
ど

他
か
ら
の
知
識
で
補
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
書
物
を
読
ん
で
分
か
っ
た
気

分
に
な
り
、
一
文
を
引
用
し
た
り
し
て
得
意
に
な
り
が
ち
で
す
。
で
す
が

聞
き
手
は
厳
し
い
も
の
で
す
。
そ
の
人
の
言
葉
に
力
が
あ
る
か
、
納
得
す

る
か
、或
い
は
正
直
で
あ
る
か
と
い
う
人
間
性
ま
で
感
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

「
表
面
は
滑
ら
か
に
見
え
る
が
何
だ
か
嘘
っ
ぽ
い
ね
」
こ
れ
で
す
。
常
に

全
人
格
が
試
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
身
の
丈
以
上
に
ど
ん
な
に
装
飾
し
て

も
虚
飾
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
今
あ
る
自
分
を
ど
う
素
直
に
表
現
で

き
る
か
、
難
し
い
作
業
で
す
。

　

大
学
卒
業
後
、
私
は
放
送
の
世
界
へ
身
を
投
じ
ま
し
た
。
そ
こ
は
日
々

視
聴
者
に
評
価
さ
れ
る
世
界
で
す
。
し
か
も
メ
デ
ィ
ア
の
信
頼
感
も
背

負
っ
て
い
ま
す
。
壇
上
弁
論
と
は
ス
テ
ー
ジ
こ
そ
違
え
、
基
本
は
同
じ
で

す
。
人
間
性
や
人
格
が
日
々
試
さ
れ
ま
す
。
苦
い
経
験
も
多
々
あ
り
ま
す
。

鍛
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
未
だ
至
ら
ぬ
自
分
が
あ
り
ま

す
。

　

翻
っ
て
、
昨
今
の
弁
論
や
言
論
状
況
を
鑑
み
る
に
、
そ
の
空
疎
さ
に
危

惧
を
感
じ
ま
す
。
か
つ
て
の
学
内
の
立
て
看
板
や
ア
ジ
演
説
が
ダ
ブ
り
ま

す
。
報
道
番
組
に
人
気
ア
イ
ド
ル
を
起
用
し
た
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
利
己
的
な

発
信
、
政
治
家
を
含
め
た
自
己
保
身
の
論
理
を
無
視
し
た
強
弁
な
ど
が
溢

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、受
け
手
側
の
批
評
力
が
弱
く
な
っ
て
い
る
の
か
、

聞
こ
え
て
い
ま
し
た
。
新
入
部
員
の
当
初
の
日
常
活
動
は
、
発
声
練
習
と

新
入
部
員
勧
誘
で
し
た
。
ま
ず
昼
休
み
に
校
舎
屋
上
に
集
合
し
、
大
き
な

声
を
出
す
訓
練
と
例
文
を
用
い
て
の
滑
舌
訓
練
で
す
。
そ
の
後
授
業
前
の

教
室
に
飛
び
込
ん
で
、
短
い
時
間
の
勧
誘
演
説
を
行
い
ま
す
。
ま
だ
地
に

足
が
着
か
な
い
状
態
で
す
の
で
、
必
死
に
喋
っ
て
も
借
り
物
の
言
葉
が
続

く
だ
け
で
す
。
授
業
目
前
の
学
生
諸
君
に
は
雑
音
に
聞
こ
え
た
こ
と
で

し
ょ
う
。「
弁
論
な
ん
か
時
代
遅
れ
で
無
意
味
だ
」
な
ど
否
定
的
な
野
次

も
飛
ん
で
き
ま
す
。
当
時
は
大
学
紛
争
が
各
大
学
で
吹
き
荒
れ
、
明
治
大

学
の
学
内
に
も
扇
動
的
な
立
て
看
板
が
多
数
あ
り
、
活
動
家
が
拡
声
器
で

独
特
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
演
説
を
が
な
り
立
て
て
い
ま
し
た
。
活
動

家
の
諸
君
も
借
り
物
の
言
葉
で
し
た
。
し
か
も
自
己
満
足
的
な
物
言
い
で

聞
き
手
の
こ
と
な
ど
お
構
い
な
し
で
す
。
一
般
学
生
の
中
に
は
言
葉
の
空

疎
さ
を
感
じ
る
者
も
多
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
弁
論
や
言
論
に
対
す

る
不
信
感
に
繋
が
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
後
、
学
内
外
の
弁
論

大
会
や
討
論
会
な
ど
で
早
慶
を
始
め
東
大
な
ど
の
弁
論
同
志
と
交
流
を
得

た
こ
と
は
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
場
面
で
も

満
足
感
は
得
ら
れ
ず
、
雄
弁
の
道
の
遠
さ
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

雄
弁
と
は
何
か
。
こ
れ
が
問
題
意
識
の
出
発
点
で
す
。
弁
論
は
声
を
使

い
ま
す
か
ら
肉
体
的
な
側
面
は
否
め
ま
せ
ん
。
声
の
強
弱
や
論
理
の
展
開

方
法
な
ど
技
術
的
な
も
の
も
大
事
で
す
。
そ
れ
に
も
増
し
て
伝
え
る
内
容
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立
自
治
」
と
い
う
明
治
大
学
の
建
学
精
神
を
議
会
制
民
主
主
義
の
理
念
の

中
で
貫
か
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
共
通
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
こ

れ
ま
で
に
最
も
数
多
く
三
木
武
夫
先
生
の
墓
参
に
来
ら
れ
た
の
は
、
他
な

ら
ぬ
日
高
憲
三
前
理
事
長
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

さ
て
、明
治
大
学
と
徳
島
県
と
の
連
携
関
係
が
公
的
に
始
ま
っ
た
の
は
、

「
明
治
大
学
・
徳
島
大
学
・
徳
島
県
協
定
書
調
印
式
」（
二
〇
一
三
年
十
一

月
三
日
）
が
行
わ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
新
た
に
「
生
物
資

源
産
業
学
部
」
を
新
設
し
農
業
分
野
へ
の
進
出
を
志
向
し
て
い
た
徳
島
大

学
と
、
い
わ
ゆ
る
「
六
次
産
業
化
」
を
目
玉
の
政
策
と
し
て
模
索
し
て
い

た
徳
島
県
、
そ
し
て
特
に
バ
イ
オ
等
で
評
価
の
高
い
農
学
部
を
有
す
る
明

治
大
学
と
の
間
で
結
ば
れ
た
「
包
括
協
定
」
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
徳

島
県
南
部
総
合
県
民
局
等
の
「
き
ゅ
う
り
タ
ウ
ン
構
想
」
と
し
て
生
か
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。「
き
ゅ
う
り
タ
ウ
ン
構
想
」
と
は
、
海
部
町
で
の
促

成
き
ゅ
う
り
栽
培
に
着
目
し
、
移
住
就
農
者
募
集
で
産
地
拡
大
に
よ
る
地

域
活
性
化
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
求
め
ら
れ
た
の
が
、

明
治
大
学
黒
川
農
場
で
開
発
さ
れ
た
実
践
的
な「
ノ
ー
・
ハ
ウ
」で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
、「
全
国
き
ゅ
う
り
溶
液
栽
培
サ
ミ
ッ
ト
」（
二
〇
一
七
年
十
一
月

十
五
日
、
牟
岐
町
海
の
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
）
に
、
針
谷
敏
夫
農
学
部
長

（
当
時
）
を
は
じ
め
明
大
関
係
者
が
多
数
招
待
さ
れ
た
理
由
が
あ
る
。
ち

な
み
に
、
農
業
関
係
で
い
え
ば
、
竹
本
多
持
農
学
部
長
が
県
西
部
で
、
ま

た
橋
口
卓
也
准
教
授
が
佐
那
河
内
村
で
定
期
的
に
実
施
し
て
い
る
学
生
に

言
論
に
対
す
る
期
待
が
薄
ま
っ
て
い
る
の
か
、
他
人
の
こ
と
に
関
心
が
無

く
な
っ
て
い
る
の
か
、
言
論
の
漂
流
が
始
ま
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。

　

神
田
駿
河
台
の
旧
記
念
館
に
あ
っ
た
部
室
の
壁
に
次
の
言
葉
が
刻
ま
れ

て
い
ま
し
た
。「
我
以
勇
猛
果
敢
欲
進
」〝
我
、
勇
猛
果
敢
を
以
っ
て
進
ま

ん
と
欲
す
〟
今
一
度
、
荒
海
に
雄
弁
と
言
論
の
旗
を
高
く
掲
げ
て
行
く
意

気
や
如
何
に
。
進
め
駿
台
健
児
！！

　

三
木
武
夫
先
生
の
ご
縁
が
結
ぶ
徳
島
と
明
治
大
学

　
　
　
　
　

昭
和
四
八
年
政
治
経
済
学
部
卒　

阿
部　

頼
孝

　

徳
島
と
明
治
大
学
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
、
三
木
武
夫
先
生
の
存
在
は
非

常
に
大
き
い
。
三
木
武
夫
先
生
の
足
跡
を
訪
ね
る
こ
と
は
、
今
日
、
明
大

関
係
者
の
共
通
の
「
思
い
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
の
き
っ
か
け
と

な
っ
た
の
は
、
村
山
富
市
元
総
理
が
二
〇
一
〇
年
八
月
十
四
日
、
三
木
武

夫
先
生
の
墓
参
り
の
た
め
初
来
県
さ
れ
、
土
成
町
に
あ
る
菩
提
寺
を
訪
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
明
治
大
学
出
身
の
総
理
大
臣
は
、
三
木
武
夫
先
生
と
村

山
富
市
先
生
の
お
二
人
で
あ
る
。
大
学
の
後
輩
で
あ
る
村
山
富
市
先
生
が

三
木
武
夫
先
生
の
お
墓
参
り
を
さ
れ
た
こ
と
は
、明
治
大
学
に
と
っ
て「
歴

史
的
に
意
義
の
あ
る
こ
と
」（
同
行
さ
れ
た
日
高
憲
三
前
理
事
長
の
言
葉
）

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
二
人
と
も
党
派
こ
そ
違
え
、「
権
利
自
由　

独

雄弁部員として
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て
い
る
。
ま
た
、
北
野
大
明
治
大
学
校
友
会
会
長
に
も
、
徳
島
の
各
地
で

講
演
を
行
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
北
野
大
会
長
の
お
人
柄
も
あ
り
、
徳

島
で
は
特
に
「
北
野
家
の
訓
え
」
が
好
評
で
あ
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
「
フ
ァ

ミ
リ
ー
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
で
北
野
家
の
ル
ー
ツ
が
徳
島
市
通
町
で
あ
っ
た

こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
今
後
北
野
大
会
長
と
徳
島
と
の
ご
縁

は
益
々
広
が
り
そ
う
で
あ
る
。

　

研
究
の
分
野
で
は
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
大
学
三
木
武
夫
研
究

会
の
会
長
は
、
小
西
徳
應
政
経
学
部
長
（
雄
弁
部
部
長
）
で
あ
る
。
本
研

究
会
の
研
究
成
果
は
、
明
治
大
学
資
料
セ
ン
タ
ー
監
修
、
小
西
徳
應
編
著

『
三
木
武
夫
研
究
』（
二
〇
一
一
年
、
日
本
経
済
評
論
社
）、
と
し
て
出
版

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
の
中
に
、
若
手
研
究
者

で
竹
内
桂
助
教
が
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
竹
内
桂
助
教
は
、

小
西
教
授
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
「
三
木
武
夫
研
究
」
に
取
り
組
ん
で
お

り
、
こ
の
と
こ
ろ
三
木
武
夫
研
究
で
は
第
一
人
者
の
呼
び
声
も
高
い
。
最

近
で
は
、
岩
野
美
代
治
『
三
木
武
夫
秘
書
回
顧
録
｜
三
角
大
福
中
時
代
を

語
る
｜
』
の
聞
き
書
き
、
編
集
を
行
い
、
吉
田
書
店
か
ら
出
版
し
て
い
る
。

今
後
益
々
の
ご
活
躍
を
期
待
し
た
い
。

　

最
後
に
、
私
の
こ
と
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
昭
和
四
四
年
、
政
経
学

部
政
治
学
科
入
学
。
地
元
の
大
先
輩
の
後
を
慕
っ
て
、
な
ん
の
迷
い
も

無
く
雄
弁
部
に
入
部
す
る
。
そ
の
よ
う
な
私
に
と
っ
て
最
も
名
誉
な
こ
と

は
、
明
治
大
学
創
立
一
三
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
無
信
不
立
｜
い

よ
る
「
農
業
体
験
実
習
」
も
、
地
元
で
は
大
変
歓
迎
さ
れ
て
お
り
、
着
実

に
活
動
実
績
を
上
げ
て
い
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
た
、
恒
例
の
「
徳
島
マ
ラ
ソ
ン
」
で
は
、
明
治
大
学
体
育
会
競
争
部

の
選
手
が
大
活
躍
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
二
〇
一
三
年
四
月
二
一

日
、
県
か
ら
正
式
に
招
待
さ
れ
た
二
名
の
選
手
が
、
交
互
に
ペ
ー
ス
メ
ー

カ
ー
（
ラ
ビ
ッ
ト
）
役
と
し
て
先
頭
を
走
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

松
本
穰
商
学
部
教
授
・
競
争
部
部
長
（
当
時
）
の
ご
尽
力
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
後
、
早
稲
田
大
学
（
二
〇
一
五
年
）、
法
政
大
学
（
二
〇
一
六

年
）、東
京
大
学
（
二
〇
一
七
年
）、慶
應
大
学
、立
教
大
学
（
二
〇
一
八
年
）

と
参
加
大
学
が
増
え
、
二
〇
一
八
年
三
月
二
四
日
に
は
「
と
く
し
ま
マ
ラ

ソ
ン
東
京
六
大
学
競
争
部
歓
迎
会
」
を
催
し
、
全
国
で
初
め
て
六
大
学
が

揃
っ
て
マ
ラ
ソ
ン
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
先
駆
け
と
な
っ
た

の
が
、
わ
が
明
治
大
学
の
「
紫
紺
の
タ
ス
キ
」
で
あ
る
。

　

文
化
、
芸
術
方
面
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。「
徳
島
の
春
は
マ
ン
ド
リ

ン
の
音
色
と
と
も
に
や
っ
て
来
る
」。
明
治
大
学
マ
ン
ド
リ
ン
倶
楽
部
徳

島
チ
ャ
リ
テ
ィ
演
奏
会
は
、
二
〇
一
九
年
で
実
に
連
続
三
五
回
を
数
え
る

（
二
〇
二
〇
年
は
コ
ロ
ナ
の
た
め
、
中
止
）。
近
年
は
甲
斐
靖
文
先
生
の
指

揮
に
よ
り
、
徳
島
市
以
外
に
も
活
動
の
場
を
広
げ
て
お
り
、
直
近
の
演
奏

会
は
三
木
武
夫
先
生
の
地
元
で
あ
る
阿
波
市
で
行
っ
た
。
な
お
、
甲
斐
靖

文
先
生
に
作
曲
し
て
い
た
だ
い
た
「
海
部
み
そ
音
頭
」
は
、
Ｊ
Α
か
い
ふ

女
性
部
の
作
詞
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
地
元
の
人
た
ち
に
も
大
変
喜
ば
れ
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社
を
辞
め
大
学
に
入
り
ま
し
た
。
東
大
安
田
講
堂
で
の
全
共
闘
と
警
視
庁

の
攻
防
戦
が
あ
っ
た
直
後
の
事
で
、
大
学
の
構
内
は
行
き
交
う
ヘ
ル
メ
ッ

ト
姿
の
学
生
の
姿
や
林
立
す
る
ア
ジ
看
板
で
何
か
騒
然
と
し
た
雰
囲
気
が

漂
っ
て
い
ま
し
た
。
仕
送
り
も
な
い
学
生
だ
っ
た
の
で
入
学
早
々
、
勉
強

は
そ
っ
ち
の
け
で
ア
ル
バ
イ
ト
の
掛
け
持
ち
、昼
夜
兼
行
で
働
き
ま
し
た
。

た
ま
に
学
校
に
行
っ
て
も
大
教
室
の
後
の
席
で
う
た
た
寝
ば
か
り
し
て
い

ま
し
た
。
成
績
の
全
く
ふ
る
わ
な
い
不
良
学
生
で
し
た
。

　

入
部
は
早
い
方
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
動
機
は
不
明
、
た
ぶ
ん
当
時
の

境
遇
を
脱
し
て
自
分
を
変
え
た
い
と
の
思
い
が
強
か
っ
た
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
青
年
の
主
張
が
根
底
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
同
期
入
部
は
大
勢

お
り
ま
し
た
。
皆
、
結
構
優
秀
な
連
中
が
多
く
、
中
に
入
っ
て
引
け
目
を

感
じ
て
い
た
も
の
で
す
。
当
時
日
本
の
社
会
情
勢
は
力
強
い
経
済
成
長
の

下
に
大
き
な
変
革
を
求
め
て
流
動
化
し
て
お
り
、
経
倫
を
抱
負
す
る
者
に

も
弁
論
の
核
心
で
あ
る
〝
ペ
ン
は
剣
よ
り
も
強
し
〟
の
主
張
が
時
代
錯
誤

の
よ
う
に
受
け
留
め
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
多
く
が
退
部
、
残
さ
れ
た
の
は

徳
島
出
身
の
阿
部
幹
事
長
と
私
だ
け
と
い
う
惨
状
で
し
た
。
そ
ん
な
訳
で

部
の
灯
を
か
ろ
う
じ
て
絶
や
す
こ
と
な
く
申
し
送
っ
た
阿
部
君
の
功
績
は

大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

雄
弁
部
活
動
で
得
た
仲
間
と
の
交
流
は
、
今
振
り
返
っ
て
み
て
も
と
て

も
大
切
な
も
の
だ
と
確
信
し
ま
す
。
引
っ
込
み
思
案
で
視
野
・
料
簡
の
狭

い
私
に
と
り
前
後
に
居
る
先
輩
、
後
輩
諸
氏
と
の
交
り
は
人
を
識
る
良
い

ま
、
三
木
武
夫
を
問
い
直
す
｜
」（
二
〇
一
一
年
十
一
月
四
日
、
明
大
リ

バ
テ
イ
タ
ワ
ー
）、
に
校
友
会
徳
島
県
支
部
支
部
長
と
し
て
登
壇
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
こ
と
。
海
部
俊
樹
元
総
理
、
村
山
富
市
元
総
理
と
肩
を
並
べ

て
、
発
言
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
望
外
の
喜
び
と
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
さ
ら
に
、幸
運
な
こ
と
に
二
〇
一
六
年
十
一
月
、「
藍
綬
褒
章
」（
県

明
る
い
選
挙
推
進
協
議
会
連
合
会
会
長
）、
ま
た
、
二
〇
一
八
年
六
月
、「
内

閣
総
理
大
臣
表
彰
」（
県
男
女
共
同
参
画
会
議
会
長
）
の
栄
誉
に
浴
す
る

こ
と
が
で
き
た
。こ
れ
も
、元
を
た
ど
れ
ば
い
ず
れ
も「
明
治
大
学
雄
弁
部
」

で
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
に
帰
着
す
る
。
今
後
も
、
雄
弁
部
の
益
々
の
ご

発
展
を
祈
念
し
な
が
ら
、
徳
島
の
地
で
「
地
域
貢
献
・
社
会
貢
献
」
に
微

力
な
が
ら
取
り
組
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。　

　

学
生
の
頃
に
寄
せ
て

　
　
　
　

昭
和
四
八
年
政
治
経
済
学
部
卒　

五
十
嵐　

敏
之

　

令
和
元
年
の
今
年
、
古
稀
を
迎
え
ま
し
た
。
学
生
の
頃
は
半
世
紀
前
の

こ
と
で
、
記
憶
も
曖
昧
、
懐
旧
談
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
お
断
り
し
て

お
き
ま
す
。

　

私
は
山
形
県
新
庄
市
の
小
さ
な
田
舎
町
出
身
で
す
。
昭
和
四
三
年
高
校

を
卒
業
し
て
東
京
に
就
職
し
ま
し
た
。
当
時
、
急
行
列
車
で
も
八
時
間

は
か
か
る
上
野
駅
は
憧
れ
の
大
都
会
の
代
名
詞
で
し
た
。
翌
年
一
年
で
会

雄弁部員として
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あ
れ
か
ら
五
十
年

　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
四
九
年
法
学
部
卒　

千
熊　

正
憲

　

星
雲
の
志
を
抱
き
明
治
大
学
雄
弁
部
の
門
を
叩
い
た
の
は
昭
和
四
五  

年
、
あ
れ
か
ら
五
十
年
で
あ
る
。
前
年
の
東
大
入
試
中
止
な
ど
激
烈
を
極

め
た
学
園
紛
争
の
ピ
ー
ク
は
過
ぎ
て
い
た
が
、
日
米
安
保
条
約
期
限
の
年

で
も
あ
り
火
種
は
燻
り
続
け
て
お
り
学
生
雄
弁
界
も
時
代
の
荒
波
に
翻
弄

さ
れ
て
い
た
。

　

他
大
学
で
は
活
動
停
止
や
休
眠
状
態
に
陥
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
々

あ
っ
た
が
、
我
が
雄
弁
部
は
そ
ん
な
時
代
環
境
に
抗
い
な
が
ら
幹
事
会
の

強
い
指
導
力
の
下
で
日
々
雄
弁
部
活
動
に
励
ん
で
い
た
。
四
月
多
摩
川
で

の
新
入
部
員
歓
迎
強
化
訓
練
、
夏
季
合
宿
な
ど
で
は
雄
弁
部
魂
を
徹
底
的

に
叩
き
込
ま
れ
た
。　
　

　

「
我
が
明
治
大
学
雄
弁
部
は
雄
弁
道
の
研
鑽
錬
磨
を
通
じ
て
こ
こ
に
人

間
の
陶
冶
に
向
か
っ
て
邁
進
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
」
幾
度
と
な

く
繰
り
返
し
、
振
り
返
れ
ば
今
に
至
る
人
生
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
昇
華
し

て
い
る
。

　

多
摩
川
で
の
強
化
訓
練
二
日
目
が
終
了
し
た
後
の
新
入
部
員
歓
迎
コ
ン

パ
で
は
、
時
に
ビ
ー
ル
・
日
本
酒
な
ど
を
同
時
に
注
ぎ
「
清
濁
併
せ
飲
む
」

こ
と
も
あ
っ
た
が
酔
っ
払
い
の
後
始
末
が
大
変
で
あ
っ
た
。

機
会
で
し
た
。
前
後
の
学
年
の
方
々
は
夫
々
に
人
を
得
て
よ
く
ま
と
ま
っ

て
活
動
を
し
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
強
い
て
自
分
達
の
事
を
弁
護
す

る
と
す
れ
ば
、
昔
、
足
抜
け
を
し
た
仲
間
達
と
今
も
交
流
・
懐
旧
談
に
花

を
咲
か
せ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
弁
論
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
人
は

大
勢
い
ま
す
。
最
近
で
は
前
オ
バ
マ
米
大
統
領
が
そ
の
よ
い
例
証
で
し
ょ

う
。情
報
通
信
の
飛
躍
的
発
展
で
仕
事
や
生
活
が
大
き
く
向
上
す
る
反
面
、

匿
名
性
の
強
い
社
会
が
増
幅
す
る
こ
と
は
個
人
の
自
負
や
倫
理
の
確
立
に

大
き
な
脅
威
と
な
る
こ
と
を
危
惧
し
ま
す
。

　

雄
弁
部
が
言
論
の
自
由
の
旗
を
高
く
掲
げ
、
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
社

会
に
対
し
発
言
し
て
い
く
こ
と
は
健
全
な
社
会
を
つ
く
り
あ
げ
る
上
で
大

切
な
役
割
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
伝
統
の
土
壌
に
培
っ
た
社
会
的
使

命
を
果
し
、
有
為
な
人
材
を
育
て
て
い
か
れ
ま
す
こ
と
を
心
か
ら
期
待
を

し
ま
す
。

第20回全明治新人雄辯大会（S45）

第12回全日本大学部門別雄弁大会（S45）
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当
時
は
授
業
料
値
上
げ
に
絡
む
微
妙
な
時
期
で
も
あ
り
実
際
に
大
会
二

週
間
後
に
は
学
内
封
鎖
さ
れ
解
除
さ
れ
た
の
は
翌
年
春
で
あ
っ
た
。　

　

雄
弁
部
の
伝
統
に
思
い
を
致
し
Ο
Ｂ
名
簿
の
原
稿
整
理
を
腱
鞘
炎
に
罹

り
な
が
ら
も
一
人
で
仕
上
げ
て
く
れ
た
江
戸
っ
子
の
小
池
洋
二
君
、
夏
季

合
宿
納
会
で
「
涙
の
訴
え
」
生
真
面
目
な
内
村
浅
雄
君
。
急
ぎ
冥
界
に
旅

立
っ
た
好
漢
両
君
へ
の
想
い
は
尽
き
な
い
。
い
ず
れ
の
折
に
は
彼
ら
と
再

び
一
緒
に
「
我
が
〜
陶
冶
に
向
か
っ
て
邁
進
〜
」
と
青
春
を
絶
叫
し
た
い
。

　

夏
季
合
宿
は
朝
六
時
半
か
ら
夜
九
時
半
ま
で
研
究
会
四
時
間
、
発
声
練

習
六
時
間
、
計
十
時
間
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
ま
さ
し
く
地
獄
の
八
日
間
。

限
界
へ
の
挑
戦
、
自
分
と
の
闘
い
で
あ
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　

　

駿
台
祭
に
参
加
し
公
害
問
題
を
テ
ー
マ
に
し
た
「
部
門
別
雄
弁
大
会
」

で
は
小
山
環
境
庁
長
官
の
講
演
予
定
を
聞
き
つ
け
た
全
共
闘
が
角
材
・
鉄

パ
イ
プ
を
持
ち
集
結
し
て
い
る
、
と
の
情
報
が
前
日
の
夕
方
に
な
り
警
視

庁
、
環
境
庁
か
ら
大
学
に
入
っ
た
。
そ
の
年
２
月
に
は
、
あ
さ
ま
山
荘
事

件
が
起
き
て
い
た
。　
　

　

大
学
当
局
か
ら
状
況
に
よ
っ
て
は
機
動
隊
を
導
入
す
る
と
の
通
告
も
あ

り
、学
内
封
鎖
に
よ
る
駿
台
祭
中
止
と
い
う
最
悪
の
事
態
も
危
惧
さ
れ
た
。

当
日
は
会
場
内
外
で
体
育
会
な
ど
関
係
方
面
の
全
面
的
な
協
力
を
得
て
鉄

壁
の
警
護
を
実
施
、
張
り
つ
め
た
緊
張
感
が
漂
う
な
か
大
会
は
無
事
終
了

し
た
。
前
日
か
ら
の
緊
迫
し
た
重
圧
感
は
今
も
鮮
明
に
蘇
っ
て
く
る
。　

　

言
葉
の
貯
金

　
　
　
　
　
　

昭
和
四
九
年
政
治
経
済
学
部
卒　

西
沢　

豊

　

「
お
金
は
い
く
ら
貯
め
て
も
使
え

ば
な
く
な
る
が
、
一
度
身
に
着
け
た

知
識
は
一
生
な
く
な
ら
な
い
」
｜
。

今
年
九
八
歳
に
な
っ
た
母
か
ら
幼
少

の
こ
ろ
聞
か
さ
れ
た
言
葉
の
一
つ
で

あ
る
。
単
に
「
勉
強
し
な
さ
い
」
と

尻
を
叩
か
れ
る
よ
り
、
こ
ん
な
言
葉
の
方
が
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。

　

「
実
る
ほ
ど
首
を
垂
れ
る
稲
穂
か
な
」「
鶏
口
と
な
る
も
牛
後
と
な
る
な

か
れ
」「
綸
言
汗
の
ご
と
し
（
一
度
口
を
出
た
言
葉
は
戻
っ
て
こ
な
い
）」

も
母
か
ら
聞
か
さ
れ
た
。
最
近
、
施
設
に
入
っ
た
母
を
見
舞
っ
た
折
に
「
誰

渥美半島伊良湖岬（S47）

雄弁部員として
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ラ
グ
ビ
ー
観
戦
と
ギ
タ
ー
の
日
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
五
六
年
法
学
部
卒　

森　

義
久

　

一
九
七
七
年
四
月
に
人
学
し
、
雄
弁
部
で
出
会
っ
た
同
級
生
の
中
に
佐

藤
君
と
長
谷
川
君
と
い
う
二
人
が
い
ま
し
た
。
入
部
し
て
か
ら
ク
ラ
ス
に

お
互
い
の
顔
を
見
つ
け
た
の
で
、
誘
い
合
っ
て
入
部
し
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
の
四
年
間
、
最
も
長
い
時
間
を
共
に
過
ご
し
た
の
は

こ
の
二
人
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

定
年
退
職
を
前
に
二
〇
一
二
年
た
ま
た
ま
テ
レ
ビ
で
明
早
戦
を
見
て
、

学
生
時
代
チ
ケ
ッ
ト
の
入
手
方
法
が
わ
か
ら
な
く
て
一
度
も
見
な
い
ま
ま

卒
業
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
今
こ
そ
と
思
い
、
二
〇
一
三
年
最

後
の
国
立
の
明
早
戦
を
見
に
出
か
け
ま
し
た
。
翌
年
秩
父
宮
に
移
っ
て
か

ら
は
、
毎
年
佐
藤
君
や
学
生
時
代
の
友
人
に
会
っ
て
、
勝
っ
て
も
負
け
て

も
試
合
後
新
幹
線
の
時
間
ま
で
飲
ん
で
か
ら
帰
っ
て
く
る
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。

　

も
う
一
つ
や
り
残
し
て
い
た
の
が
、
す
っ
か
り
ご
無
沙
汰
し
て
い
た
ギ

タ
ー
で
す
。
入
学
し
て
早
々
の
五
月
の
連
休
に
帰
省
し
た
私
は
、
ギ
タ
ー

か
ら
教
わ
っ
た
の
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
？
」
と
尋
ね
て
み
た
ら
、「
女

学
校
の
先
生
」
だ
と
い
う
。
戦
前
の
教
育
も
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
。
名

セ
リ
フ
や
名
文
の
引
用
の
妙
、
豊
富
な
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
で
評
判
が
高

か
っ
た
読
売
新
聞
の
朝
刊
コ
ラ
ム
「
編
集
手
帳
」。
二
〇
〇
一
年
か
ら
一
六

年
間
担
当
し
た
竹
内
政
明
さ
ん
が
四
年
前
、
日
本
記
者
ク
ラ
ブ
賞
を
受
賞

し
た
。
竹
内
さ
ん
は
読
ん
だ
本
や
人
か
ら
聞
い
た
話
で
「
こ
れ
は
」
と
思

う
フ
レ
ー
ズ
を
分
野
ご
と
に
フ
ァ
イ
ル
に
整
理
し
、
そ
の
膨
大
な
引
出
し

か
ら
材
料
を
選
ん
で
原
稿
を
紡
い
で
い
た
。自
ら
を「
文
章
芸
人
」と
い
う
。

　

竹
内
さ
ん
を
真
似
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
私
は
編
集
現
場
を
離
れ
て
管

理
職
に
な
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
パ
ソ
コ
ン
に
「
備
忘
録
」
と
題
し
た
フ
ァ
イ

ル
を
作
っ
て
、
こ
れ
は
と
思
っ
た
言
葉
や
フ
レ
ー
ズ
を
記
録
し
て
い
る
。

か
れ
こ
れ
十
数
年
に
な
る
が
、
社
内
の
訓
示
や
様
々
な
場
所
で
の
挨
拶
、

そ
し
て
手
紙
や
頼
ま
れ
原
稿
を
書
く
際
に
ず
い
ぶ
ん
と
役
に
立
っ
た
。
読

書
の
際
に
は
付
箋
を
用
意
し
て
お
く
。

　

本
学
出
身
の
名
優
・
高
倉
健
さ
ん
（
故
人
）
が
テ
レ
ビ
で
「
プ
ロ
と
は
」

と
は
問
わ
れ
、
一
言
「
生
業
（
な
り
わ
い
）」
と
答
え
た
こ
と
も
備
忘
録

に
残
っ
て
い
る
。
俺
は
こ
れ
で
め
し
を
食
っ
て
い
る
、
と
い
う
矜
持
。
そ

れ
に
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
を
重
ね
る
、
高
倉
さ
ん
ら
し
い
セ
リ
フ
だ
。

こ
れ
は
入
社
式
の
訓
示
で
一
度
使
わ
せ
て
も
ら
っ
た
。

　

二
〇
二
〇
年
に
は
古
稀
を
迎
え
る
が
、
ま
だ
本
を
読
む
意
欲
は
旺
盛
で

あ
る
。
身
体
の
栄
養
剤
は
ノ
ム
も
の
だ
が
、
頭
の
栄
養
剤
は
ヨ
ム
も
の
、

と
い
う
の
が
私
の
モ
ッ
ト
ー
。
読
書
を
通
じ
て
こ
れ
か
ら
も
備
忘
録
に「
言

葉
の
貯
金
」
を
こ
つ
こ
つ
と
続
け
た
い
。
知
識
は
ど
ん
な
に
使
っ
て
も
な

く
な
ら
な
い
か
ら
。
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を
ま
と
め
る
こ
と
は
部
活
動
に
も
貴
重
な
も
の
。
今
後
の
活
躍
を
祈
念
し

た
い
。

　

日
本
武
道
館
で
の
入
学
式
を
終
え
た
ば
か
り
の
七
八
年
四
月
、
当
時
の

人
気
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
ズ
の
突
然
の
解
散
は
、
社
会
現

象
と
し
て
話
題
と
な
っ
て
い
た
。
米
国
の
社
会
学
者
、
エ
ズ
ラ
・
ヴ
ォ
ー

ゲ
ル
が
「
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
」
で
高
度
経
済
成
長
の
要

因
を
分
析
、
海
外
か
ら
日
本
的
経
営
が
評
価
さ
れ
た
。
巷
で
は
「
読
ん
で

か
ら
見
る
か
、
見
て
か
ら
読
む
か
」
の
宣
伝
先
行
の
豪
華
作
品
や
、「
い

い
日
旅
た
ち
」「
君
の
瞳
は
１
万
ボ
ル
ト
」
な
ど
魅
惑
的
な
宣
伝
コ
ピ
ー

に
彩
ら
れ
商
品
開
発
が
展
開
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
ス
ペ
ー
ス
イ
ン
ベ
ー
ダ
ー
に
代
表
さ
れ
る
次
世
代
ゲ
ー
ム
の
開

発
と
、
世
界
に
誇
れ
る
多
様
な
日
本
文
化
だ
っ
た
が
、
今
に
な
っ
て
振
り

返
る
と
八
〇
年
代
の
バ
ブ
ル
が
は
じ
け
た
悪
夢
の
時
代
に
向
け
た
、
上
辺

だ
け
華
や
か
な
浮
か
れ
た
雰
囲
気
の
世
の
中
だ
っ
た
気
が
す
る
。
私
の
大

学
で
の
生
活
も
地
に
足
が
つ
か
な
い
浮
つ
い
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、「
社

会
の
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
や
経
歴
を
持
つ
人
々
と
出
会
い
、
そ
こ
か
ら
知
恵

や
人
生
を
学
ん
で
い
く
」
と
い
う
ロ
シ
ア
の
作
家
ゴ
ー
リ
キ
ー
「
私
の
大

学
」
に
感
銘
し
、
雄
弁
部
の
活
動
で
も
意
識
し
て
い
た
こ
と
だ
。
同
じ
部

室
の
空
気
を
吸
っ
た
仲
間
た
ち
に
も
学
ん
だ
こ
と
は
多
か
っ
た
。

　

今
ま
で
流
さ
れ
続
け
て
還
暦
が
過
ぎ
た
。今
回
の
記
念
誌
発
刊
を
機
に
、

過
去
を
顧
み
な
が
ら
、
今
後
の
「
学
び
」
に
も
つ
な
げ
て
い
き
た
い
。

と
ア
ン
プ
を
抱
え
て
新
幹
線
で
東
京
に
戻
り
ま
し
た
が
、
東
京
駅
ま
で
迎

え
に
来
て
く
れ
て
、
当
時
住
ん
で
い
た
西
永
福
の
下
宿
ま
で
運
ん
で
く
れ

た
の
も
こ
の
二
人
で
し
た
。

　

こ
の
ま
ま
で
は
今
後
十
年
ぐ
ら
い
の
う
ち
に
こ
の
ギ
タ
ー
を
手
放
す
こ

と
に
な
る
と
思
い
、
二
〇
一
八
年
三
月
に
定
年
退
職
と
な
っ
た
一
年
後
の

今
年
五
月
末
か
ら
、
き
ち
ん
と
習
う
こ
と
を
決
心
し
、
五
歳
年
下
の
プ
ロ

ギ
タ
リ
ス
ト
に
週
一
回
習
っ
て
い
ま
す
。
な
か
な
か
指
は
動
か
ず
記
憶
力

も
怪
し
い
も
の
で
す
が
、
半
年
ほ
ど
続
け
る
う
ち
に
、
我
流
で
弾
い
て
い

た
高
校
大
学
時
代
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。
ギ
タ
ー
の
た
め
に
指
先
を
使
う
こ
と
で
、
高
齢
化
に
よ
る
衰
え
を

少
し
で
も
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
と
毎
日
ギ
タ
ー
に
触
っ
て
い
る

今
日
こ
の
頃
で
す
。

　

今
や
、佐
藤
君
と
の
話
題
も
半
分
ぐ
ら
い
は
ラ
グ
ビ
ー
の
こ
と
で
す
が
、

佐
藤
君
た
ち
は
あ
の
ギ
タ
ー
と
ア
ン
プ
の
重
さ
覚
え
て
い
ま
す
か
。
当
時

は
ギ
タ
ー
だ
け
で
も
四
㎏
あ
っ
た
の
で
す
よ
。

　

雄
弁
部
創
立
一
三
〇
年
記
念
誌
発
行
に
想
う

　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
五
七
年
法
学
部
卒　

鈴
木　

建
志

　

雄
弁
部
創
立
一
三
〇
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
歴
史
的
事
例
が
蓄

積
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
、
節
目
で
歴
史
や
出
来
事
な
ど

雄弁部員として
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辯
部
の
お
陰
で
素
晴
ら
し
い
学
生
生
活
を
送
る
事
が
出
来
た
と
、
感
謝
し

て
い
ま
す
。

　

新
入
生
歓
迎
会
の
時
に
介
護
し
て
下
さ
り
、
そ
れ
以
降
も
面
倒
を
見
て

頂
い
た
、
当
時
四
年
生
の
長
野
県
ご
出
身
の
Ⅰ
先
輩
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
ひ
と
つ
先
輩
の
某
区
長
の
Ｔ
先
輩
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
ま
た
、
同
期
の
み
ん
な
、
あ
り
が
と
う
。
議
論
で
涙
な
が
ら
に
同
期

部
員
の
融
和
を
訴
え
た
友
よ
、
今
で
も
付
き
合
い
の
あ
る
山
形
出
身
の
友

よ
、
苦
学
生
だ
っ
た
福
岡
出
身
の
友
よ
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
。
厳
つ
い

感
じ
の
部
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
今
思
え
ば
と
て
も
人
間
臭
い
、
素
晴
ら

し
い
部
で
し
た
。
不
真
面
目
部
員
な
が
ら
も
、雄
辯
部
Ο
Ｂ
は
誇
り
で
す
。

　

私
は
、
昨
年
（
平
成
三
〇
年
）、
地
元
の
地
銀
を
早
期
退
職
し
、
今
で

は
地
元
の
小
さ
な
自
治
体
の
議
員
を
し
て
お
り
ま
す
。
政
治
に
対
し
て
の

興
味
や
政
治
に
対
す
る
真
摯
な
姿
勢
等
を
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
間
違
い

な
く
雄
辯
部
で
し
た
。
明
治
魂
、
雄
辯
部
魂
に
恥
じ
ぬ
よ
う
、
精
進
し
て

行
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
明
治
大
学
の
、
雄
辯
部
の
益
々
の
ご
発

展
を
、
新
潟
よ
り
祈
念
し
て
い
ま
す
。

　

雄
弁
部
の
す
ば
ら
し
き
仲
間

　
　
　
　
　

昭
和
六
〇
年
政
治
経
済
学
部
卒　

徳
増　

信
哉

　

明
治
大
学
雄
弁
部
創
部
一
三
〇
周
年
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。　
　

　

紫
紺
の
風
に
志
を
乗
せ
て

　
　
　
　

昭
和
六
〇
年
政
治
経
済
学
部
卒　

小
野
澤　

健
一

　

先
ず
以
て
、
明
治
大
学
雄
辯
部
の
創
立
一
三
〇
周
年
、
誠
に
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
諸
先
輩
方
と
現
役
後
輩
の
み
な
さ
ま
の
、
ご
尽
力
に
敬

意
を
表
す
る
次
第
で
す
。

　

私
が
明
大
生
の
頃
は
、
ま
だ
明
治
短
大
が
あ
り
、
バ
ン
カ
ラ
臭
の
漂
う

キ
ャ
ン
パ
ス
で
、今
の
現
役
生
は
想
像
出
来
な
い
で
し
ょ
う
。
建
物
は〝
原

爆
ド
ー
ム
〟
と
言
わ
れ
た
、
明
治
大
学
の
シ
ン
ボ
ル
的
建
物
の
記
念
館
が

あ
り
、
そ
の
最
上
階
の
四
階
に
部
室
が
あ
り
ま
し
た
。
歴
史
と
雄
辯
部
の

偉
業
を
感
じ
る
空
間
で
し
た
。

　

余
談
で
す
が
、
校
舎
の
解
体
工
事
の
時
に
、
職
場
の
後
輩
（
明
大
卒
）

が
た
ま
た
ま
東
京
に
行
く
と
言
っ
た
の
で
、
工
事
業
者
に
頼
み
込
ん
で
、

記
念
館
の
破
片
を
貰
っ
て
来
て
く
れ
と
お
願
い
し
、持
ち
帰
っ
て
も
ら
い
、

今
で
も
保
管
し
て
い
ま
す
。
部
位
は
記
念
館
の
石
階
段
の
一
部
、
と
の
こ

と
。「
甲
子
園
の
砂
」
と
同
じ
く
、
青
春
の
思
い
出
で
す
。

　

さ
て
、
私
は
ま
じ
め
な
部
員
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
諸
先
輩
の

オ
ー
ラ
、
同
期
の
問
題
意
識
の
高
さ
、
全
て
に
圧
倒
さ
れ
、
自
分
の
至
ら

な
さ
を
痛
感
致
し
ま
し
た
。
正
直
言
っ
て
、
ヤ
バ
イ
部
に
入
っ
て
し
ま
っ

た
、
と
後
悔
し
き
り
で
し
た
、
当
初
は
。
今
は
全
く
反
対
の
思
い
で
、
雄



67

　

私
が
雄
弁
部
の
門
を
た
た
い
た
の
は
一
九
八
一
年
四
月
、
入
学
式
の
翌

日
で
し
た
。
当
時
二
年
で
和
泉
支
部
長
の
田
中
良
さ
ん
（
現
東
京
都
杉
並

区
長
）
か
ら
勧
誘
さ
れ
、
即
断
で
八
一
年
度
の
入
部
第
一
号
に
な
る
こ
と

を
決
め
ま
し
た
。

　

田
中
先
輩
は
雄
弁
部
を
行
動
的
な
組
織
に
ま
と
め
る
た
め
、「
政
治
倫

理
の
確
立
」
を
テ
ー
マ
に
遊
説
を
約
一
年
が
か
り
で
準
備
。
政
界
で
は

ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
で
逮
捕
さ
れ
た
田
中
角
栄
元
首
相
が
闇
将
軍
と
し
て
君

臨
し
た
の
に
対
し
、
雄
弁
部
Ｏ
Ｂ
の
三
木
武
夫
元
首
相
は
反
角
栄
、
反
金

権
を
唱
え
、
多
く
の
部
員
も
三
木
氏
に
共
感
を
覚
え
た
の
で
す
。
田
中
元

首
相
逮
捕
か
ら
六
年
の
八
二
年
七
月
二
七
日
、「
ス
ト
ッ
プ
・
ザ
・
構
造

汚
職
・
金
権
政
治
」
を
ス
ロ
ー
ガ

ン
に
、
東
京
・
数
寄
屋
橋
で
遊
説

を
開
始
し
約
二
〇
日
間
、
首
都
圏

約
六
〇
ヵ
所
を
行
脚
。
私
は
休
ま

ず
参
加
し
、
毎
日
夕
方
、
渋
谷
駅

ハ
チ
公
前
で
は
マ
イ
ク
を
握
り

続
け
ま
し
た
。

　

毎
日
新
聞
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
の

故
岩
見
隆
夫
さ
ん
が
「
ノ
ン
ポ

リ
、
無
気
力
と
き
め
て
か
か
っ
て

は
い
け
な
い
。
行
動
派
の
学
生
も

い
た
」
と
同
紙
一
面
ひ
と
欄
で
、
田
中
先
輩
を
取
り
上
げ
て
く
れ
た
こ
と

が
励
み
に
な
り
ま
し
た
。
同
じ
頃
、汚
職
議
員
の
居
座
り
を
き
っ
か
け
に
、

大
阪
府
堺
市
の
住
民
が
直
接
請
求
し
、
政
治
倫
理
条
例
制
定
の
運
動
を
展

開
中
で
し
た
。
雄
弁
部
有
志
も
こ
の
運
動
に
参
加
し
、
翌
八
三
年
に
全
国

初
の
政
治
倫
理
条
例
が
制
定
さ
れ
た
時
に
は
私
た
ち
の
遊
説
も
力
に
な
っ

た
と
自
負
し
ま
し
た
。

　

二
年
の
後
半
か
ら
私
は
ル
ー
ル
の
あ
る
知
的
論
争
術
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
に

取
り
組
み
、第
一
回
東
西
学
生
デ
ィ
ベ
ー
ト
コ
ン
テ
ス
ト
で
は
三
位
。デ
ィ

ベ
ー
ト
の
先
達
で
あ
る
英
語
サ
ー
ク
ル
Ｅ
Ｓ
Ｓ
の
強
豪
チ
ー
ム
に
勝
つ
た

め
、
論
理
・
情
報
収
集
力
・
発
表
能
力
を
鍛
え
ま
し
た
。
一
方
通
行
の
弁

論
か
ら
双
方
向
の
討
論
へ
と
進
化
さ
せ
る
た
め
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
大
会
や
そ

の
意
義
を
広
め
る
企
画
も
開
催
。
第
二
回
東
西
学
生
デ
ィ
ベ
ー
ト
コ
ン
テ

ス
ト
は
「『
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
プ
ロ
選
手
の
出
場
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
』

は
是
か
非
か
」
を
論
題
に
、
Ｅ
Ｓ
Ｓ
を
破
り
優
勝
し
ま
し
た
。
こ
の
立
証

責
任
に
基
づ
く
論
争
術
は
後
の
取
材
活
動
に
も
役
立
っ
た
の
で
す
。

　

卒
業
後
は
世
の
中
を
俯
瞰
し
、
是
々
非
々
で
対
応
で
き
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
を
選
択
。
毎
日
新
聞
社
に
入
社
し
、
政
治
記
者
な
ど
二
三
年
間
新
聞

記
者
を
務
め
、
現
在
は
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
新
聞
事
業
を
担
当
し
て

い
ま
す
。
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
は
よ
り
良
い
政
治
の
実
現
と
と
も
に
、
幼
少
の

頃
か
ら
親
し
ん
だ
国
技
大
相
撲
の
発
展
で
す
。
今
年
の
大
相
撲
九
月
場
所

千
秋
楽
で
私
が
毎
日
新
聞
社
の
優
勝
額
を
正
代
関
に
授
与
し
た
際
、
雄

徳勝龍関に授与　＝写真＝　（日本相撲協会提供）

雄弁部員として
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興
味
を
持
ち
、
明
治
大
学
の
政
治
経
済
学
部
政
治
学
科
へ
進
む
こ
と
に
し

た
の
で
す
。

　

入
学
後
、
新
入
生
対
象
の
各
部
の
勧
誘
集
会
に
出
席
し
、
そ
こ
で
、
雄

弁
部
の
存
在
を
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
当
時
、
雄
弁
部
の
新
入
生
歓
迎
行

事
は
、
自
民
党
本
部
の
訪
問
で
し
た
。
理
論
の
勉
強
は
大
学
の
講
義
や
ゼ

ミ
で
で
き
ま
す
が
、
せ
っ
か
く
政
治
の
中
心
地
で
あ
る
東
京
に
い
る
の
で

す
か
ら
、
雄
弁
部
の
活
動
を
通
じ
て
政
治
の
現
場
を
肌
で
知
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
れ
ば
、ぜ
ひ
学
ん
で
み
た
い
と
思
い
、入
部
を
決
め
ま
し
た
。　

　

雄
弁
部
で
は
、
部
員
は
昼
に
和
泉
校
舎
の
屋
上
に
集
合
し
、
腕
立
て
伏

せ
や
腹
筋
運
動
を
し
て
体
幹
を
鍛
え
、
発
声
や
口
調
練
習
を
毎
日
の
よ
う

に
行
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
正
課
の
勉
強
は
ほ
ど
ほ
ど
に
、
放
課
後
、
時

事
問
題
等
の
自
主
勉
強
会
が
開
か
れ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
夜

な
夜
な
酒
を
飲
み
つ
つ
、朝
ま
で
口
角
泡
飛
ば
し
て
議
論
し
た
も
の
で
す
。

二
年
次
に
は
、
国
内
政
治
に
お
い
て
田
中
支
配
が
深
ま
る
中
、
部
全
体
で

「
政
治
倫
理
の
確
立
」
を
掲
げ
、
勉
強
し
た
成
果
を
街
頭
に
出
て
訴
え
た

り
も
し
ま
し
た
。
新
聞
各
紙
に
取
り
上
げ
ら
れ
、注
目
を
集
め
ま
し
た
が
、

学
生
と
は
い
え
、
社
会
に
向
け
て
政
治
活
動
を
行
う
こ
と
の
責
任
を
強
く

自
覚
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
三
年
次
、
私
は
、
全
関
東
学
生
雄
弁
連
盟
（
略

称:
全
関
）
の
執
行
委
員
長
に
な
り
ま
し
た
。
全
関
の
活
動
を
行
う
と
と

も
に
、
新
聞
社
主
催
の
日
本
語
デ
ィ
ベ
ー
ト 

（
討
論
） 

大
会
に
も
参
加
し
、

三
年
目
で
よ
う
や
く
団
体
優
勝
し
て
、
仲
間
と
喜
び
を
分
か
ち
あ
っ
た
こ

弁
部
の
前
川
一
郎
大
先
輩
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
で
見
届
け
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

相
撲
流
で
言
え
ば
ガ
チ
ン
コ
の
人
生
を
貫
徹
で
き
た
の
は
学
生
時
代
の

す
ば
ら
し
き
仲
間
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
ん
な
扉
を
開
い

て
く
れ
た
雄
弁
部
に
感
謝
致
し
ま
す
。

　

