
そ
の

広
島
文
教
女
子
大
学

国

文

学

吋ル
1

1
4
 

国
文
学
科
の
開
設
は
文
学
部
創
設
と
同
時
で
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
で
あ
る
。
学
科
開
設
期
に
、

そ
の
基
盤
作
り
に
精
魂
を
傾
注
さ
れ

た
教
官
も
、
今
で
は
現
職
を
離
れ
、
転
任
さ
れ
、
(
山
内
洋
一
郎
《
奈
良
教
育
大
学
》
槙
林
混
ニ
《
佐
賀
大
学
》
早
川
勝
広
《
大
阪
教
育
大

学
》
な
ど
の
先
生
方
)
、

中
に
は
長
逝
さ
れ
た
方
(
山
根
安
太
郎
・
園
田
均
・
原
因
虎
男
の
各
先
生
方
)
も
あ
っ
て
、

当
時
の
苦
労
を
知

る
人
は
ま
乙
と
に
わ
ず
か
に
な
っ
た
。
十
七
年
の
歳
月
は
そ
の
よ
う
に
重
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

先
人
た
ち
の
苦
労
の
甲
斐
が
あ
っ
て
、
学
科
の
姿
は
し
っ
か
り
と
定
ま
り
、
内
容
は
い
よ
い
よ
充
実
し
た
。
卒
業
生
も
数
百
名
を
数

ぇ
、
多
く
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
で
社
会
に
貢
献
し
て
い
る
。
創
成
時
代
も
過
ぎ
て
、
大
学
全
体
の
新
し
い
発
展
期
を
迎
え
た
今
日
、

本
学
科
も
ま
た
一
段
の
飛
躍
す
べ
き
時
が
き
た
よ
う
で
あ
る
。

学
科
の
基

学
生
の
数
を
あ
ま
り
多
く
し
な
い
で
、

一
人
ひ
と
り
に
行
き
届
い
た
指
導
・
助
言
を
す
る
と
い
う
の
は
、
本
学
の
基
本

本
姿
勢

姿
勢
で
、
国
文
学
科
も
そ
の
方
針
を
堅
持
し
続
け
て
き
た
。
教
員
組
織
も
、
専
任
十
一
名
、
非
常
勤
十
名
程
度
で
、

乙
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れ
は
短
期
大
学
部
も
併
せ
た
数
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
教
員
一
名
当
た
り
の
学
生
数
は
決
し
て
多
く
な
い
。
数
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
教

員
自
身
も
常
に
第
一
線
の
研
究
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
精
進
を
続
け
て
き
た
。
学
生
諸
君
に
、
常
に
高
い
水
準
の
学
聞
に
接
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し
て
も
ら
う
よ
う
に
す
る
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
責
任
で
あ
る
。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
面
か
ら
い
え
ば
、
専
門
学
科
に
接
す
る
時
期
を
早
く
し
て
、

一
、
二
年
に
す
で
に
か
な
り
の
専
門
科
目
を
配
し
て
い

る
。
乙
の
期
聞
に
学
生
が
受
講
し
う
る
専
門
科
目
は
十
五
講
座
に
及
、
び
、
三
年
次
生
で
は
す
で
に
一
応
の
研
究
姿
勢
が
で
き
て
い
る
乙
と

に
な
る
。
細
か
い
点
で
は
、
ま
だ
改
善
の
余
地
が
あ
ろ
う
が
、

乙
の
基
本
姿
勢
は
堅
持
し
て
ゆ
く
つ
も
り
で
あ
る
。

学
生
の
動
向

国
文
学
科
入
学
生
の
出
身
地
も
広
範
囲
に
な
っ
た
。
地
元
の
広
島
県
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
隣
接
県
で
あ
る
山
口

-
島
根
な
ど
、
中
園
地
方
の
諸
県
、
愛
媛
県
を
主
と
す
る
四
国
諸
県
は
、
当
初
か
ら
入
学
者
の
多
か
っ
た
地
域
で
あ

る
。
近
年
は
、
大
分
・
佐
賀
・
福
岡
・
長
崎
・
熊
本
・
宮
崎
と
い
う
よ
う
に
、
九
州
諸
県
の
出
身
者
も
増
え
て
き
た
。
西
日
本
全
域
に
及

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
、

な
お
、
近
畿
・
関
東
・
北
陸
の
諸
地
方
か
ら
も
、
少
数
な
が
ら
入
学
者
が
出
て
い
る
。

女
子
学
生
は
卒
業
す
る
と
親
元
に
帰
っ
て
ゆ
く
者
が
多
い
。
そ
う
い
う
人
の
た
め
に
、
卒
業
後
の
活
躍
の
場
を
開
拓
し
て
ゆ
く
乙
と
も

必
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
十
全
の
態
勢
が
と
ら
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
乙
れ
は
早
急
に
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。

卒
業
生
の
進
路
で
あ
る
が
、
教
員
・
公
務
員
を
目
ざ
す
者
が
多
く
、
教
員
も
高
等
学
校
・
中
学
校
だ
け
で
な
く
、
卒
業
後
に
小
学
校
教

員
の
資
格
を
身
に
つ
け
て
、

そ
の
方
面
で
活
躍
す
る
者
も
増
加
し
つ
つ
あ
る
。

指
導
の
状
況

ど
の
ク
ラ
ス
に
も
主
任
が
つ
い
て
い
て
、
学
生
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
細
か
い
指
導
・
助
言
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、

日
々
の
講
義
・
演
習
と
は
別
に
、
研
究
と
い
う
面
か
ら
い
え
ば
、
さ
ら
に
二
つ
の
柱
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
卒
業
論

文
指
導
で
、
も
う
一
つ
は
研
究
会
活
動
で
あ
る
。

卒
業
論
文
は
、
学
科
開
設
当
初
か
ら
分
量
と
し
て
は
百
枚
を
下
限
と
し
て
き
た
。
分
量
が
全
て
で
は
な
い
が
、

や
や
厳
し
い
量
を
目
途

と
し
て
、

そ
れ
に
向
か
っ
て
全
力
を
傾
注
し
て
ゆ
く
と
い
う
仕
事
は
、
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
。
現
在
は
三
年
次
か
ら
指
導
を
始
め
て

い
る
が
、
論
文
作
成
と
い
う
難
事
業
に
当
た
っ
て
は
、
学
生
の
学
力
だ
け
で
な
く
、
個
人
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
か
ら
ん
で
く
る
。
指



導
を
担
当
す
る
者
は
、
論
文
だ
け
で
な
く
、
生
活
の
い
ろ
い
ろ
な
面
に
踏
み
込
ん
で
助
言
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
大
切
な
教
育

の
場
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
。

研
究
会
活
動
は
、
も
と
も
と
学
生
の
自
主
的
な
研
究
活
動
の
会
で
あ
る
が
、
教
員
の
指
導
・
助
言
は
不
可
欠
で
あ
る
。
近
年
は
そ
の
数

も
増
え
て
、
漢
詩
・
中
国
語
・
中
古
文
学
・
中
世
文
学
・
近
代
小
説
・
近
代
詩
・
児
童
文
学
・
方
言
・
児
童
言
語
な
ど
、
各
方
面
で
活
発

な
研
究
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
活
動
は
、
国
文
学
科
生
全
員
が
参
加
で
さ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
現
状
は
そ
乙
ま
で
い

っ
て
い
な
い
。
今
後
、
研
究
室
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
室
の
整
備
も
必
要
で
あ
ろ
う
し
、

一
年
次
生
か
ら
四
年
次
生
ま
で
参
加
で
き
る
た
め
に

は
、
時
間
割
の
組
み
方
を
効
果
的
に
す
る
乙
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
将
来
の
方
向
と
し
て
は
、
他
学
科
生
を
も
受
け
入

れ
る
よ
う
な
、
聞
か
れ
た
会
を
持
ち
た
い
と
考
え
て
い
る
。

図
書
整
備

古
代
か
ら
現
代
ま
で
、
国
文
学
科
の
必
要
と
す
る
図
書
は
極
め
て
膨
大
な
量
に
上
る
。
近
年
、
図
書
館
の
相
互
利
用
が

の
方
向

盛
ん
に
な
っ
て
き
た
の
は
、

一
大
学
が
必
要
図
書
を
全
て
確
保
す
る
の
は
不
可
能
だ
と
い
う
反
省
に
基
づ
い
て
い
る

が
、
国
文
学
科
に
と
っ
て
は
、
図
書
は
生
命
で
あ
る
。
日
常
の
学
習
・
研
究
活
動
を
支
え
る
だ
け
の
も
の
は
必
要
で
あ
る
。
と
同
時
に
、

武田学園の現況と展望

特
色
の
あ
る
集
書
を
備
え
、
学
生
の
研
究
活
動
に
資
す
る
と
共
に
、
広
く
学
界
を
益
す
る
こ
と
も
責
務
で
あ
る
。
古
書
の
入
手
と
併
行
し

て、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
さ
れ
た
文
庫
資
料
の
購
入
整
備
を
心
が
け
て
数
年
が
経
っ
た
。
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
が
、
近
年
、
伊
賀

上
野
の
沖
森
氏
の
蒐
集
に
な
る
浄
瑠
璃
本
を
購
入
す
る
こ
と
な
ど
、

一
歩
ず
つ
で
は
あ
る
が
前
進
し
て
い
る
。
ま
た
四
十
六
年
度
か
ら
、

『
広
島
の
文
学
』
文
庫
と
称
し
て
、
郷
土
に
か
か
わ
り
の
あ
る
文
学
資
料
を
、
古
今
を
間
わ
ず
集
め
よ
う
と
志
し
て
い
る
。
長
年
月
を
要

す
る
仕
事
で
、
次
の
世
代
が
乙
れ
を
引
継
い
で
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
が
、
ゆ
く
ゆ
く
は
、
山
陽
・
山
陰
全
域
を
対
象
と
す
る
文
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庫
を
作
り
あ
げ
た
い
と
念
願
し
て
い
る
。