日
々
勉
強
！
結
果
に
責
任
！

　
　
　
　
　

昭
和
六
一
年
政
治
経
済
学
部
卒　

赤
池　

誠
章

　

明
治
大
学
雄
弁
部
創
立
一
三
〇
周
年

に
あ
た
り
、
心
よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ

ま
す
。

　

私
が
明
治
大
学
に
入
学
し
た
の
は
、

昭
和
五
六
（
一
九
八
一
）
年
で
す
。
当

時
は
、
大
平
正
芳
総
理
の
急
死
を
受
け

た
初
の
衆
参
同
時
選
挙
で
自
民
党
が
大
勝
し
、
鈴
木
善
幸
総
理
が
内
閣
を

組
織
し
て
い
た
一
方
、
そ
の
裏
で
は
、
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
で
逮
捕
さ
れ
た

田
中
角
栄
元
総
理
が
「
目
白
の
闇
将
軍
」「
キ
ン
グ
メ
ー
カ
ー
」
と
し
て

君
臨
し
て
い
た
頃
で
す
。
国
際
情
勢
に
お
い
て
は
、
米
ソ
冷
戦
体
制
に
あ

り
、
レ
ー
ガ
ン
米
大
統
領
の
強
い
指
導
力
の
下
、
日
米
は
同
盟
関
係
へ
と

深
化
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
政
治
に
強
い
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に
入
部
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
仲
間
で
あ
り
ま
す
、時
得
君
、

長
尾
君
、
阿
部
君
た
ち
を
は
じ
め
ほ
か
の
大
学
の
学
生
と
と
も
に
自
民
党

学
生
部
の
活
動
に
没
頭
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

家
に
帰
る
た
び
に
労
働
組
合
の
幹
部
を
経
験
し
た
父
親
と
対
立
す
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
は
懐
か
し
い
思
い
出
で
あ
り
ま
す
。
三
〇
歳
ま
で
に
議

員
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
政
治
を
諦
め
ろ
と
い
う
父
親
と
の
約
束
が
あ
り
、

二
九
歳
で
出
馬
し
た
市
議
選
に
初
当
選
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
考
え
て

み
れ
ば
、
私
の
人
生
は
、
自
分
の
強
い
意
志
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
意

志
の
中
で
、
周
り
の
環
境
に
よ
っ
て
、
人
生
が
築
き
あ
げ
ら
れ
て
き
た
気

が
し
ま
す
。
自
分
の
意
志
で
県
議
選
に
出
馬
し
よ
う
と
し
た
ら
後
援
会
幹

部
か
ら
こ
ぞ
っ
て
反
対
を
受
け
、
泣
く
泣
く
市
議
会
議
員
選
挙
に
出
た
の

が
四
期
目
の
市
議
選
で
し
た
。
そ
の
期
は
、
藤
沢
市
議
会
で
は
異
例
の
四

年
間
議
長
を
務
め
さ
せ
て
頂
き
、
最
後
の
二
年
は
、
全
国
市
議
会
議
長
会

会
長
と
い
う
到
底
自
分
の
力
だ
け
で
は
な
れ
な
い
役
を
頂
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
期
が
終
わ
り
に
近
づ
く
と
現
職
の
県
議
が
、
私
に
地
盤

を
受
け
継
い
で
ほ
し
い
と
の
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
。
全
国
市
議
会
議
長

会
会
長
、
神
奈
川
県
議
会
議
員
と
ま
る
で
地
方
議
会
の
フ
ル
コ
ー
ス
の
よ

う
な
歩
み
で
あ
り
、
支
え
て
頂
い
て
い
る
皆
様
方
に
対
し
て
は
、
感
謝
に

堪
え
ま
せ
ん
。

　

考
え
て
み
れ
ば
私
の
政
治
生
活
の
原
点
は
、
明
治
大
学
の
雄
辯
部
で
あ

り
、
こ
こ
に
所
属
し
て
い
な
け
れ
ば
今
の
自
分
は
あ
り
ま
せ
ん
。
間
も
な

と
が
今
で
も
記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

改
め
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
一
学
生
だ
っ
た
自
分
が
、
自
民
党
の
参

議
院
議
員
と
し
て
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
る
と
は
、
当
時
ま
っ
た
く
も
っ

て
思
い
も
寄
ら
ぬ
こ
と
で
し
た
。
現
在
、
私
は
国
会
議
員
と
し
て
、
早
朝

か
ら
夜
ま
で
慌
た
だ
し
く
活
動
す
る
日
々
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。「
日
々

勉
強
！
結
果
に
責
任
！
」
の
姿
勢
が
私
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
す
が
、
そ
の
原

初
は
、
大
学
時
代
の
雄
弁
部
の
活
動
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　

明
治
大
学
雄
弁
部
創
立
一
三
〇
周
年
に
あ
た
り
、
私
自
身
、
改
め
て
明

治
大
学
雄
弁
部
と
い
う
原
点
を
再
認
識
し
、
引
き
続
き
国
政
に
邁
進
し
て

ま
い
る
所
存
で
す
。
明
治
大
学
雄
弁
部
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
今
後
益
々

の
ご
発
展
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

明
治
大
学
雄
辯
部
一
三
〇
年
に
寄
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
六
一
年
法
学
部
卒　

国
松　

誠

　

長
い
歴
史
の
中
の
記
念
の
年
を
迎
え
た
こ
と
を
お
慶
び
申
し
上
げ
ま

す
。
私
自
身
に
と
っ
て
の
明
治
大
学
雄
辯
部
は
、
籍
を
置
か
せ
て
い
た
だ

い
た
だ
け
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
し
た
。
大
学
一
年
生
。
そ
れ
ま
で
続
け

て
き
た
ラ
グ
ビ
ー
が
や
り
た
く
て
体
同
連
ラ
グ
ビ
ー
部
で
汗
を
流
し
て
い

ま
し
た
。
怪
我
で
休
部
を
し
て
い
た
時
に
仲
間
か
ら
誘
わ
れ
二
年
生
の
時

雄弁部員として
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断
し
ま
し
た
。

　

そ
の
背
景
に
は
自
分
の
生
育
環
境
も
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。私
は
、

太
平
洋
戦
争
中
に
母
方
の
祖
父
が
南
方
戦
線
で
戦
死
し
て
遺
骨
も
帰
っ
て

こ
な
か
っ
た
た
め
、
平
和
へ
の
思
い
を
強
く
持
つ
一
方
、
本
家
の
伯
父
が

十
五
歳
で
予
科
練
（
海
軍
飛
行
予
科
練
習
生
）
に
志
願
し
、
国
の
た
め
に

死
ぬ
覚
悟
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
誇
り
に
思
い
、
自
分
以
外
の
も
の
に
身

を
さ
さ
げ
ら
れ
る
よ
う
な
人
に
な
り
た
い
と
い
う
願
望
も
持
っ
て
い
ま
し

た
。
ま
た
、
高
校
時
代
の
世
界
史
の
教
師
か
ら
授
業
で
フ
ラ
ン
ス
革
命
ば

か
り
教
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
左
右
両
極
の
政
治
が
も
た
ら
す
弊
害

が
嫌
い
で
し
た
。

　

か
く
し
て
私
は
雄
弁
部
に
入
り
、
国
や
社
会
の
在
り
方
も
含
め
、
多
様

な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
仲
間
た
ち
と
夜
を
徹
し
て
議
論
し
て
自
己
研
鑽
に
励

み
ま
し
た
。
更
に
デ
ィ
ベ
ー
ト
大
会
や
全
関
（
全
関
東
学
生
雄
弁
連
盟
）

の
活
動
に
も
取
り
組
み
、
事
実
に
基
づ
く
理
論
や
行
動
の
大
切
さ
を
学
び

ま
す
。
雄
弁
部
の
部
長
を
務
め
て
お
ら
れ
た
岡
野
加
穂
留
教
授
の
薫
陶
を

受
け
て
比
較
政
治
学
や
弁
証
法
、ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
政
治
に
関
心
を
持
ち
、

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
著
作
も
乱
読
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、「
自

分
の
目
で
実
際
に
見
る
こ
と
、
思
い
込
み
を
可
能
な
限
り
排
除
し
て
是
々

非
々
で
議
論
し
、
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
」
と
い
う
強
い
信
念
を
抱

く
よ
う
に
な
り
、
報
道
の
仕
事
に
就
こ
う
と
決
め
た
の
で
す
。

　

雄
弁
部
で
の
経
験
は
、私
の
人
格
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

く
還
暦
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
大
学
時
代
は
振
り
返
れ
ば
懐
か

し
く
も
あ
り
、
未
だ
道
半
ば
で
あ
る
現
在
は
、
大
い
な
る
励
み
に
も
し
て

い
ま
す
。志
、仲
間
、大
事
な
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。感
謝
。　

　

雄
弁
部
と
私

　
　
　
　
　

昭
和
六
一
年
政
治
経
済
学
部
卒　

茂
木　

浩
之

　

こ
の
度
は
、雄
弁
部
が
創
立
一
三
〇

周
年
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
を
心
よ
り

お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。
私
は
昭
和

六
一
年
四
月
、
明
治
大
学
政
治
経
済

学
部
を
卒
業
後
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
記
者
と

し
て
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
四
年

前
、和
泉
キ
ャ
ン
パ
ス
の
部
室
を
訪
ね
た
の
が
雄
弁
部
と
の
出
会
い
で
す
。

　

当
時
の
部
室
に
は
学
生
服
や
、
学
生
運
動
の
活
動
家
の
よ
う
な
服
装
の

先
輩
が
数
人
い
て
、
外
見
か
ら
だ
け
で
も
、
多
様
な
個
性
を
発
揮
し
て
い

ま
し
た
。
私
が
、
社
会
科
学
の
研
究
会
に
関
心
が
あ
る
旨
を
話
す
と
、
先

輩
が
「
雄
弁
部
に
入
っ
た
方
が
い
い
と
思
う
よ
。
君
が
考
え
て
い
る
よ
う

な
研
究
会
は
、実
体
と
し
て
は
左
翼
セ
ク
ト
の
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
だ
か
ら
ね
。

こ
こ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
共
存
が
共
通
認
識
で
、
活
動
は
自
由
だ
か
ら
勉

強
に
な
る
よ
」
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
私
は
入
部
を
決



71

え
る
ほ
ど
。
確
か
に
、
こ
の
歳
で
女
性
の
同
期
社
員
が
今
で
も
十
名
以
上

い
る
の
は
、
珍
し
い
こ
と
の
よ
う
。
な
の
で
、
ま
だ
ま
だ
女
性
だ
か
ら
と

苦
労
し
て
い
る
年
下
の
他
社
社
員
の
話
を
聞
い
て
驚
く
こ
と
が
あ
る
。

　

近
年
は
、
当
社
で
も
男
性
が
育
休
を
普
通
に
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
世

間
で
は
、
ま
だ
ま
だ
一
般
的
で
は
な
く
、
男
性
上
司
が
良
い
顔
を
し
な
い
、

と
い
う
話
も
聞
く
。
当
社
は
、
自
身
が
育
休
を
と
っ
た
経
験
の
あ
る
女
性

の
多
い
職
場
だ
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
、
普
通
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め

ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
育
休
復
帰
後
、
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
時
短
勤

務
を
長
期
間
利
用
す
る
女
性
社
員
に
対
し
、
厳
し
い
目
を
向
け
る
の
は
、

子
ど
も
を
持
っ
て
働
く
女
性
社
員
だ
っ
た
り
す
る
。
三
十
代
、
子
育
て

期
間
中
の
制
限
の
あ
る
働
き
方
が
そ
の
後
の
キ
ャ
リ
ア
に
影
響
し
、
四
十

代
、
五
十
代
で
ス
キ
ル
が
積
み
上
が
っ
て
い
な
い
事
例
を
複
数
目
に
し
て

し
ま
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
本
当
に
女
性
活
用
を
目
指
す
の
で
あ
れ

ば
、
育
児
中
の
優
遇
だ
け
で
は
な
く
、
勤
務
の
柔
軟
性
と
キ
ャ
リ
ア
双
方

の
支
援
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

　

私
よ
り
も
上
の
世
代
の
働
く
女
性
は
、
限
ら
れ
た
人
々
だ
っ
た
。
時
の

経
過
と
と
も
に
、女
性
が
社
会
で
働
く
こ
と
は
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
。

ま
だ
ま
だ
実
態
に
は
課
題
も
多
い
が
、
近
い
将
来
、「
女
性
活
用
」
と
敢

え
て
言
わ
な
く
て
も
良
い
世
の
中
に
な
る
こ
と
を
、
願
う
。

雄
弁
部
で
鍛
え
ら
れ
た
お
か
げ
で
赴
任
地
で
は
、
雲
仙
普
賢
岳
の
災
害
取

材
や
、
沖
縄
サ
ミ
ッ
ト
の
デ
ス
ク
業
務
の
他
、
報
道
局
で
は
、
国
政
選
挙

の
開
票
速
報
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
り
や
、
番
組
の
制
作
等
、
数
多
く
の
修
羅

場
を
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
今
も
当
時
の
仲
間
と
は
、

電
話
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
つ
な
が
り
、
気
兼
ね
な
く
何
で
も
語
り
合
え
る
関
係
が

続
い
て
い
ま
す
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
も
同
期
、
同
僚
に
他
大
学
の
弁
論
部
出
身
者

が
多
く
い
て
話
が
盛
り
上
が
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
未
筆
な
が
ら
、
雄
弁

部
の
一
層
の
ご
発
展
と
現
役
学
生
の
皆
さ
ん
の
ご
活
躍
を
祈
念
致
し
ま
し

て
、
お
祝
い
の
言
葉
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
「
女
性
活
用
」
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　

昭
和
六
三
年
文
学
部
卒　

山
川　

か
お
る

　

昭
和
最
後
の
年
に
、
私
は
社
会
人
に
な
っ
た
。
入
社
当
時
は
、
男
女
雇

用
機
会
均
等
法
が
施
行
さ
れ
て
間
も
な
く
、「
一
般
職
」「
総
合
職
」
と
い

う
呼
び
名
も
ま
だ
あ
っ
た
頃
。
幸
い
、
以
前
か
ら
女
性
活
用
が
あ
た
り
ま

え
の
会
社
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
平
成
を
越
え
、
令
和
に
な
っ
て
も
ま
だ

勤
続
中
。
産
休
育
休
も
二
回
取
り
、
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
復
帰
、
普
通

に
管
理
職
も
経
験
し
、
処
遇
・
昇
進
に
お
い
て
、
女
性
だ
か
ら
と
悔
し
い

思
い
を
し
た
こ
と
が
、
実
は
な
い
。
昨
今
の
、
女
性
活
用
に
力
を
入
れ
よ

う
、
女
性
管
理
職
を
三
割
以
上
に
、
等
の
か
け
声
が
、
少
々
古
く
さ
く
思

雄弁部員として
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読
書
量
、
知
識
量
、
行
動
力
、
表
現
力
の
豊
か
さ
。
時
に
は
や
っ
て
い
け

る
か
と
思
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
何
と
か
つ
い
て
い
っ
た
。
三
年
生
か
ら

は
各
大
学
が
主
催
す
る
弁
論
大
会
に
出
場
、
自
分
の
思
う
と
こ
ろ
を
主
張

し
た
。

　

雄
弁
部
は
、
今
も
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、
研
究
会
や
部
の
仲
間
と
話
し
て

い
る
う
ち
に
、
知
識
が
増
え
、
視
野
が
広
が
る
。
そ
れ
は
成
長
の
証
で
あ

る
が
、
一
方
で
矛
盾
も
見
え
て
く
る
。
人
、
社
会
、
世
界
。
自
分
の
問
題

と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
な
り
の
答
え
、
方
向
性
を
み
つ
け
よ
う
と
あ
せ
る

が
あ
ま
り
、
そ
の
難
し
さ
、
奥
の
深
さ
、
自
分
の
能
力
の
限
界
、
自
分
の

存
在
の
小
さ
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
何
と
か
課
題
に
挑
戦
し
よ
う
と
試

み
る
も
、
悩
み
、
苦
し
み
、
挫
折
、
若
く
し
て
命
を
落
と
す
人
も
い
た
。

そ
う
こ
う
し
て
い
る
間
に
、
気
が
つ
け
ば
卒
業
を
迎
え
て
い
た
。

　

部
を
離
れ
て
三
十
年
近
く
に
な
っ
た
。
雄
弁
部
時
代
を
振
返
り
、
あ
の

頃
は
何
だ
っ
た
の
か
と
思
う
に
答
え
は
、
今
も
っ
て
な
い
。
た
だ
新
聞
等

で
報
じ
ら
れ
る
政
治
、
経
済
、
生
命
、
技
術
、
地
域
社
会
、
日
常
生
活
の

小
さ
な
こ
と
ま
で
、
こ
れ
は
と
思
う
テ
ー
マ
が
あ
っ
た
時
は
、
主
体
的
に

考
え
て
み
よ
う
、
追
及
し
て
み
よ
う
と
す
る
が
、
こ
の
姿
勢
は
あ
の
こ
ろ
、

即
ち
雄
弁
部
に
在
籍
し
て
い
た
こ
と
で
無
意
識
の
う
ち
に
身
に
つ
い
て
い

た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

あ
の
こ
ろ
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
年
農
学
部
卒　

中
山　

潔

　

何
処
に
で
も
い
る
学
生
だ
っ
た
。
雄
弁
部
に
在
籍
し
て
い
た
の
は
昭
和

六
一
年
か
ら
平
成
元
年
で
し
た
。
何
故
入
部
し
た
の
か
、
実
は
今
も
っ
て

わ
か
ら
な
い
。
野
心
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
大
き
な
目
標
が
あ
っ
た

わ
け
で
も
な
い
。
大
学
人
学
寸
前
に
読
ん
だ
新
書「
大
学
で
何
を
学
ぶ
か
」

（
隅
谷
三
喜
男
著
）
の
中
で
「
一
橋
は
一
橋
、明
治
は
明
治
、立
教
は
立
教
、

ま
だ
残
っ
て
い
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
の
個
性
を
よ
く
見
て
、
自
分
の
個

性
に
あ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
挑
戦
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う

文
章
が
目
に
留
ま
っ
た
が
そ
れ
で
も
な
い
。
何
か
あ
る
と
思
っ
て
入
部
し

た
。

　

そ
の
時
代
は
わ
り
と
豊
か
だ
っ
た
。
学
生
運
動
は
存
在
し
て
い
た
が
、

昔
日
の
勢
い
は
な
く
、
テ
ニ
ス
、
ス
キ
ー
等
ス
ポ
ー
ツ
サ
ー
ク
ル
全
盛
の

時
代
で
あ
っ
た
。

　

当
時
の
雄
弁
部
は
、
岡
野
加
穂
留
教
授(

後
の
学
長)

を
部
長
に
約
百

名
在
籍
し
て
い
た
。
代
表
制
に
よ
る
組
織
、
定
例
部
会
、
合
宿
、
活
動
は

有
志
、研
究
会
単
位
で
行
っ
て
い
た
。
生
田
か
ら
の
参
加
で
あ
っ
た
た
め
、

明
大
前
や
駿
河
台
ま
で
出
向
い
た
。
入
部
当
初
は
、
沖
縄
問
題
研
究
会
、

デ
ィ
ベ
ー
ト
研
究
会
に
参
加
し
た
。
ま
ず
驚
か
さ
れ
た
の
は
、
先
輩
方
の
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卒
業
か
ら
二
十
年

　
　
　
　
　

平
成
一
一
年
政
治
経
済
学
部
卒　

内
山　

佳
洋

　

神
田
駿
河
台
を
訪
れ
る
と
、
懐
か
し
さ
と
、
心
の
奥
底
に
あ
る
気
恥
ず

か
し
さ
の
よ
う
な
、
独
特
の
感
情
が
湧
い
て
く
る
。
錦
華
公
園
で
校
歌
を

歌
い
上
げ
て
い
た
過
去
の
自
分
に
、
誇
れ
る
姿
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
。

　

現
在
四
三
歳
。

　

振
り
返
る
と
、
決
し
て
順
調
で
は
な
か
っ
た
経
済
に
、
逆
ら
え
な
か
っ

た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
小
さ
な
夢
を
追
い
か
け
な
が
ら
、
流
行
り
の
仕

事
に
就
い
た
り
、
辞
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
り
。
右
往
左
往
し
て
き
た
。

よ
う
や
く
落
ち
着
い
て
仕
事
に
打
ち
込
め
る
環
境
に
な
っ
た
の
は
、
四
〇

も
近
づ
い
た
頃
。
随
分
と
時
間
を
か
け
て
し
ま
っ
た
気
も
す
る
。

　

さ
ら
に
振
り
返
っ
て
一
八
歳
。

　

地
方
か
ら
上
京
し
て
す
ぐ
、
一
人
心
細
い
和
泉
キ
ャ
ン
パ
ス
に
て
。
何

故
か
強
烈
に
惹
か
れ
た
雄
弁
部
の
勧
誘
卓
に
出
会
え
た
こ
と
は
、
人
生
最

高
の
幸
運
の
一
つ
と
言
い
切
れ
る
。
部
室
に
放
り
込
ま
れ
た
瞬
間
か
ら
情

け
容
赦
無
い
先
輩
、
人
間
味
溢
れ
る
同
期
、
個
性
が
強
す
ぎ
る
後
輩
。
取

り
つ
か
れ
た
よ
う
に
語
り
合
っ
た
日
々
は
輝
い
て
、
心
に
刻
ま
れ
て
消
え

な
い
。
そ
の
宝
石
よ
う
な
日
々
に
恥
じ
な
い
自
分
で
あ
り
た
い
。
自
分
に

も
、
先
輩
に
も
後
輩
に
も
。
だ
か
ら
こ
そ
時
折
、
気
恥
ず
か
し
く
、
情
け

な
い
気
持
ち
に
も
な
っ
た
り
も
し
て
い
た
。

　

三
八
歳
。

　

自
身
の
結
婚
式
に
、
た
く
さ
ん
の
雄
弁
部
の
先
輩
・
同
期
・
後
輩
が
来

て
く
れ
た
。
十
数
年
会
っ
て
い
な
か
っ
た
顔
・
顔
。
そ
れ
ぞ
れ
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
事
情
が
あ
る
は
ず
だ
け
ど
、
皆
笑
顔
で
校
歌
を
歌
い
上
げ
て
く
れ

た
。
列
席
者
、
皆
圧
倒
さ
れ
て
い
た
。
時
間
が
経
っ
て
か
ら
も
、
雄
弁
部

の
迫
力
は
素
晴
ら
し
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

　

今
が
ど
う
だ
と
か
、
気
恥
ず
か
し
さ
な
ん
て
ど
う
で
も
良
い
こ
と
な
の

か
も
し
れ
な
い
。
本
物
の
友
情
と
記
憶
を
持
て
た
、
誇
ら
し
さ
が
あ
る
の

だ
か
ら
。

　

戻
っ
て
現
在
。

　

こ
れ
か
ら
一
〇
年
、
二
〇
年
。
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
社
会
人
と
し
て
責
任

を
果
た
し
て
い
け
る
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
ぐ
ら
い
に
は
立
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。　
　

　

人
生
で
輝
く
雄
弁
部
の
記
憶
。
そ
の
誇
り
と
友
情
を
胸
に
す
れ
ば
、
乗

り
切
っ
て
い
け
る
は
ず
。

　

時
に
は
、
思
い
出
を
肴
に
杯
を
重
ね
て
。　

　

至
誠
が
奔
騰
と
す
る
時

　
　
　
　
　

平
成
一
一
年
政
治
経
済
学
部
卒　

宮
本　

朋
和

　

「
…
雄
弁
は
至
誠
が
奔
騰
す
る
時
、
さ
ん
然
と
し
て
そ
の
光
を
放
つ
も

雄弁部員として
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と
き
、
な
ぜ
か
「
…
雄
弁
は
至
誠
が
奔
騰
す
る
時
…
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ

が
頭
に
よ
ぎ
っ
た
。 

そ
の
（
一
）（
二
）（
三
）
の
軸
で
二
〇
社
ほ
ど
探

し
て
回
っ
て
い
た
ら
、
自
分
の
名
前
ト
モ
カ
ズ
同
じ
友
和
と
い
う
会
社
に

あ
い
、
仕
事
の
や
り
が
い
を
聞
い
て
ピ
ン
と
き
た
。
自
己
実
現
が
で
き
そ

う
だ
と
思
っ
た
と
い
う
話
。
入
社
か
ら
海
外
出
張
や
営
業
で
の
失
敗
、
成

功
で
一
喜
一
憂
し
た
話
。
興
奮
し
な
が
ら
、
二
〇
分
間
話
し
終
え
た
時
、

学
生
た
ち
か
ら
万
雷
の
拍
手
と
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
オ
ベ
ー
シ
ョ
ン
。
採

用
担
当
か
ら
も
こ
ん
な
こ
と
初
め
て
だ
と
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

大
学
雄
弁
の
時
に
感
じ
た
も
の
よ
り
、
共
感
と
し
て
と
て
も
手
応
え
が

あ
る
も
の
で
し
た
。「
至
誠
が
奔
騰
」
と
い
う
感
じ
が
学
生
時
代
と
違
う

質
で
感
じ
、
何
か
コ
ツ
を
掴
ん
だ
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
何
年

に
一
度
、
口
調
文
を
発
声
、
抑
揚
、
間
な
ど
を
意
識
し
て
練
習
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
以
来
、
そ
の
成
功
経
験
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で

プ
レ
ゼ
ン
を
す
る
機
会
が
増
え
、
三
〇
代
後
半
か
ら
採
用
及
び
教
育
担
当

と
し
て
、
様
々
な
機
会
を
得
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
プ
レ
ゼ
ン
練
習
を

五
〇
回
、
一
〇
〇
回
し
て
も
、
わ
た
し
よ
り
と
て
も
上
手
な
人
は
残
念
な

が
ら
多
い
で
す
が
、
心
に
伝
わ
る
と
こ
ろ
で
は
わ
た
し
も
勝
る
と
も
劣
ら

な
い
と
思
え
る
自
信
を
得
た
も
の
で
し
た
。

　

本
年
、
雄
弁
部
は
創
部
一
三
〇
周
年
を
迎
え
ま
す
。
脈
々
と
し
て
受
け

継
が
れ
る
「
雄
弁
道
の
研
鑽
錬
磨
」「
人
間
の
陶
冶
」「
和
し
て
同
ぜ
ず
」「
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
共
存
」
と
い
っ
た
考
え
は
、
自
分
の
心
に
も
深
く
刻
ま
れ

の
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
口
舌
の
雄
を
以
て
し
て
は
、
真
に
人
を
感
動

せ
し
め
る
こ
と
は
出
来
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。」 

学
生
時
代
、
何
百
回

と
な
く
、
口
調
練
習
文
と
し
て
唱
え
て
い
た
一
節
で
あ
る
。 

も
う
既
に
、

当
時
の
雄
弁
部
員
が
普
段
行
う
口
調
分
と
し
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、

当
時
、機
関
支
局
長
を
や
っ
て
い
て
、「
駿
台
雄
辯
創
立
八
十
周
年
記
念
号
」

に
口
調
練
習
文
が
あ
り
、
復
活
し
て
口
調
練
習
を
し
て
い
た
。
何
度
も
何

度
も
繰
り
返
し
、
入
社
し
て
も
、
た
ま
に
口
ず
さ
み
ま
だ
空
で
言
え
て
い

た
。

　

 

社
会
人
三
年
目
の
こ
と
で
あ
る
。
仕
事
で
疲
れ
、
ヘ
ト
ヘ
ト
に
な
っ

て
い
た
。
そ
ん
な
時
、
自
社
の
採
用
イ
ベ
ン
ト
に
て
一
〇
〇
人
ほ
ど
の
学

生
を
前
に
一
〇
分
間
、「
自
分
が
ど
ん
な
就
職
活
動
を
し
て
い
た
の
か
」「
自

分
が
ど
う
し
て
こ
の
会
社
を
選
ん
だ
の
か
」
を
語
る
時
間
を
人
事
か
ら
与

え
ら
れ
た
。
話
し
始
め
て
一
分
、
気
持
ち
が
入
っ
て
き
た
。
自
分
が
超
氷

河
期
の
中
、
部
活
動
に
明
け
暮
れ
、
就
職
活
動
に
一
歩
遅
れ
、
悩
み
悩
み

三
月
初
め
に
二
週
間
台
湾
へ
逃
避
行
の
旅
に
出
て
、

（
一
）
自
分
に
ピ
ン
と
き
た
会
社

（
二
）
海
外
関
係
に
関
わ
れ
る
会
社

（
三
）
自
分
が
強
み
の
挑
戦
意
欲
を
活
か
し
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
場
の
あ

る
と
思
え
た
会
社
…

　

そ
の
話
を
学
生
に
話
し
、
目
を
輝
か
せ
て
学
生
が
聞
い
て
く
れ
て
い
る
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て
い
ま
す
。
人
の
話
を
聞
く
力
、
人
の
心
を
震
わ
せ
る
話
術
の
基
礎
は
雄

弁
部
で
培
わ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
人
生
一
〇
〇
年
時
代
、
私
た
ち
の
年
代

は
多
く
が
一
〇
〇
歳
ま
で
生
き
る
そ
う
で
す
。
生
涯
現
役
、
生
涯
雄
弁
部

Ｏ
Ｂ
と
し
て
、
雄
弁
道
を
研
鑽
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

雄
弁
部
に
出
会
え
て
、
ま
た
、
大
切
な
同
期
や
仲
間
た
ち
に
出
会
え
て
、

本
当
に
幸
せ
だ
と
思
い
ま
す
。
雄
弁
部
の
ま
す
ま
す
の
発
展
と
Ｏ
Ｂ
諸
兄

の
ご
健
勝
を
願
っ
て
止
み
ま
せ
ん
。

　

プ
ラ
ン
作
成
を
行
う
点
で
難
し
い
の
は
、
本
人
の
意
向
と
家
族
の
意
向

が
異
な
る
場
合
で
あ
り
、
家
族
の
意
向
も
、
親
族
が
複
数
い
る
場
合
、
意

見
が
別
れ
る
ケ
ー
ス
が
よ
く
あ
る
点
で
す
。
最
終
的
に
は
、
一
つ
の
方
向

性
に
ま
と
め
、
本
人
と
家
族
の
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

意
見
の
相
違
は
、
か
つ
て
雄
弁
部
に
所
属
し
て
い
る
時
は
、
日
々
感
じ

る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
伝
え
る
事
の
困
難
さ
を
実
感
す
る
こ
と
も
多
く

ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
考
え
る
と
貴
重
な
機
会
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
は
か
つ
て
以
上
に
情
報
量
を
得
や
す
い
環
境
と
な
っ
た
た
め
、
家

族
も
介
護
や
医
療
に
か
か
わ
る
事
に
つ
い
て
主
張
す
る
事
が
増
え
て
ま
い

り
ま
し
た
。

　

家
族
の
持
っ
て
い
る
知
識
は
、
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
く
、
知
識
の
内

容
に
偏
り
が
あ
り
、
捉
え
方
が
断
片
的
で
、
体
系
的
な
捉
え
方
で
は
な
く

て
も
、
そ
の
知
識
で
主
張
し
て
く
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

家
族
に
対
し
て
も
、
理
解
を
し
て
頂
く
た
め
に
、
か
つ
て
雄
弁
部
で
、
自

分
の
意
見
を
い
か
に
伝
え
る
が
悩
ん
で
い
た
こ
ろ
を
思
い
出
す
事
も
あ
り

ま
す
。

　

私
が
雄
弁
部
で
活
動
し
て
い
た
こ
ろ
は
、
将
来
介
護
の
職
に
就
き
、
介

護
の
職
場
で
頻
繁
に
、
言
葉
の
や
り
と
り
を
す
る
事
は
、
想
像
も
し
て
お

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
る
意
味
、
雄
弁
部
で
の
活
動
が
形
を
変
え
て
、
今

も
続
い
て
い
る
と
言
っ
て
も
、過
言
で
は
無
い
よ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。　
　

　

介
護
と
い
う
と
、
身
体
的
な
大
変
さ
を
想
像
さ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

　

雄
弁
部
の
よ
う
な
言
葉
の
や
り
と
り
は
続
く

　
　
　
　
　

平
成
一
二
年
政
治
経
済
学
部
卒　

半
田　

宏
司

　

私
は
、現
在
と
あ
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
、

仕
事
を
し
て
お
り
ま
す
。
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
は
、
介
護
を
必
要
と
す

る
方
に
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
て
、サ
ー
ビ
ス
の
調
整
を
行
い
、き
ち
ん
と
サ
ー

ビ
ス
が
実
行
さ
れ
て
い
る
か
、
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
状
態
が

改
善
し
て
い
る
か
効
果
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
仕
事
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
、
介
護
を
受
け
る
本
人
と
家
族
の
意
向
を
尊
重
し

な
が
ら
作
成
し
ま
す
。
家
族
の
意
向
は
、
す
で
に
本
人
が
意
思
を
明
確
に

伝
え
ら
れ
な
い
場
合
、
特
に
重
要
と
な
り
、
本
人
が
意
思
を
伝
え
ら
れ
る

場
合
も
、
生
活
歴
や
最
近
の
本
人
の
状
態
に
つ
い
て
、
本
人
以
上
に
正
確

に
理
解
し
て
い
た
り
、
情
報
量
を
多
く
持
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

雄弁部員として
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役
所
と
向
き
合
う
仕
事
な
の
で
、
時
に
は
激
し
く
言
い
合
う
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
、
雄
弁
部
で
の
経
験
が
活
き
て
る
な
、
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
今
の
自
分
は
学
生
時
代
に
描
い
て
い
た
も
の
と
異
な
る
仕
事
を
し

て
お
り
ま
す
が
、
言
葉
と
向
き
合
う
仕
事
と
い
え
る
の
で
半
分
夢
は
叶
っ

た
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
お
か
げ
で
Ｏ
Ｇ
Ｏ
Ｂ
の
活
躍
や
近
況
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
、
自
分
も
頑
張
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
が
湧
い
て
き
ま
す
。

今
年
、
自
分
の
新
た
な
挑
戦
と
し
て
宅
地
建
物
取
引
士
の
受
験
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

　

現
役
の
皆
様
、
Ｏ
Ｇ
Ｏ
Ｂ
の
皆
様
の
ご
多
幸
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上

げ
ま
す
。

　
「
お
米
た
べ
て
ー
！
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
」
の
挑
戦

　
　
　
　
　
　
　

平
成
一
三
年
文
学
部
卒　

伊
藤　

慎
一
郎

　

あ
れ
は
今
か
ら
三
年
前
の
冬
。
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
農
業
機
械
を
趣
味
的

に
紹
介
し
て
い
る
サ
イ
ト
、「
撮
り
ト
ラ
」
を
運
営
す
る
服
部
泰
さ
ん
に

興
味
を
持
ち
、
私
は
水
戸
市
に
あ
る
服
部
さ
ん
の
ご
自
宅
を
訪
ね
て
い

た
。
ひ
と
し
き
り
農
機
具
の
楽
し
い
お
話
で
盛
り
上
が
り
、
す
っ
か
り
日

も
暮
れ
て
し
ま
っ
た
。「
今
日
は
泊
っ
て
い
く
と
い
い
よ
」
服
部
さ
ん
に

は
同
居
の
お
父
さ
ん
や
、
奥
さ
ま
、
娘
さ
ん
た
ち
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
現
場
の
介
護
職
員
も
、
職
員
同
士
、
看

護
師
、
医
師
と
の
連
携
、
ご
利
用
者
様
へ
の
声
掛
け
等
、
言
葉
の
や
り
と

り
が
多
く
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
雄
弁
部
で
の
経
験
を
土
台
と
し
、
日
々
、
言
葉
の
や
り

と
り
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

卒
業
二
〇
年
目
の
近
況
報
告

　
　
　

平
成
一
三
年
二
部
政
治
経
済
学
部
卒　

荒
井　

正
志

　

一
三
〇
周
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
早
二
〇
年
近
く
の
年
月
が
経
ち
ま
し
た
。
人
生

紆
余
曲
折
は
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
リ
サ
イ
ク
ル
会
社

の
会
社
員
と
行
政
書
士
の
二
足
の
わ
ら
じ
を
履
い
て
い
ま
す
。

　

役
所
の
許
認
可
や
法
人
設
立
、
外
国
人
ビ
ザ
の
書
類
の
作
成
し
、
役
所

と
向
き
合
う
毎
日
で
す
。

　

許
認
可
で
は
建
設
業
・
産
廃
業
・
古
物
商
・
宅
建
業
・
自
動
車
登
録
・

車
庫
証
明
を
、
法
人
設
立
で
は
株
式
会
社
・
合
同
会
社
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
・

一
般
社
団
法
人
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。
外
国
人
ビ
ザ
は
、
日
本
で
起
業

す
る
た
め
の
「
経
営
・
管
理
」、
就
労
す
る
た
め
の
「
技
術
・
人
文
知
識
・

国
際
業
務
」「
企
業
内
転
勤
」
を
取
り
扱
う
こ
と
が
多
い
で
す
。「
技
能
実

習
生
」
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
。
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量
の
五
％
以
上
が
牛
な
ど
の
飼
料
用
米
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
青
々

と
育
つ
田
ん
ぼ
の
稲
も
、
実
は
ニ
ン
ゲ
ン
の
食
べ
る
お
米
が
作
ら
れ
な
く

な
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
こ
の
調
子
だ
と
、
将
来
に
食
糧
の
輸
入
が
難
し
く

な
っ
て
、
国
産
の
お
米
が
必
要
に
な
っ
た
時
に
、
牛
と
の
お
米
の
奪
い
合

い
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
っ
て
、悲
し
く
な
い
か
？
だ
か
ら
、

も
う
少
し
お
米
を
食
べ
よ
う
よ
。
輸
入
し
な
く
と
も
国
内
で
生
産
で
き
る

お
米
を
。
一
日
一
食
で
も
食
べ
て
く
れ
た
ら
い
い
な
。
お
い
し
い
し
ね
。

そ
れ
を
あ
え
て
都
心
の
赤
坂
で
叫
び
た
い
！
農
業
用
の
一
輪
車
を
利
用
し

た
チ
ー
プ
な
カ
ー
ト
だ
け
ど
、
そ
ん
な
熱
い
思
い
が
込
め
ら
れ
て
る
。

　

レ
ー
ス
当
日
は
台
風
直
撃
の
大
雨
の
中
、
大
学
生
・
ヤ
ン
マ
ー
な
ど
の

メ
ー
カ
ー
・
日
光
江
戸
村
な
ど
六
〇
チ
ー
ム
が
ひ
し
め
く
中
、
見
事
に
三

位
に
入
賞
し
た
。
そ
し
て
今
年
、
二
〇
二
〇
年
の
秋
に
、
日
本
で
は
二
年

ず
、
初
対
面
で
し
か
も
家
族
五
人
で
押
し
か
け
て
い
る
私
に
、
あ
っ
さ
り

と
泊
っ
て
行
け
と
い
う
。
あ
ま
り
の
度
量
の
深
さ
に
驚
く
と
と
も
に
、
私

は
す
っ
か
り
服
部
さ
ん
の
魅
力
の
と
り
こ
と
な
り
、
後
年
の
激
闘
の
レ
ー

ス
へ
の
参
戦
は
こ
の
と
き
決
定
づ
け
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
れ
か
ら
一
年
以
上
た
っ
た
二
〇
一
七
年
の
十
月
、
私
は
東
京
都
港
区

の「
赤
坂
サ
カ
ス
」に
い
た
。飲
料
メ
ー
カ
ー
の
レ
ッ
ド
ブ
ル
の
主
催
す
る
、

「R
E

D
 B

U
L
L
 B

O
X

 C
A

R
T

 R
A

C
E

」
に
参
戦
す
る
た
め
だ
。
レ
ー
ス

は
、
参
加
す
る
チ
ー
ム
が
手
作
り
の
ボ
ッ
ク
ス
カ
ー
ト
に
乗
っ
て
、
タ
イ

ム
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
競
う
。
私
た
ち
の
チ
ー
ム
名
は
、「
お
米
た
べ

て
ー
！
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
」、
田
舎
で
よ
く
見
る
三
〇
㎏
入
り
の
お
コ
メ
袋
を
巨

大
化
し
た
デ
ザ
イ
ン
の
カ
ー
ト
で
、
都
心
の
急
坂
を
疾
走
す
る
の
だ
。
思

え
ば
奇
妙
な
取
り
合
わ
せ
の
コ
ン
ビ
だ
っ
た
と
思
う
。
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

で
ド
ラ
イ
バ
ー
も
務
め
る
服
部
さ
ん
は
、
大
の
農
機
具
好
き
だ
が
農
家
で

は
な
い
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
出
身
の
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
だ
。

　

一
方
、
ス
ポ
ン
サ
ー
と
し
て
、
資
材
提
供
・
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
の
裏
方

を
務
め
る
私
は
、農
機
具
屋
の
四
代
目
で
は
あ
る
が
、天
才
的
な
メ
カ
ニ
ッ

ク
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
器
用
で
人
望
も
あ
る
服
部
さ
ん
に
リ
ー
ド
さ

れ
な
が
ら
、「
伊
藤
産
機
」の
ロ
ゴ
ス
テ
ッ
カ
ー
付
の
素
晴
ら
し
い
カ
ー
ト
、

「
お
米
た
べ
て
ー
！
号
」
は
完
成
し
た
。
そ
の
カ
ー
ト
に
は
お
米
へ
の
熱

い
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

日
本
人
の
お
米
の
消
費
量
は
年
々
少
な
く
な
っ
て
い
て
、
す
で
に
生
産

力を合わせてカートを押し出しました！

嵐の中、疾走する
お米食べて−！TEAMのカート

雄弁部員として
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ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
的
拒
否
感
」
が
問
題
で
あ
る
と
。

　

も
ち
ろ
ん
現
代
は
も
は
や
宗
教
的
価
値
観
に
盲
従
す
べ
き
で
は
な
い

し
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
よ
う
な
カ
ル
ト
宗
教
に
は
拒
否
感
が
あ
っ
て
然
る

べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
と
は
い
え
日
本
は
戦
後
個
人
を
抑
圧
す
る
国
家
主

義
は
国
家
神
道
に
原
因
が
あ
る
と
し
て
政
教
分
離
の
徹
底
を
図
り
ま
し
た

が
、
そ
の
結
果
「
科
学
万
能
主
義
」
と
で
も
い
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
台

頭
し
、「
目
に
見
え
な
い
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
」
が
徐
々
に
失
わ
れ

て
き
ま
し
た
。

　

「
科
学
万
能
主
義
」
は
一
見
科
学
的
に
見
え
て
も
実
際
は
目
に
見
え
な

い
も
の
に
対
す
る
た
だ
の
拒
否
反
応
で
あ
り
、
そ
の
根
源
に
は
人
間
は
神

に
到
達
で
き
な
い
と
す
る
「
不
可
知
論
」
に
端
を
発
し
ま
す
。
日
本
で
は

自
身
を
無
宗
教
と
捉
え
る
人
た
ち
が
多
く
、
自
分
の
存
在
さ
え
も
脳
の
電

気
信
号
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
唯
脳
論
と
で
も
い
う
世
界
観
を
信
じ

て
い
る
人
も
い
ま
す
し
、
死
後
自
身
の
存
在
は
な
く
な
る
と
い
う
唯
物
論

的
世
界
観
に
生
き
て
い
る
人
も
多
く
い
ま
す
。
は
っ
き
り
言
え
ば
、
そ
れ

が
彼
ら
の
い
う
と
こ
ろ
の
『
宗
教
』
で
、
こ
う
い
っ
た
人
た
ち
は
少
し
で

も
宗
教
と
い
う
名
の
つ
い
た
世
界
観
を
拒
否
す
る
だ
け
で
特
に
知
ろ
う
と

も
思
わ
な
い
の
が
大
半
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
世
界
観
に
生
き
る

人
が
隣
人
に
い
る
と
い
う
事
実
に
も
目
を
向
け
よ
う
と
は
思
え
な
い
よ
う

で
す
。
令
和
元
年
六
月
に
は
既
に
在
留
外
国
人
は
二
八
二
万
九
四
一
六
人

に
な
っ
て
お
り
、
実
質
的
に
日
本
は
移
民
社
会
を
迎
え
て
い
ま
す
。
イ
ン

ぶ
り
に
「R

E
D

 B
U

L
L
 B

O
X

 C
A

R
T

 R
A

C
E

」
は
開
催
さ
れ
る
。「
お

米
た
べ
て
ー
！
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
」
は
お
に
ぎ
り
の
カ
ー
ト
を
作
っ
て
再
び
参
戦

す
る
。
挑
戦
は
ま
だ
ま
だ
続
く
の
で
あ
る
。

　

宗
教
な
ど
の
精
神
的
な
も
の
へ
の

　
　
　
　
　

拒
否
反
応
が
も
た
ら
す
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
一
三
年
商
学
部
卒　

笠
原　

直
人

　

あ
の
衝
撃
的
な
二
〇
〇
一
年
九
月
十
一
日
の
グ
ラ
ン
ウ
ン
ド
・
ゼ
ロ
ま

で
ネ
ッ
ト
の
世
界
は
、
世
界
が
繋
が
る
こ
と
へ
の
希
望
が
溢
れ
て
い
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
と
い
う
今
で
は
欺
瞞
に
思
え
る
お

題
目
で
あ
の
日
か
ら
世
界
は
管
理
監
視
社
会
の
道
の
り
を
歩
む
こ
と
に
な

り
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
Ｌ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｓ
と
い
う
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
コ
ン

セ
プ
ト
が
流
行
し
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
の
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
ム
ー
ブ
メ
ン

ト
の
後
継
で
あ
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
も
日
本
に
定
着
し
そ

う
に
な
く
ら
い
流
行
し
ま
し
た
が
、
そ
う
い
っ
た
精
神
的
な
ム
ー
ブ
メ
ン

ト
も
下
火
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

あ
れ
か
ら
日
本
社
会
に
適
応
が
難
し
い
と
感
じ
て
い
た
私
は
海
外
に
出

る
こ
と
を
希
望
と
し
て
、
日
本
と
海
外
を
転
々
と
し
そ
ろ
そ
ろ
二
十
年
に

な
り
ま
す
。
そ
ん
な
私
が
も
し
日
本
社
会
の
中
で
一
番
何
が
問
題
な
の
だ

ろ
う
か
と
聞
か
れ
た
ら
こ
う
答
え
ま
す
。「
宗
教
生
活
や
精
神
生
活
へ
の
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源
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
は
明
白
で
す
。

　

更
に
そ
の
根
元
を
掘
り
進
め
れ
ば
、『
人
間
は
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ

行
く
の
か
』
と
い
う
生
命
の
尊
厳
に
直
結
す
る
こ
の
哲
学
的
な
問
い
を
殆

ど
の
人
は
考
え
よ
う
と
も
せ
ず
、
現
実
の
生
活
に
は
全
く
役
に
立
た
な
い

ガ
ラ
ク
タ
の
よ
う
に
こ
の
問
い
に
目
を
背
け
る
ば
か
り
で
す
。
自
身
の
価

値
を
世
界
の
根
源
か
ら
直
観
で
き
な
い
の
な
ら
、
他
者
が
同
じ
よ
う
に
価

値
あ
る
存
在
な
の
だ
と
ど
う
し
て
思
え
る
で
し
ょ
う
。

　

「
働
か
ざ
る
も
の
食
う
べ
か
ら
ず
」
レ
ー
ニ
ン
が
引
用
し
た
こ
の
言
葉

の
元
々
の
出
典
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
パ
ウ
ロ
に
よ
る
テ
サ
ロ
ニ
ケ
人
へ

の
第
二
の
手
紙
」
に
あ
り
ま
す
。
レ
ー
ニ
ン
は
こ
の
「
働
く
」
を
「
労
働
」

と
結
び
つ
け
ま
し
た
が
、
本
来
は
ま
っ
た
く
現
実
的
な
労
働
を
意
味
し
な

い
は
ず
で
す
。
キ
リ
ス
ト
は
「
弱
者
」
を
決
し
て
見
捨
て
ず
、「
働
く
」

と
は
決
し
て
労
働
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
で
い
う
「
働
く
」
と
は
「
キ
リ
ス
ト
」
を
迎
え
る
内
的
な
準
備
を

行
う
こ
と
で
あ
り
、「
食
う
」
と
は
キ
リ
ス
ト
の
一
部
を
受
け
入
れ
る
こ

と
で
あ
り
、「
彼
」
も
ま
た
私
た
ち
が
食
う
こ
と
で
、
私
た
ち
の
一
部
を
、

私
た
ち
の
運
命
、
私
た
ち
の
負
債
の
一
部
を
受
け
入
れ
ま
す
。
そ
う
い
っ

た
神
と
人
の
内
的
な
交
流
を
指
し
示
し
、
労
働
し
な
い
者
は
食
べ
る
権
利

が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。

　

障
害
を
負
っ
て
い
た
ら
そ
れ
は
社
会
の
負
担
に
過
ぎ
な
い
か
ら
死
ぬ
べ

き
な
の
で
し
ょ
う
か
。
重
い
病
気
に
か
か
っ
た
ら
死
ぬ
べ
き
な
の
で
し
ょ

バ
ウ
ン
ド
観
光
で
も
日
本
は
宗
教
的
世
界
観
と
共
に
生
き
て
い
る
人
達
を

無
視
で
き
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
で
す
。

　

ま
た
目
に
見
え
な
い
こ
と
、
五
感
で
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
を
全
て
否
定

し
よ
う
と
す
る
人
に
「
生
命
は
大
切
だ
」
と
い
う
お
題
目
を
い
く
ら
説
い

て
も
無
駄
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
根
底
に
は
、
究
極
的
に
は
自
身
さ

え
も
意
味
の
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
『
虚
無
的
世
界
観
』
の
中
に
生
き

て
い
る
か
ら
で
す
。

　

こ
う
い
っ
た
自
身
の
存
在
に
つ
い
て
の
精
神
的
支
え
を
持
た
な
い
世
界

観
は
非
常
に
危
う
い
バ
ラ
ン
ス
の
中
に
立
っ
て
い
ま
す
。
自
分
自
身
の
価

値
が
社
会
を
通
し
て
相
対
的
に
し
か
見
つ
け
ら
れ
な
い
の
な
ら
、
経
済
的

な
困
難
や
周
囲
か
ら
パ
ワ
ハ
ラ
や
セ
ク
ハ
ラ
を
受
け
た
り
、
解
雇
と
い
っ

た
社
会
か
ら
否
定
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
体
験
を
重
ね
た
と

き
、
安
易
に
自
殺
に
も
他
殺
に
も
走
り
得
ま
す
。
自
身
に
価
値
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
別
に
宗
教
的
世
界
観
に
よ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、「
社
会
に
有
用
で
あ
る
」「
社
会
に
迷
惑
を
か
け
な
い
」「
自