国
文
学
会

一
つ
の
学
科
が
長
い
歴
史
を
作
っ
て
ゆ
く
と
い
う
乙
と
は
、
卒
業
生
が
多
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
学
は
、

そ
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の
人
た
ち
の
母
港
と
し
て
の
役
割
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
卒
業
生
の
力
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
学
も
ま
た
発
展
す

る
の
で
あ
る
。

『
広
島
文
教
女
子
大
学
国
文
学
会
』
が
で
き
た
の
は
、
昭
和
四
十
八
年
十
一
月
九
日
で
あ
っ
た
。

庁
国
語
国
文
学
の
研
究
の
充
実
と
発
展
を
期
し
、
あ
わ
せ
て
、
会
員
相
互
の
親
睦
を
深
め
る
乙
と
を
目
的
と
す
る
H

と
、
そ
の
会
則
第
二
条
に
う
た
っ
て
い
る
。
年
一
回
の
総
会
と
講
演
会
が
持
た
れ
、
機
関
誌
で
あ
る
『
文
教
国
文
学
』
も
、
す
で
に
十
ニ

号
を
数
え
て
、

そ
の
掲
載
論
文
も
学
界
で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
所
期
の
目
的
は
遥
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
が
、
卒
業
生
会
員
の

論
文
発
表
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
今
後
は
、
よ
り
広
い
参
加
と
利
用
と
を
求
め
て
、
雑
誌
の
充
実
を
図
っ
て
ゆ
く
乙
と
が
必
要
で
あ
ろ

，っ。
学
会
で
は
ま
た
、
会
員
の
研
究
成
果
の
刊
行
と
い
う
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
す
で
に
次
の
三
点
の
刊
行
を
見
た
。

O
国
語
学
国
文
学
論
放

岩
佐
正
教
授
古
稀
記
念

昭
和
五
十
三
年
十
二
月
二
十
日
刊

渓
水
社

O
中
等
国
語
教
育
論
考

山
根
安
太
郎
著

昭
和
五
十
五
年
五
月
二
十
日
刊

渓
水
社

O
漢
詩
漢
文
の
世
界

三
迫
初
男
博
士
古
稀
記
念

昭
和
五
十
八
年
二
月
十
日
刊

浅
水
社

さ
て
、
国
文
学
科
の
十
七
年
の
歩
み
を
概
観
し
て
み
る
と
、
工
夫
と
努
力
の
連
続
の
日
々
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
大
学
全
体
の
人
々

の
力
に
支
え
ら
れ
て
、
今
日
の
国
文
学
科
の
姿
が
で
き
た
の
だ
と
思
う
。
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
は
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
も
さ
ら
に
精
魂

を
傾
注
し
て
、
学
科
の
発
展
に
努
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

(
文
責
・
湯
之
上
早
苗
)
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文

学

文
学
部
英
文
学
科
の
開
設
は
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
で
あ
る
。

浅
地
教
授

ま
ず
、
文
学
部
英
文
学
科
に
つ
い
て
記
す
時
に
、
何
は
お
い
て
も
、

い
の
一
番
に
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
故
浅
地

の
こ
と

昇
先
生
の
こ
と
で
あ
る
。
浅
地
先
生
は
文
学
部
開
設
の
前
年
の
十
月
に
、

四
国
女
子
短
大
に
勤
務
し
て
お
ら
れ
た
の

を
、
筆
者
が
広
島
高
師
在
学
中
に
教
わ
っ
た
ど
縁
を
た
よ
り
に
、
先
生
の
ど
子
息
の
一
人
が
広
島
に
住
ん
で
お
ら
れ
る
こ
と
と
、
当
時
間

じ
四
国
女
子
短
大
に
在
職
さ
れ
て
い
た
友
久
武
文
氏
(
現
広
島
女
子
大
学
教
授
〉
と
本
学
の
横
山
教
務
部
長
が
熟
知
の
間
柄
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
つ
の
幸
運
が
重
な
っ
て
、

な
ん
ら
経
験
す
る
乙
と
な
く
、
ま
こ
と
に
ス
ン
ナ
リ
と
当
時

乙
の
よ
う
な
折
の
時
に
出
会
う
難
儀
を
、

の
可
部
女
子
短
期
大
学
へ
転
勤
し
て
い
た
だ
い
て
、
文
学
部
英
文
学
科
開
設
の
か
な
め
に
な
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。

武田学園の現況と展望

先
生
は
大
正
十
五
年
か
ら
昭
和
十
七
年
ま
で
、

日
本
ル

1
テ
ル
神
学
専
問
学
校
教
授
と
し
て
、
英
語
、
哲
学
、
神
学
等
を
教
え
て
お
ら

れ
た
。
太
平
洋
戦
争
の
勃
発
(
昭
和
十
六
年
十
二
月
〉
と
と
も
に
、
広
島
高
師
英
文
科
の
二
人
の
外
国
人
講
師
(
非
常
勤
)
が
退
任
の
余

儀
な
き
に
至
っ
た
時
、
大
正
年
聞
に
三
年
間
米
国
に
遊
学
さ
れ
て
口
語
英
語
に
も
ど
堪
能
で
あ
る
の
を
買
わ
れ
て
、

そ
の
後
任
と
し
て
広

島
へ
来
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
戦
後
は
文
部
省
に
招
か
れ
、
渉
外
課
に
三
年
間
ど
勤
務
の
の
ち
、
昭
和
二
十
五
年
よ
り
昭
和
三
十
四
年
ま

で
、
徳
島
大
学
教
授
の
任
に
あ
ら
れ
た
と
い
う
ど
経
歴
で
あ
る
。
先
生
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
一
言
で
い
え
ば
、
真
塾
一
:
謹
厳
・
廉
直
の
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ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
先
生
の
ご
生
涯
に
つ
い
て
詳
し
い
乙
と
は
、

い
ず
れ
稿
を
改
め
て
諮
る
こ
と
に
な
ろ
う
か

ら
、
乙
乙
で
は
、
広
島
文
教
通
信
の
第
四
号
(
昭
和
田
十
五
年
三
月
一
日
号
)
に
寄
せ
ら
れ
た
先
生
ご
自
身
の
自
己
紹
介
の
一
文
「
私
の
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歩
い
た
道
」
の
中
の
一
節
を
、
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
に
と
ど
め
た
い
。

要
す
る
に
私
の
一
生
の
仕
事
は
か
の
ス
ピ
ノ
l
ザ
と
同
様
、
生
涯
眼
鏡
の
球
〈
レ
ン
ズ
〉
磨
工
な
の
で
あ
る
。
人
の
魂
を
磨
く
事

以
外
に
は
私
の
仕
事
は
な
い
。
さ
れ
ば
彼
と
同
様
「
永
遠
の
相
』
に
於
て
一
切
を
眺
め
て
い
る
か
ら
私
に
は
富
貴
功
名
は
浮
雲
の
如

く
超
然
と
し
て
諦
観
に
徹
し
、
小
さ
い
乍
ら
天
与
の
賜
物
を
活
か
し
て
た
と
え
一
握
の
人
々
の
為
に
も
全
力
を
投
球
し
て
奉
仕
し
、

今
日
も
明
日
も
い
そ
し
み
励
ん
で
命
の
限
り
健
康
の
許
す
限
り
斯
の
途
を
歩
い
て
行
く
積
り
で
居
る
。

佐
川
教
授

後
程
紹
介
す
る
よ
う
に
、
文
学
部
開
設
時
の
ス
タ
ッ
フ
に
は
、
佐
川
春
水
先
生
の
御
名
前
が
あ
る
。
松
江
の
方
で
あ

の
こ
と

る
。
研
究
社
刊
の
『
日
本
の
英
学
百
年
』
別
巻
(
一
八

O
頁
)
に
よ
る
と
、

「
大
正
九
年
日
進
英
語
学
校
を
創
設
。
昭

和
一
九
年
ま
で
校
長
で
あ
っ
た
。

雑
誌
『
英
語
之
日
本
』

(
明
治
四
一

1

1
大
正
六
)
主
幹
。

昭
和
二

O
年
戦
災
を
受
け
て
松
江
に
帰

り
、
島
根
大
学
英
文
学
講
師
を
勤
め
、
雨
人
と
号
し
て
俳
壇
の
指
導
者
で
も
あ
っ
た
。
文
筆
に
す
ぐ
れ
、
誤
訳
指
摘
や
入
試
問
題
批
判
は

し
ば
し
ば
評
判
と
な
っ
た
。
」
と
あ
る
。
ま
た
問
書
昭
和
篇
(
四
四
六
頁
)
に
よ
る
と
、

「
佐
川
春
水
主
筆
の
『
日
進
英
語
』
が
日
進
英
語

学
校
か
ら
発
行
さ
れ
、
佐
川
が
頂
光
生
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
「
放
送
英
語
月
旦
」
を
書
き
、
当
時
の
ラ
ジ
オ
講
座
担
当
者
の
心
胆
を
寒

か
ら
し
め
た
」
と
あ
る
。
多
分
、
戦
前
・
戦
中
の
日
本
の
大
学
人
の
中
で
、
英
語
の
実
力
と
い
う
点
に
お
い
て
指
折
り
数
え
て
あ
げ
て
行

く
と
す
れ
ば
、
必
ず
や
先
生
の
お
名
前
が
浮
か
ん
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
、
筆
者
は
想
像
し
て
い
る
。
と
に
か
く
、
抜
群
に
英
語
の
で

き
る
方
で
あ
っ
た
。

そ
の
佐
川
先
生
に
わ
が
英
文
学
科
開
設
時
の
ス
タ
ッ
フ
の
一
人
と
し
て
名
前
を
連
ね
て
い
た
だ
く
の
に
、
随
分
と
無
理
な
お
願
い
を
し