己
責
任
論
」
と
い
う
そ
ん
な
個
人
が
社
会
の
為
に
生
き
る
た
め
に
あ
る
よ

う
な
社
会
で
は
「
虚
無
感
」
が
底
辺
に
蔓
延
す
る
の
が
当
然
で
し
ょ
う
。

　

相
模
原
事
件
で
は
一
九
人
が
刺
殺
さ
れ
、
二
六
人
が
重
軽
傷
を
負
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
「
優
性
思
想
」
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、「
弱
者
」
を
社
会
や
国
家
の
敵
と
み
な
す
優
性
思
想
は
教
育
の
現
場

や
あ
ら
ゆ
る
企
業
社
会
で
刷
り
込
ま
れ
て
お
り
、「
自
己
責
任
論
」
の
根

雄弁部員として
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最
低
だ
か
ら
』
と
い
う
も
の
で
す
。
在
学
中
は
こ
の
言
葉
を
額
面
通
り
に

受
け
取
り
、
嘘
は
吐
か
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

社
会
人
と
し
て
仕
事
を
し
て
い
る
と
こ
の
言
葉
の
持
つ
意
味
の
重
み
が
身

に
染
み
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

三
〇
代
に
な
り
、
校
友
会
地
域
支
部
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
四
〇
代
に
な
り
、
明
大
の
諸
先
輩
に
は
物
心
と

も
に
助
け
て
頂
く
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

　

人
生
、
困
難
に
直
面
す
る
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
毎
日
で
は

あ
り
ま
す
が
、
過
日
、
同
期
の
南
上
君
、
荒
井
君
、
伊
藤
君
や
他
大
の
弁

論
部
の
同
期
と
会
う
機
会
が
有
り
、非
常
に
楽
し
い
時
間
を
持
て
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
時
間
が
持
て
た
の
も
、
雄
弁
部
の
活
動
を
通
じ
て
出
会
っ
た

仲
間
や
経
験
し
た
共
通
の
体
験
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

明
治
大
学
で
学
び
、
出
会
っ
た
こ
と
が
現
在
の
自
分
の
土
台
に
な
っ
て

い
る
と
実
感
し
て
お
り
ま
す
。
年
に
一
度
は
神
宮
球
場
に
行
き
、
大
き

な
声
で
ハ
イ
パ
ー
ユ
ニ
オ
ン
を
歌
い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り　

明
治
が
№
１
！　

や
っ
ぱ
り　

明
治
が
№
１
！　

　

明
治
大
学
雄
弁
部
の
益
々
の
発
展
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

う
か
。
生
活
に
困
窮
し
た
ら
野
垂
れ
死
ぬ
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
ん
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
赤
ん
坊
や
知
的
障
害
を

持
つ
方
の
眼
を
見
る
と
き
、
私
た
ち
は
そ
の
眼
の
純
粋
さ
に
お
の
の
く
こ

と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
彼
ら
の
中
に
善
に
も
悪
に
も
染
ま
ら
な

い
「
神
性
」
や
「
仏
性
」
を
見
つ
け
、
自
分
の
心
が
自
然
と
そ
れ
ら
に
開

い
て
い
く
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
彼
ら
は
経
済
的
に
役
に
立
つ
と

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
も
し
か
し
た
ら
人
の
内

面
に
問
い
か
け
、
人
間
が
新
た
な
形
態
の
共
同
体
を
形
成
す
る
鍵
に
な
る

存
在
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
道
家
思
想
で
い
う
「
無
用
の
用
」
の
よ
う

に
、
一
見
役
に
立
た
な
い
よ
う
に
見
え
る
も
の
は
、
違
う
視
点
か
ら
見
る

と
役
に
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
い
う
戦
後
最
大

の
危
機
の
中
で
、
私
た
ち
は
今
一
度
精
神
を
研
ぎ
澄
ま
す
必
要
が
あ
る
の

で
す
。

　

や
っ
ぱ
り　

明
治
が
№
１
！

　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
一
三
年
農
学
部
卒　

遠
山　

和
宏

　

雄
弁
部
創
立
一
三
〇
年
周
年
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
ご
と
で
す
が
、
明
治
大
学
在
学
中
に
某
大
学
柔
道
部
の
先
輩
か
ら
教

え
て
頂
い
た
座
右
の
銘
を
守
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。　

そ
の
座
右
の
銘

と
は
、『
俺
は
バ
カ
だ
け
ど
、
嘘
吐
き
じ
ゃ
な
い
。
バ
カ
で
嘘
吐
き
な
ら
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が
、
地
方
に
い
る
デ
メ
リ
ッ
ト
の
一
つ
が
、
東
京
か
ら
の
置
い
て
け
ぼ
り

感
で
し
ょ
う
ね
。

　

天
台
宗
に
「
一
隅
を
照
ら
す
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
自
分
が
い

る
場
所
で
し
っ
か
り
や
り
な
さ
い
、
青
い
鳥
よ
り
身
近
な
い
い
と
こ
ろ
を

探
し
な
さ
い
、
と
い
う
意
味
と
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
。
自
分
の
足
元
を

固
め
、
自
分
が
主
体
的
に
動
け
ば
新
た
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
だ
っ
て
起
こ
せ

る
も
の
。
そ
う
、
私
が
い
る
場
所
が
セ
ン
タ
ー
オ
ブ
ユ
ニ
バ
ー
ス
。
そ
れ

だ
け
の
話
で
す
。
熊
本
に
は
私
が
い
ま
す
。
九
州
に
は
他
に
も
多
く
の
先

輩
方
・
後
輩
達
が
い
ま
す
。
九
州
で
置
い
て
け
ぼ
り
感
を
覚
え
る
な
ら
、

九
州
が
突
き
抜
け
て
進
め
ば
い
い
だ
け
の
こ
と
。
面
白
い
こ
と
は
九
州
か

ら
。
い
つ
か
、
明
大
雄
弁
部
九
州
の
集
い
を
や
り
た
い
な
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
皆
さ
ま
、
そ
の
時
は
肝
臓
腐
ら
す
覚
悟
で
ご
参
集
く
だ
さ
い
♪

　

　

ハ
ロ
～
。

　
　
　
　
　
　
　

平
成
一
四
年
経
営
学
部
卒　

釘
島　

良
蔵

　

皆
さ
ま
こ
ん
に
ち
は
。
釘
島
で
ご
ざ
い
ま
す
。
明
大
雄
弁
部
一
三
〇
周

年
の
お
め
で
た
い
文
集
が
発
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
ぞ
ろ
出
て
き

ま
し
た
。
春
で
す
ね
。
桜
に
呼
ば
れ
コ
ロ
ナ
も
花
粉
も
恐
れ
ず
彷
徨
っ
て

お
り
ま
す
。
熊
本
弁
で
言
い
ま
す
と
、
さ
る
き
よ
り
ま
す
ば
い
。

　

さ
て
、
私
こ
と
。
東
京
を
離
れ
て
早
五
年
。
在
京
の
折
は
明
大
雄
弁
部

Ｏ
Ｂ
会
の
幹
事
を
拝
命
し
て
お
り
ま
し
た
も
の
で
、
明
大
雄
弁
部
一
三
〇

年
の
歴
史
の
中
で
、
多
く
の
方
よ
り
ち
ょ
っ
と
深
め
に
雄
弁
部
と
関
わ
っ

て
き
ま
し
た
。
右
脳
の
片
隅
で
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
に
は
、
目
を
閉

じ
、
当
時
よ
り
若
干
ガ
タ
イ
が
良
く
な
っ
た
私
の
姿
を
想
像
し
て
く
だ
さ

い
。
筋
肉
は
裏
切
ら
な
い
。

　

Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
が
発
達
し
た
と
は
い
え
、
流
石
に
そ
う
そ
う
東
京
に
行
く

も
の
で
は
な
い
た
め
、
雄
弁
部
も
遠
く
な
り
ま
し
た
。
な
か
な
か
行
事
に

出
席
で
き
な
く
無
沙
汰
な
の
は
元
気
な
証
拠
と
し
て
く
だ
さ
い
と
、
勝
手

な
こ
と
を
申
し
上
げ
る
次
第
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
は
か
と
な
く
置
い

て
け
ぼ
り
感
を
覚
え
る
の
も
事
実
。
我
が
郷
里
熊
本
は
住
み
良
い
と
こ
ろ

で
す
よ
。
た
ま
に
デ
カ
い
地
震
や
台
風
が
来
ま
す
が
そ
れ
な
り
に
楽
し
め

る
と
こ
ろ
で
す
よ
。
な
の
で
、
東
京
に
戻
る
っ
て
の
は
今
更
ジ
ロ
ー
で
す

　

雄
弁
式
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
育
成
の
す
す
め

　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
一
四
年
法
学
部
卒　

本
庄　

智
忠

　

最
近
、「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」
と
い
う
用
語
を
目
に
す
る
。
定
義
は
様
々

あ
る
が
、
私
は
自
身
の
考
え
る
「
社
会
正
義
の
実
現
」
を
ロ
ジ
カ
ル
に
提

案
・
説
明
す
る
弁
論
の
作
成
プ
ロ
セ
ス
が
、
実
は
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発

揮
す
る
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
育
成
に
寄
与
す
る
と
考
え
る
。
以
下
、
詳
述
す

る
。
弁
論
は
、（
一
）
政
治
・
経
済
・
社
会
問
題
に
関
し
弁
士
が
独
自
の

雄弁部員として
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の
プ
ロ
セ
ス
を
Ｏ
Ｊ
Ｔ
反
復
的
に
実
践
し
ス
キ
ル
を
高
め
る
機
会
に
ほ
と

ん
ど
恵
ま
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
雄
弁
部
は
、
弁
論
を
通
じ
、
上

記
（
一
）
〜
（
四
）
の
プ
ロ
セ
ス
を
反
復
的
に
実
行
し
て
お
り
、
社
会
人

に
な
る
前
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
素
養
（
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
）
を
高
め
る

こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
は
と
考
え
る
。
よ
っ
て
、
企
業
で
あ
っ
て
も
、

行
政
機
関
で
あ
っ
て
も
、
議
会
で
あ
っ
て
も
、
雄
弁
部
出
身
者
は
、
自
身

が
所
属
し
た
組
織
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
で
き
る
稀
有
な
存
在
と
し

て
活
躍
で
き
る
素
地
が
十
分
あ
る
と
考
え
る
。

　

弁
論
を
通
じ
た
雄
弁
式
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
育
成
。
こ
の
雄
弁
部
が

一
三
〇
年
間
か
け
醸
成
し
た
弁
論
と
い
う
根
源
的
活
動
が
、
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
育
成
と
い
う
形
で
、
次
世
代
の
リ
ー
ダ
ー
と

な
る
後
輩
た
ち
へ
の
魅
力
的
な
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
な
る
こ
と
に
期
待
し
た

い
。
そ
し
て
、
こ
の
魅
力
的
な
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
遺
贈
し
続
け
る
こ
と
で
、

雄
弁
部
が
将
来
五
〇
年
、
一
〇
〇
年
と
永
続
す
る
組
織
で
あ
り
続
け
る
こ

と
を
希
求
す
る
。

　

入
部
二
一
年
目
の
部
員
に
よ
る
祝
辞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
部
は
部
員
の
た
め
の
も
の
」

　
　
　
　

平
成
一
五
年
政
治
経
済
学
部
卒　

太
田
原　

崇
宏

　

明
治
大
学
雄
辯
部
の
現
役
、Ｏ
Ｂ
、Ｏ
Ｇ
の
皆
様
、
私
は
一
九
九
九
（
平

視
点
で
問
題
点
・
課
題
を
抽
出
・
分
析
→
（
二
）
あ
る
べ
き
理
想
の
社
会
・

方
向
性
を
提
示
→
（
三
）
理
想
の
社
会
・
方
向
性
を
実
現
す
る
た
め
の
具

体
的
施
策
を
提
示
→
（
四
）
施
策
の
メ
リ
ッ
ト
を
聴
衆
に
説
明
、
と
い
う

プ
ロ
セ
ス
で
聴
衆
の
共
感
を
得
る
行
為
と
考
え
る
。
こ
の
（
一
）
〜
（
四
）

の
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
特
に
、

（
二
）
あ
る
べ
き
理
想
の
社
会
・
方
向
性
を
提
示

（
三
）
理
想
の
社
会
・
方
向
性
を
実
現
す
る
た
め
の
具
体
的
施
策
を
提
示

の
実
行
が
、
対
象
と
な
る
社
会
（
国
、
地
方
公
共
団
体
、
民
間
企
業
、
部
、

課
、グ
ル
ー
プ
等
）
を
変
革
す
る
た
め
に
必
要
と
な
り
、こ
の
（
二
）・（
三
）

を
具
現
化
で
き
る
能
力
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

こ
れ
を
企
業
に
当
て
は
め
る
と
、

・
中
期
経
営
計
画
の
策
定
…
（
二
）
経
営
ビ
ジ
ョ
ン
・
戦
略
策
定
→
（
三
）

事
業
部
別
・
機
能
別
施
策
へ
の
落
と
し
込
み
・
Ｑ
Ｃ
サ
ー
ク
ル
等
の
部
課

別
改
善
活
動
…
（
二
）
目
標
数
値
の
設
定
→
（
三
）
改
善
施
策
へ
の
落
と

し
込
み
等
と
な
る
。

　

中
期
経
営
計
画
の
策
定
、
部
課
別
改
善
活
動
は
、
企
業
利
益
を
最
大
化

す
る
最
重
要
な
業
務
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
確
実
か
つ
効
果
的
に
実

行
で
き
て
い
る
企
業
は
少
な
い
印
象
で
あ
る
。
で
は
何
故
企
業
は
前
記
の

実
現
に
骨
を
折
っ
て
い
る
の
か
。
私
の
仮
説
は
、社
員
が
上
記（
二
）、（
三
）
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過
ご
し
ま
し
た
が
、
た
ま
た
ま
明
治
大
学
の
学
内
の
イ
ベ
ン
ト
で
桑
原
潔

先
輩
（
平
成
一
二
年
政
卒
）
と
知
見
を
得
、
大
学
院
進
学
と
い
う
新
た
な

目
標
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
私
の
明
治
大
学
で
の
学
生
生
活

は
、
ま
さ
に
雄
辯
部
あ
っ
て
の
も
の
で
し
た
。

　

し
か
し
、
当
時
か
ら
そ
の
雄
辯
部
は
、
活
動
の
基
準
が
曖
昧
で
あ
る
、

な
ど
の
問
題
点
を
抱
え
、
部
内
に
様
々
な
論
争
が
巻
き
起
こ
っ
て
い
ま
し

た
。
私
は
、
自
身
の
部
に
お
け
る
経
験
を
通
じ
て
、
雄
辯
部
と
は
「
言
葉

の
部
」
で
あ
り
、
基
調
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
雄
辯
道
の
研
鑽
錬
磨
」

こ
そ
、
部
員
が
邁
進
す
べ
き
指
針
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
雄
辯
道
の

研
鑽
と
は
、
弁
論
の
上
達
の
み
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
し
、

色
々
な
活
動
の
形
態
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
皆
様
で
知
恵
を
出

し
合
っ
て
、
活
動
を
豊
か
な
も
の
に
し
、
益
々
の
部
の
隆
盛
を
図
ら
れ
る

こ
と
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

成
一
一
）
年
に
入
部
し
、
二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年
に
卒
部
し
た
者
で

す
。
昨
年
二
〇
一
九
年
は
、
丁
度
、
雄
弁
部
の
門
を
叩
い
て
か
ら
二
〇
年

目
の
節
目
に
当
た
る
年
で
し
た
。
私
は
、
明
治
大
学
入
学
当
初
は
、
別
な

団
体
に
所
属
し
て
い
ま
し
た
が
、
故
あ
っ
て
そ
の
団
体
を
辞
し
、
ま
さ
に

意
を
決
し
て
一
九
九
九
年
の
七
月
に
雄
辯
部
に
入
部
し
ま
し
た
。

　

一
年
目
は
、
ゼ
ロ
か
ら
や
り
直
す
つ
も
り
で
、
色
々
な
活
動
に
積
極
的

に
取
り
組
み
ま
し
た
。
当
時
、
全
関
東
学
生
雄
弁
連
盟
が
健
在
で
あ
り
、

中
央
執
行
委
員
会
の
委
員
長
が
南
上
清
一
郎
先
輩
（
平
成
一
三
年
法
卒
）、

事
務
局
長
が
釘
島
良
蔵
先
輩
（
平
成
一
四
年
営
卒
）、
会
計
監
査
人
が
荒

井
正
志
先
輩
（
平
成
一
三
年
政
卒
）、
遊
説
委
員
が
小
野
田
喬
先
輩
（
平

成
一
四
年
商
卒
）
と
い
う
顔
ぶ
れ
で
、
夏
の
全
国
遊
説
や
、
秋
の
討
論
会
、

冬
の
弁
論
大
会
な
ど
幅
広
く
活
動
へ
の
参
加
の
機
会
を
得
ま
し
た
。

　

翌
年
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
、
藤
岡
正
裕
先
輩
（
国
士
舘
大
学
、
平
成

一
四
年
卒
）
の
下
、
全
関
東
学
生
雄
弁
連
盟
の
藤
岡
中
執
に
企
画
局
長
と

し
て
入
れ
て
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
年
は
特
に
、
中
央
大
学
辞
達
学
会
、
拓

殖
大
学
雄
弁
会
、
日
本
大
学
雄
弁
会
、
第
一
高
等
学
校
・
東
京
大
学
弁
論

部
等
の
皆
様
と
深
く
交
流
さ
せ
て
頂
き
、
そ
の
後
の
私
の
考
え
方
に
と
っ

て
大
き
な
影
響
を
頂
き
ま
し
た
。
そ
し
て
二
〇
〇
一
年
、
田
中
啓
史
委
員

長
（
中
央
大
学
、
平
成
一
五
年
卒
）
の
下
、
副
委
員
長
と
し
て
全
関
東
学

生
雄
弁
連
盟
に
残
り
、連
盟
の
最
後
を
見
届
け
ま
し
た
。連
盟
が
な
く
な
っ

た
後
、
一
時
、
雄
辯
部
に
お
け
る
存
在
意
義
を
見
失
い
、
つ
ら
い
時
期
を

　

今
こ
そ
個
人
の
時
代

　
　
　
　
　

平
成
一
五
年
政
治
経
済
学
部
卒　

小
池　

陽
一

　

明
治
大
学
雄
辯
部
が
創
立
一
三
〇
年
を
迎
え
る
と
い
う
。
実
に
め
で
た

い
。
長
く
続
く
組
織
に
は
そ
れ
だ
け
の
価
値
が
あ
る
…
と
、
こ
こ
ま
で
書

い
て
ふ
と
思
っ
た
の
だ
が
、
は
た
し
て
雄
辯
部
は
組
織
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
役
職
や
予
算
管
理
、
部
会
（
全
会
一
致
制
だ
っ
た
）
と
い
っ
た
組

雄弁部員として
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く
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
雄
辯
部
は
こ
れ
か
ら
も
社
会
を
生
き
抜

き
、
社
会
の
課
題
を
解
決
に
資
す
る
自
由
な
個
人
を
輩
出
す
る
集
い
と
し

て
在
り
続
け
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

　

昨
年
「
天
気
の
子
」（
新
海
誠
監
督
）
と
い
う
長
編
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

映
画
を
見
た
。
素
晴
ら
し
い
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
作
品
で
あ
る
と
同

時
に
、
個
人
と
社
会
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
大
き
な
問
題
提
起
を
し
た
作

品
だ
と
感
じ
た
。ス
ト
ー
リ
ー
の
概
要
だ
け
い
う
と
、「
主
人
公
の
少
年
が
、

東
京
を
救
う
た
め
に
犠
牲
に
な
る
運
命
を
強
い
ら
れ
た
ヒ
ロ
イ
ン
を
救
い

出
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、東
京
は
壊
滅
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
も
の
だ
が
、

ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
の
作
品
だ
っ
た
（
な
ぜ
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
な
の
か
は
実

際
に
映
画
を
見
て
欲
し
い
）。
自
分
が
受
け
取
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
以
下

の
と
お
り
。

　

｢

『
大
き
な
物
語
』
を
守
る
た
め
に
個
人
が
理
不
尽
に
犠
牲
を
強
い
ら

れ
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
人
に
は
大
き
な
不
幸
を
皆
で
少
し
ず
つ
分
か

ち
合
い
、
粛
々
と
背
負
っ
て
生
き
て
い
け
る
強
さ
が
あ
る
。
だ
か
ら
後
ろ

め
た
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
自
分
と
愛
す
る
者
の
た
め
に
服
従
を
拒
絶

し
、
抗
っ
て
も
大
丈
夫
。｣

　

国
家
社
会
は
個
人
の
自
由
と
幸
福
の
た
め
に
あ
る
。
現
代
日
本
に
は
、

こ
の
作
品
く
ら
い
の
カ
ウ
ン
タ
ー
が
必
要
だ
。　

織
の
要
素
や
形
式
、
規
則
は
し
っ
か
り
し
て
い
た
し
、
酒
席
で
の
先
輩
は

絶
対
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
、
上
意
下
達
も
し
っ
か
り
し
て
い
た
。
学
ラ

ン
を
着
る
場
面
も
ま
だ
あ
っ
た
し
、
校
歌
も
叩
き
込
ま
れ
た
。
し
か
し
、

思
い
返
し
て
も
「
組
織
に
所
属
し
て
い
た
」
と
い
う
実
感
が
ま
る
で
な
い
。

　

記
憶
の
中
の
雄
辯
部
は
、自
由
な
個
人
が
集
う
「
場
」
だ
っ
た
。
思
想
、

信
条
、
目
的
、
興
味
さ
え
異
な
る
バ
ラ
バ
ラ
な
個
人
が
、
集
い
、
語
り
、

議
論
す
る「
場
」。
議
論
に
お
い
て
は
先
輩
・
後
輩
は
関
係
な
く
、是
々
非
々

が
貫
徹
さ
れ
て
お
り
、
自
由
に
意
見
を
言
う
こ
と
が
で
き
た
。
自
分
は
政

治
や
言
論
の
世
界
に
は
進
ま
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
大
学
の
四
年
間
そ
う

い
っ
た
「
場
」
に
身
を
置
き
、
発
言
と
思
考
を
自
由
に
さ
せ
て
も
ら
っ
た

経
験
は
、
ホ
ン
モ
ノ
の
組
織
に
所
属
す
る
よ
う
に
な
っ
て
「
貴
重
な
経
験

だ
っ
た
の
だ
な
」
と
気
付
い
た
一
方
、
自
分
が
組
織
の
中
で
生
き
て
い
く

た
め
に
充
分
役
に
立
っ
て
い
る
。「
本
当
の
責
任
者
」
を
相
手
に
す
る
と

き
に
は
、
む
し
ろ
忖
度
な
ど
必
要
な
い
か
ら
だ
。

　

自
身
が
自
由
な
個
人
で
あ
る
こ
と
は
、
同
調
圧
力
が
強
ま
り
つ
つ
あ
る

現
代
の
日
本
を
生
き
る
上
で
、
最
も
重
要
な
資
質
と
言
っ
て
い
い
。
社
会

に
は
「
ス
ク
ー
ル
カ
ー
ス
ト
」「
い
じ
め
」「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
等
々
、
組

織
や
集
団
の
中
で
個
人
が
理
不
尽
に
苦
し
む
問
題
が
多
々
あ
る
。
自
身
が

当
事
者
と
し
て
戦
い
、
あ
る
い
は
離
脱
す
る
た
め
に
、
ま
た
、
第
三
者
や

政
策
当
局
者
と
し
て
手
を
さ
し
の
べ
、
あ
る
い
は
問
題
を
解
決
す
る
た
め

に
は
、
組
織
や
集
団
の
論
理
を
離
れ
、
自
由
に
思
考
し
な
け
れ
ば
、
正
し
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企
画
、
地
元
の
市
議
会
と
の
意
見
交
換
会
に
参
加
し
た
り
、
数
え
上
げ
た

ら
き
り
が
な
い
。

　

さ
て
、
二
〇
一
八
年
一
〇
月
の
経
団
連
の
就
職
協
定
廃
止
の
発
表
に
は

驚
か
さ
れ
た
。
就
職
協
定
が
ほ
ぼ
名
ば
か
り
に
な
っ
て
い
る
現
実
、
さ
ら

に
通
年
採
用
を
実
施
す
る
他
の
国
に
対
し
て
日
本
の
各
企
業
が
遅
れ
を
と

り
、優
秀
な
人
材
の
漏
出
が
止
ま
ら
ぬ
現
状
に
鑑
み
て
の
こ
と
だ
と
い
う
。

経
済
界
の
提
案
に
対
し
て
大
学
関
係
者
ら
の
多
く
が
反
対
の
声
を
あ
げ

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
何
が
起
き
る
か
想
像
に
難
く
な
い
か
ら
だ
。

　

企
業
が
学
生
に
手
を
伸
ば
す
最
初
の
機
会
が
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
だ

が
、
近
年
そ
の
実
態
は
ま
す
ま
す
名
ば
か
り
と
な
っ
て
い
る
。
本
来
の
趣

旨
通
り
に
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
熱
心
に
行
っ
て
く
れ
る
企
業
や
役
所
も

多
く
あ
る
が
、
優
秀
な
人
材
を
早
期
に
囲
い
込
み
た
い
と
い
う
思
惑
の
み

に
忠
実
な
企
業
も
多
く
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ン
を
通
じ
て
内
定
を
与
え
れ

ば
、
次
に
は
就
職
ま
で
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
拘
束
し
て
み
た
り
、
他
の
企

業
を
み
る
機
会
を
与
え
な
か
っ
た
り
、
終
い
に
は
大
学
教
育
の
機
会
を
実

質
奪
っ
た
り
と
、
や
り
た
い
放
題
だ
。

　

就
職
協
定
が
あ
っ
た
時
代
か
ら
既
に
こ
の
よ
う
な
片
鱗
は
み
え
て
い
た

わ
け
で
あ
る
か
ら
、
大
学
関
係
者
ら
の
主
張
が
際
立
っ
て
古
い
と
い
う
こ

と
で
も
な
い
。
今
後
は
、
大
学
一
年
生
、
二
年
生
ま
で
も
が
「
通
年
採
用
」

な
る
も
の
に
始
終
煩
わ
さ
れ
、
大
学
教
育
は
よ
り
一
層
困
難
に
直
面
す
る

だ
ろ
う
。
大
学
の
「
ハ
ロ
ワ
化
」
が
と
こ
と
ん
捗
る
わ
け
だ
。

　

一
大
学
教
員
が
憂
う
専
門
教
育
の
危
機

　
　
　
　
　
　
　

平
成
一
五
年
法
学
部
卒　

山
田　

真
一
郎

　

私
は
現
在
、
埼
玉
の
私
立
大
学
法
学
部
に
准
教
授
と
し
て
籍
を
置
く
大

学
教
員
で
あ
る
。
大
学
教
員
と
い
う
も
の
は
研
究
者
で
あ
る
一
方
、
教
育

者
で
も
あ
り
、
ま
た
大
学
運
営
を
司
る
組
織
人
で
も
あ
る
。
私
は
大
学
の

運
営
に
お
い
て
、
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
を
務
め
、
中
で
も
公
務

員
プ
ロ
グ
ラ
ム
委
員
会
の
副
委
員
長
と
し
て
、
公
務
員
合
格
支
援
の
た
め

の
各
種
企
画
の
計
画
実
施
や
対
外
・
対
内
折
衝
、
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の

見
直
し
や
面
接
指
導
等
の
教
育
指
導
を
担
っ
て
き
た
。

　

今
日
の
就
職
活
動
や
公
務
員
試
験
で
は
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
型
評
価
が

主
流
だ
。
過
去
の
行
動
特
性
か
ら
明
ら
か
と
な
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
客

観
的
に
評
価
す
る
と
い
う
も
の
で
、
大
学
時
代
に
何
を
な
し
た
か
、
そ
こ

か
ら
何
を
学
ん
だ
か
が
重
視
さ
れ
る
。
ゼ
ミ
な
ど
の
大
学
教
育
、
運
動
部

や
サ
ー
ク
ル
、
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
で
研
鑽
を
積
ん
で
き
た
経
験
を
持
た
ね

ば
、
ど
れ
ほ
ど
己
を
飾
り
立
て
て
も
す
ぐ
に
中
身
の
な
さ
が
露
呈
し
て
し

ま
う
。

　

専
門
教
育
に
携
わ
る
教
員
と
し
て
は
、
他
の
教
員
と
共
に
ゼ
ミ
教
育
を

豊
か
に
す
る
こ
と
に
腐
心
し
て
き
た
。
毎
週
行
う
ゼ
ミ
教
育
を
常
に
見
直

し
て
み
た
り
、
ゼ
ミ
対
抗
の
合
同
発
表
会
に
参
加
し
た
り
、
学
祭
の
出
店

雄弁部員として
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護
す
る
か
と
い
う
問
題
関
心
の
下
、
国
民
に
対
し
て
（
外
部
的
に
）
行
使

さ
れ
る
権
力
的
法
行
為
形
式
を
念
頭
に
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
枠
組
み
を

考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
発
展
し
て
き
た
。
そ
の
モ
デ
ル
か
ら
外
れ
る
「
給
付

行
政
（
福
祉
や
「
生
存
配
慮
」）」
な
ど
の
行
政
領
域
が
登
場
し
て
す
で
に

久
し
い
の
で
あ
る
が
、
現
代
の
行
政
法
学
は
さ
ら
に
、「
行
政
の
民
間
化
」

や
「
計
画
行
政
」
と
言
わ
れ
る
事
象
な
ど
の
難
し
い
課
題
に
直
面
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
前
に
、
行
政
法
学
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
枠
組
み

を
抜
本
的
に
見
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
外
国

に
お
け
る
法
学
の
議
論
の
蓄
積
に
学
び
、
ま
た
、
公
共
経
営
学
な
ど
他
の

学
問
分
野
の
議
論
の
蓄
積
に
学
ぶ
必
要
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
古
典
的
な
体

系
を
押
さ
え
、
再
評
価
す
る
こ
と
も
重
要
だ
。

　

こ
れ
ら
の
理
論
状
況
に
、
例
え
ば
「
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｔ
Α
Ｙ
Α
図
書
館
は
是
か

非
か
」
な
ど
の
お
題
を
通
し
て
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
触
れ
て
も

ら
い
、
じ
っ
く
り
と
考
察
し
て
も
ら
う
こ
と
な
ど
も
で
き
る
。
あ
る
課
題

を
一
定
の
理
論
的
な
観
点
か
ら
見
つ
め
、
課
題
の
背
景
を
探
り
、
既
存
の

手
法
で
は
対
処
で
き
な
い
か
を
考
え
る
。
も
し
既
存
の
手
法
で
対
処
で
き

な
い
と
す
れ
ば
そ
れ
は
な
ぜ
か
を
考
え
、
比
較
分
析
等
も
交
え
、
何
が
最

適
な
解
で
あ
る
か
を
導
く
。

　

こ
の
よ
う
な
論
理
的
思
考
の
鍛
錬
は
、
法
学
の
み
な
ら
ず
、
他
の
学
問

領
域
に
お
い
て
も
可
能
で
あ
る
が
、
学
生
ら
は
そ
の
訓
練
を
行
う
べ
き
時

期
に
あ
る
。
そ
れ
ら
論
理
的
思
考
の
訓
練
を
繰
り
返
す
こ
と
が
、
自
ら
の

　

こ
う
し
た
中
、
大
学
の
専
門
教
育
が
そ
も
そ
も
時
代
に
合
わ
ぬ
も
の
、

と
論
ず
る
大
学
関
係
者
が
現
れ
て
い
る
こ
と
に
私
は
驚
い
て
い
る
。
専
門

教
育
の
価
値
を
あ
ま
り
に
低
く
見
て
い
る
が
故
の
暴
論
で
あ
る
。

　

専
門
教
育
は
専
門
知
識
を
詰
め
込
む
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
決
し
て
な

い
。
卑
近
な
例
で
恐
縮
だ
が
、
一
例
を
私
の
ゼ
ミ
に
と
る
。
私
の
ゼ
ミ
で

は
世
の
多
く
の
ト
ピ
ッ
ク
を
法
的
に
分
析
し
、
考
察
し
、
あ
る
べ
き
解
決

策
に
つ
い
て
学
生
に
集
団
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
わ
せ
て
い
る
。

　

今
日
、
情
報
発
信
媒
体
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
急
速
な
普
及
に
伴
い
、
多
く
の
情

報
が
飛
び
交
っ
て
い
る
。
社
会
の
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
も
多
く
の
語
り
手

が
い
る
。
い
わ
ゆ
る
知
識
階
級
が
、
そ
の
地
位
や
経
歴
で
、
あ
る
い
は
賢

そ
う
な
言
葉
で
飾
り
立
て
つ
つ
、
も
っ
と
も
ら
し
い
主
張
を
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
が
、
実
は
論
理
破
綻
し
て
い
た
り
、
前
提
を
違
え
て
い

た
り
す
る
こ
と
も
多
く
あ
る
。

　

こ
れ
ら
数
多
の
情
報
を
批
判
的
に
吟
味
し
、
取
捨
選
択
す
る
姿
勢
が
こ

れ
か
ら
の
若
者
に
は
必
要
だ
。
も
し
も
学
生
が
無
批
判
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
記
事
を
エ
ビ
デ
ン
ス
と
し
よ
う
も
の
な
ら
ば
私
は
徹
底
的
に
質
問

を
浴
び
せ
、
自
ら
考
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
。
ま
た
、
学
生
に
は
最

新
の
学
問
の
理
論
状
況
に
も
触
れ
さ
せ
る
。

　

私
が
教
え
る
行
政
法
は
、
端
的
に
言
え
ば
行
政
と
私
人
と
の
諸
関
係
を

分
類
・
整
理
し
、
そ
こ
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
原
理
を
探
求
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
国
家
権
力
の
侵
害
か
ら
い
か
に
国
民
の
権
利
利
益
を
擁
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論
理
的
思
考
の
回
路
や
取
り
組
む
姿
勢
を
形
成
し
、
い
ず
れ
各
々
の
活
躍

す
る
領
域
に
お
い
て
必
ず
役
に
立
つ
。
こ
れ
ら
は
大
学
の
専
門
教
育
が
な

け
れ
ば
果
し
え
な
い
か
、
あ
る
い
は
代
替
が
難
し
い
こ
と
だ
。

　

通
年
採
用
を
実
施
す
る
米
国
な
ど
は
、
新
卒
枠
な
ど
は
な
く
、
学
生
ら

は
在
学
中
ひ
た
す
ら
大
学
の
課
題
や
研
究
に
取
り
組
む
な
ど
し
て
己
の
力

を
磨
く
。
企
業
は
学
生
時
代
に
彼
、
彼
女
ら
が
何
に
取
り
組
ん
だ
か
を
重

視
し
て
じ
っ
く
り
と
採
用
活
動
を
行
う
。

　

日
本
の
経
済
界
が
諸
外
国
に
倣
い
た
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
自
分
た

ち
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
よ
う
に
形
ば
か
り
を
真
似
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
本
質
に
学
ぶ
べ
き
だ
。

　

日
本
の
経
済
界
が
大
学
教
育
に
価
値
を
見
出
さ
ず
、種
も
ま
か
ず
、育
っ

て
も
い
な
い
芽
を
た
だ
摘
む
こ
と
だ
け
に
心
血
を
注
ぐ
の
で
あ
れ
ば
、
日

本
の
国
力
を
必
ず
や
削
ぐ
こ
と
に
な
る
。
日
本
は
経
済
界
の
識
見
の
低
さ

ゆ
え
に
早
晩
他
国
に
蹂
躙
さ
れ
つ
く
す
だ
ろ
う
。　

　

一
三
〇
周
年
に
寄
せ
て

　
　
　
　

平
成
一
六
年
政
治
経
済
学
部
卒　

押
条　

征
一
郎

　

私
が
大
学
入
学
つ
ま
り
雄
弁
部
に
入
部
し
ま
し
た
の
は
二
〇
〇
〇
年

に
な
り
ま
す
の
で
今
か
ら
二
〇
年
前
で
す
が
、
二
〇
年
と
言
い
ま
す
と

ち
ょ
っ
と
し
た
歴
史
で
す
。

　

二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
年
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
一
九
八
〇
年
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
二
〇
〇
〇
年
を
境
に
し
て
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
二
〇

年
ま
で
の
二
〇
年
間
は
二
度
の
政
権
交
代
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
、
東
日

本
大
震
災
と
激
動
の
時
期
で
し
た
。
ま
た
一
九
八
〇
年
か
ら
一
九
九
九
年

ま
で
の
二
〇
年
も
、
激
動
と
い
う
点
で
は
そ
れ
と
変
わ
ら
な
い
ぐ
ら
い
の

激
動
の
時
期
で
し
た
。
日
本
で
は
「
五
五
年
体
制
」
の
崩
壊
、
バ
ブ
ル
経
済

の
崩
壊
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
と
挙
げ
始
め
ま
す
と
キ
リ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
世
界
全
体
つ
い
て
言
え
ば
そ
の
二
〇
年
間
は
日
本
以
上
に
激
動
と

言
え
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
ソ
連
邦
が
一
九
九
一
年

に
崩
壊
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
と
あ
い
前
後
し
て
、
米
ソ
二
大
陣
営
の
あ
い

だ
の
冷
戦
構
造
も
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
ロ
シ
ア
人
か
ら
見
れ
ば
二
〇
〇
〇
年
を
は
さ
ん
で
、
世
の
中

が
ひ
っ
く
り
か
え
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
前
の
二
〇
年
の
方
が

急
変
の
二
〇
年
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
例
え
ば
イ
ラ
ク
人
の
目
で
み

れ
ば
、
後
の
二
〇
年
の
あ
い
だ
に
起
こ
っ
た
事
態
の
ほ
う
が
よ
り
重
大
で

し
ょ
う
。
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
（
一
九
八
〇
年
〜
一
九
八
八
年
）
や
湾

岸
戦
争
（
一
九
九
一
年
）
は
あ
っ
た
も
の
の
バ
ー
ス
党
政
権
に
よ
る
体
制

は
続
き
、
そ
れ
が
名
実
と
も
に
崩
壊
し
た
の
は
イ
ラ
ク
戦
争
（
二
〇
〇
三

年
）
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
う
見
ま
す
と
日
本
は
前
後
の
二
〇
年
合
わ
せ
て
四
〇
年
間
に
い
く
つ

か
の
政
権
交
代
こ
そ
あ
り
ま
し
た
が
、
国
家
体
制
の
変
更
・
崩
壊
は
あ
り

雄弁部員として
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と
を
願
っ
て
止
み
ま
せ
ん
。　

　

至
誠
に
し
て
動
か
ざ
る
者
は
未
だ
之
れ
有
ら
ざ
る
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
一
六
年
商
学
部
卒　

鈴
木　

大
介

　

多
く
の
得
難
い
経
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
特
に
印
象
に

残
っ
て
い
る
の
は
紫
紺
杯
争
奪
全
国
学
生
雄
弁
大
会
の
実
行
委
員
長
を
務

め
た
と
き
で
し
ょ
う
か
。

　

弁
士
が
演
壇
に
立
ち
聴
衆
に
訴
え
る
通
常
の
形
式
で
は
な
く
、
演
台
を

中
心
に
置
き
三
六
〇
度
聴
衆
に
対
し
て
弁
士
が
訴
え
る
ス
タ
イ
ル
で
行
お

う
と
い
う
新
た
な
取
り
組
み
に
対
し
て
、
部
員
か
ら
も
賛
否
共
に
多
く
の

ご
意
見
を
頂
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
同
期
、
後
輩
た
ち
と
共
に
一
致
団
結
し
て
新
し
い
ス
タ
イ
ル

で
の
大
会
を
決
行
。
最
終
的
に
は
大
成
功
し
た
経
験
は
、
社
会
に
出
た
後

も
活
か
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。「
至
誠
に
し
て
動
か
ざ
る
者
は
未
だ

之
れ
有
ら
ざ
る
な
り
」
こ
れ
は
多
く
の
維
新
の
志
士
た
ち
を
育
て
た
吉
田

松
陰
が
、
そ
の
私
塾
で
あ
る
松
下
村
塾
の
師
弟
た
ち
に
事
あ
る
ご
と
に
伝

え
て
い
た
言
葉
だ
そ
う
で
す
。
誠
意
を
も
っ
て
語
り
、
信
念
を
持
っ
て
動

け
ば
、
人
は
動
き
社
会
は
必
ず
変
わ
る
。

　

雄
弁
部
で
得
た
経
験
を
活
か
し
、
地
方
議
員
と
し
て
、
さ
ら
に
は
障
害

者
の
就
労
施
設
を
運
営
す
る
経
営
者
と
し
て
、
誠
意
を
も
っ
て
語
り
、
信

ま
せ
ん
。
よ
く
世
界
か
ら
は
日
本
の
こ
と
を
「
平
和
ボ
ケ
」
と
も
揶
揄
さ

れ
ま
す
が
、
た
だ
上
述
の
通
り
歴
史
を
見
れ
ば
い
つ
体
制
崩
壊
が
起
こ
ら

な
い
と
も
限
ら
ず
、
次
の
二
〇
年
が
そ
う
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
雄
弁

部
出
身
だ
か
ら
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
は
い
つ
い
か
な
る
変
事
が

起
こ
ろ
う
と
も
、
常
に
そ
れ
に
対
処
し
て
ゆ
け
る
よ
う
に
、
か
ね
て
平
時

か
ら
備
え
て
お
く
心
構
え
が
肝
要
と
考
え
ま
す
。

　

冒
頭
に
戻
り
ま
す
が
、
私
は
二
〇
〇
〇
年
四
月
二
日
に
入
学
の
為
に
上

京
し
た
の
で
す
が
、
実
は
こ
の
日
に
当
時
の
首
相
小
渕
恵
三
氏
が
脳
梗
塞

で
入
院
、
さ
ら
に
四
月
五
日
に
国
会
見
学
に
行
き
ま
し
た
ら
森
喜
朗
内
閣

が
成
立
と
、
田
舎
か
ら
出
て
き
た
若
造
に
と
っ
て
政
治
的
に
は
驚
く
よ
う

な
出
来
事
ば
か
り
が
続
き
ま
し
た
。
そ
の
後
雄
弁
部
に
は
入
っ
た
の
は
自

分
の
意
思
で
す
が
、
元
々
政
治
に
関
心
が
あ
り
、
上
記
の
こ
と
に
つ
い
て

新
歓
な
ど
で
色
々
と
先
輩
方
と
話
さ
せ
て
頂
き
、
そ
れ
が
面
白
か
っ
た
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
今
振
り
返
り
ま
す
と
や
は
り
縁
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た

の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

明
治
か
ら
令
和
ま
で
激
動
の
時
代
を
経
て
雄
弁
部
が
今
な
お
続
い
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
凄
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
お
世
辞
に
も

雄
弁
部
で
大
し
た
活
動
も
し
て
い
な
か
っ
た
私
が
こ
の
よ
う
に
文
章
を
書

い
て
い
ま
す
の
は
立
派
な
先
輩
方
か
ら
の
温
か
い
ご
連
絡
の
ほ
か
あ
り
ま

せ
ん
。
僭
越
な
が
ら
こ
の
場
を
借
り
て
創
立
一
三
〇
周
年
を
お
祝
い
さ
せ

て
頂
き
ま
す
と
共
に
二
〇
年
後
の
一
五
〇
周
年
を
無
事
迎
え
ら
れ
ま
す
こ
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真
似
て
ア
レ
ン
ジ
｜
独
学
力

　
　
　
　
　

平
成
一
六
年
政
治
経
済
学
部
卒　

武
田　

正
人

　

こ
の
度
は
、
明
治
大
学
雄
弁
部
創
立
一
三
〇
周
年
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と

を
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
諸
先
輩
方
、
同
輩
、
後
輩
の

皆
様
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
と
、
関
係
各
位
よ
り
賜
り
ま
し
た
ご
支
援
ご
協
力

に
対
し
て
、
心
よ
り
敬
意
を
表
し
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
は
大
学
生
活
を
八
年
過
ご
し
現
在
、
資
格
試
験
の
予
備
校
で
合
格
率

三
％
前
後
の
「
司
法
書
士
」
講
座
を
担
当
し
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
日
々
、

受
講
生
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
対
応
や
合
格
者
と
の
会
話
で
感
じ
た
資
格
試

験
に
受
か
る
人
・
落
ち
る
人
の
特
徴
を
こ
っ
そ
り
教
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
受
か
る
人
の
特
徴
と
し
て
一
点
目
は
、
そ
の
資
格
を
取
得
し
た

い
「
目
的
」
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
人
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
目
的
」

が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
と
途
中
で
挫
折
し
て
し
ま
う
蓋
然
性
が
高
い
か

ら
で
す
。
司
法
書
士
試
験
は
難
関
資
格
で
す
が
地
道
な
努
力
を
コ
ツ
コ
ツ

積
み
上
げ
た
人
が
合
格
で
き
る
試
験
で
す
。「
目
的
」
が
は
っ
き
り
せ
ず

気
軽
に
受
験
し
て
合
格
で
き
る
試
験
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

念
を
持
っ
て
動
き
、
地
域
の
多
く
の
人
た
ち
に
笑
顔
で
「
あ
り
が
と
う
」

を
言
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
社
会
に
貢
献
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

二
点
目
の
特
徴
と
し
て
、
講
師
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
指
示
通
り
に
学
習

す
る
人
で
す
。
学
習
の
初
期
段
階
で
は
試
験
範
囲
の
全
体
像
を
掴
む
た
め

一
通
り
学
習
す
る
ま
で
多
少
わ
か
り
づ
ら
い
部
分
や
苦
手
な
部
分
が
あ
っ

て
も
立
ち
止
ま
ら
な
い
こ
と
が
重
要
で
す
。
指
示
に
従
わ
ず
、
完
璧
に
理

解
で
き
る
ま
で
先
へ
進
ま
な
い
学
習
方
法
で
は
中
々
先
へ
進
ま
ず
、
や
は

り
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
て
し
ま
う
蓋
然
性
が
高
い
で
す
。

　

三
点
目
の
特
徴
と
し
て
、
自
身
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
わ
せ
て
学
習

計
画
を
ア
レ
ン
ジ
で
き
る
人
で
す
。
司
法
書
士
試
験
の
受
験
生
は
普
段
、

仕
事
を
お
持
ち
の
兼
業
受
験
生
が
多
く
を
占
め
、
学
習
時
間
の
捻
出
が
一

つ
の
課
題
で
も
あ
り
ま
す
。「
忙
し
く
て
中
々
、
学
習
が
進
ま
な
い
」
と

い
う
相
談
を
よ
く
受
け
ま
す
が
、
細
切
れ
の
時
間
、
隙
間
時
間
を
活
用
す

れ
ば
、
場
所
を
選
ば
ず
に
学
習
で
き
ま
す
。
フ
ル
タ
イ
ム
の
仕
事
で
子
育

て
し
て
て
も
合
格
し
て
い
ま
す
。
時
間
捻
出
す
る
努
力
怠
る
人
は
合
格
で

き
ま
せ
ん
。

　

最
後
は
、試
験
に
合
格
で
き
な
い
人
の
特
徴
を
一
つ
だ
け
紹
介
し
ま
す
。

「
質
問
魔
」
の
方
は
合
格
可
能
性
が
低
い
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
は
、
質
問

す
る
前
に
自
身
で
調
べ
、
考
え
た
り
せ
ず
自
身
で
解
答
を
導
き
だ
そ
う
と

し
な
い
か
ら
で
す
。

　

私
は
、
雄
弁
部
に
所
属
し
自
分
で
考
え
る
力
、
独
学
す
る
力
を
学
ば
せ

て
い
た
だ
い
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
生
き
て
い
く
上
で
必
要
な

力
で
あ
り
、
私
の
財
産
で
す
。
末
筆
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
明
治
大
学
雄

雄弁部員として
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に
進
ん
で
い
き
、
世
の
中
が
窮
屈
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
感
じ
て
お
り
ま

し
た
。
当
然
、
雄
弁
部
で
も
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
の
を
記
憶
し
て
お
り

ま
す
。

　

そ
し
て
二
〇
年
後
の
現
在
、
路
上
喫
煙
、
飲
酒
運
転
ど
ち
ら
も
議
論
に

な
ら
な
い
ほ
ど
一
般
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
普
通
に
な
り
つ
つ

あ
り
ま
す
。
路
上
喫
煙
の
議
論
は
飲
食
店
で
の
原
則
禁
煙
化
と
い
う
形
に

姿
を
変
え
、
飲
酒
運
転
は
自
動
車
だ
け
で
な
く
自
転
車
に
も
同
様
の
考
え

方
が
す
す
み
、
東
京
都
で
は
自
転
車
の
保
険
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
る
な

ど
そ
れ
に
向
け
た
布
石
が
打
た
れ
て
い
る
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て

こ
の
考
え
方
も
既
に
社
会
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
ら
れ
て
い
る
状
態
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
今
考
え
ら
れ
て
い
る
普
通
や
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
る
こ

と
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
も
手
助
け
と
な
り
刻
々
と
変
化
し
て
い
く
の

だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
確
か
に
こ
れ
に
よ
っ
て
住
み
よ
い
社
会
が
実
現

さ
れ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
私
が
雄
弁
部
で
学
ん
だ
の
は
今
あ
る

常
識
、
そ
れ
が
必
ず
正
し
い
と
は
限
ら
な
い
、
そ
こ
に
は
反
対
意
見
が
あ

り
、
き
ち
ん
と
し
た
議
論
を
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
私

は
社
会
に
出
て
か
ら
は
先
の
時
代
を
見
据
え
、
そ
れ
ら
の
変
化
に
順
応
し

て
い
く
と
い
う
考
え
方
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
が
正
し
い
の
か
と
い

う
と
こ
ろ
は
考
え
な
く
な
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

南
上
先
輩
よ
り
本
寄
稿
文
の
依
頼
を
頂
戴
し
た
こ
と
は
、
同
時
に
今
一

弁
部
の
今
後
益
々
の
ご
発
展
と
皆
様
方
の
ご
健
勝
、
ご
多
幸
を
心
よ
り
お

祈
り
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

変
わ
り
ゆ
く
社
会
に

　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
一
六
年
法
学
部
卒　

菱
沼　

靖
浩

　

明
治
大
学
雄
弁
部
一
三
〇
周
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
長
き
に
わ
た
り
活
動
が
続
い
て
こ
ら
れ
た
の
も
諸
先
輩
方
は
も
ち
ろ

ん
、
今
も
現
役
で
活
躍
し
て
く
れ
て
い
る
学
生
の
方
々
の
お
か
げ
だ
と
思

い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
私
も
そ
の
礎
の
一
つ
と
な
っ

て
い
る
こ
と
に
誇
り
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

私
が
雄
弁
部
の
門
を
叩
い
た
の
は
、
平
成
十
二
年
に
な
り
ま
す
。
そ
の

頃
は
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
が
一
つ
八
〇
円
、
吉
野
家
の
牛

丼
も
今
よ
り
安
か
っ
た
と
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。
お
金
の
な
い
私
た
ち
学

生
か
ら
す
る
と
非
常
に
助
か
る
料
金
で
し
た
。
御
茶
ノ
水
の
一
〇
号
館
の

ボ
ッ
ク
ス
で
、
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
を
ツ
マ
ミ
に
し
て
酒
を
飲
み
な
が
ら
夜
通

し
語
り
合
っ
た
こ
と
も
一
度
や
二
度
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
良
き
思
い
出
の

一
つ
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
徐
々
に
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
が
厳
し
く
な
り
ボ
ッ
ク
ス
に
泊
ま
る

な
ん
て
言
う
こ
と
も
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
千
代
田
区
で
は

全
国
で
初
め
て
路
上
喫
煙
が
禁
止
に
な
り
、
飲
酒
運
転
も
厳
罰
化
が
徐
々
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活
」だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
今
で
も
私
に
と
り
掛
け

替
え
の
な
い
も
の
で
す
。

　

通
常
は
三
年
く
ら
い
で
事
実

上
引
退
の
は
ず
で
す
が
、
私

の
場
合
四
年
生
の
最
後
ま
で
雄

弁
部
が
生
活
で
あ
る
こ
と
は
変

わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。（
他
の

人
が
書
く
と
思
い
ま
す
が
、
ま

あ
色
々
あ
り
ま
し
て
）
最
後
の

四
年
生
の
時
も
一
年
生
と
の
間

は
近
い
も
の
で
し
た
が
、
そ
の

お
か
げ
で
村
松
さ
ん
や
鈴
木
く

ん
、
中
田
く
ん
達
と
の
時
間
を

持
て
た
の
も
大
切
な
思
い
出
で

す
。

　

そ
ん
な
私
は
今
、
澄
毅

（T
a
k
e
sh

i S
U

M
I

）
と
い
う

作
家
の
名
前
を
使
い
、
写
真
を

通
し
て
美
術
作
品
を
つ
く
る
人

間
に
な
っ
て
い
ま
す
。
芸
術
家

度
、
雄
弁
部
で
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
す
機
会
を
頂
戴
し
た
の
だ
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
ま
た
皆
さ
ん
と
語
り
合
え
れ
ば
幸
い
で
す
。
勿
論
、
飲
食
店

で
酒
を
酌
み
交
わ
し
な
が
ら
。

　

春
の
夜
の
夢

　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
一
七
年
文
学
部
卒　

堀
之
内　

毅

　

宇
多
田
ヒ
カ
ル
のtra

v
e
lin

g
が
勢
い
よ
く
流
れ
る
深
夜
の
ド
ン
キ

ホ
ー
テ
、
新
大
久
保
。
な
ぜ
か
雄
弁
部
を
思
い
出
す
と
い
つ
も
そ
の
風
景

が
蘇
る
。
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
歳
の
自
分
。
漠
然
と
し
た
希
望
や
不
安
、

願
望
。
未
熟
と
成
熟
の
間
の
青
春
の
地
点
、
そ
の
中
心
は
私
に
と
っ
て
雄

弁
部
で
し
た
。

　

私
は
二
〇
〇
一
年
入
学
、
二
〇
〇
四
年
度
卒
業
。
同
期
に
は
川
村
裕
美

さ
ん
や
小
野
雄
太
く
ん
た
ち
が
い
ま
す
。
雄
弁
部
に
入
部
し
て
す
ぐ
に
、

先
輩
と
週
七
日
の
う
ち
六
日
!?
新
宿
思
い
出
横
丁
の
「
鳥
園
」
で
夕
方
か

ら
泥
酔
す
る
生
活
に
な
り
、
誕
生
日
に
尋
ね
て
く
れ
た
別
の
先
輩
の
ご
滞

在
が
一
週
間
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
ハ

イ
ク
で
鬼
ご
ろ
し
を
頂
い
た
こ
と
や
、
泥
酔
し
て
起
き
た
ら
９
１
１
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
弁
論
大
会
の
た
め
に
演
練
を

し
た
り
研
究
会
で
発
表
し
た
り
、
遊
説
し
た
り
デ
ィ
ベ
ー
ト
し
た
り
と
い

う
活
動
も
あ
り
ま
し
た
が
、私
に
と
っ
て
雄
弁
部
は「
活
動
」で
は
な
く「
生

2019年に刊行した二冊目の写真集「指と星」
（リブロアルテ刊）

広島の展示でのアーティストトーク

雄弁部員として
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頂
い
た
村
上
隆
氏
の
工
房
（K

a
ik

a
i K

ik
i

）
身
に
つ
け
ま
し
た
。
し
か
し
、

も
っ
と
根
本
的
な
「
自
分
が
何
者
で
、
何
を
成
し
た
い
の
か
」
と
い
う
部

分
は
紛
れ
も
な
く
雄
弁
部
で
培
っ
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
ど
ん
な

美
術
教
育
よ
り
強
く
私
を
支
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
あ
の
泥
酔
し

な
が
ら
喧
嘩
し
た
り
議
論
し
た
日
々
、
不
条
理
を
楽
し
ん
で
い
た
日
々
、

演
練
や
研
究
会
、
選
挙
の
手
伝
い
、
遊
説
、
そ
ん
な
日
々
の
中
で
私
は
何

者
で
、
何
を
な
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
思
索
を
ず
っ
と
し
て
い
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
あ
の
新
大
久
保
腕
で
流
れ
て
い
たtra

v
e
lin

g

の
歌
詞
が
象
徴

す
る
よ
う
な
、
目
ま
ぐ
る
し
く
進
ん
で
行
く
世
界
の
よ
う
で
、
そ
れ
が
許

さ
れ
た
雄
弁
部
と
い
う
場
所
は
私
の
青
春
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

作
品
と
は
何
か
？
そ
れ
は
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
発
露
で
す
。
そ
の
意

味
で
、
弁
論
や
研
究
発
表
は
美
術
作
品
づ
く
り
と
同
じ
も
の
だ
と
私
は
考

え
て
い
ま
す
。
雄
弁
部
の
卒
業
後
の
ル
ー
ト
と
し
て
私
は
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー

な
存
在
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
ど
ん
な
場
所
で
あ
ろ
う
と
オ
リ
ジ
ナ
リ

テ
ィ
ー
を
持
つ
こ
と
は
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
雄
弁
が
な
か
っ
た
ら
美
術

家
の
私
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
前
に
進
む
た
め
に
、
私
は
あ

の
雄
弁
部
の
日
々
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

や
写
真
家
と
い
わ
れ
る

も
の
で
す
。
二
〇
一
二

年
の
初
め
て
の
写
真
集

「
空
に
泳
ぐ
」
を
出
し

た
こ
と
を
き
っ
か
け
に

行
っ
た
パ
リ
で
の
展
示
で

a
g
nès b

.