た
。
結
局
、
先
生
に
は
実
際
に
は
教
壇
に
立
っ
て
い
た
だ
け
な
い
で
昭
和
田
十
三
年
に
病
残
さ
れ
た
が
、
学
科
創
設
に
参
画
し
た
一
人
と

し
て
は
、
英
文
学
科
の
開
設
に
お
け
る
先
生
の
ご
貢
献
を
、
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
小
文
を
草
し
て
、
感
謝
の
ま
こ
と

を
捧
げ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。



開
設
準
備
着
手

文
学
部
英
文
学
科
の
創
設
に
つ
い
て
も
、
短
大
の
場
合
と
同
様
、
田
辺
昌
美
氏
(
広
島
大
学
〉
の
強
力
な
後

か
ろ
認
可
決
定
ま
で

援
に
助
け
て
い
た
だ
い
た
。
重
ね
て
、
な
く
な
っ
た
先
生
に
衷
心
感
謝
の
ま
こ
と
を
捧
げ
た
い
。

当
時
に
つ
い
て
の
筆
者
の
記
憶
が
少
し
お
ぼ
ろ
に
な
っ
て
、
準
備
に
取
り
か
か
っ
た
時
期
が
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
の
だ
が
、
多
分
早
く
て

も
、
昭
和
四
十
年
度
が
始
ま
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
短
期
大
学
英
文
科
の
場
合
は
学
科
増
で
あ
っ
た
が
、
文
学
部
の

場
合
は
、
新
し
い
四
年
制
大
学
の
設
立
で
あ
る
か
ら
、
中
央
の
係
官
を
迎
え
て
の
現
地
審
査
も
行
わ
れ
、
状
況
は
短
大
の
場
合
に
比
べ

て
、
な
に
か
と
厳
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
英
文
科
の
教
員
と
し
て
も
っ
と
も
苦
労
し
た
の
は
、
図
書
の
購
入
と
そ
の
整
理
と
で
あ
っ
た
。
な
に
し
ろ
移
し
い
数
の
図
書一

を
選
択
し
、
購
入
し
、

乙
れ
を
現
地
審
査
の
日
ま
で
に
分
類
し
整
理
し
て
、
書
架
に
陳
列
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
時
、
英
文
学
科
関

係
の
図
書
と
し
て
、
お
よ
そ
何
冊
を
購
入
し
た
か
正
確
な
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
。

こ
の
時
の
当
大
学
設
置
認
可
申
請
書
に
は
、
文
学
部

全
体
で
初
年
度
の
図
書
一
万
冊
と
い
う
数
字
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、

乙
れ
を
国
文
、
英
文
、

一
般
教
養
で
ど
の
よ
う
に
分
け
た
か
は
、

は
っ
き
り
し
な
い
。
発
足
し
た
ば
か
り
の
短
大
英
文
科
の
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
小
田
助
教
授
、
直
野
講
師
(
い
ず
れ
も
当
時
)
と
筆
者
の
三

武田学園の現況と展望

人
で
こ
の
仕
事
に
あ
た
っ
た
が
、
夏
休
暇
の
大
半
を
こ
れ
に
割
い
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
審
査
の
日
に
間
に
合
い
に

く
い
と
思
え
た
の
で
、
入
学
し
て
き
た
ば
か
り
の
短
大
英
文
科
の
一
期
生
の
諸
君
に
、
損
繁
に
カ

l
ド
の
整
理
を
手
伝
っ
て
も
ら
っ
た
り

し
た
。
皆
で
力
を
合
わ
せ
、
陪
分
骨
を
折
っ
た
。
だ
か
ら
現
地
審
査
が
終
っ
て
、
視
察
官
の
批
評
も
お
だ
や
か
な
ト

l
ン
で
あ
っ
た
こ
と

を
聞
い
た
時
、
心
底
安
堵
し
、

そ
し
て
快
い
疲
労
を
感
じ
た
。

教
育
目
標
な
ら
び
に

新
設
学
科
の
教
育
目
標
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
短
大
英
文
科
の
場
合
と
同
様
、
学
長
先
生
の
建
学
の
精
神
を

331 

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

そ
の
中
心
に
据
え
て
考
慮
を
め
ぐ
ら
し
た
が
、
四
年
制
大
学
で
あ
る
か
ら
、
短
大
の
場
合
よ
り
も
ア
カ
デ
ミ

ズ
ム
の
色
合
い
の
よ
り
濃
い
目
標
と
な
る
の
は
、
当
然
の
乙
と
で
あ
っ
た
。
さ
き
に
述
べ
た
浅
地
教
授
は
学
科
開
設
の
辞
と
し
て
次
の
よ
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う
に
記
さ
れ
て
い
る
〈
開
設
年
度
の
入
学
案
内
参
照
〉
。

円
満
明
朗
な
る
人
間
形
成
の
た
め
全
分
野
に
亘
る
高
度
の
人
文
教
育
を
施
す
と
共
に
、
英
米
の
語
学
・
文
学
を
専
攻
す
る
こ

と
に
よ
り
西
欧
文
化
の
認
識
を
深
め
、
日
本
女
性
と
し
て
豊
か
な
る
知
性
、
気
品
あ
る
徳
性
、
優
雅
な
る
情
操
を
備
え
さ
せ
、

更
に
外
国
語
を
実
際
に
用
い
る
職
業
人
を
も
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
学
科
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
出
発
に
あ
た
っ
て
構
成
さ
れ
た
英
文
学
科
の
専
門
科
目
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、

や
や
盛

り
沢
山
で
あ
っ
た
。
乙
の
、
学
科
発
足
の
時
に
定
め
ら
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
の
司
書
・
司
書
教
諭
養
成
課
程
の

開
設
の
折
、
そ
の
他
の
機
会
に
、
多
少
の
変
更
が
加
え
ら
れ
な
が
ら
今
日
に
及
ん
で
い
る
が
、
前
述
し
た
根
本
の
教
育
目
標
は
、

一
貫
し

て
変
わ
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
大
筋
の
変
更
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
沿
っ
て
日
々
の
教
育
が
続
け
ら
れ
て
き
た
の
に
加
え
て
、

こ
れ
は
何
も
当
学
科
だ
け
の
専
売
特
許
で
は
な
く
、
最
近

は
他
大
学
に
お
い
て
も
珍
し
く
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
当
学
科
で
も
所
調
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
い
く
つ
か
開
設
さ
れ
て
い
る
。
乙

れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
普
通
の
講
義
で
学
生
が
と
か
く
陥
り
が
ち
な
受
け
身
の
消
極
的
な
姿
勢
か
ら
抜
け
出
し
て
、
積
極
的
に
学
聞
を

目
ざ
し
、
問
題
に
取
り
組
む
意
欲
を
養
わ
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
五
十
八
年
度
も
、
五
つ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
閲

か
れ
て
、
熱
心
な
学
問
研
究
活
動
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

教
授
陣
容

先
に
述
べ
た
浅
地
教
授
を
柱
に
し
て
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
、
文
学
部
の
英
文
学
科
が
発
足
し
た
時
以
来
の
教
授
陣
容

の
構
成
は
、
本
三
十
五
周
年
記
念
誌
の
巻
末
に
あ
る
名
簿
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、

そ
の
後
実
質
的
に
年
々
充
実
し
て
き

て
お
り
、
教
育
内
容
の
拡
充
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。

専
門
科
目
の
講
義

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
表
に
し
て
ま
と
め
得
る
よ
う
な
、
過
去
十
八
年
間
を
網
羅
す
る
正
確
な
リ
ス
ト
が
残
念
な

が
ら
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
昭
和
田
十
六
年
度
お
よ
び
昭
和
五
十
七
年
度
の
専
任
教
宮
の
講
義
演
習
に
つ

な
ら
び
に
演
習



い
て
、

一
人
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
代
表
的
な
一
科
目
の
内
容
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

わ
が
英
文
学
科
の
具
体
的
な

授
業
内
容
の
お
お
よ
そ
の
傾
向
は
、
十
分
と
は
い
え
ぬ
ま
で
も
大
略
紹
介
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

ァ
、
昭
和
四
十
六
年
度
(
広
島
文
教
通
信
七
・
八
号
所
載
の
文
学
部
講
義
題
目
摘
録
に
よ
る
。
)

武田学菌の現況と展望

浅 教

回 )11 地
宮

向雄 1

1 

宏、 二受回え
a 昇 名

研(
/英
局、 r-! 〆戸、

究4委学作英
文 思 授

作:x匂、- 学
想

業科
概

名目I 論 史
、-'

乙語英米 l乙後習六名業授 学を lまにをハ文学概 て説ア「

変ヰコ な適ツ

言学哲 ; 5 2 1 l ! 
現代詩 い 、行をは 見す直 る 確 キ

まに てそう。)指名英和文 りがにリ論

たふ 再度注意 の
が 、 と し コか」

構築れの 時間 当 、なそらな乙 ラ ら と
る 該か訳 そいのえいれ 学哲始い

さ乙研究。~乙時間 らを れ。現理もは にめわ
れと をで始 中 が現代 わ解の「 及をてず
たでイ促きのめ心 「 れすは私 ぷ 経ー「授
言、ギしあ新、 lζ 者i.，ま方lま る 、の 。て般哲 世

語象リ てがし諸暗中 進 の、 乙 そ 文
表 徴ス終つい め 文新いとう学概論

し ろ に な
をなアりす習にい 概学 いい主り

よ恩メ でべ題開発見 る 論人ろ股が」 を 終及
く考リあて が 」性聞でをちと 3象，1わび
なやカるのはし、 で あおでい る 、想史'-、 業
が暗隠旨 の 。英 、たい あがるいあう i乙 。ぺ