の
創
業
者
に

作
品
を
購
入
さ
れ
、
そ
れ

を
契
機
に
パ
リ
に
移
住
。

二
〇
一
九
年
に
は
二
冊
目

の
写
真
集
「
指
と
星
」
を
刊
行
し
、
そ
れ
が
ご
縁
で
京
都
伊
勢
丹
二
〇
周

年
記
念
の
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
に
起
用
し
て
い
た
だ
い
た
り
し
て
い
ま
す
。
最

近
は
本
の
表
紙
に
作
品
を
起
用
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
も
嬉
し
か
っ
た
で

す
。

　

な
ぜ
こ
の
方
向
に
行
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
も
と
も
と
美
術
が
好
き

だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
何
か
自
分
の
手
で
人
生
の
時
間
を
超
え
る

も
の
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
明
大
を
卒
業

し
、
就
職
も
し
ま
し
た
が
、
そ
の
気
持
ち
に
逆
ら
い
難
く
、
ま
た
行
動
す

る
な
ら
早
め
の
方
が
良
い
と
半
年
で
辞
め
、
目
白
の
美
術
予
備
校
で
毎
日

石
膏
デ
ッ
サ
ン
を
す
る
日
々
に
突
入
、
翌
二
〇
〇
六
年
に
多
摩
美
術
大
学

に
入
学
し
ま
し
た
。
美
術
的
な
素
養
は
多
摩
美
や
、
一
年
ほ
ど
働
か
せ
て

京都伊勢丹の20周年リニューアル記念の
ビジュアルイメージを作成しました
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結
ぶ
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
和
泉
キ
ャ
ン
パ
ス
の
南
側
を
走
る
甲
州
街
道

は
、
地
図
上
で
は
国
道
二
〇
号
と
表
記
さ
れ
ま
す
が
、
都
市
計
画
上
で
は

放
射
五
号
線
に
あ
た
り
ま
す
。
同
じ
く
井
ノ
頭
通
り
は
、
都
道
四
一
三
号

線
、
補
助
第
五
三
号
と
い
っ
た
具
合
で
す
。
道
路
に
は
「
甲
州
街
道
」
や

「
井
ノ
頭
通
り
」
の
よ
う
に
愛
称
が
つ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
環
七
、

環
八
は
都
市
計
画
道
路
名
称
が
そ
の
ま
ま
愛
称
と
し
て
残
っ
た
も
の
な
の

で
す
。

　

も
と
も
と
、
関
東
大
震
災
後
の
一
九
二
七
年
に
、
将
来
の
交
通
需
要
増

大
に
備
え
る
た
め
、
東
京
駅
を
中
心
と
し
て
半
径
約
一
〇
マ
イ
ル
（
≒

十
六
㎞
）
の
区
間
に
八
本
の
環
状
道
路
を
配
す
る
計
画
が
立
て
ら
れ
、

一
九
四
六
年
の
戦
災
復
興
都
市
計
画
に
引
き
継
が
れ
ま
し
た
。
環
状
一
号

線
は
、
概
ね
皇
居
外
周
を
走
る
道
路
で
、
一
部
を
除
き
完
成
し
て
い
ま
す
。

環
状
二
号
線
は
、
概
ね
外
堀
通
り
と
重
な
り
、
御
茶
ノ
水
駅
の
対
岸
の
道

路
が
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
駿
河
台
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
環
一
と

二
の
あ
い
だ
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
環
三
か
ら
環
六
ま
で
も
言

問
い
通
り
、
不
忍
通
り
、
明
治
通
り
、
山
手
通
り
な
ど
を
地
図
で
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
環
一
か
ら
八
ま
で
を
現
在
の
地
図
の
中
に
見
つ
け
る

の
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
環
状
八
号
線
は
、
概
ね
羽
田
空
港
の

付
近
か
ら
二
三
区
西
側
を
縦
断
し
て
赤
羽
ま
で
至
る
と
そ
こ
で
終
わ
り
、

二
三
区
の
東
側
で
は
、
環
七
が
最
外
周
を
走
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
環
五
、

　

道
路
の
は
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
〇
年
法
学
部
卒　

中
田　

裕

　

我
ら
が
母
校
、
明
治
大
学
の
和
泉
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
明
大
前
駅
を
出
る

と
甲
州
街
道
の
向
こ
う
側
に
あ
り
ま
す
。
横
断
歩
道
が
な
い
た
め
、
ほ
と

ん
ど
の
学
生
は
明
大
前
駅
か
ら
歩
道
橋
で
渡
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ

れ
が
面
倒
な
た
め
に
大
学
か
ら
足
が
遠
の
い
た
方
も
多
か
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
和
泉
キ
ャ
ン
パ
ス
の
場
所
は
、
甲
州
街
道
の
側
か

ら
み
る
と
環
状
七
号
線
、
井
之
頭
通
り
と
二
連
続
の
立
体
交
差
か
ら
、
環

状
八
号
線
と
の
立
体
交
差
ま
で
の
あ
い
だ
の
区
間
に
あ
た
り
ま
す
。こ
の
、

い
わ
ゆ
る
環
七
と
環
八
は
、
都
内
を
自
動
車
で
移
動
さ
れ
る
方
に
と
っ
て

は
非
常
に
よ
く
聞
く
、
よ
く
使
用
す
る
道
路
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
の
道
路
に
関
し
て
は
昔
か
ら
、
環
一
か
ら
六
は
ど
う
し
た
、
と
い
う
こ

と
が
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。東
京
二
〇
二
〇
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
競
技
大
会
に
向
け
た
基
盤
整
備
に
関
連
し
て
、
環
状
二
号
線
の
一
部
区

間
が
ま
だ
未
整
備
だ
っ
た
と
の
ニ
ュ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
一
か
ら
六
ま
で
の
環
状
線
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
も
と

も
と
、都
市
計
画
道
路
と
し
て
の
名
称
で
、環
八
で
あ
れ
ば
正
式
に
は
「
東

京
都
市
計
画
道
路
幹
線
街
路
環
状
八
号
線
」
と
な
り
ま
す
。
東
京
の
都
市

計
画
道
路
は
、
放
射
線
と
環
状
線
が
骨
格
と
な
り
、
こ
の
間
を
補
助
線
が

雄弁部員として
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れ
た
計
画
は
、
い
つ
の
日
か
の
完
成
に
向
け
て
、
今
日
も
進
め
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。

　

丸
ノ
内
線
茗
荷
谷
駅
を
出
て
春
日
通
り
を
南
下
す
る
と
、
播
磨
坂
と
い

う
広
い
並
木
通
り
が
あ
り
ま
す
。
南
北
に
走
る
春
日
通
り
か
ら
東
に
下
る

播
磨
坂
は
、
片
側
二
車
線
で
道
路
中
央
に
遊
歩
道
が
整
備
さ
れ
て
い
る
非

常
に
広
い
道
路
で
す
。
こ
の
道
路
は
、
実
は
環
状
三
号
線
と
し
て
整
備
さ

れ
た
道
路
な
の
で
す
が
、
春
日
通
り
の
西
側
に
広
が
っ
て
い
る
住
宅
街
を

横
切
る
形
で
計
画
線
が
伸
び
て
お
り
、
こ
の
春
日
通
り
西
側
の
区
間
は

ま
っ
た
く
の
手
つ
か
ず
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
個
所
で
は
、
都

市
計
画
道
路
に
か
か
る
建
築
制
限
の
た
め
周
囲
の
建
物
に
比
べ
て
不
自
然

に
低
か
っ
た
り
、
逆
に
交
通
量
の
割
に
不
自
然
に
幅
員
が
広
か
っ
た
り
と

い
っ
た
特
徴
が
見
ら
れ
ま
す
。
は
る
か
昔
に
立
て
ら
れ
た
計
画
に
思
い
を

馳
せ
な
が
ら
、
東
京
の
街
を
歩
い
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

今
に
繋
が
る

　
　
　
　
　

平
成
二
一
年
政
治
経
済
学
部
卒　

田
幸　

瑛
輔

　

雄
弁
部
、
と
聞
く
と
私
は
煙
草
の
香
り
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
。
私
が
在

籍
し
て
い
た
こ
ろ
の
雄
弁
部
は
喫
煙
者
の
比
率
が
世
間
の
平
均
と
比
べ
て

異
常
に
高
く
（
九
〇
％
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
）、
部
室
が
真
っ
白
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
よ
く
有
っ
た
た
め
で
す
。
今
と
な
っ
て
は
会
社
の
飲
み
会

六
も
同
じ
よ
う
に
概
ね
西
側
の
み
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
図
の
上

で
す
べ
て
を
探
そ
う
と
し
て
も
東
側
か
ら
数
え
る
と
見
つ
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
し
ょ
う
。

　

私
が
大
学
三
年
生
に
な
っ
た
二
〇
〇
六
年
五
月
、
環
状
八
号
線
全
線
開

通
の
ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
ま
し
た
。
こ
の
な
か
で
、
当
時
の
石
原
都
知
事
は

完
成
ま
で
五
〇
年
か
か
っ
た
と
発
言
し
て
い
ま
す
。
一
九
六
四
年
の
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
て
整
備
が
進
め
ら
れ
た
環
七
に
比
べ
て
整
備
が
遅

れ
て
い
た
環
八
で
す
が
、
一
九
二
七
年
の
当
初
の
計
画
か
ら
七
九
年
を
経

て
の
開
通
と
い
う
の
は
、確
か
に
遅
い
と
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
す
が
、
こ
の
環
状
八
号
線
は
、
八
本
の
環
状
線
の
う
ち
三
番
目
に
早
く

開
通
し
た
路
線
に
な
っ
た
の
で
す
。
環
状
二
号
線
の
新
橋
か
ら
虎
ノ
門
が

二
〇
一
四
年
に
、
築
地
市
場
の
隣
を
通
り
豊
洲
に
至
る
区
間
は
二
〇
一
八

年
に
暫
定
開
通
し
、
全
線
開
通
は
二
〇
二
二
年
度
を
目
指
す
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
環
三
、四
、五
、六
に
至
っ
て
は
、
開
通
の
め
ど
は
立
っ

て
お
ら
ず
、
少
な
く
と
も
二
〇
二
六
年
ま
で
は
開
通
し
な
い
こ
と
が
決

ま
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
の
道
路
も
、一
部
区
間
で
開
通
し
て
い
ま
す
が
、

ま
っ
た
く
現
道
が
な
く
住
宅
が
密
集
す
る
エ
リ
ア
に
計
画
線
が
引
か
れ
て

い
る
箇
所
も
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
地
図
上
で
は
途
中
で
途
切
れ

た
り
細
く
な
っ
た
り
し
て
い
る
た
め
、
や
は
り
探
す
の
は
難
し
く
な
っ
て

い
ま
す
。

　

で
す
が
、
一
九
二
七
年
、
関
東
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て
立
て
ら
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ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
ネ
イ
テ
ィ
ブ
と
い
う
言
葉
す
ら
使
い
古
さ
れ
て
い
る
感

の
あ
る
今
、
あ
え
て
雄
弁
部
に
入
っ
て
く
る
学
生
が
絶
え
な
い
こ
と
に
、

母
校
の
頼
も
し
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。
一
Ｏ
Ｂ
と
し
て
、
今
後
の
雄
弁
部

と
現
役
部
員
各
位
の
益
々
の
活
躍
を
心
か
ら
願
っ
て
已
み
ま
せ
ん
。

で
も
煙
草
の
匂
い
が
す
る
機
会
が
ほ
ぼ
無
く
な
っ
た
た
め
、
そ
の
香
り
が

す
る
と
一
〇
数
年
前
の
演
練
や
他
愛
の
な
い
話
を
し
て
い
た
日
々
が
懐
か

し
く
な
り
ま
す
。

　

私
が
入
部
し
た
二
〇
〇
五
年
度
は
先
輩
方
の
人
数
が
計
五
名
と
新
入
部

員
の
方
が
多
い
と
い
う
状
況
で
し
た
が
、
弁
論
指
導
や
Ｓ
Ｐ
Ｄ
、
夏
・
冬

の
合
宿
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
、
我
々
を
大
事
に
育
て
て
下
さ
い
ま
し

た
。
先
輩
方
は
人
数
が
少
な
い
分
、
色
々
な
役
職
を
掛
け
持
ち
さ
れ
て
お

り
、
今
思
う
と
多
大
な
ご
苦
労
が
あ
っ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
感

謝
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
部
の
華
で
あ
る
弁
論
大
会
に
つ
い
て
言
う
と
、
一
年
目
に
私
は
中

大
の
新
人
弁
論
大
会
に
出
場
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は
悩
ん
だ

挙
句
、
当
時
か
ら
興
味
の
あ
っ
た
金
融
市
場
の
活
性
化
の
必
要
性
を
選
ん

だ
の
で
す
が
、
内
容
は
今
思
え
ば
浅
い
分
析
で
少
し
恥
ず
か
し
く
も
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
直
近
ま
で
大
学
受
験
の
勉
強
ば
か
り
し
て
き
た
自
分
に

と
っ
て
、
興
味
の
あ
る
テ
ー
マ
を
見
つ
け
て
分
析
・
発
表
し
、
そ
し
て
質

疑
を
受
け
る
と
い
う
経
験
は
実
に
得
難
い
も
の
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
経

緯
も
あ
っ
た
た
め
か
、
社
会
人
と
な
っ
た
今
も
金
融
市
場
関
連
の
仕
事
に

携
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
に
対
す
る
自
分
の
興
味
の
在
り

か
に
つ
い
て
能
動
的
に
考
え
る
機
会
を
持
て
る
の
も
、
こ
の
部
の
良
い
と

こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

最
近
は
部
員
数
も
我
々
が
現
役
の
頃
よ
り
相
当
増
え
た
と
聞
い
て
お
り

　

辞
達
の
嫁
ま
で
呼
び
寄
せ
て
く
れ
た
雄
辯
部

　
　
　
　
　

平
成
二
一
年
政
治
経
済
学
部
卒　

田
高　

直
也

　

こ
の
度
は
、
雄
辯
部
創
部
一
三
〇
周
年
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
を
心
よ
り

お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
私
が
雄
辯
部
に
在
部
し
た
の
は
二
〇
〇
五
年
か
ら
四
年
間
に
な

り
ま
す
。
在
部
中
は
二
、三
年
生
時
に
代
表
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
現
在
は
某
建
設
会
社
で
会
社
員
と
し
て
働
い
て
お
り
、
妻
（
中
大

辞
達
学
会
・
元
幹
事
長
）
と
娘
と
暮
ら
し
て
お
り
ま
す
。

　

記
念
誌
に
寄
稿
さ
せ
て
い
た
だ
く
に
あ
た
り
、
妻
と
在
部
中
の
思
い
出

話
を
し
ま
し
た
。
曰
く
、「
当
時
、
明
大
雄
辯
は
バ
ン
カ
ラ
で
、
弁
論
大

会
で
の
ヤ
ジ
に
非
常
に
勢
い
が
あ
り
、
タ
バ
コ
・
お
酒
を
よ
く
嗜
ん
で
お

り
、
ち
ょ
っ
と
怖
か
っ
た
」
と
の
こ
と
。（
※
注
・
当
時
在
部
し
て
い
た

元
部
員
の
名
誉
の
た
め
に
注
釈
す
る
が
、「
野
蛮
で
五
月
蠅
い
上
に
タ
バ

コ
臭
く
て
大
酒
飲
み
」
と
い
う
意
味
で
は
決
し
て
無
い
）

　

当
方
と
し
て
は
、
極
め
て
紳
士
的
か
つ
知
的
で
清
潔
な
部
員
が
多
か
っ

雄弁部員として
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考
『
雄
弁
部
の
必
要
な
い
世
界
』

　
　
　
　
　

平
成
二
二
年
政
治
経
済
学
部
卒　

木
下　

高
志

　

皆
さ
ん
は
、
足
尾
銅
山
に
行
か
れ
た
事
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
本
冊
子
を

ご
覧
に
な
ら
れ
て
い
る
方
の
大
半
は
明
大
雄
弁
部
の
関
係
者
だ
と
思
う
の

で
、
詳
述
は
控
え
る
が
、
ご
承
知
の
通
り
、
当
部
は
当
時
鉱
毒
公
害
が
発

生
し
て
い
た
足
尾
銅
山
へ
の
学
生
視
察
団
に
そ
の
発
足
の
起
源
を
持
つ
。

そ
の
「
問
題
意
識
」
と
「
行
動
」
が
、
大
先
輩
を
雄
弁
部
設
立
に
駆
り
立

て
た
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
大
先
輩
は
雄
弁
部
設
立
や
そ
の
後
の
活
動
に

よ
り
、
そ
の
目
的
を
達
し
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
？
確
か
に
「
足
尾
銅

山
の
現
状
を
見
聞
し
、
そ
の
状
況
を
東
京
市
中
に
伝
え
る
」
と
い
う
当
初

の
目
的
は
あ
る
程
度
実
現
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

で
は
、
な
ぜ
雄
弁
部
は
一
三
〇
年
経
っ
た
今
も
存
続
し
て
い
る
の
か
。

そ
れ
は
勿
論
、一
三
〇
年
前
の
大
先
輩
と
同
様
、現
在
の
明
大
生
に
も
「
問

題
意
識
」
と
「
行
動
」
が
受
継
が
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、本
当
に
こ
れ
で
良
い
の
だ
ろ
う
か
？
我
々
は
自
ら
が
抱
く「
問

題
意
識
」
を
解
決
す
る
為
、「
行
動
」
し
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

つ
ま
る
と
こ
ろ
、『
雄
弁
部
が
必
要
な
い
世
界
』
を
目
指
し
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
？

　

勿
論
、『
雄
弁
部
が
必
要
な
い
世
界
』
に
は
二
種
類
あ
る
だ
ろ
う
。
一

た
と
記
憶
し
て
お
り
ま
す
が
、
極
め
て
遺
憾
な
が
ら
家
庭
内
で
の
意
見
の

一
致
は
見
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
が
入
部
し
た
二
〇
〇
五
年
は
、
部
員
は
多

い
と
は
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
（
全
員
で
一
〇
名
）、
厳
し
く
も
和
気
藹

藹
と
し
た
雰
囲
気
で
し
た
。
ほ
ぼ
毎
日
部
室
に
出
入
り
し
、
タ
バ
コ
を
吸

い
な
が
ら
、
真
面
目
な
話
も
く
だ
ら
な
い
話
も
た
く
さ
ん
し
た
こ
と
が
良

い
思
い
出
で
す
。

　

ま
た
当
時
は
、
部
員
が
少
な
い
こ
と
を
ご
心
配
い
た
だ
い
た
か
ら
か
、

合
宿
や
懇
親
会
等
に
は
Ｏ
Ｂ
の
諸
先
輩
方
が
相
当
の
頻
度
で
ご
参
加
（
か

つ
御
馳
走
）
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
際
に
は
、
部
員
各
自
の
ポ

リ
シ
ー
や
哲
学
等
の
議
論
を
行
い
、
お
酒
の
注
ぎ
方
・
飲
み
方
・
飲
ま
れ

方
に
つ
い
て
も
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。
二
〇
〇
六
年
に
は
、
暫
し
中

断
さ
れ
て
い
た
「
紫
紺
杯
」
復
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
目
標
と
し
て
代
表
に

選
任
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
三
年
生
の
中
田
先
輩
に
実
行
委
員
長
に
就
任
い

た
だ
き
、
皆
で
手
探
り
状
態
の
中
、
な
ん
と
か
無
事
開
催
す
る
こ
と
が
で

き
た
と
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。

　

思
い
出
話
ば
か
り
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
一
度
き
り
の
人
生

で
、
大
学
四
年
間
を
雄
辯
部
員
と
し
て
当
時
の
メ
ン
バ
ー
で
過
ご
し
た
こ

と
は
、
自
分
自
身
の
誇
り
で
す
。
ま
た
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
、
妻
と
出

逢
え
た
こ
と
に
も
感
謝
し
て
過
ご
し
て
お
り
ま
す
。

　

末
筆
な
が
ら
、
雄
辯
部
の
一
層
の
ご
発
展
と
皆
様
方
の
ご
活
躍
を
祈
念

致
し
ま
し
て
、
お
祝
い
の
言
葉
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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ま
た
コ
ロ
ナ
の
広
が
り
も
気
が
か
り
で
あ
る
。
ご
承
知
の
通
り
、
主
要

な
イ
ベ
ン
ト
や
ス
ポ
ー
ツ
大
会
は
中
止
と
な
り
、
大
学
も
休
校
が
続
い
て

い
る
。
リ
ア
ル
な
接
触
は
他
者
に
関
心
を
持
ち
、
相
手
の
価
値
観
を
受
け

入
れ
る
第
一
歩
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
避
け
ざ
る
を
得
な
い
情
勢
で
あ
る
。

現
役
部
員
も
日
々
の
活
動
や
大
会
を
ど
う
や
っ
て
乗
り
切
る
の
か
頭
を
悩

ま
せ
て
い
る
事
で
あ
ろ
う
。
大
会
も
ネ
ッ
ト
弁
論
大
会
や
青
空
弁
論
大
会

を
考
え
る
の
か
、
こ
の
冊
子
が
表
に
出
る
頃
に
は
あ
る
程
度
結
果
が
出
て

い
る
で
あ
ろ
う
。
現
役
諸
君
の
行
動
を
見
守
り
た
い
。

　

最
後
に
現
役
向
け
。
野
次
は
「
寸
鉄
人
を
刺
す
」。
長
い
野
次
は
妨
害

行
為
と
し
て
厳
し
く
対
処
し
て
も
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
他
者
の
言

動
に
問
題
意
識
を
持
つ
こ
と
は
必
要
だ
が
、『
和
而
不
同
』
の
精
神
は
受

継
い
で
頂
き
た
い
。

つ
は
、
為
政
者
は
善
政
を
敷
き
、
人
々
に
は
あ
ら
ゆ
る
機
会
が
平
等
に
あ

り
、Ａ
Ｉ
や
電
子
通
信
技
術
の
発
達
に
よ
り
大
半
の
労
働
は
不
要
に
な
り
、

人
々
は
異
文
化
や
多
様
な
価
値
観
を
受
け
入
れ
、
健
康
で
長
寿
で
幸
福
で

満
た
さ
れ
た
、我
々
が
多
希
求
す
る
「
社
会
正
義
」
が
実
現
さ
れ
た
世
界
。

　

も
う
一
つ
は
、
人
々
は
政
治
や
他
者
の
境
遇
に
無
関
心
で
あ
り
、
自
ら

の
価
値
観
の
み
が
正
し
い
と
感
じ
、
他
者
や
自
己
の
困
窮
に
際
し
て
も
、

「
そ
れ
は
仕
方
な
い
こ
と
」
と
し
て
、
他
の
価
値
観
を
持
つ
人
や
集
団
と

交
わ
る
行
動
は
不
要
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
世
界
。

　

ど
ち
ら
が
良
い
か
問
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
今
の
世
界
は
ど
ち
ら

の
世
界
に
も
向
か
う
素
地
が
あ
る
事
を
我
々
は
常
に
肝
に
銘
じ
、
行
動
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
第
一
歩
は
他
者
へ
の
「
関
心
」
で
あ
り
、「
価

値
観
の
受
け
入
れ
」
と
い
う
行
動
で
あ
ろ
う
。

　

心
配
な
の
は
昨
今
の
情
勢
で
あ
る
。
私
も
福
島
で
か
の
事
故
に
係
る
仕

事
に
携
わ
っ
て
い
た
が
、
多
様
な
考
え
方
を
ま
と
め
て
い
く
に
は
膨
大
な

時
間
と
労
力
が
必
要
と
な
る
。
一
方
、
メ
デ
ィ
ア
（
マ
ス
・
ソ
ー
シ
ャ
ル

問
わ
ず
）
で
は
、
分
か
り
易
い
端
的
な
言
動
が
人
気
を
博
し
、
共
感
さ
れ

る
傾
向
が
あ
る
。
伝
え
る
側
が
分
か
り
易
く
す
る
努
力
は
勿
論
必
要
で
あ

る
が
、
受
け
手
も
自
ら
が
見
聞
し
た
情
報
は
事
象
の
ほ
ん
の
一
断
面
で
あ

る
と
常
々
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
。（
そ
う
い
う
意
味
で
、
環
境
活
動
家

の
グ
レ
タ
さ
ん
は
、
発
展
途
上
国
の
貧
困
層
に
と
っ
て
は
ど
う
見
え
る
の

だ
ろ
う
か
？
）

　

未
来
の
キ
ャ
ン
プ
に
向
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
二
年
法
学
部
卒　

佐
藤　

尚
孝

　

一
二
〇
周
年
記
念
式
典
に
参
加
し
た
と
き
は
社
会
人
一
年
目
で
し
た
の

で
、
今
は
社
会
人
十
一
年
目
。
も
は
や
「
若
手
Ｏ
Ｂ
」
と
い
っ
て
い
い
か

微
妙
な
年
齢
に
な
り
ま
し
た
。
Ｏ
Ｂ
会
の
常
任
幹
事
に
就
い
て
か
ら
は
六

年
が
経
ち
、
現
在
は
現
役
生
と
の
窓
口
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

　

現
役
担
当
幹
事
の
役
目
は「
Ｏ
Ｂ
と
現
役
生
の
橋
渡
し
」「
古
い
世
代（
怒

雄弁部員として
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ら
な
い
で
く
だ
さ
い
）
と
新
し
い
世
代
の
溝
を
埋
め
る
こ
と
」
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

い
つ
の
時
代
も
学
生
は
、
ろ
く
な
社
会
経
験
も
な
い
く
せ
に
新
し
い
こ

と
を
や
り
た
が
り
、
上
に
た
て
つ
く
厄
介
な
存
在
で
す
。
一
方
、
Ｏ
Ｂ
側

も
学
生
の
顔
を
見
れ
ば
「
俺
ら
の
頃
は
」「
学
生
た
る
も
の
」
と
説
教
し

た
が
る
、
こ
れ
ま
た
厄
介
な
存
在
で
す
（
怒
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
）。
現

役
担
当
幹
事
は
、
こ
の
二
つ
の
厄
介
な
存
在
の
板
挟
み
な
の
で
、
な
か
な

か
大
変
で
す
が
、
雄
弁
部
な
ら
で
は
の
あ
る
醍
醐
味
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
れ
は
、
大
先
輩
と
も
学
生
と
も
接
す
る
機
会
が
多
い
の
で
、

雄
弁
部
の
過
去
、
現
在
、
未
来
を
肌
身
で
実
感
で
き
る
こ
と
で
す
。

　

私
の
敬
愛
す
る
本
学
前
学
長
の
土
屋
恵
一
郎
先
生
は
、
一
八
世
紀
イ
ギ

リ
ス
の
哲
学
者
デ
イ
ビ
ッ
ト
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
を
引
き
合
い
に
、
折
に
触

れ
て
こ
う
仰
い
ま
す
。「
大
学
は
、様
々
な
国
や
地
域
か
ら
集
ま
っ
た
バ
ッ

ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
異
な
る
学
生
た
ち
が
、
同
じ
時
間
と
空
間
を
共
有
し
な

が
ら
学
び
あ
う
〝
キ
ャ
ン
プ
〟
で
あ
る
」。
我
々
雄
弁
部
と
い
う
キ
ャ
ン

プ
の
場
合
は
、こ
の
「
時
間
と
空
間
の
共
有
」
に
加
え
て
、「
過
去
と
未
来
」

と
い
う
時
間
軸
の
共
有
も
加
わ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
共
有

す
る
時
間
軸
は
一
三
〇
年
の
長
き
に
わ
た
る
も
の
で
す
。

　

雄
弁
部
が
長
い
時
間
を
経
て
現
在
も
存
在
し
て
い
る
の
は
、
歴
代
の
先

輩
方
が
若
い
世
代
へ
繋
い
で
く
れ
た
お
か
げ
で
す
。
そ
し
て
、
今
の
現
役

生
が
一
生
懸
命
に
活
動
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
先
輩
と
後
輩
の
ど
ち
ら
が

か
け
て
も
雄
弁
部
は
あ
り
ま
せ
ん
。
十
一
年
前
、
私
と
同
期
の
仲
間
た
ち

は
、
先
輩
か
ら
託
さ
れ
た
バ
ト
ン
を
な
ん
と
か
後
輩
に
渡
せ
ま
し
た
。
そ

の
バ
ト
ン
は
さ
ら
に
後
代
へ
と
引
き
継
が
れ
、
今
は
現
役
生
が
そ
の
手
に

握
っ
て
懸
命
に
走
っ
て
い
ま
す
。
現
役
生
に
お
願
い
し
た
い
の
は
、
ど
う

か
そ
の
バ
ト
ン
を
落
と
さ
な
い
よ
う
に
。
そ
し
て
、
い
つ
か
あ
な
た
達
が

Ｏ
Ｂ
に
な
っ
た
と
き
は
、
ま
だ
見
ぬ
未
来
の
現
役
生
の
キ
ャ
ン
プ
を
我
々

Ｏ
Ｂ
と
一
緒
に
見
守
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。



一
二
〇
周
年
か
ら
早
一
〇
年

〜
二
〇
一
一
年
以
降
の
卒
業
生
た
ち
〜
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雄
弁
部
と
い
う
経
歴
は
社
会
に
出
て
ど
う
作
用
す
る
か

　
　
　
　
　

平
成
二
三
年
政
治
経
済
学
部
卒　

田
仲　

信
康

　

表
題
に
つ
い
て
実
体
験
を
基
に
述
べ
た
い
。
早
速
で
あ
る
が
、
以
下
の

文
章
を
見
て
ほ
し
い
。

　

「
基
礎
自
治
体
が
管
理
す
る
道
路
一
路
線
あ
た
り
の
延
長
は
、
Ａ
国
で

は
五
一
～
一
〇
〇
㎞
（
注
）
の
も
の
が
最
も
多
く
（
四
〇
％
）、
Ｂ
国
で

は
〇
～
一
〇
㎞
の
も
の
が
最
も
多
い
（
四
〇
％
）
こ
と
か
ら
、
Ａ
国
の
基

礎
自
治
体
が
管
理
す
る
道
路
は
Ｂ
国
の
も
の
と
比
べ
延
長
が
長
い
傾
向
に

あ
る
」

（
注
一
）　

区
分
は
、
〇
～
一
〇
、一
一
～
五
〇
、五
一
～
一
〇
〇
、一
〇
一
～　
　

　
　
　
　

一
五
〇
〔
㎞
（
単
位
）〕
の
五
区
分
で
あ
る
。

（
注
二
）　

割
合
は
、
全
路
線
に
占
め
る
当
該
区
分
に
属
す
る
路
線
数
の
割

　
　
　
　

合
で
あ
る
。

　

前
記
は
、後
輩
職
員
作
成
の
書
類
の
一
文
で
あ
る
。一
見
す
る
と
そ
れ
っ

ぽ
そ
う
な
結
論
に
見
え
る
が
、
仮
に
Ｂ
国
の
残
り
の
六
〇
％
が
五
一
㎞
以

上
な
ど
の
上
位
の
区
分
に
属
し
、
Ａ
国
が
逆
な
ら
ば
、
こ
の
結
論
と
は
な

ら
な
い
。「
そ
れ
っ
て
本
当
に
言
え
る
？
」
と
考
え
る
癖
が
つ
い
て
い
る

の
は
、
仕
事
に
お
い
て
、
随
所
で
役
に
立
っ
て
い
る
。
一
方
、
口
う
る
さ

い
と
人
に
煙
た
が
ら
れ
る
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
を
感
じ
る
。
人
を
選
ば
な

い
で
議
論
を
し
た
結
果
、
上
司
・
後
輩
に
嫌
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

一
年
目
の
上
司
か
ら
は
、「
口
答
え
が
多
い
」
と
言
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う

な
事
態
を
避
け
る
に
は
、「
何
を
言
う
か
」
よ
り
「
ど
ん
な
場
面
で
ど
う

言
う
か
」
を
意
識
す
る
、
端
的
に
行
っ
て
「
普
段
か
ら
話
し
や
す
い
関
係

を
つ
く
っ
て
、
ソ
フ
ト
な
語
り
口
を
心
が
け
る
」
こ
と
で
解
決
す
る
も
の

で
あ
り
、
今
後
の
私
の
課
題
で
も
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
私
の
性
格
も
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
「
雄
弁
は
銀
、
沈

黙
は
金
」
と
感
じ
る
こ
と
は
雄
弁
経
験
者
と
し
て
、
多
く
が
通
る
道
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
黙
す
る
必
要
は
な
い
と
私

は
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
は
雄
弁
人
で
あ
る
。
社
会
に
出
て
、
建
前

を
優
先
し
た
り
、
大
人
の
対
応
が
必
要
な
場
面
で
も
、
自
分
の
信
じ
る
社

会
正
義
を
主
張
す
る
と
い
う
姿
勢
は
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

う
。「
若
い
う
ち
は
尖
り
続
け
て
、
年
を
経
て
丸
く
な
れ
ば
い
い
」
と
は
、

私
の
尊
敬
す
る
上
司
の
言
で
あ
り
、
そ
の
言
葉
を
信
じ
て
、
私
は
今
日
も

職
場
で
吠
え
て
い
る
。

120周年から早10年
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言
論
を
武
器
と
し
て

　
　
　
　
　

平
成
二
三
年
政
治
経
済
学
部
卒　

三
橋　

和
史

　

雄
弁
部
に
所
属
し
て
い
た
当
時
、
私
が
最
も
楽
し
み
に
し
て
い
た
の
は

弁
論
大
会
で
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
弁
論
大
会
に
お
い
て
、
い
つ
も
真
っ
先
に

挙
手
し
て
聴
衆
席
か
ら
質
疑
を
繰
り
返
す
よ
う
な
学
生
で
し
た
。
弁
論
に

お
け
る
質
疑
応
答
は
、
聴
衆
が
単
に
自
身
の
持
た
な
い
知
識
を
補
完
す
る

た
め
に
質
問
す
る
場
で
は
な
く
、
弁
士
が
披
露
し
た
弁
論
中
に
含
ま
れ
る

疑
義
を
質
す
機
会
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
質
疑
す
る
側
に
と
っ
て
は
、
自

身
が
過
去
に
触
れ
た
こ
と
の
な
い
分
野
に
接
す
る
こ
と
も
多
く
、
そ
の
状

況
に
お
い
て
い
か
に
寸
鉄
人
を
刺
す
よ
う
な
質
疑
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
そ
の
能
力
を
測
る
指
標
と
な
る
で
し
ょ
う
。
質

疑
応
答
は
、
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
た
原
稿
が
読
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
場
で
初
め
て
発
せ
ら
れ
る
質
疑
と
そ
れ
に
対
す
る
答
弁
を
受
け
て
、
百

家
争
鳴
溢
れ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
、
弁
士
と
質
疑
者
双
方
に
つ
い
て
そ
の

真
価
が
問
わ
れ
る
緊
張
感
の
漂
う
時
間
で
あ
り
、
ま
さ
に
弁
論
の
醍
醐
味

で
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
政
界
や
そ
の
隣
接
業
界
に
は
、
明
大
雄
弁
だ
け
で
な
く
、

他
大
学
弁
論
部
の
出
身
者
も
多
く
い
ま
す
。
私
が
今
ま
で
に
全
国
報
道
で

も
取
り
上
げ
ら
れ
解
決
に
至
っ
た
事
案
の
一
つ
は
、
早
稲
田
大
学
雄
弁
会

出
身
の
同
世
代
の
報
道
記
者
と
と
も
に
協
力
し
て
問
題
を
追
及
し
て
き
た

も
の
で
し
た
。
彼
が
奈
良
支
局
に
勤
務
し
て
い
た
頃
は
、
私
も
彼
も
阿
吽

の
呼
吸
で
各
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
私
の
発
言
は
、
重
要
部
分
が

的
確
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
ニ
ュ
ー
ス
に
な
る
。
雄
弁
部
で
磨
い
た
社
会
の

様
々
な
分
野
に
お
け
る
問
題
の
発
見
能
力
と
解
決
能
力
を
駆
使
し
て
、
弁

論
界
の
友
人
と
と
も
に
こ
の
国
の
ニ
ュ
ー
ス
を
作
り
上
げ
て
い
く
。
そ
ん

な
楽
し
い
経
験
が
東
京
か
ら
離
れ
た
奈
良
の
政
治
の
舞
台
で
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
は
、
在
学
中
に
は
予
想
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

私
は
、
卒
業
後
一
〇
年
近
く
が
経
過
し
た
今
も
な
お
、
雄
弁
を
し
て
い

ま
す
。
自
身
の
議
席
を
持
つ
奈
良
市
議
会
で
は
、
言
論
を
武
器
に
闘
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
市
長
等
が
述
べ
る
説
明
に
疑
義
を
見
出
し
、
そ
れ
を

質
し
、
よ
り
よ
い
政
策
を
実
現
さ
せ
て
い
く
。
雄
弁
部
に
所
属
し
て
い
な

か
っ
た
ら
、
政
治
家
に
な
る
道
も
拓
か
れ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
も

し
政
治
家
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
言
論
と
い
う
武
器
も
持
た
ず
、
役

に
立
た
な
い
お
飾
り
議
員
に
収
ま
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

私
は
待
っ
て
い
ま
す
。
よ
り
多
く
の
若
手
雄
弁
人
が
政
界
に
進
出
し
、

も
っ
と
張
り
合
い
の
あ
る
審
議
討
論
が
で
き
る
時
代
を
。
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私
と
雄
弁
部

　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
四
年
法
学
部
卒　

眞
崎　

博
瑛

　

卒
業
し
て
九
年
が
経
っ
た
。
結
婚
し
、
子
供
も
で
き
た
。
同
期
、
先
輩

後
輩
も
似
た
よ
う
な
フ
ァ
ミ
リ
ー
世
帯
が
徐
々
に
増
え
て
い
る
し
、
職

場
で
役
職
が
つ
い
た
り
、
仕
事
の
重
要
性
が
増
し
て
い
る
と
偶
に
会
う
と

話
し
て
い
て
気
付
く
。
家
庭
や
職
場
で
の
責
任
感
が
増
し
た
り
、
何
よ
り

一
〇
年
前
後
も
働
く
と
人
間
性
も
丸
み
が
帯
び
て
く
る
。
馬
鹿
話
を
し
て

い
て
も
見
え
な
い
ス
ト
ッ
パ
ー
が
か
か
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
そ
れ
が

悪
い
こ
と
だ
と
は
思
わ
な
い
。
た
だ
、
最
初
か
ら
現
実
や
自
分
の
能
力
に

見
切
り
を
つ
け
、
何
を
話
し
て
い
て
も
言
い
訳
を
し
た
り
、
ど
う
せ
何
も

変
わ
ら
な
い
か
ら
と
、
や
さ
ぐ
れ
て
い
る
よ
う
な
方
々
も
い
る
。
時
に
夜

を
徹
し
て
青
臭
く
理
想
や
夢
を
語
っ
て
い
た
あ
の
時
間
は
嘘
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
卒
部
・
卒
業
を
し
た
ら
も
う
雄
弁
部
の
理
念
や
精

神
は
関
係
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

各
々
が
置
か
れ
て
い
る
立
場
や
働
く
場
所
は
異
な
る
が
、
そ
の
立
ち
位

置
立
ち
位
置
で
感
じ
る
こ
と
や
、
抱
い
た
課
題
感
に
「
こ
う
あ
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
常
に
健
全
な
猜
疑
心
を
抱
き
、
時
に
同
期
や
先
輩

後
輩
と
議
論
し
、
可
能
な
ら
ば
実
行
に
移
す
。
そ
う
い
っ
た
社
会
人
に
な

る
こ
と
を
、
雄
弁
部
Ｏ
Ｂ
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。
何
か
を
為
す
、
何
者
か
に
な
る
の
は
難
し
い
。
時
運
も
あ
る
。

　

し
か
し
、
何
か
を
為
す
た
め
に
は
日
頃
の
意
識
や
行
動
が
重
要
だ
。
雄

弁
部
で
身
に
つ
い
た
と
思
っ
て
い
た
、
論
理
的
思
考
能
力
だ
と
か
、
人
前

で
物
怖
じ
せ
ず
話
す
能
力
だ
と
か
、
そ
う
い
っ
た
物
は
正
直
大
し
た
こ
と

は
な
か
っ
た
。
よ
っ
ぽ
ど
会
社
で
働
い
た
方
が
そ
う
い
っ
た
力
が
鍛
え
ら

れ
た
。
た
だ
、
忙
し
く
理
不
尽
も
多
い
日
々
に
た
だ
流
さ
れ
る
だ
け
で
な

く
、
小
さ
な
こ
と
で
も
構
わ
な
い
か
ら
「
こ
う
あ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
」
と
常
に
思
考
し
、
時
に
行
動
に
移
せ
た
そ
の
姿
勢
そ
の
も
の
は
、

私
が
雄
弁
部
か
ら
学
ん
だ
こ
と
だ
と
思
う
。

　

聴
衆
を
前
に
語
る
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　

平
成
二
五
年
政
治
経
済
学
部
卒　

福
田　

直
人

　

こ
の
度
は
雄
弁
部
創
立
一
三
〇
周
年
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
を
心
よ
り
お

慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
私
が
在
籍
し
て
い
た
当
時
を
思
い
起
こ
す
と
、
防

衛
大
学
校
主
催
の
弁
論
大
会
「
雄
叫
杯
」
へ
の
出
場
と
新
入
生
勧
誘
の
実

行
委
員
長
を
務
め
た
こ
と
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
未
熟
で
拙
い
私
を

支
え
て
く
だ
さ
っ
た
同
期
、
諸
先
輩
方
と
は
、
今
も
変
わ
ら
ず
交
流
さ
せ

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
か
け
が
え
の
な
い
友
人
と
の
出
会
い
を
与
え
て
く

れ
た
雄
弁
部
に
は
感
謝
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

現
在
、
私
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
携

120周年から早10年
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わ
っ
て
お
り
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
通
じ
て
数
万
人
の
顧
客

に
情
報
発
信
を
し
て
い
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
な
ツ
ー
ル
は
極
度
に
効
率
的
で

す
。
し
か
し
、
弁
士
が
聴
衆
を
前
に
説
得
す
る
「
弁
論
」
が
持
つ
重
み
を

デ
ジ
タ
ル
で
は
ま
だ
ま
だ
実
現
で
き
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
生
身
の
人

間
が
、
人
間
に
訴
え
か
け
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
力
は
必
ず
有
り
、
そ
の
熱

が
雄
弁
部
、
ひ
い
て
は
弁
論
が
長
き
に
わ
た
り
続
い
た
源
泉
な
の
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。

　

デ
ジ
タ
ル
な
世
界
で
は
、
時
に
人
間
を
相
手
に
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
人
間
が
人
間
に
伝
え
る
こ
と
に
変
わ
り
は

あ
り
ま
せ
ん
。
情
報
発
信
に
携
わ
る
者
と
し
て
、
真
摯
な
姿
勢
で
言
葉
を

伝
え
た
弁
論
の
経
験
は
と
て
も
貴
重
で
し
た
。
時
に
は
こ
の
経
験
に
立
ち

返
り
、
弁
論
が
持
つ
熱
を
少
し
で
も
デ
ジ
タ
ル
で
表
現
で
き
る
よ
う
向
き

合
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

雄
辯
部
で
思
う
こ
と
、
今
考
え
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
六
年
法
学
部
卒　

倉
林　

正
弥

　

未
だ
平
成
の
頃
、
現
役
雄
辯
部
員
の
時
分
。
論
理
的
な
文
章
構
成
や
伝

わ
り
易
い
声
調
に
つ
い
て
学
ん
だ
り
、
様
々
な
見
識
を
深
め
る
為
に
先
輩

諸
兄
に
教
え
を
請
う
た
り
し
、「
説
得
力
」
あ
る
言
葉
こ
そ
相
手
の
心
に

響
き
行
動
を
促
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
日
々
研
鑽
錬
磨
し
て
い
ま
し
た
。

　

現
在
私
は
証
券
会
社
で
働
い
て
い
ま
す
。
個
人
法
人
を
問
わ
ず
、
各
種

金
融
商
品
の
提
案
・
販
売
・
仲
介
を
行
い
、
関
連
す
る
情
報
を
提
供
す
る

業
務
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。
雄
辯
部
で
培
っ
た
、
収
集
し
た
情
報
を
論
理