め 現代詩 文次発音上 つ
る育。てるほ

要点を Jレる的 を々の 。ちしい。か ，、後期一..J、シア いと
乙な 書板 iζ 場合も っかるしは

と認七十篇 指名 の
つし。かな 筆印え

で識 さ誤 あ結文しい 記さは度ば 由日

、の せしり必ず り局学
ルの幾分容内形相方仕あ ててに 、はをそ文 せネ古

ま 学生 、つ前 育、突れ学 るサ代
的のり。 口いの つ人きなの

所謂講義 スン 宗教がない の頭て時間 べ d閲性 詰りよ
知覚ろ詩 間作文 き め に う か か わ

い的 き五 lζ 時のる現代 lζ ららか容
をろな 違 lこな作 で 表 と 範

科学。 宗教改 教仏、 〔る粋純な言 いよいつ あ現、 l乙囲

能性可語 そりした ると人おが

l乙 | 訂進五英 。把間け広
革 キリ 、期前...J し 正め 文 そ 握 の る く

、を想像 して程 の のと根文学 て カス
深体 、行度暗 立い元 、 ン ト は

問 t個語 場う的の目 ト教ギ
題人(

文で点で活動意味襟が I を を リ
乙る言 点最練五 経概シ
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説
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厚

武

研(
究英
E米
)文

学
作
ロ
ロロ

子

(
英
文
学
講
読
〉

中

JJI 

平日

松

本

博

ィ
、
昭
和
五
十
七
年
度

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

三
年
次
生
対
象
。
短
縮
小
説
の
読
み
方
を
テ
!
?
と
し
て
、
そ
の
定
義
か
ら
始
め
て
、
形
態
・
歴
史
を
考
察

し
、
次
い
で
J
・
カ
l
カ
ッ
プ
の
〉
名
目
立
国
え
任
命

ω
F
D
2
ω
ぎ
々
を
テ
キ
ス
ト
に
用
い
て
収
録
さ
れ
た

六
編
の
作
品
を
精
読
し
、
内
容
を
討
議
さ
せ
、
短
編
小
説
の
鑑
賞
・
批
評
の
方
法
を
会
得
さ
せ
る
。

二
年
次
生
を
対
象
に
、
英
文
学
の
一
つ
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
児
童
文
学
を
取
り
上
げ
て
読
ん
で
い
る
。
作

品
は
C
・
S
-
ル
イ
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
基
づ
く
雄
大
な
構
想
の
フ
ァ

γ
タ
ジ

l
「
ナ
ル
ニ
ア
因
物

語
」
の
第
一
作
、
H
，

Z
E
S
L
E
巧
広

n
F
S品
忌
昂
巧
同
三
円

O
Z
で
あ
る
。
お
も
し
ろ
い
筋
や
童
話
ら

し
い
雰
囲
気
を
楽
し
む
と
共
に
、
平
易
で
美
し
い
文
体
に
注
意
さ
せ
、
背
景
と
な
る
思
想
を
解
説
し
、
関
連

し
た
聖
書
の
英
文
も
参
照
に
し
な
が
ら
読
ん
で
い
く
。

言
語
の
基
底
構
造
を
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
い
う
よ
う
に
「
文
」
に
置
き
、
英
語
の
統
語
法
を
把
握
す
る
目
的

で
、
吉
川
美
夫
・
道
夫
共
著
「
英
文
法

I
文
篇
」
〈
松
栢
社
)
と
、
ホ
ン
ピ

l
著
「
英
語
の
型
と
正
用
法
」

を
テ
キ
ス
ト
と
し
併
用
し
、
課
外
レ
ポ
ー
ト
に
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
の
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
英
文
法
」
「
カ
l

ム
英
文
法
|
|
原
理
と
実
践
」
、
ア
ニ
ア
ン
ズ
の
コ
品
等
英
文
法
|
|
統
語
論
」
、
吉
川
美
夫
著
「
英
文
法
詳