的
に
伝
え
る
ノ
ウ
ハ
ウ
は
、
現
在
の
業
務
に
も
様
々
な
場
面
で
役
に
立
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
仕
事
で
様
々
な
人
と
接
し
話
す
中
で
、
雄
辯
部
現

役
当
時
で
は
気
付
け
な
か
っ
た
こ
と
も
解
る
様
に
な
り
ま
し
た
。
多
数
あ

る
中
で
も
特
に
重
要
で
あ
る
と
私
が
思
う
こ
と
を
こ
の
場
を
お
借
り
し
て

記
そ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
「
説
得
力
」
だ
け
で
は
人
の
心
を
動
か
し
行
動
を
促
す
に
は
不

十
分
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
「
納
得
」
し
て
も
心
や
行
動
を
変
え
る
に

は
到
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
当
然
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
老
若
問
わ
ず
伝
え
る
側
、
聞
く
側
共
に
理
解
さ
れ
て
い
る
方
は
少
な

い
の
が
実
情
で
す
。
勿
論
、
何
か
を
伝
え
行
動
し
て
も
ら
お
う
と
す
る
と

き
、
前
提
と
し
て
「
説
得
力
」
は
必
要
不
可
欠
で
す
。
そ
れ
に
加
え
、
相

手
や
状
況
次
第
で
「
情
動
」
に
訴
え
た
り
「
共
感
」
を
求
め
た
り
す
る
こ

と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
理
解
せ
ず
「
真
理
」
や
己
の
「
正
義
」

を
論
理
的
に
構
成
し
「
説
得
力
」
充
分
に
言
葉
を
振
り
か
ざ
す
暴
力
的
な

方
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
暴
力
的
で
強
固
な
説
得
力
を
持
つ
言
葉
は
時

に
強
い
反
発
を
生
み
ま
す
。
互
い
に
と
っ
て
良
い
結
果
に
な
る
は
ず
が
あ

り
ま
せ
ん
。

　

「
説
得
力
」に
加
え
る
要
素
は
様
々
で
す
が
、相
手
の
こ
と
を
よ
く
知
り
、
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「
慮
る
」
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
己
の
論
を
通
そ
う
と

し
て
相
手
が
見
え
な
く
な
る
こ
と
は
ま
ま
あ
り
ま
す
が
、
相
手
を
観
る
余

裕
を
持
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
戒
も
含
め
書
き
記
す
次
第
で
す
。

　

雄
辯
部
は
創
立
一
三
〇
周
年
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
様
な
視
点
を
与
え
て

く
れ
た
の
も
雄
辯
部
で
あ
り
、
現
役
時
代
の
み
な
ら
ず
卒
業
し
て
か
ら
も

変
わ
ら
ず
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
賜
る
先
輩
諸
兄
の
御
陰
で
す
。令
和
の
時
代
、

雄
辯
部
が
優
秀
な
後
輩
に
よ
り
末
永
く
益
々
発
展
す
る
こ
と
を
祈
念
い
た

し
ま
す
。　

　

政
治
は
、
遠
い
。

　
　
　
　
　
　

平
成
二
七
年
政
治
経
済
学
部
卒　

峯
森　

徹

　

私
は
、
平
成
二
七
年
に
大
学
を
卒
業
し
、
雄
弁
部
を
卒
部
し
た
。
今
で

は
結
婚
し
、
二
児
の
父
と
な
っ
て
い
る
。
選
挙
区
の
選
出
議
員
も
、
衆
院

は
流
石
に
分
か
る
が
参
院
に
な
る
と
自
信
が
な
い
。
ま
し
て
や
、都
議
会
、

区
議
会
に
な
る
と
投
票
し
た
相
手
を
思
い
出
す
の
も
一
苦
労
だ
。
そ
の
名

前
を
意
識
す
る
の
は
、
投
票
直
前
に
選
挙
公
報
に
目
を
通
す
と
き
か
、
あ

る
い
は
当
日
の
投
票
所
。
そ
の
上
、
気
が
つ
い
た
ら
投
票
し
た
議
員
が
週

刊
誌
に
叩
か
れ
、
大
臣
を
辞
職
し
て
い
た
り
す
る
。

　

そ
れ
で
も
、
政
治
は
そ
こ
に
あ
る
。
国
交
省
が
消
費
促
進
策
を
打
ち
出

せ
ば
、
職
場
で
は
そ
の
申
請
に
関
す
る
顧
客
対
応
に
追
わ
れ
る
。
子
供
が

生
ま
れ
れ
ば
、
自
治
体
の
待
機
児
童
数
を
気
に
か
け
、
役
所
の
書
類
に
目

を
通
し
、
保
活
に
励
む
。
最
近
で
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
政
府

方
針
を
受
け
、
イ
ベ
ン
ト
の
中
止
や
各
種
対
応
に
追
わ
れ
て
い
る
。

　

雄
弁
部
を
卒
部
し
て
五
年
。
仕
事
と
家
庭
の
往
復
の
日
々
を
送
る
私
に

も
、
政
治
は
何
ら
か
の
形
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
く
る
。
き
っ
と
、
政
治
に

「
近
づ
こ
う｣

と
し
て
い
た
あ
の
頃
以
上
に
。

　

雄
弁
部
の
卒
部
生
に
は
、
政
治
家
、
官
僚
、
公
務
員
、
団
体
職
員
、
そ

の
周
辺
な
ど
、い
わ
ゆ
る
「
政
治｣

に
近
い
職
に
就
い
て
い
る
人
も
多
い
。

し
か
し
、
比
率
と
し
て
み
れ
ば
、
大
多
数
は
民
間
企
業
に
籍
を
置
く
「
民

間
人｣

で
あ
ろ
う
。
私
も
、
そ
の
一
人
だ
。

　

社
会
に
出
て
、「
民
間
人
」
と
し
て
過
ご
す
中
で
、
政
治
を
意
識
す
る

機
会
は
少
な
く
な
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
雄
弁
部
の
現
役
部
員
で
あ
っ
た

頃
に
は
及
ば
な
い
。
し
か
し
、
社
会
に
出
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
に
受

け
る
影
響
は
よ
り
現
実
的
な
も
の
に
な
る
。
今
、
政
治
に
遠
さ
を
感
じ
て

い
る
の
は
、
危
機
感
を
感
じ
る
ほ
ど
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
影
響
を
受
け
て
い

な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
意
識
は
遠
の
い
て
い
く
。
し
か
し
、
距
離
は
確
実
に

近
づ
い
て
く
る
。
私
が
意
識
を
遠
ざ
け
て
い
ら
れ
る
の
は
、
た
だ
の
幸
運

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、こ
の
幸
運
が
崩
れ
去
っ
た
ら
。
政
治
が
、

望
ま
ぬ
形
で
向
こ
う
か
ら
「
近
づ
い
て
」
き
た
ら
。
自
ら
や
、
周
囲
の
人

間
の
平
穏
を
脅
か
し
、
害
悪
を
も
た
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
ら
。
そ
の
時
に

は
、
雄
弁
部
を
通
し
、
政
治
に
、
社
会
に
向
き
合
っ
た
経
験
が
生
き
る
の

120周年から早10年



106

だ
ろ
う
。
議
論
を
交
わ
し
、
弁
舌
を
磨
き
、
と
き
に
は
酒
を
酌
み
交
わ
し

な
が
ら
語
り
あ
っ
た
日
々
。
そ
の
中
で
培
っ
た
も
の
が
本
当
の
「
武
器
」

と
な
る
の
は
、
望
ま
れ
ざ
る
有
事
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ

は
各
地
で
自
身
の
持
ち
場
を
守
り
、
日
々
を
戦
い
続
け
る
卒
部
生
た
ち
も

同
様
だ
ろ
う
。
長
い
歴
史
の
中
で
、
各
地
に
多
く
の
卒
部
生
を
輩
出
し
て

き
た
意
味
は
、
そ
こ
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

雄
弁
部
の
卒
部
生
が
、
自
身
の
、
周
囲
の
望
ま
れ
ざ
る
有
事
に
「
武
器
」

を
手
に
す
る
日
。今
は
た
だ
、そ
ん
な
日
が
訪
れ
な
い
こ
と
を
切
に
願
う
。　

　

雄
弁
部
で
学
ん
だ
事

　
　
　
　
　

平
成
二
八
年
政
治
経
済
学
部
卒　

桐
生　

常
朗

　

私
が
雄
弁
部
で
学
ん
だ
事
は
、
弁
論
の
技
術
や
論
理
的
な
思
考
力
だ
け

で
な
い
。
そ
れ
ら
を
用
い
て
、
個
性
の
強
い
メ
ン
バ
ー
と
共
に
目
的
を
共

有
し
行
動
す
る
事
こ
そ
、
雄
弁
部
で
し
か
学
び
え
な
い
経
験
だ
っ
た
と
感

じ
る
。

　

平
成
三
一
年
の
春
、
初
め
て
の
選
挙
に
臨
ん
だ
私
は
、
人
の
優
し
い
面

に
触
れ
た
一
方
で
、
人
と
共
に
行
動
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ
た
。
特

に
、
自
分
の
親
や
祖
父
母
く
ら
い
の
年
齢
の
人
と
共
に
行
動
し
、
時
に
は

意
見
を
戦
わ
せ
る
事
は
非
常
に
苦
労
を
し
た
。
そ
の
中
で
、
一
番
活
き
た

経
験
は
雄
弁
部
で
の
経
験
で
あ
っ
た
。
雄
弁
部
で
は
、
政
治
闘
争
的
な
側

面
が
未
だ
あ
り
、
議
論
が
相
手
を
倒
す
ま
で
終
わ
ら
な
い
と
い
っ
た
終
着

を
見
る
事
も
あ
っ
た
。

　

卒
業
し
て
、
し
ば
し
ば
非
対
称
な
関
係
で
の
議
論
が
行
わ
れ
る
が
、
雄

弁
部
ほ
ど
の
個
性
に
は
出
会
う
こ
と
は
未
だ
な
く
、
当
時
の
議
論
の
流
れ

を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
行
動
す
る
こ
と
も
多
い
。
ま
た
、
在
学
中
、
弁
論

が
得
意
で
は
な
か
っ
た
自
分
だ
が
、人
前
で
話
す
機
会
が
増
え
る
に
つ
け
、

「
雄
弁
た
る
こ
と
」
の
大
切
さ
を
実
感
し
て
い
る
。
特
に
選
挙
区
が
地
方

都
市
で
あ
る
こ
と
も
関
係
す
る
と
思
う
が
、
選
挙
前
後
に
毎
日
演
説
会
を

行
う
中
で
、
聴
衆
の
雰
囲
気
が
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
き
、
最
も
重
要
な

手
法
は
弁
論
で
あ
り
演
説
な
の
だ
と
改
め
て
実
感
し
た
。
ネ
ッ
ト
選
挙
等

叫
ば
れ
る
現
代
に
お
い
て
も
、
最
後
は
人
の
顔
を
見
て
説
得
す
る
以
外
に

方
法
は
な
い
。
演
説
が
言
霊
を
持
ち
会
場
内
に
発
散
し
、
聴
衆
に
降
り
注

ぐ
と
い
う
感
覚
は
、
在
学
中
に
は
感
じ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
今
に
な

る
と
解
る
気
が
す
る
。

　

最
後
に
、無
限
に
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
時
間
を
持
っ
て
い
た
大
学
時
代
は
、

自
分
に
思
考
を
促
し
、
自
分
が
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
か
、
社
会
が
ど

う
あ
る
べ
き
か
を
考
え
る
時
間
を
与
え
て
く
れ
た
。
そ
の
時
間
は
自
分
の

一
番
の
財
産
で
あ
り
、
そ
の
財
産
の
大
部
分
は
雄
弁
部
に
よ
っ
て
形
作
ら

れ
た
。
数
少
な
い
武
器
の
一
つ
と
し
て
雄
弁
部
で
の
経
験
を
活
か
し
、
各

所
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
諸
先
輩
方
に
続
け
る
よ
う
に
今
後
も
努
力
し
て
い

き
た
い
。
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な
好
奇
心
が
、
離
れ
て
数
年
が
経
っ
た
今
で
も
日
常
の
出
来
事
や
感
情
を

共
有
し
た
い
と
思
え
る
よ
う
な
温
か
い
仲
間
達
に
導
い
て
く
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
結
果
的
に
私
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
成
功
体
験
と
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
年
を
重
ね
る
中
で
自
分
の
可
能
性
を
狭
め
る
こ
と
な
く
、
自
分
の

好
奇
心
に
蓋
を
せ
ず
に
挑
ん
で
い
き
た
い
と
感
じ
ま
す
。
そ
し
て
雄
辯
部

の
Ｏ
Ｇ
と
し
て
、
自
ら
の
想
い
を
自
ら
の
言
葉
で
語
り
な
が
ら
も
相
手
の

発
言
に
耳
を
傾
け
る
柔
軟
性
を
持
っ
た
人
間
で
あ
り
た
い
で
す
。

　

社
会
に
揉
ま
れ
少
し
ず
つ
形
を
変
え
な
が
ら
こ
ん
な
に
も
長
い
間
部
の

存
続
に
関
わ
ら
れ
た
た
く
さ
ん
の
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
の
皆
様
、
そ
し
て
い
ま
こ

の
大
変
な
世
の
中
で
部
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
現
役
の
皆
様
に
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。
私
の
大
好
き
な
雄
辯
部
が
学
生
や
社
会
に
良
い
影
響
を
与
え

な
が
ら
、
こ
の
先
も
末
長
く
発
展
さ
れ
る
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り
い
た
し

ま
す
。

　

　
『
二
〇
一
二
～
二
〇
一
六
』

　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
八
年
法
学
部
卒　

白
木　

晴
夏

　

こ
の
度
、
明
治
大
学
雄
辯
部
が
創
部
一
三
〇
周
年
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た

こ
と
、
心
よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
社
会
人
と
し
て
の
期
間
が
部
に

在
籍
し
て
い
た
期
間
を
超
え
た
今
、
雄
辯
部
が
自
分
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
与
え
た
か
を
考
え
な
が
ら
当
時
を
振
り
返
っ
て
い
ま
す
。

　

入
部
し
た
当
時
の
こ
と
は
本
当
に
鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
。
新
歓
ブ
ー

ス
に
い
た
風
変
わ
り
な
先
輩
方
、
案
内
さ
れ
た
薄
暗
い
部
室
、
程
な
く
し

て
社
会
問
題
に
対
す
る
意
見
を
求
め
ら
れ
た
時
の
戸
惑
い
、
初
め
て
「
同

期
」
に
出
会
っ
た
時
の
安
心
感
、
そ
し
て
初
め
て
弁
論
を
み
た
時
の
高
揚

感
、
当
時
の
情
景
全
て
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
の
四
年
間
、
他
の
方
々
と
違
っ
て
部
を
引
っ
張
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
今
で
も
政
治
や
社
会
問
題
に
つ
い
て
理
路
整
然
と

語
れ
る
か
と
言
わ
れ
る
と
自
信
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
自
分
の
頭
で
考

え
意
見
を
持
つ
こ
と
の
大
切
さ
や
、
偏
見
や
先
入
観
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な

く
情
報
を
得
る
こ
と
の
難
し
さ
、
意
図
を
正
確
に
発
信
す
る
こ
と
の
大
変

さ
、
そ
し
て
環
境
に
合
わ
せ
柔
軟
に
変
化
し
て
い
く
必
要
性
な
ど
生
き
て

い
く
上
で
大
切
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
の
は
雄
辯
部
で
す
。

　

明
大
マ
ー
ト
前
の
掲
示
板
で
ポ
ス
タ
ー
に
目
を
止
め
た
あ
の
時
の
小
さ

　

仲
間
と
し
て
の
雄
弁
部

　
　
　
　
　

平
成
二
九
年
政
治
経
済
学
部
卒　

金
親　

賢
生

　

昨
年
、
私
は
初
め
て
〝
燃
え
尽
き
症
候
群
〟
に
陥
っ
た
。
新
卒
で
入
社

し
た
会
社
を
辞
め
、
昨
秋
か
ら
憧
れ
て
い
た
業
界
で
働
き
始
め
た
。
都
心

ど
真
ん
中
に
引
っ
越
し
、
鞄
も
ス
ー
ツ
も
靴
も
全
て
新
調
し
た
。
後
輩
と

女
性
の
払
い
は
全
部
持
ち
、
タ
ク
シ
ー
で
見
送
っ
た
。
語
学
留
学
の
つ
も

120周年から早10年
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り
で
行
っ
た
セ
ブ
島
で
は
、
ビ
ー
チ
に
ク
ラ
ブ
に
と
大
騒
ぎ
し
た
。
そ
ん

な
毎
日
に
、
ど
こ
か
満
足
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
改
め
て
言
葉
に

す
る
と
本
当
に
格
好
悪
い
と
思
う
。
だ
が
、
そ
れ
ま
で
の
環
境
か
ら
抜
け

出
す
こ
と
だ
け
が
私
の
目
標
だ
っ
た
。

　

新
卒
就
職
か
ら
二
年
間
半
、
平
日
は
飲
み
会
を
断
っ
て
資
格
学
校
へ
通

い
、
土
日
は
遊
び
の
誘
い
に
嘘
を
つ
き
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
へ
通
っ
た
。

キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
の
本
を
読
み
漁
り
人
生
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
ら
長

期
休
暇
な
ん
て
す
ぐ
に
過
ぎ
去
っ
て
い
っ
た
。
転
職
活
動
が
始
ま
っ
て
か

ら
の
半
年
間
は
、
間
違
い
な
く
人
生
で
一
番
必
死
だ
っ
た
。
様
々
な
人
間

関
係
を
犠
牲
に
し
て
し
ま
っ
た
が
、
ど
う
に
か
し
て
脱
出
し
て
や
ろ
う
と

頭
が
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。

　

そ
ん
な
、
常
に
自
分
を
支
配
し
て
い
て
、
来
る
日
も
来
る
日
も
追
い
続

け
て
き
た
目
標
が
現
実
に
な
り
、
い
つ
の
間
に
か
心
が
空
っ
ぽ
に
な
っ
た

よ
う
な
感
覚
に
陥
っ
た
。せ
っ
か
く
手
に
入
れ
た
仕
事
に
も
手
が
つ
か
ず
、

休
日
も
漫
然
と
過
ご
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
見
栄
に
お
金
を
使
い
、

闇
雲
に
大
口
を
叩
い
た
。
周
囲
の
人
に
横
柄
な
態
度
を
と
っ
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
ん
な
自
分
に
足
り
な
き
を
教
え
て
く
れ
た

の
が
雄
弁
部
の
仲
間
だ
っ
た
。詳
細
は
胸
の
中
に
し
ま
っ
て
お
く
と
し
て
、

ま
だ
ま
だ
勉
強
す
べ
き
知
識
、
見
る
べ
き
世
界
、
な
す
べ
き
行
動
が
あ
る

こ
と
を
痛
感
し
た
。
大
切
に
す
べ
き
も
の
を
も
っ
と
大
切
に
で
き
る
よ
う

に
な
り
た
い
と
強
く
思
っ
た
。
自
分
な
ん
て
ま
だ
ま
だ
と
実
感
で
き
た
お

か
げ
で
、
今
は
心
躍
る
よ
う
な
気
分
で
あ
る
。
心
か
ら
感
謝
し
て
い
る
。

言
い
換
え
る
と
、自
分
に
と
っ
て
幸
せ
と
は
「
何
か
が
欠
け
て
い
る
こ
と
」

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
足
り
な
い
か
ら
こ
そ
努
力
で
き
、
未
熟
だ
か
ら
こ

そ
成
長
で
き
、
完
成
し
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
変
わ
れ
る
。
欠
け
て
い
る
か

ら
可
能
性
が
あ
り
、
同
時
に
、
今
あ
る
大
切
な
も
の
に
目
を
向
け
ら
れ
る

の
だ
と
思
う
。
そ
し
て
自
分
に
と
っ
て
雄
弁
部
と
は
、
振
り
返
る
べ
き
思

い
出
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
今
と
共
に
歩
み
、
時
に
自
分
の
知
ら
な
い

世
界
を
見
せ
て
く
れ
な
が
ら
、
互
い
に
あ
り
た
い
未
来
を
つ
く
る
仲
間
の

こ
と
で
あ
る
。私
は
こ
れ
か
ら
も
そ
ん
な
仲
間
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
。

　

最
後
に
、
寄
稿
す
べ
き
テ
ー
マ
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
が
、
こ
ん
な
自
分
を
赤
裸
々
に
言
語
化
す
る
場
を
い
た
だ
け
た
こ

と
に
感
謝
し
た
い
。
こ
れ
か
ら
も
大
切
な
も
の
を
大
切
に
で
き
る
よ
う
、

身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
る
。

　

紫
紺
の
ノ
ボ
リ
翳
し

　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
九
年
法
学
部
卒　

小
野　

竜
大

　

春
の
日
差
し
麗
か
な
和
泉
キ
ャ
ン
パ
ス
で
、
紫
紺
地
に
雄
辯
部
と
白
抜

き
さ
れ
た
胡
散
臭
い
ノ
ボ
リ
を
見
つ
け
た
と
き
、
元
来
よ
り
人
前
で
話
す

こ
と
が
苦
手
だ
っ
た
私
は
思
わ
ず
先
輩
に
声
を
掛
け
て
い
ま
し
た
。
ほ
ん

の
好
奇
心
か
ら
発
し
た
一
言
が
、
私
の
大
学
生
活
を
、
い
え
人
生
そ
の
も
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の
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に
な
る
と
は
、
そ
の
と
き
思
い
も
し
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

新
歓
企
画
の
Ｓ
Ｐ
Ｄ
で
は
個
性
豊
か
な
先
輩
方
の
豊
富
な
知
識
と
緻
密

な
論
理
に
圧
倒
さ
れ
、
そ
の
夜
開
か
れ
た
懇
親
会
で
は
依
然
と
し
て
続
く

愉
快
な
同
期
達
と
の
繋
が
り
が
で
き
ま
し
た
。
新
弁
選
考
会
で
落
選
し
た

と
き
の
悔
し
さ
、
初
め
て
弁
論
大
会
に
登
壇
し
た
と
き
の
高
揚
感
、
文
科

杯
出
場
の
た
め
後
輩
と
ふ
た
り
高
野
山
ま
で
揺
ら
れ
た
旅
路
な
ど
、
忘
れ

が
た
い
思
い
出
を
書
き
起
こ
す
と
際
限
が
あ
り
ま
せ
ん
。
先
輩
方
に
振
り

回
さ
れ
、
同
期
達
と
肩
を
組
ん
で
飲
み
明
か
し
、
後
輩
達
を
引
き
摺
り
回

し
た
日
々
が
今
も
な
お
鮮
や
か
に
蘇
り
ま
す
。

　

部
内
で
は
和
泉
支
部
長
と
駿
河
台
本
部
長
の
任
を
受
け
た
一
方
、
部
外

で
は
雄
辯
部
で
出
会
っ
た
仲
間
と
会
社
を
経
営
し
て
い
た
た
め
、
両
者
の

相
反
す
る
理
想
や
業
務
の
板
挟
み
と
な
り
ま
し
た
。
私
た
ち
の
世
代
は
、

物
心
つ
い
た
頃
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
て
お
り
、
必
要
に
応
じ

て
集
合
知
に
ア
ク
セ
ス
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
も
っ
ぱ
らS

N
S

を
用
い
る
、
と
い
う
環
境
で
生
き
て
き
ま
し
た
。
特
に
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業

で
は
、
過
程
よ
り
も
結
果
を
重
視
し
、
知
識
よ
り
も
ア
イ
デ
ア
を
重
視
す

る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
議
論
を
重
ね
て
問
題
意
識
を
深
め
、

弁
舌
を
も
っ
て
聴
衆
に
社
会
正
義
を
訴
え
る
と
い
う
弁
論
活
動
は
、
あ
ま

り
に
前
時
代
的
な
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
雄
辯
部
で
知
ら
ぬ
う
ち
に
培
わ
れ
た
経
験
を
大
い
に
活
か
す

こ
と
が
で
き
た
の
は
、
他
で
も
な
い
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
に
お
い
て
で
し

た
。
皆
が
納
得
す
る
ま
で
熟
議
し
な
け
れ
ば
、
組
織
を
ま
と
め
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
深
い
見
識
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
、
浅
い
ア
イ
デ
ア
し
か
浮

か
び
ま
せ
ん
。
チ
ャ
ッ
ト
や
電
話
で
は
、
熱
意
を
伝
え
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
人
と
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
希
薄
化
し
て
い
る
今
だ
か

ら
こ
そ
、
弁
論
活
動
は
む
し
ろ
そ
の
価
値
を
増
し
て
い
る
の
だ
と
気
付
き

ま
し
た
。

　

雄
辯
部
で
の
思
い
出
、
出
会
っ
た
方
々
、
得
ら
れ
た
経
験
、
そ
の
全
て

が
、
か
け
が
え
の
な
い
私
の
財
産
で
す
。
や
が
て
私
は
、
学
問
的
な
知
見

を
よ
り
深
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
知
見
を
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
発
展
に
活

か
し
、
よ
っ
て
社
会
の
発
展
に
貢
献
し
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
現

在
は
明
治
大
学
大
学
院
で
法
律
の
勉
強
を
し
て
お
り
ま
す
。
高
校
卒
業
後

ふ
ら
ふ
ら
と
し
た
の
ち
、
と
り
あ
え
ず
進
学
し
て
大
手
企
業
に
就
職
し
よ

う
と
考
え
て
い
た
頃
と
は
全
く
違
い
ま
す
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
私
の

人
生
を
大
き
く
変
え
た
の
は
紛
れ
も
な
く
あ
の
ノ
ボ
リ
で
し
た
。

　

一
三
〇
年
の
長
い
歴
史
の
中
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
弁
論
活
動

や
雄
辯
部
の
存
在
意
義
は
、
こ
れ
か
ら
も
時
代
の
潮
流
の
中
で
変
化
し
つ

づ
け
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。
眉
秀
で
た
る
若
人
が
築
く
、
雄
辯
部
の
更
な

る
発
展
を
願
っ
て
止
み
ま
せ
ん
。

120周年から早10年
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雄
弁
部
員
と
し
て
生
き
る

　
　
　
　
　
　
　

平
成
三
〇
年
法
学
部
卒　

戸
田　

幸
一
郎

　

平
成
三
〇
年
度
法
学
部
卒
の
戸
田
幸
一
郎
と
申
し
ま
す
。
創
部
一
三
〇

周
年
、
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
は
高
校
生
の
時
か
ら
弁
論
大
会
に
出
て
お
り
ま
し
て
、
大
学
で
も
弁

論
に
つ
い
て
勉
強
し
た
い
と
思
い
入
部
し
ま
し
た
。
現
役
学
生
時
代
に
は

代
表
を
や
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
弁
論
活
動
は
も
ち
ろ
ん
、
部
の
運

営
に
も
携
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
皆
様
と
同
じ
よ
う
に
大
学
時
代
の

思
い
出
は
雄
弁
部
で
あ
り
ま
す
。
雄
弁
部
と
い
う
一
生
懸
命
に
な
る
こ
と

の
で
き
る
環
境
を
見
つ
け
ら
れ
た
こ
と
は
私
に
と
っ
て
と
て
も
幸
せ
な
こ

と
で
し
た
。
ま
た
、
雄
弁
部
の
活
動
か
ら
、
各
学
術
分
野
、
人
間
関
係
な

ど
様
々
な
こ
と
を
教
え
て
下
さ
っ
た
先
輩
方
、
切
磋
琢
磨
し
支
え
合
っ
た

同
期
、
忌
憚
な
く
意
見
を
言
っ
て
く
れ
た
後
輩
達
な
ど
魅
力
的
な
方
々
と

出
会
う
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
私
に
と
っ
て
宝
物
で
す
。

　

雄
弁
部
を
離
れ
て
二
年
が
経
ち
ま
し
た
。
い
ま
思
う
こ
と
は
、「
雄
弁

部
員
と
し
て
の
矜
持
」
で
す
。
私
は
大
学
を
卒
業
し
ま
し
た
が
、
雄
弁
部

を
卒
業
し
た
と
は
思
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。「
雄
弁
部
は
社
会
に
と
っ
て
有

為
な
人
材
を
輩
出
す
る
機
関
で
あ
っ
て
欲
し
い
」
と
い
う
代
表
を
や
ら
せ

て
い
た
だ
い
た
時
の
理
念
は
い
ま
で
も
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
社
会
の
事

象
を
多
角
的
に
検
証
し
な
が
ら
、
自
ら
の
志
（
夢
）
を
果
た
す
。
そ
う
し

た
使
命
の
実
践
が
、
私
に
と
っ
て
雄
弁
部
員
と
し
て
の
矜
持
で
す
。
ま
だ

ま
だ
若
輩
者
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
矜
持
を
胸
に
社
会
へ
貢
献
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

雄
弁
部
の
活
動
は
、
青
春
を
謳
歌
す
る
よ
う
な
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
と

は
程
遠
い
も
の
か
と
思
い
ま
す
。
男
臭
い
部
室
、
弁
論
や
研
究
の
原
稿
の

前
で
の
苦
悶
、
野
次
の
飛
ぶ
合
宿
、「
ご
馳
走
様
で
し
た
」
と
店
の
前
で

絶
叫
す
る
任
侠
映
画
の
よ
う
な
光
景
。
ど
れ
も
が
懐
か
し
く
て
濃
い
。
あ

の
光
景
が
愛
お
し
い
。
そ
し
て
楽
し
か
っ
た
。
こ
う
や
っ
て
雄
弁
部
を
思

い
出
す
と
、
明
る
く
前
向
き
な
気
持
ち
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
社
会

人
に
な
っ
た
い
ま
も
、
心
の
故
郷
で
あ
る
雄
弁
部
が
あ
る
こ
と
は
と
て
も

嬉
し
い
で
す
。
雄
弁
部
Ｏ
Ｂ
会
事
務
局
の
皆
様
、
そ
し
て
現
役
学
生
の
皆

様
の
ご
尽
力
の
お
か
げ
で
す
。
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
雄
弁
部
員

と
し
て
の
矜
持
を
胸
に
、
こ
れ
か
ら
も
生
き
て
い
き
ま
す
。

　　

人
生
の
宝
物

　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
三
一
年
法
学
部
卒　

桐
山　

勝
気

　

こ
の
度
は
、
明
治
大
学
雄
弁
部
の
創
立
一
三
〇
周
年
を
迎
え
ら
れ
た
こ

と
を
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
私
が
雄
弁
部
に
在
籍
い
た
し
ま
し
た
の
は
二
〇
一
五
年
か
ら
、
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二
〇
一
九
年
の
四
年
間
に
な
り
ま
す
。
神
戸
か
ら
上
京
し
て
、
友
人
は
お

ろ
か
知
り
合
い
と
呼
べ
る
人
す
ら
い
な
い
東
京
生
活
の
ス
タ
ー
ト
で
し

た
。
で
す
が
そ
の
孤
独
は
、
雄
弁
部
の
お
か
げ
で
長
く
は
続
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
生
ま
れ
も
育
ち
も
性
別
も
価
値
観
も
違
う
者
た
ち
の
集
ま
り
で
し

た
が
、
決
し
て
誰
も
他
者
の
考
え
を
嗤
う
こ
と
な
く
、
聞
き
流
す
こ
と
も

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
す
ぐ
に
先
輩
方
や
同
期
に
心
を
許
す
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
相
手
に
真
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
。

そ
こ
が
雄
弁
部
の
最
も
良
い
と
こ
ろ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

四
年
間
の
雄
弁
部
生
活
で
最
も
印
象
深
い
の
は
、あ
る
後
輩
の
姿
で
す
。

彼
は
私
の
一
つ
下
の
代
で
、
福
島
県
出
身
の
部
員
で
す
。
彼
は
東
日
本
大

震
災
の
経
験
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
被
災
地
・
被
災
者
を
救
い
た
い
。」
と

い
う
理
念
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。
当
時
演
練
担
当
補
佐
を
務
め
て
い
た

私
は
演
練
担
当
と
と
も
に
彼
の
弁
論
指
導
を
行
っ
て
お
り
ま
し
た
。
弁
論

大
会
の
二
週
間
前
く
ら
い
に
な
り
、
原
稿
が
ほ
と
ん
ど
完
成
し
か
け
て
い

た
時
、彼
が
悩
み
始
め
ま
し
た
。「
自
分
が
福
島
に
い
た
の
は
一
年
前
ま
で
、

被
災
地
の
今
の
、
生
の
姿
を
知
ら
な
い
と
い
う
の
に
自
信
を
も
っ
て
こ
の

弁
論
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
彼
は
そ
う
言
い
、
そ
の
週
末
福
島
に

赴
き
実
際
に
被
災
者
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
ま
し
た
。
大
会
本
番
の
彼
の

弁
論
は
事
実
・
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
素
晴
ら
し
い
も
の
で
、
見
事
入
賞

を
果
た
し
ま
し
た
。

　

私
は
今
で
も
彼
の
姿
を
思
い
出
し
ま
す
。「
知
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て

い
な
い
か
？
」「
こ
の
前
提
は
そ
も
そ
も
正
し
い
の
か
？
」
当
た
り
前
を

疑
い
、
問
題
に
対
し
て
真
正
面
に
向
き
合
う
あ
の
姿
は
ま
さ
に
雄
弁
部
員

の
模
範
た
る
姿
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
雄
弁
部
に
在
籍
し
、
彼
の
よ
う

に
人
に
向
き
合
う
姿
勢
を
も
っ
た
方
々
と
過
ご
し
た
四
年
間
は
、
間
違
い

な
く
私
の
人
生
の
宝
物
に
な
り
ま
し
た
。

　

末
筆
な
が
ら
、
皆
様
と
と
も
に
創
立
一
三
〇
周
年
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と

を
お
祝
い
申
し
上
げ
、
明
治
大
学
雄
弁
部
の
一
層
の
ご
発
展
と
皆
様
方
の

ご
活
躍
を
祈
念
致
し
ま
し
て
、お
祝
い
の
言
葉
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

雄
辯
部
の
思
い
出

　
　
　
　
　
　
　

平
成
三
一
年
文
学
部
卒　

田
沼　

浩
太
郎

　

新
歓
合
宿
で
初
め
て
野
次
を
受
け
た
あ
の
衝
撃
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
。
合
宿
所
の
広
間
は
横
長
で
、
演
台
の
前
に
座
る
先
輩
方
が
異
常

に
近
く
感
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
ま
で
の
人
生
で
、
あ
れ
ほ
ど
の
近
さ
で
、
面

と
向
か
っ
て
言
葉
を
ぶ
つ
け
ら
れ
た
経
験
は
な
か
っ
た
。

　

入
部
後
は
、
先
輩
方
の
企
画
や
弁
論
を
見
て
学
び
な
が
ら
も
、
苦
し
い

思
い
を
し
て
い
た
。
口
下
手
で
人
前
に
立
つ
の
が
不
得
意
な
自
分
は
、
な

か
な
か
大
会
に
出
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
同
期
が
大
会
で
活
躍
す
る
中

で
、
鬱
々
と
し
た
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
。

　

秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
大
会
シ
ー
ズ
ン
が
終
わ
り
、
い
よ
い
よ
一
つ
の

120周年から早10年
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弁
論
大
会
に
も
出
ず
じ
ま
い
で
二
年
生
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
頃
、
転

機
が
訪
れ
る
。
あ
る
先
輩
の
家
で
鍋
を
囲
ん
で
い
る
時
、
部
屋
の
端
で
暗

い
顔
を
し
て
座
っ
て
い
た
自
分
に
声
を
か
け
て
く
れ
た
先
輩
が
い
た
。
そ

の
先
輩
が
、
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
で
開
催
さ
れ
る
大
会
に
一
緒
に
出
よ
う
と

誘
っ
て
く
れ
た
の
だ
。
お
世
話
に
な
っ
た
先
輩
は
数
え
切
れ
な
い
が
、
特

に
Ｋ
先
輩
に
は
ど
れ
だ
け
感
謝
し
て
も
仕
切
れ
な
い
。

　

初
め
て
の
弁
論
大
会
は
、
格
別
だ
っ
た
。
講
堂
に
響
く
自
分
の
声
、
鋭

い
質
問
、
そ
し
て
演
壇
か
ら
見
え
る
景
色
。
そ
の
全
て
が
、
そ
の
後
の
雄

辯
生
活
の
糧
と
な
っ
た
。
京
都
開
催
の
大
会
だ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
多
く

の
先
輩
・
同
期
が
応
援
に
駆
け
つ
け
て
く
れ
、
弁
論
後
、
会
場
を
抜
け
出

し
て
先
輩
方
と
金
閣
寺
を
見
に
行
っ
た
こ
と
も
い
い
思
い
出
だ
。

　

大
学
四
年
間
で
二
度
弁
論
大
会
に
参
加
し
、
数
多
く
の
勉
強
会
を
お
こ

な
っ
て
き
た
が
、
入
学
当
初
の
自
分
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
雄
辯

生
活
を
振
り
返
り
、
自
分
と
向
き
合
い
真
剣
に
言
葉
を
ぶ
つ
け
て
く
れ
た

全
て
の
人
た
ち
の
お
か
げ
で
、
今
の
自
分
が
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
。
Ｓ

Ｎ
Ｓ
が
発
達
し
、
面
と
向
か
っ
て
対
話
を
す
る
必
要
が
な
い
こ
の
時
代
だ

か
ら
こ
そ
、
雄
辯
部
の
活
動
は
大
き
な
価
値
を
持
つ
だ
ろ
う
。
時
代
に
即

し
て
形
は
変
わ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
本
質
は
変
わ
る
こ
と
は
な
い
と
信
じ

た
い
。

　

雄
辯
部
は
知
識
を
溜
め
込
む
ば
か
り
の
お
勉
強
サ
ー
ク
ル
で
は
な
い
。

未
熟
な
が
ら
も
、
真
剣
に
対
話
を
重
ね
る
学
生
の
た
ま
り
場
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
環
境
に
身
を
置
け
た
幸
運
を
噛
み
し
め
る
。



　道
を
歩
み
て

　
　
　
　
　平
成
二
七
年
政
治
経
済
学
部
卒

　飯
倉

　一
樹

　
明
治
大
学
雄
辯
部
の
創
部
一
三
〇
年
を
祝
し
、
衷
心
よ
り
お
慶
び
申
し

上
げ
ま
す
。
ま
た
僭
越
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
記
念
誌
の
発
刊
に
あ
た
り
寄

稿
の
機
会
を
得
ま
し
た
誉
、
そ
の
歓
び
を
噛
み
締
め
て
お
り
ま
す
。

　
今
日
に
至
る
ま
で
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
様
々
な
節
目
に
お
い
て
雄

辯
部
の
先
輩
後
輩
そ
し
て
同
期
諸
氏
に
助
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
臆

病
な
自
尊
心
と
尊
大
な
羞
恥
心
」
に
飲
み
込
ま
れ
て
虎
に
な
る
こ
と
な
く

人
の
道
を
歩
め
て
い
る
の
も
、
偏
に
皆
様
の
お
陰
で
あ
り
ま
す
。
雄
辯
部

に
育
て
ら
れ
、
今
の
身
が
あ
る
一
人
と
し
て
今
後
自
ら
の
職
務
と
職
域
を

以
っ
て
、
現
役
生
や
後
輩
諸
氏
、
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
皆
様
に
還
元
で

き
れ
ば
と
日
々
精
進
を
重
ね
て
お
り
ま
す
。

　
さ
て
「
我
が
明
治
大
学
雄
辯
部
は
雄
辯
道
の
研
鑽
錬
磨
を
通
じ
て
こ
こ

に
人
間
の
陶
冶
に
向
か
っ
て
邁
進
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
」
何
度

と
な
く
口
に
し
た
言
葉
で
す
。私
た
ち
が
歩
ん
だ
雄
辯
道
の
行
き
着
く
先
、

人
間
の
陶
冶
と
は
な
ん
な
の
で
し
ょ
う
か
。怒
号
と
野
次
の
応
酬
の
演
練
、

幾
度
と
な
く
日
を
跨
い
だ
議
論
、
な
か
な
か
上
が
ら
な
い
原
稿
、
過
熱
の

あ
ま
り
取
っ
組
み
合
い
に
な
っ
た
日
々
が
我
々
に
何
を
も
た
ら
し
て
く
れ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
だ
自
分
の
中
で
答
え
は
出
て
い
ま
せ
ん
。
き
っ
と
一
生
を
か
け
て
陶

冶
し
て
い
く
中
で
、
求
め
続
け
て
い
く
し
か
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
た

だ
、
こ
れ
ま
で
の
歩
み
で
考
え
る
雄
辯
た
る
こ
と
と
は
、
他
者
を
論
破
す

る
こ
と
で
は
な
く
、
共
感
と
連
帯
を
生
み
出
す
こ
と
で
は
な
い
か
と
私
は

考
え
ま
す
。
階
級
や
性
差
、
宗
教
、
人
種
が
入
り
乱
れ
る
現
代
社
会
に
お

い
て
、
対
立
は
常
に
付
き
纏
う
宿
命
で
す
。
こ
と
政
治
の
世
界
に
お
い
て

は
対
立
の
連
続
で
す
。
一
得
一
失
の
選
択
を
し
て
い
く
中
で
、
様
々
な
立

場
、
主
張
、
信
念
が
ぶ
つ
か
り
合
う
場
面
に
よ
く
遭
い
ま
す
。
相
手
を
説

得
し
て
着
地
点
を
見
出
し
、
人
と
人
を
つ
な
ぐ
架
け
橋
た
ら
ん
と
辯
の
限

り
を
尽
く
す
こ
と
が
雄
辯
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
言
葉
が
人
を
傷
つ
け
、
断
絶
と
争
い
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
れ
ど
、
人

を
癒
し
、
和
解
と
調
和
を
も
た
ら
す
の
も
ま
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
政
治

の
世
界
の
片
隅
に
身
を
お
く
者
と
し
て
雄
辯
た
ら
ん
と
試
行
錯
誤
と
奮
励

努
力
の
日
々
で
あ
り
ま
す
。
一
〇
年
、
二
〇
年
後
、
も
し
く
は
そ
の
先
の

時
代
に
再
び
寄
稿
の
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
ら
、
こ
の
答
え
を
し
っ
か
り

と
書
け
る
よ
う
こ
れ
か
ら
も
研
鑽
錬
磨
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
す
。「
人
生

の
本
舞
台
は
常
に
将
来
に
在
り
」、
憲
政
の
神
様
と
名
高
い
尾
崎
行
雄
翁

は
齢
七
十
五
歳
で
病
床
に
伏
す
中
で
こ
の
言
葉
を
発
し
ま
し
た
。
た
と
え

今
が
ど
ん
な
に
苦
し
い
逆
境
だ
と
し
て
も
、
輝
か
し
い
将
来
を
見
据
え
て

い
た
そ
の
姿
勢
を
私
淑
し
て
い
ま
す
。
三
木
武
夫
先
輩
と
尾
崎
翁
が
見
守

る
国
会
議
事
堂
の
傍
で
こ
れ
か
ら
も
汗
を
か
き
続
け
ま
す
。

　
結
び
に
雄
辯
部
の
ま
す
ま
す
の
ご
発
展
と
皆
様
の
ご
健
勝
と
ご
活
躍
を

心
よ
り
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
誠
に
簡
単
で
は
あ
り
ま
す
が
お
祝
い
の
寄

稿
文
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。



　雄
辯
部
と
の
出
会
い

　
    

平
成
二
九
年

　
　
　

 
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
卒

　橋
本

　修
平

　
お
疲
れ
様
で
す
。
明
治
大
学
雄
辯
部
一
二
四
期
、
二
〇
一
七
年
情
報
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
卒
業
の
橋
本
修
平
で
す
。
こ
の
度
は
明
治
大
学

雄
辯
部
創
部
一
三
〇
周
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。い
ち
Ｏ
Ｂ
と
し
て
、

在
学
当
時
を
思
い
起
こ
し
な
が
ら
、
一
三
〇
周
年
記
念
誌
へ
一
文
寄
稿
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
歩
い
て
い
た
ら
い
き
な
り
新
歓
ブ
ー
ス
に
連
れ
て
い
か
れ
、
何
の
脈
絡

も
な
く
「
君
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
つ
い
て
ど
う
思
う
？
」。
そ
う
聞
か
れ
た
の
が

雄
辯
部
と
の
出
会
い
で
し
た
。
そ
の
頃
の
大
学
に
入
っ
た
ば
か
り
の
自
分

は
、
何
を
や
り
た
い
の
か
、
ど
う
過
ご
し
た
い
の
か
が
、
漠
然
と
し
て
い

ま
し
た
。
中
学
ま
で
野
球
を
や
っ
て
い
た
か
ら
、
野
球
の
サ
ー
ク
ル
に
で

も
入
ろ
う
か
な
と
か
、
ア
ニ
メ
や
ゲ
ー
ム
が
好
き
だ
っ
た
か
ら
、
オ
タ
ク

系
の
サ
ー
ク
ル
に
入
っ
て
趣
味
に
浸
ろ
う
か
な
と
か
。
こ
れ
か
ら
始
ま
る

大
学
生
活
に
胸
を
膨
ら
ま
せ
な
が
ら
も
、
ど
こ
か
空
虚
で
掴
み
ど
こ
ろ
の

な
い
様
な
気
持
ち
が
自
分
自
身
を
支
配
し
て
い
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
時
、
た
ま
た
ま
通
り
か
か
っ
た
新
歓
ブ
ー
ス
で
先
述
の
話
を
さ

れ
ま
し
た
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
つ
い
て
ど
う
思
う
と
聞
か
れ
、
自
分
が
何
と
答
え

た
の
か
は
は
っ
き
り
と
は
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
そ
の
時
自
分
の
中

で
何
か
が
パ
っ
と
拓
け
た
様
な
、
と
て
つ
も
な
く
大
き
な
気
持
ち
の
高
鳴

り
を
感
じ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。大
学
な
ん
て
遊
ん
で
暮
ら
す
も
の
だ
、

そ
う
思
っ
て
い
た
自
分
の
前
に
、
熱
く
、
そ
し
て
高
ら
か
に
、
社
会
問
題

を
語
る
人
が
い
る
。
そ
の
光
景
に
心
を
惹
か
れ
、
雄
辯
部
へ
の
入
部
を
決

意
し
ま
し
た
。

　
今
思
い
返
し
て
み
れ
ば
、
あ
の
時
、
あ
の
場
所
を
通
っ
て
い
な
か
っ
た

ら
、
僕
は
雄
辯
部
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
全
く
違
う

道
を
歩
み
、全
く
違
う
人
生
を
過
ご
し
て
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、

雄
辯
部
に
入
っ
て
い
な
い
自
分
な
ん
て
想
像
も
出
来
ま
せ
ん
し
、
雄
辯
部

に
入
っ
た
か
ら
こ
そ
今
の
自
分
が
あ
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
他
で
は

決
し
て
出
会
え
な
い
か
け
が
え
の
な
い
仲
間
に
も
出
会
え
ま
し
た
。
月
並

み
な
言
葉
で
す
が
、
あ
の
時
、
た
ま
た
ま
あ
の
場
所
を
歩
い
て
雄
辯
部
の

人
に
話
し
か
け
ら
れ
た
こ
と
が
、
僕
の
人
生
を
大
き
く
変
え
て
く
れ
た
、

そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。

　「
君
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
つ
い
て
ど
う
思
う
？
」　
こ
の
言
葉
を
く
れ
た
雄
辯
部

と
の
出
会
い
に
、
心
か
ら
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　
飯
倉
一
樹
様
︑
橋
本
修
平
様
か
ら
は
当
初
よ
り
ご
寄
稿
い
た
だ

い
て
お
り
ま
し
た
︒
確
認
不
足
に
よ
り
︑
こ
の
よ
う
な
形
に
な
り

ま
し
た
こ
と
を
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
︒

記
念
誌
委
員
会
委
員
長
　
南
上
清
一
郎
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ） 出 来 事

凡　　例
１．この年表は、明治大学雄弁部及び明治大学、また、全関東学生雄弁連盟、他大学の動きを記載してある。
２．雄弁部が行ってきた春合宿、1984（昭和 59）年に代表制が導入されてから部内で行われる有志単位の活動に

ついては主だったもの以外は記載されていない。	 	
３．各種大会についてはその名称が変更になっている場合もあるため、各種資料に記載されているものをそのまま

転載した。このことにより略称で記されている場合もある。
４．各事項の出典は、その時々で出されたパンフレット、『駿台雄弁』等のバックナンバー、および本人の自己申告

によっている。
５．月日が記載されていないものは、現時点で、実施されたことは確認されているが詳細がわからないものである。
６．資料の散逸もあり、近年のできごとであろうとも、年代によってはほとんど実態がわからないところもある。今

後この年表に加筆・訂正がなされることを願う。
７．120 周年記念史以降の記述は明治大学雄弁部の記録によっている。

■平成 31 年
■令和元年（2019）

2.23

3.2

5.15

6.23

7.6

9.21

10.5

10.18

11.3

11.23

12.7

12.15

第 22 回紫紺杯争奪学生弁論大会　主催：明治大学雄弁部
弁士	桐山	勝気（法 4）　演題	「究極の不自由」優勝
弁士	前原	玄（法 4）　演題	「仲直りしよう。」
第 30 回日吉杯争奪弁論大会　主催：慶應義塾大学辯論部日吉會
弁士	天野	僚（政１）　演題「1 人多票～死票は議員の持ち票を弄れば
無くしうる～」
第 15 回五月祭記念弁論大会　主催：第一高等学校・東京大学弁論部
弁士	菅澤	真（政２）　演題「どんな子どもにも」
第 41 回全国学生新人弁論大会　主催：中央大学辞達学会
弁士	高野	俊也（政１）　演題「平等」準優勝
第 44 回春秋杯争奪全国学生弁論大会　主催：法政大学弁論部
弁士	北爪	伶（政 2）　演題「こいのぼり」
弁士	鈴木	豪太（政 2）　演題「至上命題」
第28回拓殖大学総長杯争奪全日本学生雄弁大会　主催：拓殖大学雄弁会
弁士	高橋	直己（政 1）　演題「SYUZEN」
弁士	笠	旭（文 1）演題「カナリア」
第 23 回桜門杯争奪全日本学生弁論大会　主催：日本大学法学部法秋
雄弁会
弁士	品川	達哉（政 1）　演題「ナショナリズムの時代」審査員特別賞
弁士	宇留野	隼（政 1）　演題「知らなきゃ損よ！」
第 10 回全日本学生弁論大会　主催：第 10 回全日本学生弁論大会実行
委員会
弁士	日⽐野	哲也（文 1）　演題「大人の自覚」	準優勝
弁士	倉持	太介（政 1）　演題「新日本列島改造論」
第 43 回大隈杯争奪雄弁大会　主催：早稲田大学雄弁会
弁士	伊藤	直起（理 1）　演題「変態卒業」
第 7 回福澤諭吉杯争奪全国学生辯論大会　主催：慶應義塾大学辯論部
藤沢会
弁士	天野	僚（政経２）　演題「相続制度廃止論」
第 53 回農林水産大臣杯争奪全日本学生弁論大会　主催：東京農業大
学農友会講演部
弁士	笠	旭（文１）　演題「それって安全ですか」
第 39 回東京大学総長杯争奪全国学生弁論大会　主催：第一高等学校・
東京大学弁論部
弁士	原田	拓実（情４）　演題「雄弁家であるために」

▲

年表

▲

資料編
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ） 出 来 事

7.8

10.17

10.28

11.3

12.3

12.10

■平成 30 年（2018）
2.4

2.19

5.19

6.23

7.7

10.6

10.20

11.4

11.11

11.24

12.2

12.16

第 42 回春秋杯争奪全国学生弁論大会　主催：法政大学弁論部
弁士	西澤	佑希（法 2）　演題	「潜むヤミ」
第 29 回日吉杯争奪弁論大会　主催：慶應義塾大学辯論部日吉會
弁士	新井	一真（情コミ 1）　演題	「消えた有権者」第 3 席
第 26 回拓殖大学総長杯争奪全日本学生雄弁大会　主催：拓殖大学雄
弁会
弁士	森下	和希（理工 1）　演題	「最高の刺激の裏側」準優勝
第 41 回大隈杯争奪雄弁大会　主催：早稲田大学雄弁会
弁士	中島	渚（法 1）　演題	「核への抑止力」
第 51 回農林水産大臣杯争奪全日本学生弁論大会　主催：東京農業大
学講演部
弁士	宇佐	美響（文 1）　演題	「楽食のススメ」
第 37 回東京大学総長杯争奪全国学生弁論大会　主催：第一高等学校
東京大学弁論部
弁士	原田	拓実（情コミ 1）　演題	「私がここにいる理由」

第 21 回紫紺杯争奪全国学生雄弁大会　主催：明治大学雄弁部
弁士	下川	真史（法 4）　演題	「『維新の栄』をになふ者」
弁士	上野	真弘（法 4）　演題	「弁論の信徒への手紙」
第 8 回全日本学生弁論大会	
弁士	古野	裕理（政 1）　演題	「wIth,	Robot」
第 14 回五月祭記念弁論大会　主催：第一高等学校・東京大学弁論部
弁士：新井	一真（情２）　演題：「文化の根底」第３席
第 40 回全国学生新人弁論大会　主催：中央大学辞逹学会	
弁士	屋葺	弘（法 1）　演題	「21 世紀の石油」
第 43 回春秋杯争奪全国学生弁論大会　主催：法政大学弁論部	
弁士	古野	裕理（政 2）　演題	「やさしさに包まれたなら」
第 22 回桜門杯争奪全日本学生弁論大会　主催：日本大学法学部法秋
雄弁会	
弁士	新井	一真（情 2）　演題	「新たなコミュニケーション」
第 9 回全日本学生弁論大会　主催：第 9 回全日本学生弁論大会実行委
員会
弁士	天野	遼（政１）　演題	「見えないところ」
第 42 回大隈杯争奪雄弁大会　主催：早稲田大学雄弁会
弁士	鈴木	豪太（政１）　演題	「国防意識の高揚」第３席
第 58 回花井卓蔵杯争奪全日本雄弁大会　主催：中央大学辞達学会
弁士	黄	信傑（法１）　演題	「やってないのに」準優勝
第 27 回拓殖大学総長杯争奪全日本雄弁大会　主催：拓殖大学雄弁会
弁士	陣谷	ひかり（商１）　演題	「ここは植民地」
第 52 回農林水産大臣杯争奪全日本学生弁論大会　主催：東京農業大
学農友会講演部
弁士	北爪	伶（政１）　演題	「Foreigner」
第 38 回東京大学総長杯争奪学生弁論大会　主催：第一高等学校・東
京大学弁論部
弁士	鈴木	豪太（政１）　演題	「包囲せよ」
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ） 出 来 事

■平成 28 年（2016）
2.27

2.28

5.14

6.18

7.9

10.8

10.15

10.22

11.6

11.12

12.10

12.18

■平成 29 年（2017）
2.4

5.21

6.3

6.24

紫紺杯争奪全国学生雄弁大会　主催：明治大学雄弁部
弁士	桐生	常朗（政経４）　演題	「ニュートンは「科学者」か？」
弁士	濱	英剛（政経４）　演題	「膨張する民主主義」準優勝
第 8 回立命館大学清新杯争奪全日本学生弁論大会　主催：立命館大学
弁論部
弁士	小泉	学（農２）　演題	「理を現す」
弁士	田沼	浩太郎（文１）　演題	「心なき罪の行方」準優勝
第 12 回五月祭記念弁論大会　主催：東京大学・第一高等学校弁論部
弁士	前原	玄（法２）　演題	「混血の島」
第 38 回学生新人弁論大会　主催：中央大学辞達学会
弁士	史キンキン（国日 1）　演題	「女道」
第 41 回春秋杯争奪全国学生弁論大会　主催：法政大学弁論部
弁士	宮本幹也（政経 2）　演題	「長時間労働是正」優勝及び聴衆審査
最優秀賞
第 40 回大隈杯争奪雄弁大会　主催：早稲田大学雄弁会
弁士	新谷	亮介（情コミ 2）　演題	「精神医療のあるべき姿」聴衆審査賞
第 28 回日吉杯争奪弁論大会		主催：慶應義塾大学辯論部日吉會
弁士	松本	啓（文 1）　演題	「心に寄り添う」第 3 席
第 25 回拓殖大学総長杯争奪全日本学生雄弁大会　主催：拓殖大学雄
弁会
弁士	森田	礼（商 1）　演題	「車輪の上」
弁士	小川	恭弘（文 1）　演題	「技能実習制度の転換期」優秀賞
第 36 回東京大学総長杯争奪全国学生雄弁大会　主催：第一高等学校・
東京大学弁論部
弁士	佐野	航介（法 1）　演題	「命をつなぐ」
弁士	村田	知亮（文 1）　演題	「早期発見の徹底」
第 56 回花井杯争奪全国学生弁論大会　主催：中央大学辞達学会
弁士	大滝	虎太郎（法 1）　演題	「保育の未来」
第 5 回福沢諭吉杯争奪全国学生辯論大会　主催：慶應義塾大学辯論部
藤沢会
弁士	喜多	晴行（法 2）　演題「死について考えてみた」（弁士の都合
により掲載なし）
第 7 回全日本学生弁論大会		主催：第 7 回全日本学生弁論大会委員会
弁士	前田	松祐（理工 1）　演題	「科学の助言」

第 10 回紫紺杯争奪全国学生雄弁大会　主催：明治大学雄弁部
弁士	小野	竜大（法 4）　演題	「罪の名は。」
五月祭記念弁論大会　主催：東京大学・第一高等学校弁論部
弁士	前田	松祐（理工 2）　演題	「日本の科学を再生せよ」第 3 位
弁士	史キンキン（国日 2）　演題	「貧困の枷鎖」優勝
第 10 回桜弁会杯争奪学習院大学弁論大会　主催：学習院大学輔仁会
弁論部
弁士	田沼	浩太郎（文 3）　演題	「あなたもまた…」優勝、聴衆特別賞
第 39 回全国学生新人弁論大会　主催：中央大学辞達学会
弁士	和田	真里那（法 1）　演題	「箸取らば」

▲

年表

▲

資料編
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ） 出 来 事

11.23

11.29

12.7

12.13

12.21

■平成 27 年（2015）
5.16

6.7

7.11

10.10

10.17

11.7

11.14

11.21

11.28

12.19

12.20

第 48 回農林水産大臣杯争奪全日本学生弁論大会　主催：東京農業大
学農友会講演部　弁士	小泉	学（農 1）　演題	「MOTTAINAI」準優勝
第 34 回東京大学総長杯争奪全国学生弁論大会
主催：第一高等学校・東京大学弁論部
弁士	下川	真史（法 1）　演題	「第二の火」
第 5 回全日本学生弁論大会　主催：第 5 回全日本学生弁論大会実行委
員会　弁士	勝田	悠暉（文 1）　演題	「開かれた歴史教育」
第 3 回福澤諭吉杯争奪全国学生辯論大会　主催：慶應義塾大学辯論部
藤沢會　弁士	萩原	将来（政経 2）　演題	「個を強くする」
弁士	五十嵐	潤（文 3）　演題	「僕たちはきっとまだ優しくなれる」
第 8 回桜会杯争奪学習院大学弁論大会　主催：学習院大学輔仁会弁論部
弁士	楊	建（経営 2）　演題	「ワーク・ライフ・バランス」審査員特別賞

五月祭記念弁論大会		主催：第一高等学校・東京大学弁論部
弁士	副田	将至（法 2）　演題	「医療のあり方」第 3 席
第 37 回学生新人弁論大会		主催：中央大学辞達学会
弁士	飯村	大介（政経 1）　演題	「明るい労働」
第 40 回舂秋杯争奪全日本学生雄弁大会		主催：法政大学弁論部
弁士	岩田	弘雪（法 2）　演題	「桜舞う季節」聴衆審査・最優秀賞・第3 席
第 27 回日吉杯争奪弁論大会		主催：慶應義塾大学辯論部日吉会
弁士	高島	洋和（法 1）　演題	「最大格差」
弁士	加藤	和大（政経 1）　演題	「社会の子育て」
第 24 回拓殖大学総長杯争奪全日本学生雄弁大会　主催：拓殖大学雄
弁会　弁士	石毛	季実子（文 1）　演題	「ひとりぼっち」
第 55 回花井卓蔵杯争奪全日本雄弁大会		主催：中央大学辞達学会
弁士	宮本	幹也（政経 1）　演題	「自由のための楔をうて」特別賞
弁士	喜多	晴行（法 1）　演題	「醜い人間たち」第 3 席
第 6 回全日本学生弁論大会		主催：慶應義塾大学辯論部日吉会
弁士	上野	佑樹（法 1）　演題	「新たなる希望」
第 39 回大隈杯争奪雄弁大会		主催：早稲田大学雄弁会
弁士	桐山	勝気（法 1）　演題	「不条理」
弁士	村上	大希（法 1）　演題	「心安らぐ」第 3 席
第 35 回東京大学総長杯争奪全国学生弁論大会　主催：東京大学・第一
高等学校弁論部
弁士	美上	駿（政経 1）　演題	「水面下の恐怖」
第 4 回福澤諭吉杯争奪全国学生辯論大会　主催：慶應義塾大学辯論部
藤沢会
弁士	釜田	みのり（法 2）　演題	「優先順位」
第 9 回桜弁会杯争奪学習院大学弁論大会	　主催：学習院大学輔仁会
弁論部
弁士	海野	雅大（政経 1）　演題	「誰が為の政治」
第 49 回農林水産大臣杯争奪全日本学生弁論大会	　主催：東京農業大
学農友会講演部
弁士	前原	玄（法 1）　演題	「のぞみを繋ぐ」
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ） 出 来 事

7.6

10.12

10.26

11.16

11.23

11.30

12.7

12.15

12.22

■平成 26 年（2014）
5.18	

7.6

7.12

10.18

11.19

11.16

弁士	寺田	翔一（法 1）　演題	「国よ、将来を救え！」	
第 17 回紫紺杯争奪全国学生雄弁大会		主催：明治大学雄辯部
弁士	木佐貫	彩夏（政経 4）　演題	「橋をかける」	
弁士	佐藤	柊平（農 4）　演題	「ふるさとは」	優	勝
第 25 回日吉杯争奪弁論大会		主催：慶應義塾大学弁論部日吉會
弁士	高田	匠唯（文 1）　演題	「意義なき保護」準優勝
第 22 回拓殖大学総長杯争奪全日本学生雄弁大会
主催：拓殖大学雄弁会
弁士	橋本	修平（情コミ１）　演題	「『無料』という名の誘惑」	
金親弁士…名無し掲載　演題	「心臓都市」	
第 53 回花井卓蔵杯争奪全日本雄弁大会	主催：中央大学辞達学会
弁士	吉野	貴司（農１）　演題	「残雪」	
弁士	梁	セン（商１）　演題	「イノベーション」3 位	
第 37 回大隈杯争奪雄弁大会	主催：早稲田大学雄弁会
弁士	小野	竜大（法１）　演題	「被害者なき犯罪」	
弁士	清水	正大（政経１）　演題	「新たな刺客」準優勝	
第 4 回全日本学生弁論大会　主催：第 4 回全日本学生弁論大会実行委
員会
弁士	田中	雅子（文１）　演題	「みんな同じ人間なのに……」
第 33 回東京大学総長杯争奪全国学生弁論大会　主催：第一高等学校・
東京大学弁論部
弁士	萩原	将来（政経１）　演題	「働く」
弁士	田端	将大（政経１）　演題	「今日も」準優勝	
第 2 回福澤諭吉杯争奪全国学生辯論大会　主催：慶應義塾大学辯論部
藤沢会
弁士	桐生	常朗（政経 2）　演題	「文化の潮」3 位	
第 47 回農林水産大臣杯争奪全日本学生弁論大会　主催：東京農業大
学農友会講演部
弁士	嶋田	奎介（政経 2）　演題	「金の卵」

五月祭記念弁論大会		主催：第一高等学校・東京大学弁論部
弁士	吉野	貴司（農 2）　演題	「瑞穂の朝」
第 36 回学生新人弁論大会			主催：中央大学辞達学会
弁士	戸田	幸一郎（法 1）　演題「丘の上の誓い」最優秀賞
弁士	相田	真美（政経 1）　演題	「継承、そして発信」
第 18 回紫紺杯争奪全国学生雄辯大会		主催：明治大学雄辯部
弁士	高岡	瞭（経営 4）　演題	「經世濟民」
弁士	峯森	徹（政経 4）　演題	「消滅、自治、『	 	』」
第 26 回日吉杯争奪弁論大会			主催：慶應義塾大学辯論部日吉會
弁士	上野	真弘（法 1）　演題	「Politics/Politeness」
第 38 回大隈杯争奪雄弁大会			主催 : 早稲田大学雄弁会
弁士	副田	将至（法 1）　演題「影に潜むもの」
第 54 回花井卓蔵杯争奪全日本雄弁大会			主催：中央大学辞達学会
弁士	岩田	弘雪（法 1）　演題	「新たなる翼」
弁士	釜田	みのり（法 1）　演題	「後ろに気を付けて」第 3 席

▲

年表

▲

資料編
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ） 出 来 事

■平成 24 年（2012）
4 月
5.19	

6.2

6.16

11.10

11.17

12.9

12.15

■平成 25 年（2013）
5.18

6.29

10.15

10.28

11.26

12.10

12.17

12.18

雄弁部 OB	日髙憲三が理事長に、有賀隆治が監事に就任する
五月祭記念弁論大会　主催：第一高等学校・東京大学弁論部
弁士	峯森	徹（政２）　演題	「復旧の、その先へ」	第 3 位
第 16 回紫紺杯争奪全国学生雄弁大会　主催：明治大学雄辯部
弁士	飯倉一樹（政２）　演題	「ねがい」	第 3 位
弁士	齋藤	海（文２）　演題	「理想のまち」
第 34 回全国学生新人弁論大会		主催：中央大学辞達学会
弁士	櫻井大智（政１）　演題	「『愛の制度』を考える」	最優秀賞
弁士	白木晴夏（法１）　演題	「都市の命、地方の命」	優秀賞
第 52 回花井卓蔵杯争奪全日本雄弁大会		主催：中央大学辞達学会
弁士	大澤裕理（法 1）　演題	「夢の超特急」
第 36 回大隈杯争奪雄弁大会		主催：早稲田大学雄弁会
弁士	大澤裕理（法１）　演題	「大学の在り方を問う」
弁士	櫻井大智（政１）　演題	「父よ、母よ」
第 3 回全日本学生弁論大会
弁士	濱	英剛（政 1）　演題	「再稼働論」
第 1 回福澤諭吉杯争奪全国学生辯論大会		主催 : 慶應義塾大学藤沢会
弁士	峯森	徹（政 2）　演題	「普通“被”選挙を請願す」	準優勝
第 32 回東京大学総長杯争奪全国学生弁論大会		主催：第一高等学校・
東京大学弁論部　
弁士	桐生常朗（政 1）　演題	「道」

五月祭記念弁論大会　主催：第一高等学校・東京大学弁論部
弁士	濱	英剛（政経 2）　演題	「『電力地図』を描く」	優	勝
第 35 回全国学生新人弁論大会		主催：中央大学辞達学会
弁士	澁井	健人（法 1）　演題	「正義の秤を担うもの」	

弁士	高岡	瞭（経営 1）　演題「借金大国日本」
第 51 回花井卓蔵杯争奪全日本雄弁大会		主催：中央大学辞達学会
弁士	齋藤	海（文 1）　演題「大海の中に在り」	第 3 位
第 20 回拓殖大学総長杯争奪全日本学生雄弁大会	主催：拓殖大学雄弁会
弁士	金子	知温（政 1）演題「これからの“性義”の話をしよう」第 3 位
弁士	峯森	徹（政 1）　演題「雲に光を与えるもの」
第 35 回大隈杯争奪雄弁大会　主催：早稲田大学雄弁会
弁士	和田	祐樹（理１）　演題「ドリンカーズ・オブ・ジャパン　呪わ
れた酒飲みたち」
弁士	内田	尚希（政１）　演題「Fight	against	reality」
全日本学生弁論大会
弁士	紙屋宏志（法１）　演題「畳の上の安全」
第 31 回東京大学総長杯争奪全国学生弁論大会　主催：第一高等学校・
東京大学弁論部
弁士	高岡	瞭（営 1）　演題「日本経済改造論」
第 45 回農林水産大臣杯争奪全日本学生弁論大会　主催：東京農業大
学農友会講演部　
弁士	岩村弥莉（農１）　演題「新しい日本農業」
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ） 出 来 事

5.30
6.7

6.27

9.7
10.4

10.11

11.7

11.15

11.28

12.6

12.19

■平成 22 年（2010）
2.8
4.8
5.30

6.19

7.3

9.6
9.20

11.20

■平成 23 年（2011）
5.28

6.12

6.18

6.25

第 5 回五月祭記念弁論大会、出場：真崎博瑛「創造的な世界へ」
第 31 回新人弁論大会、出場：早川賢太「日本女性と労働」、吉田昌
弘「麻薬対策に新たな手」
第 13 回紫紺杯争奪全国学生弁論大会（和泉キャンパス）、出場：後
藤和也「人々は古来より」、高崎由布子「最期の善意」（優勝）
夏合宿（八王子セミナーハウス）
第 5 回全関東大学弁論大会（八王子市民会館）、出場：林三紀也「光
の対価、科学の影」優勝、野田悠輔「架橋」（準優勝）
食料自給率討論会（東京農業大学）、出場：杉本篤彦「食料自給率か
ら見えるもの」
第 33 回雄叫杯争奪安全保障弁論大会、出場：福田直人「防人のその
手には」（準優勝）、西村真紀「あなた＝消費者」
第 49 回花井杯争奪全日本雄弁大会、出場：会田良明「親と学校と子
供と教育」（最優秀賞、特別賞）、水谷庸恵「宝物」
第 33 回大隈杯争奪雄弁大会、出場：梶田晴之「朗々介護」（準優勝）、
渕上敦之「百年前の誓い」
第 29 回東京大学総長杯争奪全国学生弁論大会、出場：吉田昌弘「寒
暖の地」（準優勝）、小野厚隆「生活の鍵を握る舵」
第 43 回農林水産大臣杯争奪全日本学生弁論大会、出場：斎藤康裕「光
満ちる森林」、林田豪太「豊富な海へ」（第 3 席）

街頭遊説（東京都内）
新入生歓迎講演会、講師：鳩山邦夫（自由民主党衆議院議員）
五月祭記念弁論大会（東京大学）、出場：吉田昌弘「七転び八起の市
場主義」（優勝）、小野厚隆「未来ノ設計図ー諸刃の剣から草薙の剣へ−」

（観衆賞）
第 14 回紫紺杯争奪全国学生雄弁大会（明治大学）、梶田晴之「日本
の技術を担う者」（第 3 位）、齊藤康裕「救いの手」（準優勝）
第 32 回学生新人弁論大会（中央大学）、出場：佐藤柊平「農民の命」（優
勝）、石塚啓「縫合せよ、法の綻び」
夏合宿（～ 9 日、八王子セミナーハウス）
食料・農業・環境サミット（東京農業大学）、出場：林田豪太「越境
環境問題」（パワーポイントにて発表）
創立 120 周年記念式典開催、記念史『和而不同−明治大学雄弁部 120
年の歩み』発刊

五月祭記念弁論大会		主催：第一高等学校・東京大学弁論部
弁士	佐藤	柊平（農 2）　演題「志願兵」	第 3 位
早稲田学生文化・芸術祭記念弁論大会　主催：早稲田大学雄弁会
弁士	森谷	司（農２）　演題「貧困の克服」	第 3 位
第 15 回紫紺杯争奪全国学生雄弁大会　主催：明治大学雄辯部
弁士	木佐貫	彩夏（政 2）	　演題「還流」	準優勝
弁士	浅沼	駿孝（法 2）　演題「悲しみをなくす」
第 33 回全国学生新人弁論大会　主催：中央大学辞達学会
弁士	飯倉	一樹（経 1）　演題「安らぎのあさ」	最優秀賞

▲

年表

▲

資料編
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ） 出 来 事

11.16

11.23

12.8

12.9

12.14

12.22

■平成 20 年（2008）
2.4
4 月
4 月
4.14
4.19
5.17

5.24

6.21
9.16
10.5

10.28

11.8

11.23

11.23
11.24
11.26
11.29

12.6

12.21

■平成 21 年（2009）
2.6
4.9

第 18 回拓殖大学総長杯争奪全日本学生弁論大会、出場：野口貴博「地
方に光を」、成田嵩憲「生活オンブズマン」（優勝）
第 31 回大隈杯争奪学生雄弁大会、出場：小野順也「売買春の合法化」

（優勝）
第 6 回清新杯争奪学生弁論大会、出場：三橋和史「大和心の清新論」、
小野翔平「新人教師」（第 3 席）
第 27 回東京大学総長杯争奪弁論大会、出場：渡邊拓弥「平和を欲す
るなら、戦争に備えよ」
第 29 回柴田杯争奪全日本学生優勝言動大会（国士舘大学）、出場：
平田聡「マニフェストの自己分析」（第 3 席）、矢野佳祐「交通問題の
再検討」
第 40 回農林水産大臣杯争奪全日本学生弁論大会、出場：後藤祐太郎「日
本の農業」、播磨匠「食卓の花」、田仲信康「環境問題問題」（第 3 席）

街頭遊説（東京・千葉）
（大）和泉地区に国際日本学部が開設される
雄弁部 OB 日髙憲三が担当常勤理事に就任する
新入生歓迎講演会、講師：谷垣禎一（自由民主党国会議員）
新入生歓迎講演会、講師：岡田克也（民主党衆議院議員）
第 12 回紫紺杯争奪学生弁論大会（和泉キャンパス）、出場：小野翔平「公
教育とバウチャー制度」（第 3 席）、成田嵩憲「快晴の空」（準優勝）
第 4 回五月杯記念弁論大会、出場：野口貴博「渚にて」、田仲信康「裁
判員制度」（優勝）
第 30 回新人弁論大会、出場：高崎由布子「見放された人々」（優秀賞）
夏合宿（八王子セミナーハウス）
第 4 回全関東学生弁論大会、出場：後藤祐太郎「終末期」（第 3 席）、
矢野佳祐「いかで省庁、協調せざらむや」
第 48 回花井杯争奪全日本弁論大会、出場：真崎博瑛「白と黒」、後
藤和也「再出発」
第 32 回雄叫杯争奪安全保障弁論大会、出場：内田賢吾「情報の戦い」

（第 3 席）
第 53 回文部科学大臣杯全国青年弁論大会（金沢）、出場：成田嵩憲「Are	
you	happy?」
弁論大会慶應杯、出場：杉山慧志「こんな参議院はいらない」（特別賞）
第 32 回大隈杯争奪雄弁大会、出場：野口貴博「明日をつくる方法」
丸山和也氏講演会（リバティーホール）
第 19 回拓殖大学総長杯争奪全日本学生雄弁大会、出場：高崎由布子「産
声」（優勝）
第 28 回東京大学総長杯争奪全国学生弁論大会（曳舟文化センター）、　
出場：田仲信康「人の身体の 7 割は…」（優勝）
第 41 回農林水産大臣杯争奪全日本学生弁論大会、出場：山崎いづみ「確
かな未来」（特別賞）、杉本篤彦「亡骸」

街頭遊説（東京都内）
新入生歓迎講演会、講師：佐藤優（元外交官、文筆家）
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ） 出 来 事

12.12

12.17

12.18

■平成 18 年（2006）
4.10
5.20

5.28

6.24

7.1
9.16
10.28

11.11

11.12

11.17

12.2

12.9

12.10

12.16

12.17

■平成 19 年（2007）
5.14

5.19
6.30

9.8
10.8

11.10

らの地域再生シナリオ」
第 39 回農林水産大臣杯争奪全日本学生弁論大会（東京農業大学）、
出場：森川雄介「森と生きる」
大隈杯争奪学生雄弁大会（早稲田大学）、出場：芦沢拓「だまされに
くい世の中へ」
東京大学総長杯争奪全国学生弁論大会、出場：中田裕「掌握の未来へ」

新入生歓迎講演会、講師：森田実（政治評論）
六大学弁論大会（早稲田大学）、出場：羽鳥智喜「亡国の秋、覚醒の詩」

（第 3 席）
五月祭記念弁論大会（東京大学）、出場：森川雄介「狂った宴のその
前に」
新人弁論大会（中央大学）、出場：木下高志「本と話をしませんか」、
渡邊拓弥「災害と行政～問われる危機管理」（優秀賞）
紫紺杯争奪全国学生弁論大会、出場：村松美穂「煙草について」
夏合宿（誉田寮）
第 46 回花井杯争奪全日本雄弁大会、出場：新保貴史「誰がために鐘
は鳴る」
第 30 回雄叫杯争奪安全保障弁論大会、出場：渡邊拓弥「うたわれる
もの」（準優勝）
第 51 回文部科学大臣杯（島根県）、出場：羽鳥智喜「吉継と三成」、
佐藤尚孝「続・神」
第 17 回拓殖大学総長杯争奪全日本学生弁論大会、出場：橋本勇樹「有
限の空の下、無限の宇宙の上」
第 5 回清新杯学生弁論大会（立命館大学）出場：草野有紀「国語に『文
学』を」
大隈杯争奪学生雄弁大会（早稲田大学）、出場：田高直也「富国から
富民へ～坂の上を登った後に」（準優勝）
第 40 回農林水産大臣杯争奪全日本弁論大会、出場：芦沢拓「悪貨が
良貨を駆逐する」、渡邊拓弥「命紡ぐもの」（第 3 席）
第 3 回全関東弁論大会（帝京大学）、出場：木下高志「ふるさと院の
創設を」佐藤尚孝「続・神」
第 26 回東京大学総長杯争奪全国学生弁論大会、出場：森川雄介「静
かな戦争の終結を」

新入生歓迎討論会、講師：中川昭一（自民党衆院議員）、前原誠司（民
主党衆院議員）、小西德應（司会：明大教授）
六大学弁論大会（法政大学）、出場：渡邊拓弥「雫」
第 29 回新人弁論大会（中央大学）、出場：成田嵩憲「危機から救う
には」、渡邊拓弥が質問賞を受賞
夏合宿（八王子セミナーハウス）
第 47 回花井杯争奪全国学生雄弁大会、出場：田仲信康「パープルヘ
イズ～紫のケムリ」
第 31 回雄叫杯争奪安全保障弁論大会、出場：綾部正太郎「資源の安
全保障」（優勝）

▲

年表

▲

資料編
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ） 出 来 事

12.7

12.13

■平成 16 年（2004）
3 月
4 月
4 月
4 月
4.9

4 月
この頃

7.3
8.28
10.10

11.3

11.13

11.19

11.20

11.21
11.28
12.4

12.12

■平成 17 年（2005）
4.13
5.29

6 月
9.9

10.29

11.12

11.18

12.4

第 2 回清新杯学生弁論大会（立命館大学）、出場：堀之内毅「56 年分
の想い」（優勝）
第 23 回東京大学総長杯争奪全国学生弁論大会、出場：川村裕美「白
い壁を打ち崩せ！」（優勝）

（大）＜アカデミーコモン＞の竣工記念式典を挙行する
（大）情報コミュニケーション学部を新設する
（大）法・商・政経・文学部の各二部（夜間部）学生の募集を停止する
（大）短期大学の学生募集を停止する
新入生歓迎講演会（本願寺）、講師：塩川正十郎「学生だからできる
こと」

『駿台雄弁』2000（平成 12）− 2003（平成 15）年版発行
新人弁論大会（中央大学）、出場：田中裕、関陽輔
東京六大学弁論大会（慶応大学）、出場：佐野友章「救われぬ人」
夏合宿（～ 30 日、誉田寮）
桜井杯争奪ディベート大会（東京農業大学）、出場：木村太一（優秀賞）、
村松美穂（優秀賞、優秀ディベーター賞）
第 44 回花井杯争奪全日本学生雄弁大会（中央大学）、三宅寿「救国
の一灯」準優勝
第 28 回雄叫杯争奪安全保障弁論大会（防衛大学）、出場：三宅寿「問
い直すは自身にあり」優勝
第 15 回拓殖大学総長杯争奪全日本学生雄弁大会、出場：田中裕「国
際関係の壁ーその先にあるものー」
第 24 回東京大学総長杯争奪全国学生弁論大会、出場：清水健「市民
のための報道をーペンは剣より強いからー」
文部科学大臣杯（熊本県）、出場：小野雄太
第３回清新杯（立命館大学）、鈴木隆弘「結婚と幸せと私の苗字」（準優勝）
2004 年度大隈杯争奪雄弁大会（早稲田大学）、出場：佐野友章「裁く人」
第２回全関東弁論大会（帝京大学）、出場：木村太一「もう我慢でき
ない」
第 38 回農林水産大臣杯争奪全国学生弁論大会（東京農業大学）、出場：
清水健「いのちの水」、村松美穂「Save	the		Whale」（第 3 席）

新入生歓迎講演会、講師：田原総一郎「学生だからできること」
東京六大学弁論大会（東京大学）、出場：佐野友章「白い悪魔への三
行半」
新人弁論大会（中央大学）、出場：田幸瑛輔「何もしないというリスク」
夏合宿（八王子セミナーハウス）
第 45 回花井杯争奪全国学生弁論大会、出場：羽鳥智喜「国土を作る
方法」
第 29 回雄叫杯争奪安全保障弁論大会（防衛大学）、出場：田高直也「今
そこにある危機」
第 16 回拓殖大学総長杯争奪全日本雄弁大会、出場：田幸瑛輔「未来
の創り手」
第 4 回清新杯学生弁論大会（立命館大学）出場：阿部千恵子「これか



161

 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ） 出 来 事

6.29

7.6
8.30
9.13

10.6

11.1
11.2

11.3

11.15

11.16

11.23
11.23

11.30

12.8

12.15
12.15

12 月

■平成 15 年（2003）
6.1
6.5

9.8
11.1

11.3

11.14

11.29

第 15 回東京六大学弁論大会（法政大学）、出場：山下真史「『働け !』−
if 衆議院議員山下真史本会議法案趣旨説明−」
第 24 回学生新人弁論大会（日本大学）、出場：山橋りさ「ヒトヲツクル」
2002 夏遊説（～ 9 月 3 日、東京−新宿間の中央線沿線駅前）
夏合宿（～ 15 日、誉田寮）
中央大学、立教大学とともに「ディベート登竜門」（明治大学）開催
テーマ：「日本国政府は消費税を 15 パーセントにすべし」、小林慶史、
椛沢友視が優秀ディベーターに

（大）駿台祭が中止に
第 1 回神山杯争奪全日本学生雄弁大会（京都産業大学）、出場：上村
英彰「守れ ! ぼくらの街を」、千種大輔「支柱の確立」
第 42 回花井卓蔵杯争奪全日本雄弁大会（中央大学）、出場：高橋典
子「未来ある原石を救え！！」、堀之内毅「刹那−里親制度が補完す
る人の尊厳−」
第 13 回拓殖大学総長杯争奪全日本学生雄弁大会、出場：山橋りさ「女
性がきめる未来」（優勝）
第 26 回雄叫杯争奪安全保障弁論大会（防衛大学）、出場：高橋大「個
別的自衛権の再考」、村野史雄「日本かく援助せり」（準優勝）

（大）第 2 回生明祭	
第 22 回東京大学総長杯争奪全国学生弁論大会、出場：上村英彰「怒
れ ! そして生きた言葉で語れ !」
2002 年度大隈杯争奪雄弁大会（早稲田大学）、出場：小野雄太「身近
な戦争の終結を」優勝、仙田晃宏「『住』の安全確立」
第 36 回農林水産大臣杯争奪全国学生弁論大会、出場：椛沢友視「モ
リをまモリましょう」、小林慶史「身近の考えること」
第 10 回紫紺杯全国学生弁論大会、出場：鈴木大介
第 1 回全関東学生弁論大会（帝京大学）、出場：篠宮一幸「家裁」、仙
台晃宏「過労死−遊休と遊休−」
ラグビー早明戦後に新宿コマ劇場前で一般学生を扇動して騒ぎを拡大
させたとして、大学から６ヵ月間の活動停止処分を受ける。次年度の
新歓活動が不能に。退部者多数

雄弁部の活動停止処分解除される
第 16 回東京六大学弁論大会（青少年総合センター）、出場：小野雄
太「大量消費・廃棄の是正を」優勝、堀之内毅「責任−これからの高
齢者介護をどうするのか−」
夏合宿（～ 10 日、山中湖セミナーハウス）

（大）学園祭を 4 年ぶりに「明大祭」として和泉校舎で開催する（～
３日、119 回）
第 43 回花井卓蔵杯争奪全日本雄弁大会（中央大学）、出場：陸名瑞
穂「かけがえのない命」
第 14 回拓殖大学総長杯争奪全日本学生雄弁大会、出場：清水健「君
は選んだんだ、君自身を」
2003 年度大隈杯争奪雄弁大会（早稲田大学）、出場：堀之内毅「公明
党をどうしましょうか」

▲

年表

▲

資料編
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

■平成 13 年（2001）
１月

1.13

1.27
2.18
2.20

3.18

6.10
6.15

6.22
6.30

9.16
10.20

11 月
11.1
11.3

11.16

11.17

11.23
11.24

11.25

12.1

12.2
12.8

12.15

■平成 14 年（2002）
1.27
4.11
6.16

6.28

（大）３キャンパスで部室が入っている建物を封鎖（～３月末）、学生
会・学苑会の公認停止
第 17 回土光杯全日本学生弁論大会（サンケイホール）、出場：南上
清一郎「選び下げから選び挙げへ」
全関加盟校、早稲田大学１年生による「言論界一年会」開催
全関ディベート合宿（～ 20 日、代々木オリンピックセンター）
南上杯争奪ディベート大会、出場：小林剛士、小林宏樹、テーマ：日
本政府は首都機能を移転すべし
全関、合宿（～ 20 日、府中青年の家）、全関中執が総辞職し、活動
停止に
各大学雄弁部の交流を目標に「水無月交流会」（拓殖大学）開催
全日本学生ディベート連盟主催「新人ディベート大会」（慶応大学）
出場・：川村裕美、山田悠ら

（大）和泉祭中止
東京六大学弁論大会（立教大学）、出場：山下真史「『if』−山下真史
国土交通大臣就任会見−」
夏合宿（～ 18 日、誉田寮）
第 36 回春秋杯争奪全日本学生雄弁大会（法政大学）、出場：千種大
輔「過去への回帰」、松沼亮「『よい』政治を目指して」

（大）創立 120 周年・創立者生誕 150 周年記念式典・祝賀会を挙行する
（大）駿台祭中止
第 41 回花井卓蔵杯争奪全日本雄弁大会（中央大学）、出場：川村裕
美「通勤改革」
第 12 回拓殖大学総長杯争奪全日本学生雄弁大会、出場：堀之内毅「希
望を取り戻す学校、ノイエ・シューレを創ろう」優勝
第 25 回雄叫杯争奪安全保障弁論大会（防衛大学）、出場：羽田野祥
一「涙」

（大）第 1 回生明祭を生田祭に代えて開催
2001 年度大隈杯争奪雄弁大会（早稲田大学）、出場：武田正人「Face	
to	Face」、布浦隆司「カブ上がれ！」
第 21 回東京大学総長杯争奪全国学生弁論大会、出場：太田原崇宏「置
き忘れたもの」、小野雄太「国会新生計画」準優勝
第 20 回桜門杯争奪全国学生弁論大会（日本大学）、出場：上村英彰「法
と医−触法精神障害者について思うこと」
第 1 回清新杯学生弁論大会（立命館大学）、出場：伊藤秀敏
第 35 回農林水産大臣杯争奪全国学生弁論大会、出場：岩波孝祥「勝
者の義務」
第 9 回紫紺杯全国学生弁論大会、出場：菱沼靖裕「人がいいんじゃな
い−少年裁判を考える」

「言論界一年会」開催
新入生歓迎講演会、講師：早坂茂三「学生にできること」
全日本学生新人ディベート大会（慶応大学）、出場：仙田晃宏、高田
雄太ら

（大）和泉祭中止
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

5 月
11.3
11 月

■平成 12 年（2000）
4 月
4.10

4.16

6.4
6.10
6 月
6.17
6.24

6.25

7.1

8.18
9.4

10.15

10.22

11 月
11.3
11.4

11.5

11.17

11.25

12.2

12.3

12.16

12.17

東京六大学学生弁論大会
紫紺杯争奪全国雄弁大会（明治大学）
第 39 回花井卓蔵杯争奪全日本学生雄弁大会

『駿台雄弁』（平成 11 年度版）発行
新歓講演会「21 世紀−学生に求められること」講師：ペマ・ギャル
ポ（チベット文化研究所所長）
新歓講演会「同上テーマ」、講師：明石康（元国連事務次長）
弁論エキシビション 2000（東洋大学）、出場：伊藤慎一郎「農といえ
る日本で」
第 13 回東京六大学弁論大会（早稲田大学）、出場：本庄智忠「Good	
Old	Days	よもう一度ー人材輸出のすすめ−」（準優勝）

（大）和泉祭開催中止
全関、総会（駒沢大学）
第２回西南学院大学学長杯争奪雄弁大会、出場：小林宏樹「メディア
コミュニケーション」
全関、新人ディベート大会（中央大学）テーマ「日本国政府はエネル
ギー供給の為の原子力発電所をすべて廃止すべし」出場：飯塚智規、
上村英彰、鈴木大介、ほか
第 22 回全関新人弁論大会（駒沢大学）、出場：菱沼靖裕「人権派で
何が悪い」（優勝）
全関、全国遊説（～ 26 日）、関東、関西、日本横断の３コースで実施
夏合宿（～６日、誉田寮）
第 45 回文部大臣杯全国青年弁論大会（佐倉市）、出場：小林剛士「幸
せになるために」、小林宏樹「これから・・・」
学生討論会 2000（駒沢大学）、出場：上村英彰、押条征一郎、鈴木大介、
松沼亮

（大）駿台祭中止
第 40 回花井卓蔵杯争奪全日本弁論大会、出場：太田原崇宏「心」（優勝）
第 24 回雄叫杯争奪安全保障弁論大会（防衛大学校）、出場：千種大
輔「プライド」（準優勝）、小林宏樹「不死鳥、ふたたび」
花井ディベート（中央大学）、テーマ「日本国政府は死刑制度を廃止
すべし」出場：上村英彰・小林庸平
第 11 回拓殖大学総長杯争奪全日本学生雄弁大会、出場：鈴木大介「お
前だってなにか与えられている」（優勝）
2000 年度大隈杯争奪雄弁大会、出場：押条征一郎「人間の森−教師
のフィールドワーク−」
第 19 回桜門杯争奪全日本学生弁論大会、出場：小池陽一「主導権を
奪る！−捕鯨新体制に向けて−」、本庄智忠「これが私の生きる道−
21 世紀の日本の社会福祉政策への提言—」
第 34 回農林水産大臣杯争奪全日本学生弁論大会、出場：山下真史「大
東亜共農圏ー私のＡＡＡ宣言−」
第 20 回東京大学総長杯争奪全国学生弁論大会、出場：本庄智忠「目
覚めよ ! 日本 ! −真の独立・共生・共存のための提言−」
全関、総会（駒沢大学）、南上清一郎前委員長「ありがとう全関」
の最終弁論、太田原崇宏が次年度副委員長に選出される

▲

年表

▲

資料編
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

11.3

12.13

■平成９年（1997）
3.22

3.26
4.6
4.10

6.1
6.1
6.8
6.15
6.21

6.28
8.3
8.20
8.21
8.23
8.26
9.14
10.5
10.10
10.18
10.19
10.26
11.2
12.6

12.7
12.13

12.14
12.20

■平成 10 年（1998）
3 月
9 月
11.3
12.19

■平成 11 年（1999）
４月

第 36 回花井卓蔵杯争奪全日本雄弁大会、出場：川神光生「国家はあ
なたを守らない」（準優勝）
講演会、講師：テリー伊藤

シンポジュウム「行政改革を断行せよ！」（駿河台）、パネリスト：下
村博文（自民）、西田猛（新進）、石井紘基（民主）、中邨章（司会：
明大教授）

『駿台雄弁』（平成 8 年度版）発行
「雄弁ジャーナル」第 1 号発行
新歓講演会「大学生活をいかに送るか」（和泉校舎 2 番教室）、講師：
石川好
全関弁論エキシビション（駿河台校舎 140 番教室）

「雄弁ジャーナル」第 2 号発行
全関第 2 回ディベートリーグ（拓殖大学）
東京六大学弁論大会（駿河台校舎 150 番教室）
全九州弁論大会（西南学院大学）、出場：古本武司「『あぐら』より『正
座』を」
東大新人ディベート大会（駒場キャンパス）

「雄弁ジャーナル」第 4 号発行
全関全国遊説（～ 24 日、西コース：福岡、広島、神戸、大阪）
全関全国遊説（～ 24 日、北コース：札幌、函館、盛岡、仙台）
全関全国遊説（～ 26 日、中央コース：長野、松本、甲府）
全関各コース合同遊説（新宿西口）
夏合宿（～ 16 日、富津寮）

「雄弁ジャーナル」第 5 号発行
全関ディベートリーグ（中央大学）
春秋杯争奪弁論大会（法政大学）
全関学生討論会（代々木野外ステージ）
全関『雄弁の研鑽』（亜細亜大学）
第 37 回花井卓蔵杯争奪全日本雄弁大会
第 2 回 K・G ディベート大会（関西学院大学）、テーマ「日本国政府は、
再販制を廃止すべし」出場：南上清一郎（優勝）

「雄弁ジャーナル」第 6 号発行
創部 110 周年記念行事、「雄弁を語る会」（駿河台 521 教室）、懇親会（水
道橋グランドホテル）
紫紺杯争奪全国学生雄弁大会（駿河台 10 号館）
東京大学総長杯争奪全国学生弁論大会

『駿台雄弁』百十周年記念号発行
（大）創立 120 周年記念館＜リバティ・タワー＞の竣工式をおこなう
第 38 回花井卓蔵杯争奪全日本雄弁大会
紫紺杯争奪全国学生雄弁大会（明治大学）

（大）山田雄一、学長に就任する
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

12.18

■平成６年（1994）
2.4

6.18

8.2
10.8
10.15
10.22
11.3
11.4

11.5

11.11
11.12
11.14

11.26

12 月

12 月

■平成７年（1995）
４月
11 月
11 月

12.23

■平成８年（1996）
5.11
　

友愛杯日本語弁論大会（日本友愛青年協会）	、出場：大渕健（優勝）

パネルディスカッション「もう１つの談合～コンタクトレンズ問題を
考える～」（明治大学）、出席：丸山嘉浩（平成維新の会）、大六野耕
作（明大教授）、大渕健（21 世紀政治フォーラム代表）、大谷博愛（司
会：拓殖大学教授）
第 16 回全関東学生新人弁論大会、出場：川内宣良「パレスチナのあ
るべき姿」（優秀賞）
全関全国遊説（～11日）、東コース：東京～弘前、西コース：東京～福岡
第 32 回学長杯争奪全日本学生雄弁大会（福岡大学）、出場：大岸史佳
第 30 回春秋杯争奪学生弁論大会（法政大学）
立命館大学弁論大会、出場：向山勝浩	
かえで杯弁論大会	（東洋英和女学院大学）、出場：高橋健二
第 3 回紫紺杯争奪全日本学生雄弁大会（明治大学）、出場：中村和彦「町
内会からの行政改革」（優勝）
第 34 回花井杯争奪全日本弁論大会、出場：東俊一郎「戦争責任とこ
れからのアジア外交」
第 5 回拓殖大学総長杯争奪全日本学生雄弁大会、出場：川内宣良
第１8 回雄叫杯争奪安全保障問題弁論大会（防衛大学校）、出場：久高誠
柴田杯弁論大会（国士館大学）、出場：本澤好貞「仏作って魂入れず」

（準優勝）	
第２8 回農林水産大臣杯争奪全日本学生弁論大会（東京農業大学）、
出場：安部幹洋
シンポジウム「戦後改革とはなんだったのか−戦後民主主義を問う−」

（国立オリンピック記念センター）、出席：石川真澄（朝日新聞編集委
員）、西部邁（評論家）、小西德應（司会：明大専任講師）
シンポジウム「新たな政党の理念を求めて−日本のビジョンを考える」

（国立オリンピック記念センター）、出席：上田哲（新党あかつき）、
山口敏夫（新進党）、渡瀬憲明（自民党）

（大）戸沢充則、学長に就任する
（大）｢記念館さよなら DAY」開催（記念館解体へ）
第 4 回紫紺杯争奪全国雄弁大会（明治大学）、出場：高橋健二「情報
公開制度の確立を」（優勝）
パネルディスカッション「国民に信頼される政治を目指して」（駿河台）、
パネリスト：細川律夫（衆議院議員）、宇佐見登（同）、武見敬三（参
議院議員）

六大学弁論大会、出場：伊神健雄「『地方の時代』への道」（優勝）
講演会「情報公開待ったなし！」（明治大学）、講師：堀部政男（一橋
大学教授）
防衛大学雄叫杯争奪弁論大会、出場：前田匡「真の戦争教育を大学に
求める」（優勝）

▲

年表

▲

資料編
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

10.10
10.11
10.17
10.24
11.1
11.3

11.4
11.8

11.8

11.28
12.5

■平成５年（1993）
1.15

4 月
6.12
6.19

8.2

9 月
10.9

10.15

10.16

11.3
11.5

11.12

11.13

11.20

11.27

12.10

12.11

第 30 回学長杯弁論大会（福岡大学）、出場：寺崎雄介	
紫峰杯（筑波大学）、出場：中村和彦「断行せよ ! 地方分権」（優勝）
春秋杯弁論大会（法政大学）、出場：大塚康弘	
世耕杯弁論大会（近畿大学）、出場：大岸史佳	
愛知学院大学学長杯弁論大会（愛知学院大学）、出場：森山浩行	
第 32 回花井杯弁論大会（中央大学）、出場：本澤好貞「核兵器廃絶
を目指して」（理論賞）
かえで杯弁論大会	（東洋英和女学院大学）、出場：須藤公博
" 第 1 回紫紺杯争奪全国雄弁大会（明治大学）、出場：中村和彦「地
方分権を実現するために」"
" 第 1 回紫紺杯争奪全国雄弁大会（明治大学）、出場：中村和彦「地
方分権を実現するために」"
桜門杯弁論大会（日本大学）、出場：本澤好貞	「信頼される政治を目指して」
農林水産大臣杯弁論大会（東京農業大学）、出場：大渕　健	

第 9 回土光杯全日本学生弁論大会、出場：中村和彦「『地方分権』の
国家を目指して」（ニッポン放送杯）
講演会「いかなる大学生活を送るか」（和泉校舎）、講師：猪瀬直樹（作家）
東京六大学弁論大会、出場：中村和彦
第 15 回全関東学生雄弁連盟新人弁論大会、出場：中村一也「過労死
のない社会の実現を」（優秀賞）
全関全国遊説（～ 11 日）、東コース：東京～弘前、西コース：東京
～福岡など

（大）和泉新第一学生会館（新学生食堂）竣工　
第 31 回学長杯争奪全日本学生雄弁大会（福岡大学）、出場：大西英
之「『北方領土』返還運動を盛り上げよう」
第 33 回花井杯争奪全日本雄弁大会（中央大学）、出場：大岸史佳「お
年寄りに愛の手を」
第 29 回春秋杯争奪学生弁論大会（法政大学）、出場：中村和彦「地
方再建−地方分権の前に何をなすべきか」（準優勝）
かえで杯弁論大会	（東洋英和女学院大学）、出場：植木　淳
第２回紫紺杯争奪全国雄弁大会（明治大学）、出場：須藤公博「新し
い民主『主義』の誕生」
第４回拓殖大学総長杯争奪全日本学生雄弁大会、出場：豊吉広英「情
報公開法を求めて」
第 17 回雄叫杯争奪安全保障問題弁論大会（防衛大学校）、出場：美
野聡史「日本の将来の自衛体制」
第 12 回桜門杯争奪全日本学生弁論大会（日本大学）、出場：中村一
也「現代の日本における労働者階級の状態」（第 3 席）
第 27 回農林水産大臣杯争奪全日本学生弁論大会（東京農業大学）、
出場：松本誠二「魅力ある農業を」
シンポジウム「カネに左右されない政治をめざして」（明治大学）、出
席：簗瀬進（自民党衆院議員）、筒井信隆（社会党衆院議員）、森山浩
行（明治大学）、福岡政行（司会：白鴎大学教授）
第 13 回東京大学総長杯争奪全国学生弁論大会（東京大学）、出場：
角倉貴之「税制再考」
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

■昭和 63 年（1988）
1 月
3 月
11.3
11 月

11 月
12.3

12 月

■平成元年（1989）
11 月

■平成２年（1990）
11.3

■平成３年（1991）
3.9

6.9

8 月
10.13

11.4

11.17

この頃
11.30

12.7

■平成４年（1992）
2 月

3.31
4 月

6.13

9 月

国家秘密法に反対する遊説（渋谷）
雄弁部ＯＢの永野徳光が大学理事に就任する

「雄弁部通信」第 11 号発行（「百周年を迎えて」）
駿台祭、「教育をわたしたちの手に ! ー今、なぜ中野区準公選制教育
委員会かー」、パネリスト：神田修（九州大学教授）、藤原登美子（中
野区教育委員）、吉田善明（司会：明大教授）
第 28 回花井卓蔵記念全日本学生雄弁大会
第 22 回農林大臣杯争奪全日本学生弁論大会（東京農大）、出場：中山
潔「危うし農業　救え女性の力と美しさで」

（大）和泉第一校舎の竣工式を挙行する

第 29 回花井杯争奪全日本学生雄弁大会

第２回関東学生対抗弁論大会　（東海大学）、出場：保岡直樹「これで
いいのか日本の農業」（優勝）

（大）二部商学部の不正入学試験（代人受験）の事実が同学部教授会
に報告される（以後、学内問題に発展）
第４回東京六大学弁論大会（明治大学）、出場：寺崎雄介　「橋本龍太
郎を総理に！」
世耕杯弁論大会（近畿大学）、出場：森山浩行（第 3 位）
春秋杯争奪学生弁論大会（法政大学）、出場：森山浩行「日の丸を掲
揚せよ」
第 31 回花井杯争奪全日本学生雄弁大会（中央大学）、保岡直樹「外国
人労働者問題を問う」（準優勝）
第 36 回文部大臣杯全国青年弁論大会（中京大学）、出場：保岡直樹「外
国人労働者問題を問う」　（優秀賞）
PKO に反対する遊説（御茶ノ水、東京、新宿、渋谷）
大隈杯争奪弁論大会　（早稲田大学）、出場：保岡直樹「高齢化社会へ
の私の提言」（優勝）
" 第 25 回農林水産大臣杯全日本学生弁論大会（東京農業大学）、出場：
保岡直樹「時代に対応した農業を」"

シンポジウム「あの日、あの時、あの場所で、国際貢献ができたなら・・・」
（日仏会館）、出席：石原伸晃（自民党）、上田哲（社会党）、山田英介
（公明党）、小西德應（司会：明大専任講師）
雄弁部ＯＢ岡野加穂留が学長に、同鈴木俊光が学務担当常勤理事に就任
講演会「言論の自由と責任」（和泉校舎）、講師：鳥越俊太郎（ジャー
ナリスト）
" 第 14 回全関東学生新人弁論大会（代々木公園）、出場：中村和彦「地
方からの日本再建」（優秀賞）"
東京都暴騒音条例に反対する遊説（新宿、池袋、上野、東京、御茶ノ水）

▲

年表

▲

資料編
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

11 月
12.6

12 月

■昭和 62 年（1987）
2 月

3 月
3 月
4 月
4 月
4 月
5 月
5 月
6 月
6 月
6 月
6 月
7 月
9.1
9 月
10 月

10.10

10.11

11.3

11.28

11 月
11 月
11 月
11 月
12.1

12 月

東京大学総長杯弁論大会
第 20 回農林水産大臣杯争奪全日本学生弁論大会（東京農業大学）、
出場：堀内博文「『農協改革』への提言」
近畿大学　部弁論大会

国家秘密法に反対する遊説（都内各所）、応援弁士：木村晋介（弁護士）、
小中陽太郎（評論家）、菅直人（社民連）
ミズノ・サンケイ杯ディベート大会（大阪）

（大）和泉部室センター工事完了
新歓映画上映会「風の谷のナウシカ｣

（大）木村礎、学長に就任する
新歓講演会、講師：小中陽太郎
国家秘密法講演会、講師：奥津茂樹（市民ネットワーク）
国家秘密法に反対する遊説「がんばれ表現の自由」（国道 16 号線）
東京六大学弁論大会（慶応大学）
全関新人学生弁論大会（代々木公園野外ステージ）
和泉祭、「憲法四十周年を迎えて」弁論大会および討論会
東大新人ディベート大会
政治への信頼回復を求める遊説（都内各所）

「雄弁部通信」第 10 号発行
夏合宿（富津寮）
第 10 回明立交歓討論大会（明治大学）、テーマ：「教科書問題を考える」

（出場：早福一男）、テーマ：「税制改革を考える」（出場：吉田元彦）
全日本学生シンポジウム：ディベート大会（日本大）、討論会（11 日、
本学記念館）ディベートテーマ「三宅島に官民共用空港を建設すべし」

（出場：渡辺朝香、高橋郁子、西中浩太郎、鈴木洋明）
全関全日本学生総合シンポジウム’87（明治大学）、分科会発表：「ア
ジア NICs 問題について」、壇上討論会（司会：大井哲也）
駿台祭、「経済大国の歪みー地価高騰の現状と課題」パネリスト：田
中啓一（司会：日大教授）、長谷川徳之輔（建設経済研究所）、岡部喜
重郎（アクセス）、菅直人（衆院議員）、「家庭と仕事のやさしい関係
ー性別役割分担を考える」パネリスト：足立喜美子（労働省）、木村
愛子（早大講師）、「理想の選挙制度を考えるー日本の政治風土への挑
戦」パネリスト：小杉隆（自民）、阪上順夫（学芸大教授）、山田英介

（公明）
第６回桜門杯争奪全日本学生弁論大会（日本大学）、出場：竹内尚美「ガ
ン宣告と日本の医療」
東京大学総長杯弁論大会
愛知学院大学弁論大会
防衛大学校雄叫杯弁論大会
法政大学多摩祭ディベート大会
第２０回柴田杯争奪全日本学生優勝言道大会（国士館大学）、出場：
中山潔「政治と精神と」
ミズノ・ディベート大会（電通映画社）
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

6.23

6.29
7.12
9.17
10.5
10.10

10.10
11.2

11.23

■昭和 61 年（1986）
4.4

4 月
4 月
5 月
6 月
6 月

6 月
6 月
7 月
9 月
9 月
10 月
10 月
10 月
11 月

11 月
11 月
11 月
11 月

11 月
11 月

" 和泉祭、明治大学 vs 日本大学親善壇上弁論大会、出場、野副基信、
佐藤
耕志、高山展保、中山勝則、加瀬澤正義 "
亜細亜大学弁論大会、出場：石川徹也

（大）大学会館が竣工する
夏合宿（本学誉田寮、～ 19）
明立交歓討論会「安楽死について｣、出場：佐藤耕志、清田圭一、西
連寺成子

「雄弁部通信」第９号発行
全日本学生シンポジウム ｢技術革新について｣、出場：小沢義則、玉木
達也、滝田欽輝、加藤貴敏（駒澤大学、13 日は立教大学で）
駿台祭、「今、定数是正のあるべき姿を考える｣ パネリスト：石川真
澄（朝日新聞）、江田五月（衆院議員）、河野洋平（衆院議員）、越山
康（弁護士）、富田信男（明大教授）
生田祭、「シンポジウム’85 先端技術と人間｣

第３回東西学生ディベートコンテスト、｢海外からの選手の補強は、
日本のアマチュアスポーツの発展にとって是か非か｣、出場：玉木達也、
小沢義則、西連寺成子、疋田隆治（優勝）
新歓映画上映会「風の谷のナウシカ｣
新歓講演会、講師：加藤諦三
東京 6 大学弁論大会（東京大学）
亜細亜大学弁論大会
和泉祭参加「日本国家と沖縄社会」：映画「戦場ぬ童」他上映と講演（講
師：菅孝行、太田武二）
第 4 回関東学生ディベート大会
全関新人学生弁論大会（代々木公園野外ステージ）
定数是正を求める遊説（都内および近県各所）
夏合宿（明大富津寮）
明立交歓ディベート大会
福岡大学弁論大会
春秋杯弁論大会（法政大学）
全関ディベート大会（学習院大）、弁論大会（記念館）
駿台祭、「内需主導型経済への転換」パネリスト：石田定夫（明大教授）、
武藤博道（日本経済研究センター）、永田晃（電通）、「若者の政治参
加を考える」パネリスト：新堀俊明（ＴＢＳ）、菅直人（社民連）、鈴
木恒夫（自民）、福岡政行（駒大教授）、宮川淑（独協大教授）、「アジ
アＮＩＣ s を考える」講師：深川由起子（ＪＥＴＲＯ）およびＮＩ
Ｃ s からの留学生によるパネルディスカッション
中央大学ディベート大会
防衛大学校雄叫杯弁論大会
近畿大学｡ 部弁論大会

「戦後政治の総決算を斬る」講師：前田哲男（軍事評論家）、鎌倉孝夫
（埼玉大教授）、菅孝行（評論家）
生田祭、「食管制度を考える」講師：長谷川熙（朝日新聞）
日本大学桜門杯弁論大会

▲

年表

▲

資料編
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

12 月
■昭和 57 年（1982）

5.1
6.12
7.27

10.25
12.4

■昭和 58 年（1983）
6.18

7.27

■昭和 59 年（1984）
3 月

4.28
6 月
6 月
6 月
6 月

7.27
9.10
10 月

■昭和 60 年（1985）
11 月
3 月
4.12

5.16
6.15
6.21

第 3 回明立交歓雄弁大会（本学記念館）

ＯＢ会（水道橋グランドホテル）世話人木下健・渡辺他
「雄弁部通信」第７号発行
全関学生新人弁論大会（中央大学）、出場：小林和正「対外援助日本
の道」
政治倫理の確立を求め街頭演説

（大）生田地区の学生部室センター・学生食堂を竣工する

第５回明立交歓雄弁大会（駿河台１５０番教室）、出場：荒深久明臣「私
的感情原発論」、高橋宏彰「財政再建への提言」、宮崎美樹「脳研究へ
の期待」
第５回全関学生新人弁論大会（拓大）、出場：小沢浩明「日本経済 21
世紀への挑戦」
政治倫理の確立を求め街頭演説

第２回桜門杯争奪全日本学生弁論大会、出場：小暮太郎（優勝）

東西学生ディベートコンテスト「オリンピックにプロ選手を出場させ
るべき」、出場：赤池誠章、徳増信哉、久保田正廣、浜野和宏、村上勝、
梅津慎吾、鈴木茂美、鈴木かおる（優勝）

（大）創立 100 周年記念図書館、駿河台研究棟が竣工する
全関東学生雄弁連盟新人弁論大会（本学記念館）、出場：金田竜生
明立交歓討論会、テーマ：プライバシー保護法制定
和泉祭、講演会「平和とは何か｣ 講師：山川暁夫（軍事評論家）
第 2 回関東学生ディベート大会、「健康保険法を改正すべし」、出場：
渡辺久利、加藤貴敏、玉木達也、小沢義則（対東大勝利）、「労働基準
法における女子保護規定を撤廃すべし」、出場：野村かおる他
政治倫理の確立を求め街頭演説（数寄屋橋公園前、池袋、新宿、渋谷）
政治倫理の確立を求め遊説（～ 17 日）
全関主催ディベート大会、テーマ「共通一次試験廃止｣
福岡大学学長杯争奪弁論大会、出場：川内尋嗣（西日本新聞社賞）
愛知学院大学小出杯争奪弁論大会、出場：堀内博文（中日新聞社賞）
近畿大学 ｢部弁論大会、出場：小川直史（大阪府知事杯）

生田祭、講演会「日本農業の選択｣ 講師：安達生恒（社会農学研究所）
第 3 回関東学生ディベート大会（テーマ：食糧問題）
第２回東西学生ディベートコンテスト「大学スポーツ選手の目的は勝
つことではない・・・是か非か」、出場：久保田正廣、鈴木かおる他（準
決勝敗退）
新歓映画上映会「灰とダイアモンド｣
新歓講演会、「現代政治を斬るー今、政治倫理とは？」講師：野坂昭如
全関新人学生弁論大会（代々木公園野外音楽堂）、出場：杉山雅之

（大）和泉校舎創設 50 周年記念式典を行う
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

■昭和 52 年（1977）
3.20
6.6

7.2

■昭和 53 年（1978）
5.27

7.27
11.3

11.12

■昭和 54 年（1979）
5 月
6.23
6.26
6.30

7.30
11 月

11.11
11.30
12.1

■昭和 55 年（1980）
4 月
5 月
5.26

10 月
11 月
11.4

■昭和 56 年（1981）
4 月
6 月
8.7

8 月
11 月

11.26

「雄弁部通信」第 4 号
（大）創立 100 周年記念事業委員会設置要綱および創立 100 周年記念
事業募金委員会設置要綱を制定する
和泉祭企画「雄弁なつかしのあの瞬間」（名場面再現集）

和泉祭、講演会「差別と闘うー女性解放に向けて｣ 講師：中山千夏・
矢崎泰久
夏合宿（～ 30、静岡県伊豆）
駿台祭、講演討論会「安保問題を考える」講師：吉田善明（本学教授）、
第 2 部として他大学生を交えた討論会
防衛大学弁論大会、出場：佐藤浩之「防衛論議・・・その周辺｣

新歓企画、社会党との討論会（衆議院第二議員会館）
全関東新人交歓弁論大会（中央大学）、出場：金子勝
亜細亜大学学長杯弁論大会、出場：宇尾野隆
和泉祭、｢天皇制と元号を考えるシンポジウム」講師：松岡英夫（本
学教授）、松島栄一（歴史学者）、第 2 部として他大の弁論部所属学生
を交えて討論会
夏合宿（～ 8 月 2 日　長野県白馬）
駿台祭、「80 年代の総合安全保障｣ 講師：伊藤重行と他大学生による
討論会
防衛大学校雄叫杯弁論大会、出場：湊谷晃
第 23 回花井卓蔵記念全日本学生雄弁大会、出場：宇尾野隆
東京農業大学農林水産大臣杯弁論大会、出場：長谷部与一

雄弁部顧問で、元学長の小島憲が総長に就任する
（大）山本進一、学長に就任する
（大）創立 100 周年記念式典講演会で元駐日アメリカ大使ライシャワー、
元首相三木武夫が講演する（帝国ホテル）

（大）駿河台地区の学生会館新館が開館する
第 24 回花井卓蔵記念全日本学生雄弁大会

（大）明治大学創立 100 周年記念式典を日本武道館で挙行する

新歓企画、自由民主党との討論会（自由民主党本部）
全関東新人交歓弁論大会（記念館講堂）
全関東学生雄弁連盟三十年史編集委員会編『明日への模索　今・学生
弁論は何処へ……』発行
夏合宿（長野県戸隠）
駿台祭、岡野加穂留部長講演会「北欧からのレポートー米ソ超大国と
非核武装地帯｣
緊急討論会 ｢軍縮と日米安保を考える｣、講師：宇都宮徳馬参議院議
員（参院議員会館）

▲

年表

▲

資料編
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

10.5
10.19
10.24
11.3
11.9
11.12
11.15
11.23

11.25
11.28

11.30
12.5

12.11

■昭和 50 年（1975）
4 月
7.6

10.18

■昭和 51 年（1976）
４月下旬

5.18

6.11
6.12
6.15
6.19

6.25
6.26

6.28
7.24
10.21
10.22
11.13
11.15
11.23

12.5

全関時局討論会（大東文化大学）
全関新人弁論大会（早大）、出場：西村
松前杯争奪全日本大学雄弁大会（東海大）、出場：内村浅雄
大学交歓弁論大会（大東文化大学）、出場：渡辺利彦、高力護
和泉有志が遊説（渋谷駅）
全関立会演説会（駒沢大学）
第 17 回柴田杯争奪言道大会（国士館大学）、出場：白石孝一
第 16 回学長杯争奪全日本大学雄弁大会（駿河台 95 番教室）、出場：
福岡英明「クルマ公害追放のために」（第 3 位）、高橋孝栄「企業責任
の望まれる姿」
第 14 回小出杯争奪雄弁大会（愛知学院大学）、出場：斎藤郁夫
学長杯争奪雄弁大会（福岡大学）、出場：高橋孝栄「残された民主へ
の道ー住民運動」（優勝）
全関東雄弁連盟委員長に内村浅雄選出
第 25 回全日本大学弁論大会（近畿大学 ｢部）、出場：福岡英明「大
手私鉄経営への提言」（第 3 位）
農林大臣杯争奪弁論大会（東京農大）、出場：高橋孝栄

『駿台雄弁』発行
第 2 回学生模擬国会（滝野川区民会館）、全関東学生雄弁連盟主催、
出場：渡辺利彦（外務大臣）、大久保康雄（厚生大臣）、引田茂（経済
企画庁長官）、松村能成（代表質問）

（大）校友の三木武夫首相に名誉博士号を授与する

「雄弁通信」第３号発行
全日本弁論選手権大会（和歌山）、出場：富永雅夫、笹井肇、鳥井隆男、
古沢有一
参院議員源田実氏を囲む「防衛問題シンポジウム」（参院議員会館）
全関東弁論大会（東京経済大学）、出場：富永雅夫（優勝）

「雄弁部通信」第 3 号発行
和泉祭、講演会、講師：円谷真護、新人交歓弁論大会、出場：古沢有一、
池田、徳永、箱岩、園部桂子、倉沢、富永雅夫
雄弁部 OB 会（市ヶ谷私学会館）
国労・永井法対部長を囲む「スト権ストを考えるシンポジウム」（国
労会館）
中京大学弁論大会、出場：宮沢清明
夏合宿（～ 27 日、長野県木島平高原）
6 名の衆議院議員候補者の選挙応援（～ 11 月 5 日）
外務大臣杯争奪弁論大会（拓殖大学）、出場：宮沢清明（反論賞）
明立討論会、テーマ：弁論のゆくえ
近畿大学弁論大会、出場：阪根憲司
駿台祭、全日本学生弁論大会（駿河台９５番教室）、特別講師：山本
七平、出場：阪根憲司（準優勝）
農林大臣杯争奪弁論大会（東京農大）、出場：西村公秀（第 3 位）
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

■昭和 47 年（1972）
5 月
5.27

6.18
6.24
7.1
7.4
8.1

10.14

10.26

10.30
11.3

11.4

11.18
11.21

11.24

11.30
11 月
12.9

■昭和 48 年（1973）
4 月
10.19

■昭和 49 年（1974）
5.18
5.18
6.1
6.9
6.9

6.21
6.22
7.25
8.1

（大）小牧正道、学長に就任する
第 1 回明東新人交歓弁論大会（和泉 2 番教室）、出場：紀伊英作「民
主教育について｣、望月金雄「公害都市富士を斬る」、石川滋彦「ある
友人｣、川長光男「現代社会とマスコミ｣、鈴木紀代子「ぼくの友達｣、
幸山学「ウソ」、土屋誠「我々にとって現代とは何か｣
和泉祭企画、全明治新人雄弁大会（和泉 2 番教室）、10 名出場
八大学新人交歓弁論大会（学習院大学）、出場：土屋誠、内村浅雄
全関東学生新人弁論大会（国士舘大学）出場：望月金雄
戦後ＯＢの集い（主婦の友社）
夏合宿（～ 8 日、愛知県伊良湖岬）
佐藤４選阻止を掲げて自民党総裁選に立候補した三木武夫の出馬表明
講演会（共立講堂）を有志が応援
全日本学生優勝言道大会（国士舘大学）、出場：高橋孝栄「家庭教育
の充実を願う｣（準優勝）
全日本学生雄弁大会（愛知学院大学）、出場：千熊正憲
駿台祭企画、第 14 回全日本大学部門別雄弁大会（駿河台 95 番教室）、
統一テーマ：公害を考える、講演：小山長規環境庁長官、出場：富水
流孝二「住民運動と労働運動｣（準優勝）
東京六大学「公害問題討論会｣（駿河台 95 番教室）、出場：小池洋二、
野口雅史、小原卓治（司会）
ＯＢとの交流会開催（笹塚・常盤）、ＯＢ 34 名参加。
東日本学生交歓弁論大会（立正大学）、出場：高橋孝栄
全日本学生弁論大会（西南学院大学）、出場：千熊正憲「呼び返せ！
北方領土｣（準優勝）
世耕杯 20 回記念全日本学生討論大会（近畿大学。部）、出場：小池
洋二
全日本学生弁論大会（近畿大学 ｢部）、出場：小池洋二

（大）学費値上げ問題で紛争発生（年内休校措置がとられる）
農林大臣杯争奪「農業問題」弁論大会（東京農業大学）、出場：小林
康雄

『駿台雄弁』第 5 号発行
全関東学生新人弁論大会（慶応大学）

部内弁論大会（和泉）
全関時局討論会（駒沢大学）、テーマ：大学問題について
第 6 回八大学新人雄弁大会（和泉 2 番教室）、出場：山田英夫
全関学生模擬国会（日本橋公会堂）
全日本青年弁論大会（和歌山）、出場：高橋孝栄「残された民主への
道ー住民運動」（優勝）
今田杯争奪雄弁大会（亜細亜大学）、出場：福岡
和泉祭参加全明治雄弁大会（国学院大学弁論部招待）
夏合宿（～ 8 月 3 日、三重県熊野市）
遊説（三重県熊野市）

▲

年表

▲

資料編
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

11.30
12.7
12.9

■昭和 44 年（1969）
1.18
2.8
2 月
4.14
4.28

5.13
5.20
5.23

5 月
5.31

6.21

7.11
10.9

■昭和 45 年（1970）
5 月
5.30

6.1

8.1
10.17
10.24
11.24

12.2

12.11

■昭和 46 年（1971）
3 月
7.1
8 月

記念祝賀パーティー
第 18 回和泉杯争奪雄弁大会（和泉校舎）、弁士 14 名参加

（大）新寮闘争委員会結成

（大）駿河台の明大通りに解放区「神田カルチェ・ラタン」が出現する
「駿台雄弁」創立八十周年記念特別号発行
（大）新寮闘争委員会が自主募集・自主選考を学生部長に通告する
（大）大学当局が機動隊の学館侵入・不当逮捕に抗議し、全学休講に
（大）沖縄デーの統一行動として学生総決起集会が開催される（終了後、
明大前をデモし機動隊と衝突）

（大）立法に対し、学長名で反対声明を出す
第 19 回全明治新人雄弁大会（和泉校舎）

（大）学生が記念館で、和泉地区教職員が和泉教室で、大学立法反対
集会を開催する

（大）大学が学生寮生に条件付きで入寮選考権を認める
第 19 回全明治新人雄弁大会（和泉校舎）、基準弁論：奥田茂、弁士
10 名参加

（大）明大全共闘結成大会が記念館で開かれ、神田の全校舎を封鎖す
る（以後四ヶ月間、バリケード封鎖が続き、大学の諸機能を臨時的に
避難させる）

（大）全二部共闘会議の結成大会が開かれる
（大）駿河台・和泉・生田全校舎がロックアウトされるが、機動隊が
導入され、全額封鎖のバリケードが撤去される

（大）大学が「大学の現況と当面の課題」を学生に配布する
第 20 回全明治新人雄弁大会（和泉校舎）、模範弁論：三觜邦義、弁
士 9 名参加
第１回若きＯＢとの懇談会（大学院会議室）、現役 20 名、ＯＢ５名
参加
夏期合宿（～ 8 日、伊豆伊浜）
夏期合宿成果発表会（和泉校舎）
五大学新人雄弁大会（慶応大学日吉校舎）
世耕杯争奪全日本学生優勝雄弁大会（近畿大学）、出場：榊原完治「東
ア援助と日本の安定」
東京六大学「大学問題」討論会（駿河台校舎）、出場：古金三良・山
本外美夫
第 12 回全日本大学部門別雄弁大会（駿河台校舎）、テーマ：70 年代
の日本を考える、出場：奥田茂「朔北の島に咲かせはまなすの花」

「駿台雄弁｣ 創刊号発刊第５号発行
全関東新人弁論大会（国士舘大学）、出場：望月金雄

（大）和泉部室センターの改修工事が始まる
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

12.3
12.15

■昭和 42 年（1967）
1.14
1.20
1.20

1.29

1.29

1.30
2.2

2.20
2 月
4 月

4.15
5 月か
6.1

10 月
11 月

12.2

■昭和 43 年（1968）
4 月
6.1

10.21
11.9

11.25

11.26

11.28
11.29

第 53 臨時国会開会式、社会・共産両党欠席
全関東雄弁連盟結成 20 年祭（幹事長招待弁論大会などを実施）

（大）理事会がホテルで記者会見し、学費値上げを発表する（全大学
機関を一時的に校外に移転させる）

（大）体育会が学園封鎖抗議集会を開く
全関総会、委員長不信任案可決

（大）理事会と全学闘との話し合いが教職員・学生多数の参加で行わ
れる（25 日に再度実施）

（大）理事会が学生側と話し合うが、理事が軟禁状態となったため機
動隊を導入する（30 日まで）

（大）体育会系学生と教職員が駿河台校舎のバリケードを撤去する（同
日に有志学生が和泉・生田校舎も）

（大）学長が全学闘争委員会・全二部共闘会議の解散命令を告示する
（大）理事会と学生会が学費問題について合意の声明を発表し、覚書
を締結する
全関臨時総会

（大）大学の全機関が学内に戻る
（大）和泉地区の第二学生会館を竣工する（生田地区学生会館も同時
期に竣工）

（大）「学内諸問題に関する根本的な改善方針」を発表する
第 17 回全明治新人雄弁大会（和泉）

（大）学生会館の管理運営に関し、学生部と学館特別委員会とで暫定
取り決めの覚書を交す

（大）中川富弥、学長に就任する
第 10 回明治大学学長杯争奪全日本大学部門別雄弁大会（記念館）、
出場：鈴木雄作「憲法八十一条の現代的課題を論ず」、山上雅隆「平
和を望むならその代償をー国際政治における力の意義」、茶谷恒忠「国
連強化への一提言」（基調弁論）
第 22 回花井杯争奪全日本学生雄弁大会開催

雄弁部 OB の春日井薫が総長、筒井政行が理事に就任する
第 18 回全明治新人雄弁大会（和泉校舎）、弁士 18 名参加

（大）国際反戦デーに呼応して全学バリケードストライキが行われる
第８回嘉悦孝杯争奪全日本新人学生雄弁大会（日本女子経済短期大学）、
出場：榊原完治「東南アジア経済発展への道」、高橋昇「性教育は家庭から」
創立 80 周年記念行事開催（～ 26、28 ～ 30 日）記念講演会：飛鳥田
一雄横浜市長「新しい日本と青年の役割」（和泉校舎）
第 11 回明治大学学長杯争奪全日本大学部門別雄弁大会（記念館講堂）、
出場：空閑康弘「沖縄問題の解決の為に」、安藤泰三「自主外交の確
立こそ平和への道」
記念講演会：小島憲元学長「議会政治の危機」（記念館講堂）
政党と学生による政治討論会（駿河台）、テーマ：新しい日本ビジョンを求
めて、講師：海部俊樹（自民）、阿部昭吾（社会）、末長英一（民社）、黒
柳明（公明）、6 大学学生代表（明治：戸井田健一）、司会：岡野加穂留

▲

年表

▲

資料編
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

10.29
10.30
10.31

11.3

11.6
11.6
11.12

11.15
11.17

11.18

11.18
11.24
11.25

11.26
11.27
11.30
12.1
12.3
12.5

12.8
12.11

■昭和 41 年（1966）
1.25
3.31
4.28
5 月
9 月
10.25
11.23

11.25
11.26

12.3

12.3

小出杯雄弁大会（愛知学院大学）、出場：石川和永
尾崎杯雄弁大会（尾崎記念館）、出場：松岡寛治
第 3 回東京六大学学生討論大会（駿河台 9 号館）、テーマ：日韓条約
の本質をとらえて
大木杯雄弁大会（青山学院大学）、出場：山上雅隆「自主防衛体制の
確立を願って」
東京都大学交換雄弁大会（立正大学）、出場：松原輝夫
総理杯討論大会（千葉商科大）、出場：分家静男
世耕杯雄弁大会（近畿大学）、出場：松原輝男「法による世界平和の
確立を」
大阪工大杯雄弁大会、出場：大貫紀信
わだつみ杯雄弁大会（立命館大学）、出場：松岡寛治「世界連邦制の
確立を」
桜門杯雄弁大会（日本大学）、出場：鹿野英雄「教育の自主性確立を
願って」（優勝）
谷岡杯雄弁大会（大阪商大）、出場：蛭崎正徳
茨城大杯雄弁大会、出場：藤沢慎介
第 8 回明治大学学長杯争奪全日本大学部門別雄弁大会（和泉校舎 6
番教室）、出場：鹿野英雄「教育の自主性確立を願ってー勤務評定評
定にみられる文教政策から｣、松岡寛治「世界連邦制の確立を」、樋口
恒雄「堕胎防止は優勢法改正から｣
関西、中央、明治三大学交歓雄弁大会（記念館講堂）
第 13 回全日本学生討論大会（中大）
川島杯雄弁大会（専修大学）、出場：松岡寛治、笹島明夫
井上杯雄弁大会（東洋大学）、出場：鹿野英雄
第 20 回花井杯争奪全日本学生雄弁大会
近大 ｢部雄弁大会（近畿大学）、出場：松岡寛治「世界連邦制の確立を」

（優勝）
第 16 回和泉杯争奪雄弁大会（和泉校舎）
春秋杯雄弁大会（法政大学）、出場：松原輝夫

OB 総会（山の上ホテル）
『駿台雄弁』第 4 号発行‐特集：1970 年−日米安保条約をどうするか−
（大）駿河台学生会館が竣工する（５月開館）
第 16 回全明治新人雄弁大会（和泉校舎）

（大）一部三寮共闘会議が結成される
（大）学生会が学費問題の白紙撤回を要求し、闘争宣言を発表する
（大）学費値上げ阻止全学闘争委員会が結成され、和泉校舎占拠のバ
リケード闘争を始める（26 日に生田、30 日には駿河台に拡大）
第 14 回全日本学生討論会（尾崎記念館）
第 9 回明治大学学長杯争奪全日本大学部門別雄弁大会（記念館）、統
一テーマ：日中関係への展望、講演：宇都宮徳馬衆院議員、明治優勝
第 21 回花井杯争奪全日本学生雄弁大会、出場：米田東一「憲法第九
条の空文化を阻止しよう｣
全関東学生雄弁連盟編『戦後学生弁論の歩み−全関東学生雄弁連盟
20 年史−』発行
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

■昭和 39 年（1964）
2.21
3.5
３月
４月
5.23

5.30

5.30
8 月
9.1

11 月
11.2

11.16

11.18

11.19

12.5

12.19

12.21

■昭和 40 年（1965）
3.31
5.11
5.25
5.28
5.30
6.4
6.5
6.9
6.17
6.19
7.5
7.14
10.5
10.23
10.24
10.28

卒業生サヨナラ雄弁大会（記念館講堂）、新旧部長祝賀慰労会（三福会館）
「駿台雄弁｣ 創刊号発刊
雄弁部ＯＢの筒井政行が大学監事に就任する

（大）武田孟、総長に就任
尾崎杯弁論大会（尾崎記念会館）、出場：土井由三「日本国憲法改正
は是か非か」（優勝）
第 14 回全明治新人雄弁大会（和泉校舎新館 4 番教室）、特別講演：
三木武夫「明日の世界」

（大）生田学生寮で水道光熱費不払い運動が始まる
夏合宿（千葉県銚子市）

（大）駿河台学生会館が開館する（八号館を転用）
（大）農学部大量入学反対で学園紛争が起る
東京六大学討論大会（9 号館）、テーマ：小選挙区制は是か非か、出場：
坪川礼己
わだつみ杯雄弁大会（立命館大学）、出場：上岡一雄「新しい国際秩
序の確立のために」（優勝）
第 7 回学長杯争奪全日本大学部門別雄弁大会（和泉校舎 6 番教室）、
出場：（基準弁論）山上雅隆「自主防衛体制の確立を願って」、上岡一
雄「新しい国際秩序の確立のために」（政治部門優勝）
第４回全日本学生雄弁大会（日本大学）、出場：土井由三「日本国憲
法改正に反対する」（優勝）
第 19 回花井杯争奪全日本学生雄弁大会、出場：伊藤幸雄「新しい国
際秩序の確立のためにー国連常設軍に対する日本の立場」
全関東学生討論大会決勝戦（読売ホール）、テーマ：憲法第九条は改
定すべきでない、出場：米田東逸、松原輝夫、坪川禮己
第 11 回全関東大学街頭演説会（新橋駅前野外ステージ）、テーマ：
世界平和と日本外交

第 12 回全日本学生討論大会（法大）
関西大学 ｢部招待弁論大会、出場：鹿野英雄
第 12 回全関東大学街頭演説会（新橋駅前野外ステージ）
第 15 回全明治新人雄弁大会（和泉校舎）、20 数名出場、優勝：高橋誠一
東北学院杯雄弁大会、出場：鹿野英雄「教育の自立性確立を願って」
北村杯雄弁大会（関西大学）、出場：坪川禮己
全関リーダースキャンプ（～ 6 日、原町田）
五大学新人弁論大会（法政大学）、出場：土門、空閑、高橋（準優勝）
堀杯雄弁大会（東京経済大学）、出場：山上雅隆
国際問題討論弁論大会（拓殖大学）、出場：須田孝
夏期合宿（～ 13 日、笠岡市日石島）
全国地方遊説（～ 21 日、香川県・徳島県）
大隈杯雄弁大会（早稲田大学）、出場：藤沢慎介
嘉悦杯新人弁論大会（日本女子経済短大）、出場：松並正幸
京都女子大学長杯雄弁大会（京都女子大学）、出場：根岸誠一
五大学新人雄弁大会（国学院大学）、出場：戸井田、安藤、原口（準
優勝）

▲

年表

▲

資料編
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

6.1
6.14
6.15
6.17
6.22
7.3
7.12
10.17
10.17
10.24

10.28

11.1

11.2
11.2

11.7

11.9
11.9
11.11
11.14
11.15
11.15
11.16
11.18
11.22
11.26
11.27
11.30

12.3
12.4
12.6
12.7
12.8
12.10

12.14

｢死刑シンポジウム｣（新潟大学）、出場：正木欽一郎
北村杯争奪雄弁大会（関西大学）、出場：宮本勝利
合同討論会「公政連について｣
堀杯争奪雄弁大会（東京経済大学）、出場：有賀隆治
第 1 回雄弁部ＯＢ総会（本学校友会会議室）
夏合宿（～１１、岡山県笠岡市白石島）
全国地方遊説（～２２、中国地方）
大隈杯、出場：正木欽一郎（優勝）
愛知学院大小出杯争奪弁論大会、出場：伊藤幸雄（優勝）

（大）八号館を学生会館とし、運営を学生会・学苑会に委ねることを
確認する
第 6 回学長杯争奪全日本大学部門別雄弁大会（和泉校舎 6 番教室）、
出場：（歓迎弁論）鎌倉三郎：政治に於ける学生の地位」、伊藤幸雄「北
方領土問題解決への道ー法理論から外交政策へ」（政治部門および総
合優勝）
第 4 回大木杯争奪全日本学生弁論大会（青山学院）、出場：上岡一雄「緊
張緩和への日本の役割」
都内大学弁論大会（大東文化大学）、出場：後藤源
" 東京六大学討論演説会（9 号館）、テーマ：「首相公選論」是非につ
いて、出場：小川正位、特別講演：高橋武彦毎日新聞論説委員、吉村
正早大教授
※この大会は例年の模擬国会に代え開催された
第 10 回全関東大学街頭演説会（新橋駅前野外ステージ）、出場：小
川正位「選挙に対する制度以前の国民意識」
東北大杯、出場：吉原孝夫
防衛大杯、出場：町田昭三
都内大学弁論大会（立正大学）、出場：松原輝夫
谷岡杯（大阪商業大学）、出場：丹羽純一
世耕杯（近畿大学）、出場：伊藤幸雄（優勝）
五大学新人大会（東洋大学）、出場：坪川、松原、米田（優勝）
東大交歓大会、出場：小瀬川昭寛
日本大学桜門杯弁論大会、出場：正木欽一郎（優勝）
関西学院交歓大会、出場：町田昭三
宗教問題討論会（駒澤大学）、出場：北原賢郎
茨城大学杯、出場：正木欽一郎
第３回嘉悦孝杯争奪全日本新人学生弁論大会（日本女子経済短大）、
出場：水野源吾
全関東雄弁連盟第 21 代委員長に丹羽純一選出
第 14 回和泉杯争奪雄弁大会（和泉校舎 6 番教室）、坪川礼己（優勝）
井上杯（東洋大学）、出場：正木欽一郎
春秋杯弁論大会（法政大学）、出場：上岡一雄
近畿大学 ｢部弁論大会、出場：上岡一雄
" 明中関交歓大会（関西大学）、出場：吉原孝夫、小川正位、松岡貫治、
坪川礼己 "
第 18 回花井杯争奪全日本学生雄弁大会、出場：伊藤幸雄（準優勝）
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

6.23
7.5
7.12
10.12
10.17
10.23
10.25

10.27
11.4
11.7
11.8
11.10
11.11
11.11
11.17
11.20

11.23
11.28

11 月 30 日

12.1

12.3
12.5
12.6

12.7
12.8
12.10
12.14

12.15

12.16

■昭和 38 年（1963）
4.25
5.25
5.25
5.27

6.1
6.1

健二「原水協の体質改善を願って」
第３回大木杯争奪全日本学生弁論大会（青山学院）、出場：吉原孝夫
夏合宿（～１１、群馬県甘楽郡妙義山麓）
遊説（～２４、群馬、栃木、茨城、埼玉）
明中関交歓雄弁大会、出場：正木欽一郎、宮本勝利、ほか３名出場
全関東教養部交歓雄弁大会（和泉校舎）、出場：武井宏平、小幡正雄
立教大学招待交歓雄弁大会、出場：正木欽一郎
愛知学院大小出杯争奪弁論大会、出場：有賀隆治「学生商品論に思う」

（準優勝）
全東京交歓雄弁大会、出場：福島啓氏
五大学交歓雄弁大会（法政大学）、出場：松岡貫治ほか２名
同志社大学招待交歓雄弁大会、出場：土井由三
谷岡杯（大阪商業大学）、出場：後藤充広
全関機関紙「全関ジャーナル」第１号発行
東北大杯、出場：伊藤隆二
防衛大杯、出場：伊藤幸雄（優勝）
茨城大杯、出場：鈴木恵美子
第 8 回全日本学生国会（～２４日、都議会議場）＝これを最後に廃止
される
東西六大学雄弁大会（京都大学）、出場：五十嵐邦男
世耕杯（近畿大学）、出場：有賀隆治
第 5 回学長杯争奪全日本大学部門別雄弁大会（明大記念館講堂）、出場：

（歓迎弁論）正木欣一郎「死刑制度を批判する｣、特別講演：安井郁原
水協理事長 ｢原水禁運動の歴史と理論｣
第 2 回嘉悦孝杯争奪全日本新人学生弁論大会（日本女子経済短大）、
出場：町田昭三「下請工場の体質改善を願って」
春秋杯弁論大会（法政大学）、出場：伊藤幸雄（準優勝）
和泉杯争奪雄弁大会（和泉校舎）、有賀隆治優勝
第４回『わだつみ杯』争奪全日本学生雄弁大会（立命館大学）、出場：
丹羽純一 ｢平和憲法を守るものは｣（準優勝）
関西学院大学招待交歓雄弁大会、出場：島田基
第 17 回花井杯争奪全日本学生雄弁大会（中央大学）、出場：岩本健二
井上杯（東洋大学）、出場：島田基
鮎川杯（日本中小企業政治連盟）、出場：有賀隆治「中小企業基本法
の理念と現実」（準優勝）
第 2 回桜門杯総長杯争奪全日本学生雄弁大会（日本大学）、出場：伊藤
幸雄「北方領土問題への一考察」（準優勝）
近畿大学 ｢部弁論大会、出場：武井宏平

明治大学雄弁部名鑑『白雲去来』発行
学生討論大会（尾崎記念館）、出場：伊藤隆二
雄弁部ＯＢ会結成準備会（尾崎記念館）
五大学新人弁論大会（国学院大学）、出場：大橋敏男、伊藤、小林多
門（準優勝）
全明治新人大会（和泉校舎）、出場：新入生 25 名
総理大臣杯討論大会（日本大学）、出場：橘田雄造、鎌倉三郎、田中晴夫

▲

年表

▲

資料編
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

■昭和 36 年（1961）
1.9
4 月
4 月
6.3

6.11

6.12
6.13

6 月

6.29
7.3
7.10
10.28

10.31

11 月

11.16

11.30

12.8

12.9
12.25

■昭和 37 年（1962）
5.12
5.16
5.18

5.31

6.1
6.2
6.2
6.15
6.17
6.17

（大）学費値上げに関する声明書を発表する
（大）和泉学生課を設置し、和泉地区担当副学生部長を置く
（大）文学部１、２年次を和泉校舎に移転
東北学院大杯全日本雄弁大会、出場：木村征義 ｢我国農村の桎梏を捉
えて｣
堀杯争奪雄弁大会（東京経済大学）、出場：江頭功「国家権力の階級
性と政暴法」（優勝）
第 7 回全関東大学街頭演説会（新橋駅前野外ステージ）
五大学新人弁論大会（東洋大学）、出場：伊藤幸雄「自動車交通マヒ
状態の解決策」、丹羽純一「道徳教育復活の新気運に処して」、鈴木恵
美子「公正な裁判を願う」（優勝）
北村杯争奪雄弁大会（関西大学）、出場：安田正幸「我国の海運産業
の動向をとらえて」（準優勝）
第９回全日本大学討論大会（拓大）
夏合宿（～ 10 日、福島県二本松市）
夏期遊説（～２１日、福島・山形・宮城）
五大学新人弁論大会（慶応大学）、出場：久住秀司「学生の政治批判」、
土井由三「原水爆禁止運動への一考察」
第 8 回関東大学教養部交歓雄弁大会（和泉支部主催）、出場：市野沢
寿之、有賀隆治
駿台祭「現代思想講演会」、講師：金子武蔵（哲学者）、務台理作（哲
学者）、中村元（仏教学者）
第 7 回全国学生国会（～２０日、大阪市議会議事堂）、出場：中島幸
夫（文部大臣）、永田一麿（文部政務次官）、大竹誠之助（外務委員）、
伊藤潔（農林委員）
第 4 回全日本大学部門別雄弁大会（記念館講堂）、出場：（歓迎弁論）
伊藤幸雄「激増する青少年犯罪に処して」、安田正幸「我国海運産業
の方向を求めつつ」
第 15 回花井杯争奪全日本学生雄弁大会、出場：中島幸夫 ｢苦悩する
我国平和運動をとらえて」（第 3 位）
第 8 回全関東大学街頭演説会（新橋駅前野外ステージ）
機関紙「明大雄弁」第 4 号発行

総理大臣杯討論会（明治大学）、出場：土井由三、伊藤幸雄、丹羽純一
全明治新人大会、出場：新入生２５名

（大）学苑会の学生処分撤回を求める職員監禁に対して、大学が戦後
初の警察官導入を行う
第９回全関東大学学生街頭演説会（新橋駅前野外ステージ）、出場：
五十嵐邦男「腐敗選挙の底流を直視する｣
国際ニュース杯（拓殖大学）、出場：丹羽純一
五大学新人大会、出場：三枝秀之、ほか２名（準優勝）
東北学院大杯全日本雄弁大会、出場：島田基
学生寮規程を制定する（4 月 1 日にさかのぼり施行）
新潟日報杯、出場：島田基（準優勝）
第 9 回堀杯争奪全日本大学雄弁大会（千代田区公会堂）、出場：岩本



181

 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

11.20

11.22

12.3
12.6

12.9
12.14
12 月
12 月

■昭和 35 年（1960）
3 月
4 月
4 月

5.15
5.17
5.20
6.4
6.8
6.9

6.16

6.19

6.26
7 月
10.16
10.18
10.20

10.28
11.1
11.18　

12.2
12.6
12.7

12.2

12.15

第５回全日本学生国会（～２３日、大阪府議会議事堂）
出場：岡田（日高）憲三（外務大臣）、渡辺嘉道（野党委員長）
第 15 回秋期五大学新人雄弁大会、出場：岡田（日高）憲三（外務大臣）、
渡辺嘉道（野党委員長）

（大）維持費問題につき大学と学生会が協定事項を共同声明する
第 13 回花井杯争奪全日本学生雄弁大会（中央大学）、出場：渡辺嘉道
産経杯争奪全関東雄弁大会（上智大学）、出場：木村柾義「農政私見」

「保守政党の歴史的使命を求めて」（準優勝）
対中央大学討論大会

（大）安保改定阻止第 8 次統一行動に明大生多数が参加する
第 10 回和泉杯争奪雄弁大会（和泉講堂）

（大）和泉学生会館完成
（大）小出廉二、学長に就任
（大）経営学部 1・2 年生の教養課程を和泉地区へ移転する

和泉祭参加全明治新人雄弁大会（和泉講堂）
第５回全関東大学街頭演説会（新橋駅前野外ステージ）

（大）安保反対で学生会が全学ストを決定して国会デモをする
全日本学生雄弁大会（東北学院大）
第８回全関東大学討論大会（早大）
時局批判政党立会演説会（記念館講堂）、自民：船田中、民主社会：
今澄勇、社会：成田知巳、無所属：辻正信

（大）教員・学生多数が安保改定反対の全明治抗議集会を開く（続い
て国会にデモ）、全学が休講に（～２２日）

（大）連合教授会・総長・学長が安保改定への反対行動での警官の職
権濫用に抗議する
第 6 回全日本大学討論大会（～２7 日、名古屋市文化会館ホール）
合宿（青森）

（大）明治大学創立 80 周年記念体育祭を国立競技場で開催する
第 6 回全関東大学新人弁論大会（立大）
第 7 回全関東大学教養部交歓弁大会（和泉校舎新館 6 番教室）、出場：
軽込孝一「新聞のあり方について」、菊地満男「トトカルチョに反対する」
第 6 回全関東大学街頭演説会（新橋駅前野外ステージ）

（大）明治大学創立 80 周年記念式典と記念大学祭が挙行される（～ 5日）
学生政治討論会（尾崎記念会館ホール）、テーマ「近代政党はどうあ
るべきか」、出場：森島茂
第６回全日本学生国会（～５日、東京都議会議事堂）
第 14 回花井杯争奪全日本雄弁大会、出場：篠原弘志
第 14 回花井杯争奪全日本雄弁大会、出場：渡辺嘉道「ネオ・ファシ
ズムの動向を求めて」（優勝）
第６回全日本学生国会（～５日、東京都議会議事堂）、出場：中島幸
夫（各新党政策審議会副会長）、木下憲一郎（保守党総務会長）、木村
柾義（事務局員）
第 3 回全日本大学部門別雄弁大会（記念館講堂）、出場：白藤治「我
国政治の精神構造を捉えて」

▲

年表

▲

資料編
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

7.1
7.8
9.15
10.10

10.22

10.24

10.24

10.27

11.1

11.13
11.21

11.29

12.2
12.5
12.6
12.14

12.16

■昭和 34 年（1959）
1.17
3 月

5.4
6.22

6.23

6.27
8 月
10.28
11.1

11.14

合宿（佐渡ヶ島）
遊説（～ 13 日、新潟・富山）

（大）勤務評定反対の全明治学生集会を開く
鮎川杯争奪第１回全日本青年学生中小企業問題弁論大会（中政連ホー
ル）、出場：伊藤潔子「ライオンを負かしたアリの如く団結を」、実盛
克海「中小企業の危機打開のために」
第５回全関東大学教養部交歓雄弁大会（和泉校舎講堂）、出場：花田
嘉夫「勤務評定実施の動きから」、（歓迎弁論）篠原弘志「マルクス主
義の理論と現実をとらえて」
五大学雄弁大会（東洋大学）、出場：村田要治「日中関係正常化への道」、
亀井圭一「勤評闘争が教えるもの」、白藤治「二十一世紀に向けて」

（大）教員・学生らが「警察官職務執行法改正案」に反対して抗議集会・
国会抗議等を行う
全関新人大会（中央大学）、出場：中嶋幸夫「核実験禁止へ導くもの」

（第 2 位）
第 1 回全日本大学部門別雄弁大会（記念館講堂）、出場：原田清雄「現
代政治を支える青年の意識｣
世耕杯（近畿大学）、出場：渡辺嘉道「試練に立つ保守政治の役割」
第 4 回全日本学生国会（～２３日、東京都議会議事堂）、出場：野村
英治（各新党委員長）、原田清雄（通産大臣）、金谷哲（保守党外交調
査会長）
第８回春秋杯争奪全日本大学雄弁大会（法政大学）、出場：金谷哲「日
中貿易促進の現実的解決策」（優勝）
全関東雄弁連盟第１５代委員長に日高一郎選出
第 9 回和泉杯争奪雄弁大会
第 12 回神田 5 大学定期弁論大会、出場：猪俣孝雄「警職法と啓蒙運動」、
山下義韶「青少年不良化防止運動の前提」、伊藤尊久「教育の中立性
を願って」、猪口彰久「矛盾への反発」
第 12 回花井杯争奪全日本雄弁大会、出場：金谷哲「現代思潮の動向
を求めて」（優勝）

（大）学生大会にて明治大学生活協同組合が設立される（4月11日開業）
（大）35 年度から文・経営学部の教養課程を和泉校舎で実施すること
を決定
第４回全関東大学街頭演説会（新橋駅前野外ステージ）
堀杯争奪第 6 回全日本大学雄弁大会（千代田区公会堂）、出場：江頭
功「世界平和達成への道」
第 6 回全日本大学国際問題討論弁論大会（拓殖大学）、出場：渡辺嘉
道「日中関係打開の方策を提言す」
第５回全日本大学討論大会（～２８日、名古屋・近畿ホール）
合宿（銚子）
第７回全関東大学討論大会（中央大）
第 2 回全日本大学部門別雄弁大会（記念館講堂）、出場：伊藤幹男「現
代社会の桎梏をとらえて」
全日本学生雄弁大会（東北大学）
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

7.1

7.22
9.7

10.19
10.23

11.1
11.5

11 月

11.16

11.23
11.23

11.26

11.30

12.7

12.8

■昭和 33 年（1958）
4 月
4.14
4.29
5 月
5.18

5.28
5.29

6.15

6.16

6.18

6.20

新潟日報・ラジオ新潟杯争奪第５回全日本大学雄弁大会（日報ホール）、
出場：山口みつ子「国際連盟加盟に於ける日本の義務と限界」（準優勝）
合宿（～ 7 日、那須）
遊説（～ 8 月 2 日、壱岐、対馬、福岡）
雄弁部歌の発表と遊説報告会（記念館講堂）
和泉祭参加、第 4 回全関東大学教養部交歓雄弁大会（和泉講堂）、出場：
松原邦造「アジアに於ける日本の役割」、篠原弘志「道徳教育復活に思う」
第 2 回全関東大学街頭演説会（新橋駅前野外ステージ）、出場：金谷
哲「ネルー外交の基調と日本の立場」
第 8 回討論付東日本高校雄弁大会（記念館講堂）
第３回尾崎咢堂杯平和問題学生弁論大会（国際電々会社講堂）、出場：
鈴木浩平、第３位
第 7 回全関東大学招待討論付弁論大会（立教大学）、出場：前川一郎「謳
歌する民族主義」
全日本大学弁論大会（青山学院大学）、出場：小山宏「日本労働問題
の盲点をつく」
第 4 回全関東大学教養部交歓弁論大会
第 3 回全日本学生国会（～ 25 日、大阪府議会議事堂）、出場：山口
みつ子（外務政務次官）、石山政治（政務調査会長）
第 5 回明中関交歓弁論大会（関西大学）、出場：津田賀一郎「中小企
業の子として」、渡辺嘉道「官僚機構の強化を憂う」、日高一郎「中小
企業団体法の成立と今後の問題」、岡田憲三「経済自立への道標」、山
野敏子「夫人の職場への一考察」
第５回全関東女子学生意見交換会（中央大学）、出場：向山栄子、山
野敏子
第 7 回春秋杯争奪全日本大学雄弁大会（法政大学）、出場：実森克己「日
本経済の健全化方策」
第 11 回花井杯全日本学生雄弁大会、出場：原田清雄「日本民族の歴
史的課題」（準優勝）

（大）武田孟、学長に就任する
『明大雄辨』創刊
第３回全関東大学街頭演説会（新橋駅前野外ステージ）
全明治新人弁論大会
日報・ラジオ新潟杯争奪第６回全日本大学雄弁大会（日報ホール）、
出場：日高一郎「第三国家緩衝地帯と日本の繁栄」

（大）全明治臨時学生大会で明治大学学生会規約を制定する
第４回東北関東地区大学弁論大会（東北学院大学）、出場：日高一郎「経
済開発問題について」（優勝）雄弁部創立 50 周年記念講演会（講師：
三木武夫、岡田宗司、浅沼稲二郎、植原悦二郎、飛鳥田一雄、古川久
衛、山口喜久一郎）
第５回全日本大学国際問題討論弁論大会（拓殖大学）、出場：原田清
雄「自由主義陣営の活路を求めて」（優勝）
第５回堀杯争奪全日本大学雄弁大会（千代田区公会堂）、出場：篠原
弘志「現代主義発展への礎」
第４回全日本大学討論大会（～ 21 日、立命館大学）

▲

年表

▲

資料編
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

5.26
6.9

6.11
6.12

6.20
6.21
6.23

6.24
7.2
7.9
8.2
9.15
10 月
10.24

11.1
11.10

11.20
11.21
11.23
12.1
12.8
12.12
12.15

12.19

■昭和 32 年（1957）
2.11
5.23
5.29

5.30

6.1

6.5
6.11

第 2 回全関東大学新人雄弁大会（立大）
新潟日報・ラジオ新潟杯争奪第４回全日本大学雄弁大会（新潟市公会
堂）、「自殺問題を考える」（優勝）
五大学教養部新人交歓雄弁大会
第 1 回公明選挙推進・時局批判全関東大学街頭演説会（新橋駅前野外
ステージ）、出場：高橋孝一「政界に直言する」
北村杯（関西大学）
第 4 回世耕杯（近畿大学）
第 3 回全関東大学雄弁大会
国際ニュース杯（拓殖大学）
日大教養部大会（三島）
掘杯（東京経済大学）
合宿（～ 14 日、伊豆大島本町）
遊説（～ 15 日、四国、大分）
日ソ交渉時局講演会開催（記念館講堂）

（大）砂川闘争に教員・学生が参加する
第８回秋期 5 大学新人交歓弁論大会（慶応大学）、出場：岡田憲三「言
論統制の問題点」、日高一郎「１＋１＝２ではない」、実盛克海「同胞
の血を無駄にするな」
明治大学杯争奪第 7 回東日本高等学校雄弁大会（記念館講堂）
第２回尾崎咢堂杯平和問題学生弁論大会（国際電々会社講堂）、出場：
辰尾幸佑「原・水爆禁止の具体的方策如何」
関西、中央、明治の三大学交歓雄弁大会（記念館講堂）
第2 回全日本大学討論大会（～22日、拓大）、出場：遠藤康彦、石山政治
第 2 回生田杯争奪雄弁大会
第 6 回春秋杯争奪全日本大学雄弁大会（法政大学）、出場：石山政治
花井杯争奪全日本学生雄弁大会
和泉杯争奪雄弁大会（和泉校舎）
対中央大学交歓討論会（中央大学）、テーマ：明大提出「（砂川問題を
通して）学生の政治活動を強化すべきである」、中大提出「現状にお
いて１万円札の発行は妥当である」
雄弁部主催ハンガリー救済講演会（記念館講堂）、講師：エルリン・
ハーゲン上智大教授、芦田均、西尾末広

（卒業生 17 名による）サヨナラ雄弁大会（記念館講堂）
第 5 回学内新人雄弁大会（和泉大講堂）、出場 23 名
雄弁部主催の政治討論会　自民党・小坂善太郎、社会党・細迫兼光、
藤原弘達教授
第 9 回春期五大学新人交歓弁論大会（和泉大講堂）、出場：三枝和之「最
近の広告から」、末松恒雄「我等大学生の態度」、四谷欽司「体験を通
しての農村の民主化」
第 3 回全日本大学討論大会（～ 2 日、愛知県商工館ホール）、出場：
石山政治

「雄弁部名鑑」の発行
第４回堀杯争奪全日本大学雄弁大会（千代田区公会堂）、出場：野村
英治「国際外交今後の指針を提言す」
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

6.27
7.1
8 月
9 月
11.17

11.21
12.12

■昭和 29 年（1954）
2.1
5.29

7 月
7.6
8 月
10.30

11.5
11.10
12.5
12.15

■昭和 30 年（1955）
6.8

6.10
6.26
6.26
７月
7.16
9.3

10 月
11.7
11.18

11.24
11.29
12.16

■昭和 31 年（1956）
3 月
4 月
4 月

等の民主化が決議される（学内浄化実行委員会を組織）。また、全学
連への加盟が可決される（正式加入は 10 月 5 日）
第 6 回討論付全関東大学雄弁大会（中大）

（大）学生会が学内浄化のために本学初の全学ストライキを行う
（大）学内諸問題をめぐり役員総辞職し、改選劇再燃
雄弁部顧問の小島憲が学長、岡本昌智が理事に就任する
第 6 回全日本学生討論付雄弁大会（早大）、出場：高野千代喜「今日
に生きる」
第 1 回朝日新聞社杯争奪全関東大学討論大会（朝日講堂）
花井杯争奪全日本学生雄弁大会、出場：高浦格（準優勝）

（大）学生団体から有志団体が脱退し、「学友会」を結成する
第 2 回関東学生討論会（専大）、テーマ：現在の労働運動は妥当性を
欠くものである（対戦校：東経大）

（大）学生運動が活発化する
夏合宿（～ 7 月 12 日、佐渡市河原田）
奄美大島遊説
全日本学生雄弁連盟主催第 1 回学生国会開催（～ 11 月 1 日、大阪市
議会議事堂）、出場：小林悌次郎（右社）
東日本高校雄弁大会（記念館講堂）
第 1 回全関東大学教養学部雄弁大会（和泉校舎）
全国夜学連総決起大会が明大で開催される
和泉杯争奪雄弁大会（和泉校舎）

（大）全明治学生大会が開催され、暴力学生追放、教授陣強化などを
討議する
新人弁論大会
第 3 回全関東大学討論会（朝日講堂）
夏合宿（～７月３日、長野県飯山市）
国連協会主催川崎弁論大会、出場：山口みつ子（優勝）

（大）専教連が評議員会の寄附行為改正を批判する決議を行う
（大）専教連総会でわが国初の大学教授のスト宣言を行う
（大）明治大学短期大学部を明治大学短期大学と改称する
東日本高校雄弁大会（本学記念館講堂）
第２回全関東大学教養学部交歓雄弁大会（和泉校舎大講堂）、出場：
安部純正（生田）「吾々学生の自覚と使命」、辰尾幸佑（和泉）「平和
と愛国心」
生田支部主催、第１回生田杯争奪生田学内雄弁大会（生田校舎大講堂）
第 2 回全日本学生国会（～12月2日、中労委会館、衆議院第 2 議員会館）
和泉杯争奪雄弁大会（和泉校舎）

サヨナラ雄弁大会
（大）松岡熊三郎、学長に就任する
（大）経営学部が駿河台地区に移転する

▲

年表

▲

資料編
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

11.26

■昭和 25 年（1950）
3.15
5.2
6.10
7.3

11 月
11.8
11.17

11.20

■昭和 26 年（1951）
3.7
3 月
3 月
4 月
11.28

12.3
12.19

■昭和 27 年（1952）
3.31
4 月
4.26
5 月
6.7

6.21
6.23

6 月
11 月
11.20
11.26
12.10

■昭和 28 年（1953）
4 月
4 月

4 月
6.2
6.16

第 4 回朝日討論会全国大会（～ 27 日、本学記念館講堂ほか）

（大）短期大学部の設置が認可される
（大）生田校舎開設
全関副委員長校に中央大学とともに選出される（委員長校は慶大）
第２回全関東大学雄弁大会（法政大学）、出場：内藤功「憲法を擁護
せよ」
東日本雄弁大会開催
全日本学生雄弁大会関東予選大会（国学院大学）

（大）明治大学創立 70 周年記念式典を挙行（～ 19 日）、式典に天皇
臨席、デトロイト銀行頭取のＪ . ドッジ講演
第 3 回全日本学生雄弁大会（大阪大手前会館）

（大）学校法人への組織変更が認可される（「学校法人明治大学」となる）
（大）鵜沢総明総長が初代理事長を兼務する
雄弁部ＯＢの筒井政行が大学理事に就任する

（大）農学部を生田地区に移転する
第 4 回全日本学生雄弁大会（中央大学）、出場：渡部哲寛「人口対策
を直視せよ」
雄弁部 OB の春日井薫が学長に、岡本昌智が理事に就任する
第 6 回花井杯並に千代田区長杯争奪全関東大学学生雄弁大会

（大）新制大学院設置が認可される
（大）法・商・政経各学部 1・2 年生を和泉校舎に移す
全関副委員長校に慶応大学とともに選出される（委員長校は中大）

（大）学生自治会が結成される
（大）商学部 3 年 7 組クラス会が「破防法反対」、「学園の民主化」を
叫びストを決議する（10 日に政経四年生が呼応）
第５回全日本学生雄弁大会（国学院大学）

（大）統一学生大会を開き、自治会・学友会が「明治大学学生会」と
して新発足

（大）「明治大学寄附行為」問題で紛糾、理事会は総辞職し役員改選
（大）鵜沢総明、短期大学長に就任する
全日本学生雄弁大会関東予選大会（明治大学）
第 5 回全国学生雄弁大会（同志社大学）
花井杯千代田区長杯争奪全関東大学学生雄弁大会

（大）私立大学ではじめて経営学部を創設する（生田校舎を使用）
（大）学生大会で学園浄化をめぐり「全学スト」の指令を出すが紛糾
する
雄弁部顧問の小島憲が学長に就任する
第 1 回全関東大学新人弁論大会（法大）

（大）第 1 回学生大会が開かれ、暴力学生の追放、大量不正入学反対
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

9.29
11.1

11.4
11.22
12 月
12.26

■昭和 23 年（1948）
3 月
3 月

4 月
5.15

5.25
6.21
7.10
8.17
8.20
秋

11.4
11.24
11 月
12.10

■昭和 24 年（1949）
2.21

2 月
3 月
5 月
5 月
5.27
6.1
6.10
6.22
7.1

10.1
10 月
11.7
11.7
11.17

関東大水害被害者救済資金募集バザーを4日間開催（共済部と共同開催）
神田五大学雄弁連盟を中央大学、 法政大学、 日本大学、 専修大学
の各夜間部弁論部と結成
第 2 回花井杯争奪都下大学高専雄弁大会
朝日討論会参加（～ 23 日、中大講堂）
予科雄弁部、第１回大演説会開催（和泉講堂）
全関東中高雄弁大会復活第 1 回を開催（計 64 校参加）優勝校に明治
大学杯

（大）法・商・政経・文・工・農学部の学生募集を開始する
（大）新制明治大学の法・商・政経・文の四学部（夜間部）設置が認
可される

（大）暴力学生追放学生大会を開催する
（大）学生ギャング団が検挙され、明大生多数がかかわる（21 日に批
判弁論大会開催）
中央大学とともに全関副委員長校に選出される（委員長校は早大）
全関東大学高専雄弁連盟大会（早稲田大学）

『明治大学学生新聞』が発刊される
地方遊説復活第 1 回を広島県で実施する
長野県で地方遊説実施
全関東学生雄弁連盟に対する総理大臣杯下附式挙行（早大）
朝日討論会東京大会で予科雄弁部（内藤功、金谷栄一、高橋）優勝
第 3 回花井杯争奪都下大学高専雄弁大会
明治大学主催全関東男女高等学校雄弁大会

（大）学内における学生の政治活動の禁止を告示する
総理大臣杯下附全関東大学高専雄弁大会（早大講堂）

（大）「学校教育法」による新制明治大学の設置が認可される（法学部、
商学部、政治経済学部、文学部、工学部、農学部の六学部を置く）

（大）予科の解散式を挙行する
（大）文科系四学部の第二部（夜間部）の設置が認可される
（大）鵜沢総明、総長に任命される
（大）和泉校舎で学生自治会結成
関東大学高専雄弁連盟、全関東学生雄弁連盟と改称

（大）学生大会で学苑会の全学連加盟を決定する
（大）全明治自治会が結成される（大学は非公認。学友会を公認）
第 1 回総理大臣杯争奪全関東学生雄弁大会（中大）
全関東・全関西合同雄弁大会開催（同志社大学）、本大会を第 1 回
全日本学生雄弁大会とする
全関副委員長校に中央大学とともに選出される（委員長校は早大）

（大）武田孟、明治女子専門学校校長に就任する
第 4 回花井杯、出場：藤沢邦利（準優勝）
千代田区長杯争奪都下大学高専雄弁大会
全日本学生雄弁大会関東予選大会（本学）

▲

年表

▲

資料編
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

5 月
6 月

■昭和 20 年（1945）
1 月
4.13
4.25
9.12
9.17
9.29

この頃

12 月

■昭和 21 年（1946）
2 月
2 月
2.15
3 月
3 月
5 月
5 月
5.20

6 月

10.19
11.1
11.5
11.6
12.3

12.7

12.13

■昭和 22 年（1947）
1.28
2 月

この年
4 月
4.2
4.30
５月
6.16

（大）和泉校舎が陸軍省陸地測量部に徴用され予科は駿河台に移転する
（大）駿河台校舎が東部第三部隊に徴用される

（大）戦時下最後の入学試験を行う
（大）神田猿楽町校舎が罹災する
（大）和泉の予科校舎や寄宿舎などが罹災する
（大）興亜科を産業経済科と改称する件が認可される
（大）始業式を行う
（大）復学者の卒業式が挙行される

雄弁部活動活発化し、部員数が 30 名程度になる

（大）食糧事情等により翌年 2 月 2 日まで冬季休業

（大）学内刷新の動きが高まる
（大）学生有志により『駿台論潮』が創刊される
（大）一部所属の学生らが学友会を再建する
（大）専任教授団が学園革新に関する建議書を大学に提出する
（大）大学予科の学生定員を 200 名から 560 名に変更する
（大）予科の在学学生数は 1373 名を数える
（大）経営科を商科と改称する
（大）学生大会を開催し、新学友会規則を制定。なお学友会傘下の文化
部連絡会議の構成団体として、雄弁部も 21 部に名を連ねる（部名復活）

（大）明治農業専門学校の設置が認可され、農・畜産・農業土木の三
科を置く（千葉県千葉郡誉田村に校舎開設）

（大）二部学生団体が学苑会を再建する
（大）戦後初の大学祭を開催する（５日まで）
第 1 回花井杯都下大学雄弁大会
全日本学生雄弁連盟創立準備会（明治大学師弟食堂）
全関東大学高専雄弁連盟設立総会（本学記念館講堂）大金武彦が初代
委員長
朝日新聞社主催第 1 回朝日討論会全国大会開催（～８日、中大講堂、
本学記念館講堂）
全関役員改正、本学は中央大学とともに副委員長校に。委員長校早大

2.1 ゼネスト批判雄弁大会開催（本学記念館講堂）
（大）明治大学学則改正の認可申請をする（法・商・政経・文・工・
農の 6 学部）

（大）学生自治のための学部会が結成される（23 年に学苑会と合併）
国会議員選挙のため、東京都ほか９県に学生弁士派遣

（大）大明治建設実行委員会結成
（大）大学令による学部夜間学部（法・商・政経）の設置が認可される
ＯＢ名簿作成（７月発刊）
全関東大学高専雄弁連盟委員長校として時局批判大雄弁大会開催
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

7.6
11 月

■昭和 11 年（1936）
4.1

■昭和 12 年（1937）
4.24
10 月
10.25

■昭和 13 年（1938）
6 月
6.23

■昭和 14 年（1939）

■昭和 15 年（1940）
3.30
11.18
12 月

■昭和 16 年（1941）
5 月
5 月
10 月
11 月

■昭和 17 年（1942）
6.13
9.5
8.1

■昭和 18 年（1943）
この頃
10.8

■昭和 19 年（1944）
3 月
3 月
4 月
4 月

夏期遊説（長野、北陸、関西方面）へ出発
東北飢饉義捐金募集街頭演説を銀座、渋谷、新宿で実施

雄弁部規則を施行する

（大）女子部予科廃止が認可される
（大）国民精神総動員運動で学生の皇居前行進がおこなわれる
（大）「御真影」および教育勅語謄本を受領する

春季校内雄弁大会
第 23 回全国大学高専弁論大会（記念館講堂）

（大）専門部興亜科と「報国団」の設立が認可され、学則を改正する（専門
部興亜科は経営、貿易、農政、厚生の4 科を設置し、学生数は各科280 名）

（大）女高師・女専本科卒業生の学部入学を認めた学則改正が認可される
（大）創立 60周年記念式典を挙行する（21日まで）、『六十年史』の発行
（大）学生の智・徳・体の三位一体による人格形成の名の下に「報国団」
を結成

（大）第 1 回予科文化祭が開催される
（大）『明治大学駿台新報』を『明治大学新聞』と改題する
（大）当該年度卒業者は修業年限を 3 ヵ月繰り上げ、12 月卒業とする
（大）次年度の予科修業年限を６ヵ月短縮を決定

（大）女子部が正課としての国防訓練を開始する
（大）女子部専用校舎が完成する
（大）はじめて女子部学生が動員される（陸軍第一兵器厰に 10 日まで）

雄弁部は講演部と改称、学生による各種行事中止（1945 年 8 月まで）
（大）学徒出陣壮行式を記念館で挙行する

（大）和泉校舎が東京師団経理部に徴用される
（大）女子部が独立して明治女子専門学校へと改組される
（大）専門部商科を経営科と改称する
（大）興亜科 4 科を廃止し、興亜経済科とし、工業経済科専攻、農業
経済専攻を置く

▲

年表

▲

資料編
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

7.11
11.6

■昭和 3 年（1928）
4 月
4.7
5.17
5.18
夏

11.18

■昭和 4 年（1929）
1.6
4 月
4.28
7 月
夏

9.27

■昭和 5 年（1930）
11.8
11.29

■昭和 6 年（1931）
3 月
4.13
6 月
10 月
10 月
11 月
11.15
12.1
12.16

■昭和 7 年（1932）
2 月
3 月
4 月

■昭和 8 年（1933）
4 月
11.15

■昭和 9 年（1934）
3.24
6.16

夏期遊説（東北、北海度、樺太）へ出発
都下各大学連合雄弁大会
全日本大学専門学生雄弁大会（拓殖大学主催）

（大）記念館講堂・校舎を復興し復興記念式典を盛大に挙行される
（大）専門部女子法科新設の学則改正を認可（4 月 28 日開校式）
雄弁部部則決定
春季校内雄弁大会
夏期遊説（九州、台湾）実施
都下各大学連合演説会

冬季遊説（朝鮮）へ出発
（大）専門部に「女子部（法科・商科）」を新設する
女子雄弁部創設

（大）予科自治会に内部対立が生じたため、小林予科科長が解散を命ずる　
8 か月にわたる中国大陸での遊説を実施
長尾新九郎、三木武夫約 1年半にわたりアメリカ遊説、欧州視察に出発

（大）授業料・自治問題などで同盟休校事件発生（～ 12 月 18 日）
全日本学生専門学校雄弁大会

（大）予科自治会の再建問題・総長制導入反対で学内が混乱する
文部省が女子部卒業生の学部入学を認可（７年の第一回卒業生から適用）

（大）横田学長反対騒動で学内が混乱する
（大）予科生相互の親睦と学生生活向上を期して予科会規約が制定される
校内雄弁大会

（大）明治大学創立 50 周年記念式典を挙行する
（大）『明治大学五十年史』を刊行する
（大）内務省により『駿台新報』が発禁とされる
（大）専門部経済科（二部）の名称を政治経済科に改正する

（大）『駿台新報』が復刊される
（大）明治大学予科会が結成される
（大）専門部文科（文芸科・史学科）の復活が実現する

（大）学生・生徒懲戒規則、学友会規程、学苑会規程などが制定される
（大）授業料・自治問題などで同盟休校事件発生（～１月）

（大）予科和泉校舎を竣工する（４月予科を和泉校舎に移転）
全国大学専門学校雄弁大会（参加校 38 校）記念館講堂
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

4 月
4 月
11.30

12 月

12.10

■大正 10 年（1921）
2 月
4.18
10.8
12.11

■大正 11 年（1922）
1.19
4.1

10 月
10.14
11.19

■大正 12 年（1923）
9.1
9.15
10 月
10.12
11.2

■大正 13 年（1924）
11.2

■大正 14 年（1925）
11 月
7.28
8 月
11.8

この年

■大正 15 年
・■昭和元年（1926）

この年

■昭和 2 年（1927）
2.26

商学部に分属）
（大）木下友三郎、初代学長に就任
（大）笹川種郎（臨風）、予科科長に就任
（大）校風刷新を叫ぶ学生が記念館に集まり、学生大会を開く（植原・
笹川事件の端緒）

（大）講座問題などから学生大会が開催され、6 日～ 11 日まで臨時休
業となる

（大）講師植原悦二郎・予科長笹川臨風を免職とする（以後、復職要
求運動が起る）

（大）予科校舎竣工
（大）専門部法科夜間部開講
全国学生雄弁大会
都下大学及び専門学校連合大雄弁大会

都下大学及び専門学校連合大雄弁大会
雄弁会から雄弁部へ改称

（大）明治大学新聞学会を設立する
全日本学生雄弁大会
全国各大学専門学校雄弁大会（30 大学出場）

（大）関東大震災により講堂・大学・予科校舎など 24 棟を焼失
（大）有志が震災復興のために明大学生救護団を結成し、復興の歌を
自作唱和して大学の焼跡の整理にあたる

（大）予科、学部、専門部は淡路町東京商工学校校舎を借り授業で再開
明治大学復興審議会を設置する

全国大学専門学校雄弁大会（参加校 42 校）

（大）横田秀雄、学長に就任
（大）政治経済学部設置が認可される（9 月開講）
（大）予科、学部、専門部に毎週 2 時間の軍事教育授業が配置される
全国学生雄弁大会

（大）明治大学、女性の聴講を認める

全国遊説を組織的に始める（中京、近畿、四国４県）

学生大会において記念館建設のために 30 万円を寄付することを決議
する

▲

年表

▲

資料編
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 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

■明治 44 年（1911）
4.30
10 月
10.25
12.2

■明治 45 年・
■大正元年（1912）

1.28
3.17

4.4
7 月

■大正２年（1913）
2.11
11.29

■大正３年（1914）
12.6

■大正４年（1915）
2.10

10.9
11.6

■大正５年（1916）
11.3
11.9

■大正６年（1917）
11.5
11.18

11.29

■大正８年（1919）
11.23

■大正９年（1920）
4 月

雄弁会静岡大会を開催（静岡市物産陳列場楼上）
（大）建設中の校舎・記念館を落成し、創立 30 周年記念式典を挙行する
（大）『明治学報』発行（『学叢』改題）
両毛地方巡回雄弁会（～３日）、室伏高信、笹川臨風、小林丑三郎ら、
高崎、前橋、小山、宇都宮で雄弁会を開催する

都下大学並び専門学校連合大演説会（中央大学）
都下私立大学・専門学校連合演説会を開催、出場：笹口忍「祖先崇拝
と時代思想」

（大）岸本辰雄校長が死去し、木下友三郎が後任に
（大）政学部を政治経済科と改称する

（大）『国家及国家学』発刊
都下大学及び専門学校生徒連合大演説会

都下各大学専門学校学生連合演説会を開催

（大）明治大学「木堂会」発会式（記念館講堂）、東京で初めての結成、
以降、大会、例会を開催
明治大学公開大演説会（大講堂）
明治大学連合演説会

明治大学演説会
都下各大学専門学校雄弁連盟創設発起人会

日本大学学生大会、出場：浦田亀雄「政治家と国民の政治思想」
都下学生演説大会（第一高等学校）、出場：岩崎英祐「破壊より統一へ」

（岩崎はこの後、高野山大学東西学生大会で
「追放者の夕の回顧」、同志社大学東西学生演説大会で「生物
進歩の段級と大人格の光輝」、京都木堂会、愛知医学専門学校でも演
説を行う）
雄弁会秋季大会

都下雄弁連盟発会式

（大）大学令により明治大学への昇格が認可される（法学部・商学部
の二学部および大学院・予科・専門部を設置、政治経済科は法学部と



193

 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

この年

■明治 36 年（1903）
8.25

この頃

9.17
10.18
11.15

■明治 37 年（1904）
3.20

4.5
9.8

■明治 39 年（1906）
2 月

■明治 40 年（1907）
秋

10.28

■明治 41 年（1908）
11.5
11.7
11.8
11.22

■明治 42 年（1909）
1.1
2.11

4.18

■明治 43 年（1910）
1 月
2.5

10 月
11.23
12.11
12.12

英吉利法律学校（のち中央大学）練弁会創設

（大）「専門学校令｣ により「私立明治大学｣ へ改称

雄弁会（第 2 次）結成される

（大）予科の授業開始
第１回明治大学雄弁会開催
第 2 回明治大学雄弁会開催

第 5 回雄弁会（第 1 講堂）、出場：原秀吉「咄人道の賊を斬れ」、生津
松次郎「戦後の経営」など

（大）法学部、政学部、文学部、商学部の 4 学部設置
（大）『明治法学』を『明治学報』と改題

（大）「明治大学学友会」設立（学芸・陸上運動・水上運動・庶務の各部
を設置）

（大）学芸部大会開催（青年会館）
雄弁会創立協議会開催（第 2 講堂）

雄弁会会則を発起人 34 名が発表（第 1 講堂）
各科から選挙で幹事を選出する
幹事会を開催し、会長や委員を決定する
勃興雄弁会第１回例会開催（第１講堂）（第 3 次雄弁会結成）

（大）『明治学報』を『明治評論』と改題
初の擬国会開催（すでに過去に行われたことがあるとして、第 2 期と
称した）
中央大学の練弁会は「辞達学会」と改称

（大）明治大学学友会雑誌『学叢』創刊（『明治評論』改題）
雄弁会を埼玉校友会支部・青年会の支援の下で開催（浦和町玉蔵院）

（大）中国留学生雄弁会設立
雄弁会勃興３周年記念競演会（第 11 講堂）
初の各大学連合演説会・中大講堂で開かれる、参加 7 大学
雄弁会が中心となって明治大学政治学会（会長：長谷場純孝）発会式
開催（錦町分校第一講堂）、大岡育造、関一、上杉慎吉らの講演

▲

年表

▲

資料編



 年 月 日 雄 弁 部 関 係  （ 大 学 史 ・ 全 関 他 ） 出 来 事

■明治 14 年（1881）
1 月

■明治 16 年（1883）

■明治 18 年（1885）
2 月

■明治 19 年（1886）
1 月
12 月

■明治 21 年（1888）
3.11
8 月

■明治 22 年（1889）
2.11

■明治 23 年（1890）
10.17
11.26

11.30
12 月

■明治 25 年（1892）
3.21

■明治 29 年（1896）
11.8

■明治 31 年（1898）
9.15

■明治 33 年（1900）
8 月

■明治 34 年（1901）
7 月

12.30

（大）明治法律学校開校（麹町区有楽町 3 丁目 1 番地、数寄屋内旧島
原藩邸内）

（大）五大法律学校法律討論会参加

（大）『明法雑誌』を創刊

（大）法律学部と行政学部を設置
（大）新校舎落成し移転開校式を挙行する（神田区駿河台南甲賀町 11
番地）

（大）帝国大学監督五大法律学校討論会参加
（大）法律学部・政治学部認可（行政学部廃止）

（大）講師・校友・生徒約 2 千人が日⽐谷練兵所内外務省門前で憲法
発布の祝賀を行う

五大法律学校・帝国大学ら、擬国会開催（一ツ橋外大学講義室）
明治法律学校雄弁会学術演説会の広告が『読売新聞』に掲載される（第
1 次雄弁会）
帝国議会開会を祝して雄弁会学術大演説会を浅草鷗遊館で開催

（大）『明法雑誌』を『法政誌叢』と改題

（大）　『法政誌叢』を『明法雑誌』と改題

都下法律学校連合大討論会開催

（大）『法政誌叢』を『明治法学』と改題

（大）駿河台校舎の講堂を新築落成する

（大）創立満 20 年記念式を挙行する

大亦楠太郎、足尾鉱毒問題で学生の路傍演説会実施を提起し、翌年よ
り開始
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戦後雄弁部関係主要役職者一覧

S19 〜 20･
1944 〜 5
S21･1946
S22･1947
S23･1948

S24･1949
S25･1950
S26･1951
S27･1952

S28･1953
S29･1955
S30･1955
S31･1956
S32･1957

S33･1958

S34･1959
S35･1960
S36･1961
S37･1962
S38･1963
S39･1964
S40･1965
S41･1966
S42･1967
S43･1968
S44･1969
S45･1970
S46･1971
S47･1972

S48･1973
S49･1974
S50･1975
S51･1976
S52･1977
S53･1978

S54･1979
S55･1980

S56･1981

S57･1982
S58･1983

S59･1984
S60･1985
S61･1986
S62･1987
S63･1988
H１･1989

幹
〃
〃
〃

〃
〃
〃
〃

〃
〃
〃
〃

〃

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

委
幹
〃
〃
〃
〃

〃
〃

〃

〃
代

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

大金武彦

永野徳光
戸田久雄
戸田久雄

戸田久雄
山室国雄
金谷栄一
渡部哲寛

奥園克己
菊地寛
手塚崇
池田辰美
石山政治

野村英治

岡田         憲三
木下憲一郎
永田一麿
杉田一典
土井由三
松岡貫治
松原輝夫
山上雅隆
分家静男
松本和彦
市川秀治
古金三良
阿部頼孝
千熊正憲

高橋孝栄
望月金雄
斉藤郁夫
高力護
星野輝夫
水野寛之

渡辺博司
熊谷文博

宇尾野隆

田中良
板垣昌之

星祐一
梅津慎吾
望月慎介
清田圭一
吉田慎一
金子尚之
石崎学

（予科）内藤功
（予科）内藤功

小林悌次郎
山下英幸
野村英治
岡田      憲三

永田一麿
岩本建二
土井由三
松岡貫治
坪川礼己
山上雅隆
松並正幸

古金三良
阿部頼孝
水野清
高橋孝栄

望月金雄
斉藤郁夫
高力護

―
佐藤浩之

宇尾野隆
―

星祐一

進藤幸治
武田浩一

永橋克介
小田中崇仁

篠田秀一

内広健
渡辺正

小林一光
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

中村浩二

野中章久
堀内博文
清田圭一
野副基信
増田実喜夫

大金武彦（委）

山口みつ子

日高一郎（委）

軽込孝一
吉原孝夫
丹羽純一（委）
小瀬川明寛

神津悦生

水野清

内村浅雄
内村浅雄（委）

―
―

小貫敏彦
豊高末久

板垣昌之
井坂和志（委）
赤池誠章
赤池誠章（委）
川内尋嗣（委）

萩田真己
鈴木洋明

大関衛（委）

小島憲
（17 年〜）
赤倉武

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

高橋義臣
〃
〃

岡野加穂留
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

H22.12.10 予科雄弁部設立

雄弁部顧問に小島憲教授

この頃、幹事長の交代がしばしばあったが、

記録が存在せず詳細は不明

学長に小島憲顧問就任

36〜37年の関係不明

駿台雄弁創刊号発行（名簿有り）

戦後OBの集い開催（S47.7.4）

「幹事会」制ではなく「委員会」制を採用

岡野部長は在外研究（代行　新田貞章）

三木武夫OBが総理大臣就任（S49.12）

OB会開催（市ヶ谷私学会館 S51.6.25）

全幹事会メンバーが 1 年生

この前後はOB会低調、
世話人　木下健・渡辺他

和泉支部長を置かず、合同幹事会
小島憲顧問が明治大学総長就任

部則改正により幹事長は「代表」へ

議長：池田浩、駿台本部長：徳増信哉

議長：武田浩一、駿台本部長：金田竜生

一松定吉

真鍋儀十

（現日高）

（現日高）

 活動年度 代表者名 和泉支部長名 生田支部長 全関担当者  部長名 OB 会長  備     考
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戦後雄弁部関係主要役職者一覧

 活動年度 代表者名 和泉支部長名 生田支部長 全関担当者  部長名 OB 会長  備     考

注１）  S：昭和、H：平成、　R：令和　　　注２）　幹：幹事長、　委：委員長、　代：代表、　議：議長　　　注３）全関担当者　（委）：全関委員長

H ２･1990
H ３･1991
H ４･1992

H ５･1993

H ６･1994
H ７･1995
H ８･1996
H ９･1997

H10･1998

H11･1999

H12･2000

H13･2001

H14･2002
H15･2003

H16･2004
H17･2005
H18･2006
H19･2007
H20･2008

H21･2009
H22･2010

H23･2011
H24･2012

H25･2013

H26･2014
H27･2015
H28･2016

H29･2017
H30･2018
R １･2019

R ２･2020

〃
〃

〃

〃
〃
議
代

〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃
〃
〃
〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃

〃
〃
〃

〃
〃
〃

〃

篠田秀一
寺崎雄介

松橋一朗

大渕健
大西英之
川内宣良
内山佳洋

藤本幹人
南上清一郎

田中耕太郎

本庄智忠

小林剛士

上村英彰
川村裕美

清水健
村松美穂
田高直也
田高直也
渡邊拓弥

田仲信康
杉本篤彦
福田直人
倉林正弥
金子知温

高岡瞭
桐生常朗
金親賢生
戸田幸一郎
桐山勝気

西澤佑希
原田拓実
鈴木豪太

倉持太介

松村浩司
山下修

猿田文章

中村健一

天坂大介

森山浩行

森山浩行（委）
本澤好貞
中村和彦
大岸史佳
本澤好貞
安部幹洋
川神光生
川神光生（委）
南角光彦
古本武司
桑原潔
南角光彦（委）
南上清一郎
荒井正志
南上清一郎（委）
荒井正志
釘島良蔵
太田原崇宏
山田真一郎
太田原崇宏
飯塚智規
松沼亮

〃
〃

〃

〃
〃
〃
〃

〃

〃

新田貞章

〃

〃
〃

小西德應
〃
〃
〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃

〃
〃
〃

〃
〃
〃

〃

議長：石井巧、駿台本部長：石井巧

議長：高田滋彦、駿台本部長：富田浩生

学長に岡野加穂留OB、学務理事に鈴木俊光

OBが就任

 

議長：植木淳、駿台本部長：小長谷雅哉

議長：尾田一朗、駿台本部長：西尾直也

記念館解体

議長：本間弘

議長：桑原潔

議長：伊藤慎一郎

議長：小野田喬

議長：菱沼靖弘
全関解散

議長：武田正人

議長：堀之内毅
６カ月間の活動停止処分（H15.1 〜）

アカデミーコモン竣工

議長：田幸瑛輔

議長：佐藤尚孝

議長：三橋和史、駿台本部長：佐藤尚孝
常勤理事に日髙憲三OBが就任

議長：杉山慧志

議長：齋藤康裕、駿台本部長：内田賢吾

議長：中村真理江

議長：紙屋宏志
理事長に日髙憲三OB、監事に有賀隆治OBが
就任

金谷栄一

　

山下英幸

〃

〃

〃
日高憲三

〃
〃
〃
〃
〃

〃
〃

山上雅隆
〃

〃

〃
〃
〃

熊澤雄造
〃
〃

〃

岡宮久規
和田祐樹

吉野貴司
吉野貴司
小泉学
小泉学

前田松祐
前田松祐
伊藤直起

富田生
須藤公博

大岸親佳

大西英之
川内宣良
内山佳洋
藤本幹人

田中耕太郎

釘島良蔵

木村雄大

上村英彰

羽田野祥一

佐藤尚孝
小野順也

杉本篤彦
福田直人

コロナ禍により、代表が和泉支部長・生田支
部長を代行

林田豪太

鷺山昴輝
齋藤海

桐生常朗
嶋田奎介
小野竜大
勝田悠暉
桐山勝気
新谷亮介
松本啓
宇佐美響
天野僚
倉持太介
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明治大学雄弁部創立 130 周年記念事業実行委員会

実行委員長　有賀　隆治（S40）

総務・企画・式典委員会

委員長

小西　德應（S55）

委　員

萩田　真己（H01）　五十嵐利恵（H04）　古本　武司（H12）　佐野　友章（H19）　　

佐藤　尚孝（H22）　福田　直人（H25）　倉林　正弥（H26）　櫻井　大智（H28）

財務委員会

委員長

富水流孝二（S49）

委　員

宮内　淳平（S50）　小池　　徹（S61）　萩田　真己（H01）　宮本　朋和（H11）　

　　  佐野　友章（H19）　　

記念誌委員会

委員長

南上清一郎（H13）

委　員

佐藤　尚孝（H22）　小野　順也（H23）　福田　直人（H25）　倉林　正弥（H26）
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明
治
大
学
雄
弁
部
創
立
一
三
〇
周
年
記
念
事
業
寄
付
金
の
お
礼
と
ご
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
　
　
　
　
財
務
委
員
会
　
委
員
長
　
富
水
流
　
孝
二

昭
和
二
六
年
法　

卒　

鈴
木　

俊
光

　
　
　
　
　

法　

卒　

高
野　

敬
一

　
　

二
八
年
政
経
卒　

斎
藤　
　

直

　
　

三
一
年
法　

卒　

片
倉　

常
夫

　
　

三
二
年
政
経
卒　

関
口　

雅
央

　
　
　
　
　

政
経
卒　

永
田　
　

洋

　
　
　
　
　

政
経
卒　

藤
原　
　

實

　
　
　
　
　

商　

卒　

高
橋
孝
一
内　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ご
家
族
様

　
　

三
三
年
法　

卒　

山
下　

英
幸

　
　

三
五
年
政
経
卒　

日
髙　

憲
三

　
　
　
　
　

法　

卒　

前
川　

一
郎

　
　
　
　
　

農　

卒　

小
林　

一
光

　
　
　
　
　

政
経
卒　

森
高　

良
樹

　
　
　
　
　

政
経
卒　

渡
辺　

嘉
道

　
　

三
六
年
商　

卒　

八
木　

精
治

　
　

三
七
年
政
経
卒　

伊
藤　

幹
男

　
　
　
　
　

政
経
卒　

山
口　

柾
義

　
　
　
　
　

政
経
卒　

五
十
嵐
丈
正

　
　
　
　
　

法　

卒　

中
嶋　

幸
夫

　
　
　
　
　

法　

卒　

鈴
木　
　

勲

　
　

三
八
年
法　

卒　

永
島　

富
雄

　
　
　
　
　

法　

卒　

伊
藤　

紀
昭

　
　
　
　
　

商　

卒　

杉
木
健
太
郎

　
　

三
九
年
政
経
卒　

熊
澤　

雄
造

　
　
　
　
　

政
経
卒　

森　
　

隆
二

　
　
　
　
　

農　

卒　

新
田　

貞
章

　
　
　
　
　

経
営
卒　

杉
田　

一
典

　
　
　
　
　

法　

卒　

菊
池　

満
雄

　
　

四
〇
年
経
営
卒　

有
賀　

隆
治

　
　
　
　
　

法　

卒　

上
岡　

一
雄

　
　
　
　
　

商　

卒　

丹
羽　

純
一

　
　
　
　
　

経
営
卒　

水
野　

源
吾

　
　
　
　
　

法　

卒　

室
田　

文
男

　
　
　
　
　

法　

卒　

伊
藤　

幸
雄　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

法　

卒　

宮
本　

勝
利

　

明
治
大
学
雄
弁
部
が
、
令
和
二
年
一
一
月
二
〇
日
に
創
立
一
三
〇
周
年
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
を
記
念
す
べ
く
標
記
記
念
事
業
等
を
行
う

に
際
し
、
皆
様
に
ご
寄
付
を
お
願
い
致
し
ま
し
た
。
寄
付
金
状
況
等
に
お
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
明
治
大
学
雄
弁
部
Ｏ
Ｂ
会
報
で
随
時
ご
報
告

し
て
ま
い
り
ま
し
た
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
令
和
二
年
一
〇
月
末
現
在
で
集
計
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
と
こ
ろ
、
一
〇
七
名
、
金
四
五
六
万
五
千
円
に

な
り
ま
し
た
こ
と
を
ご
報
告
し
、
改
め
て
こ
こ
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

寄
付
金
は
、事
業
の
中
心
と
な
り
ま
す
記
念
式
典
の
開
催
を
始
め
、講
演
会
、記
念
誌
作
成
、Ｏ
Ｂ
会
名
簿
作
成
、記
念
品
等
の
財
源
と
な
り
ま
す
が
、

お
蔭
様
で
事
業
計
画
全
て
を
賄
う
に
は
、
十
分
で
あ
る
こ
と
を
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

最
後
に
、
ご
寄
付
頂
き
ま
し
た
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
の
皆
様
の
お
名
前
を
掲
載
さ
せ
て
頂
き
（
卒
業
年
次
順
、
振
込
順
）
改
め
て
お
礼
、
感
謝
を
申
し
上

げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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法　

卒　

土
井　

由
三

　
　

四
一
年
法　

卒　

後
藤　
　

源

　
　
　
　
　

法　

卒　

田
中　

晴
男

　
　
　
　
　

法　

卒　

鎌
倉　

三
郎

　
　
　
　
　

法　

卒　

三
枝　

秀
之

　
　
　
　
　

法　

卒　

福
島　

啓
氏

　
　

四
二
年
商　

卒　

蛭
崎　

正
徳

　
　
　
　
　

商　

卒　

松
原　

輝
夫

　
　
　
　
　

政
経
卒　

小
川　

忠
彦

　
　
　
　
　

法　

卒　

米
田　

東
逸

　
　
　
　
　

経
営
卒　

橋
本　

徹
雄

　
　
　
　
　

商　

卒　

大
橋　

敏
男

　
　

四
三
年
商　

卒　

嶋
本　

勝
治

　
　
　
　
　

法　

卒　

石
川　

和
永

　
　

四
四
年
経
営
卒　

松
並　

正
幸

　
　
　
　
　

政
経
卒　

空
閑　

康
弘

　
　
　
　
　

政
経
卒　

分
家　

静
男

　
　

四
五
年
法　

卒　

柴
田　

俊
子

　
　

四
七
年
経
営
卒　

榊
原　

完
治

　
　
　
　
　

法　

卒　

岩
崎　
　

博

　
　

四
八
年
政
経
卒　

五
十
嵐
敏
之　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

政
経
卒　

阿
部　

頼
孝

　
　

四
九
年
法　

卒　

富
水
流
孝
二

　
　
　
　
　

法　

卒　

千
熊　

正
憲

　
　
　
　
　

政
経
卒　

小
原　

卓
治

　
　
　
　
　

政
経
卒　

前
田　

敏
夫

　
　
　
　
　

政
経
卒　

西
澤　
　

豊

　
　

五
〇
年
文　

卒　

宮
内　

淳
平

　
　

五
五
年
政
経
卒　

小
西　

徳
應

　
　

五
七
年
法　

卒　

森　
　

義
久

　
　
　
　
　

商　

卒　

宇
尾
野　

隆

　
　

五
八
年
商　

卒　

岩
崎　

芳
和

　
　
　
　
　

政
経
卒　

保
田　

良
平

　
　

五
九
年
政
経
卒　

田
中　
　

良

　
　

六
〇
年
政
経
卒　

徳
増　

信
哉

　
　
　
　
　

政
経
卒　

佐
々
木　

毅

　
　
　
　
　

法　

卒　

小
暮　

太
郎

　
　
　
　
　

工　

卒　

中
村　

浩
二

　
　

六
一
年
法　

卒　

國
松　
　

誠

　
　
　
　
　

法　

卒　

荒
深
久
明
臣

　
　
　
　
　

法　

卒　

小
池　
　

徹

　
　
　
　
　

政
経
卒　

小
林　

和
正

　
　
　
　
　

政
経
卒　

伊
東　

猛
彦

　
　
　
　
　

法　

卒　

板
垣　

昌
之

　
　

六
二
年
政
経
卒　

小
澤　

浩
明

　
　

六
三
年
農　

卒　

渡
辺　

久
利

　
　
　
　
　

商　

卒　

加
藤　

貴
敏

　
　
　
　
　

文　

卒　

山
川
か
お
る

　

平
成
一
年
商　

卒　

萩
田　

真
己

　
　
　
　
　

経
営
卒　

山
本
閉
留
巳

　
　
　
　
　

政
経
卒　

佐
藤　

耕
志

　
　
　

二
年
文　

卒　

永
橋　

克
介

　
　
　
　
　

農　

卒　

中
山　
　

潔

　
　
　
　
　

政
経
卒　

長
屋　
　

明

　
　
　

三
年
政
経
卒　

塩
谷　

健
二

　
　
　
　
　

政
経
卒　

安
田　

庄
一

　
　
　

四
年
政
経
卒　

古
川　

直
季

　
　
　
　
　

法　

卒　

五
十
嵐
利
恵

　
　
　

七
年
法　

卒　

森
山　

浩
行

　
　
　
　
　

政
経
卒　

武
藤　

立
樹

　
　
　

八
年
農　

卒　

大
渕　
　

健

　
　

一
一
年
政
経
卒　

宮
本　

朋
和

　
　
　
　
　

政
経
卒　

島
津　

秀
隆

　
　
　
　
　

政
経
卒　

内
山　

佳
洋

　
　

一
二
年
政
経
卒　

古
本　

武
司

　
　
　
　
　

政
経
卒　

半
田　

宏
史

　
　

一
三
年
文　

卒　

伊
藤
慎
一
郎

　
　

一
五
年
政
経
卒　

太
田
原
崇
宏

　
　

一
九
年
法　

卒　

佐
野　

友
章

　
　

二
六
年
法　

卒　

石
塚　
　

啓

　
　
　
　
　

法　

卒　

倉
林　

正
弥

　
　

二
八
年
政
経
卒　

桐
生　

常
朗
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明
治
大
学
雄
辯
部
が
一
三
〇
周
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
有
賀
隆
治
記
念

事
業
実
行
委
員
長
か
ら
記
念
誌
の
編
集
を
仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
。 

　

栄
え
あ
る
歴
史
を
纏
め
た
一
二
〇
周
年
記
念
史
か
ら
十
年
。
本
誌
は
、

一
四
〇
周
年
、
そ
し
て
、
次
の
節
目
と
な
る
一
五
〇
周
年
へ
の
布
石
と
な
り

ま
す
。 

　

編
集
に
あ
た
り
目
標
に
掲
げ
た
こ
と
が
大
き
く
二
点
あ
り
ま
す
。 

　

一
点
目
は
、一
二
〇
周
年
記
念
史
編
纂
の
と
き
、未
来
の
仲
間
だ
っ
た
Ｏ
Ｂ
・

Ｏ
Ｇ
に
切
れ
目
な
く
原
稿
を
書
い
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。
二
点
目
は
、
年
表

の
閲
覧
性
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
現
役
時
代
を
想
起
し
て
い
た
だ
き
や
す
く

す
る
と
と
も
に
記
録
と
し
て
活
用
し
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。 

　

と
り
わ
け
重
視
し
た
の
は
一
点
目
で
す
。
雄
辯
部
の
活
動
は
社
会
を
反
映

し
て
い
る
た
め
、
時
代
に
よ
り
様
相
を
異
に
す
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
弁
論
し
か
り
、
遊
説
し
か
り
、
演
題
や
手
法
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
こ

れ
は
、
部
の
運
営
に
つ
い
て
も
言
え
ま
す
。
私
の
こ
ろ
は
全
会
一
致
が
原
則

で
し
た
が
、
現
在
で
は
多
数
決
を
採
用
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
ら

の
現
実
を
前
に
し
て
、
彼
ら
彼
女
ら
が
、
ど
う
向
き
合
っ
て
き
た
の
か
、
あ

る
い
は
振
り
返
っ
て
何
を
思
う
か
を
雄
辯
部
の
歴
史
に
刻
む
こ
と
は
極
め
て

重
要
だ
と
考
え
た
か
ら
で
す
。 

　

二
点
目
の
年
表
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
雄
辯
部
の
歴
史
と
全
関
東
学
生
雄

弁
連
盟
（
全
関
）
の
歴
史
を
統
一
し
て
、
一
二
〇
周
年
記
念
史
の
と
き
に
ご

要
望
の
多
か
っ
た
閲
覧
性
を
高
め
ま
し
た
。
ま
た
、
雄
辯
部
と
全
関
の
歴
史

の
統
一
は
、
現
役
時
代
の
諸
活
動
を
同
じ
時
系
列
で
確
認
し
て
い
た
だ
け
る

副
次
的
な
効
果
も
期
待
し
て
い
ま
す
。
記
念
館
講
堂
で
産
声
を
あ
げ
た
全
関

は
、
ひ
と
度
、
平
成
一
三
年
に
役
目
を
終
え
ま
し
た
。
し
か
し
今
な
お
、
全

日
本
学
生
弁
論
大
会
と
し
て
息
吹
は
受
け
継
が
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
弁
論

大
会
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
記
録
を
活
用
し
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

　

本
誌
の
完
成
を
見
る
に
際
し
て
、
佐
藤
、
小
野
、
福
田
、
倉
林
の
各
委
員

の
尽
力
に
謝
意
を
表
し
ま
す
と
と
も
に
、
明
治
大
学
関
連
の
資
料
提
供
に
関

し
て
積
極
的
に
協
力
し
て
く
だ
さ
っ
た
広
報
課
の
戸
谷
佳
那
子
様
、
ま
た
、

最
後
ま
で
原
稿
が
出
揃
わ
な
い
な
か
快
く
対
応
し
て
く
だ
さ
っ
た
宮
崎
印
刷

所
の
齋
藤
敦
様
に
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

明
治
大
学
雄
辯
部
一
三
〇
周
年
、誠
に
お
め
で
た
く
、う
れ
し
く
存
じ
ま
す
。  

編
集
後
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
大
学
雄
弁
部 

創
立
一
三
〇
周
年
記
念
誌
委
員
会
委
員
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

南　

上　

清
一
郎　
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明
治
大
学
雄
弁
部 

創
立
一
三
〇
周
年
記
念
誌

　
　
　
　
　

発 
行 
日　
　

二
〇
二
〇
年
一
一
月
二
〇
日

　
　
　
　

発　
　

行　
　

明
治
大
学
雄
弁
部
Ｏ
Ｂ
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
長　

熊
澤　

雄
造

　
　
　
　

編　
　

集　
　

明
治
大
学
雄
弁
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

創
立
一
三
〇
周
年
記
念
誌
委
員
会　

　
　
　
　

印　
　

刷　
　

株
式
会
社　

宮
崎
印
刷
所