説
」
を
課
し
て
い
る
。

l庁 関

JJI 内 本

正

d支zえL 一 至

I、(英
英

/婦、
言

V 書科法
米 語

国 概学

史 、論J 

霊霊国の Sョi 量g Z 

習ー
す説 言語の五

式形世紀 るo ~研，コ内1ヨh 

か の
アり

歴史キ二
歴号著

世
回 「 界

顔し包F の
lで 諸

、r 回回・ マの 三Eきコ

すぐ おふ
ン五 語

のイ O O の
れ〉 分類

英語Tのこ E，司互n l a 

ギリ 年間

スの 百

社会史 ギイリ
語

霊在のど 者iE F き

の

本質ス

ロン 社会
百

よつ 〆プ旬、
グP の 語

マン 発展 社会
i乙リ
あン ズを
るト

のシリ 概観す
言

べ使 語

プきl~ 、用』ノ
の

l る
構造

を を ズ。

さ 読 の授業
ぐみ 等
る Tよ 冊は l乙
Offi 諸 -っ

り 読 L、
、 て
タト 演 概
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よ要

るの 3 うな l のい
。ほ ま、講 l乙傾 ナ釈実際 て
か え

を育成 ざ 文じ
音唱E 寺。， z 

跡向 l法
IC、2四. ま法 づ・

期I S g 恒常

し 発語場の 語、将来 、=ヨ てけ 色特 英文の

量究英文書社 、 源 の

s. 句
速 en いを学演

か をラ -延dyb云 く、」習
E 白 つ面扱テ

町HFHM D ロ3 1 -期通 ロロ・a
乙で

吟味す 対処iこ う。 文解ン
と き 〆英文ー、

し ロ叩ー l乙る

を
よ だ 〉

て課、 辺出宮
るす 読

使
せ りけ英

乙る に t金
、個宝

ぎ とに|備
ヲコ

伝々社
題 c を際 え て 。星

統の、
堂

書十冊図 g 5 . 
指回し る へ作

同て。
説 七

の家
を すの 英文 目-
語 の 五

を作の ロロロヨ
学な 教材適応! 科の

百 O 育品
本ミf 語 円

てと

そ り びら l は性を 学生
の

たい 速関
れ 徴特
ぞ国 i乙~与が 。さ

在つ F 、話ロ8 

文学 邑臼ロ える乙 対象
を

せて I 研

の な ~す~ 扱取
両

d切百 のと
の

て 面 で る つ。

読書 〈研 プも"注 1 5F2 でき l 

、 。

特 英 l
噂 l
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教
員
の
海

外
研
修

こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
本
学
で
は
ま
だ
一
定
の
制
度
が
定
め
ら
れ
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
が
、
学
科
の
創
設
以
来
、

今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
次
の
三
名
の
も
の
が
短
期
お
よ
び
長
期
の
海
外
研
修
に
出
か
け
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
な
成
果
を
お
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さ
め
て
帰
国
し
た
。
留
学
先
お
よ
び
研
究
テ

l
マ
を
列
記
し
て
、
記
録
に
と
ど
め
て
お
く
。

中 松
教員名

JII 本 JII 
f問、

厚 博
研修時

武 之 」ヨ回色. 

教 議
助教授

の

、職名../ 
授、../ 師

ジ英 ッ英国 英
〉国ジ 国、回/

〆-、 〆向、
ロ オ オ
ン 'y フ

研ド ク 〉〆
ン ス ダ

大学
フ

、

オ ア
.:t. ン

修ーー ド マ
ノ、E

学大
ク

シ て7'

ア 先イ ト
ン

カ
Lノ カ
ツ lノ

至自至自至自 研
五五五五十四十四
十十十十

修
三二二一四四

七年年七年八年年十年七 期

月月月八月.一月
間

月

十九 世中 と外国

世紀英

英 実際語

語 と
主

頭韻詩
し

国 て 要

説
の 研~ 

の 英
の 語 語 ア

研究
葉 の

研究 育教
て7

の
理
E高田A、

研
究
業
靖

英
文
学
科
に
所
属
す
る
各
教
員
は
、

日
々
の
教
育
活
動
に
真
撃
に
取
り
組
む
一
方
、

そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
テ

l
マ
を
持

ち
、
そ
の
研
究
の
充
実
深
化
に
向
か
っ
て
日
夜
余
念
が
な
い
事
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
成
果
は
、
毎
年
一
回
発
刊

さ
れ
る
本
学
の
紀
要
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
各
自
の
所
属
す
る
各
種
学
会
や
研
究
会
等
に
お
け
る
、
数
多
く
の
口
頭
発
表
や
刊
行
論
文
と

な
っ
て
結
実
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
中
か
ら
単
行
本
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
の
み
を
昭
和
五
十
年
以
降
に
発
表
さ
れ
た
も
の

に
限
っ
て
、
発
表
の
順
序
で
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

竹 浅 著

田 内 地 訳

正 者・

忠 昇 ~ 
一

フキ

西洋盤中
イ ヤ

書
lサ

Fg g回4・o 四
Jレリ
ドン の ~町・ 田

想像カ=官 スマン

世
界

阻h伸~円。.吉a ' 
名

あ /ヘ学 r、スユ (出出
lま

三月和昭 昭社ニ
和オ 版版

ろ 手生 五ン
年社

十年、J サl ん
〉月名

社 3社 ピ

りマ

考東要化 能吐=百量f 今1:，、A 、ン

そス のら
のフ 理約

精妙イl の 論 六
比 と百

7ょ Jレ
較を 践実 年前 内

文ド
学の 視 をに

解の 文章 座 教
と えた 能楽

明 表 し
を現 て
試の

、

みイ

世西洋中
、大成者世てメ

お l
りジ 英阿

スマン、 志的を向

の 訳弥

社会
し一
Tこ フ清E 

の も i乙

フイl分祈す 発展
のよ n佳-子-

-っ

考察を
て

Jレる 書
ド乙 か
のと し れ

文章 lよ乙 Tこ た
大

、



古 関

jl¥ 本

向

雄 至

英独 説集選 現代ギ
ジの

?主比
設
語 シ
学 ア

短 イ
言扇 メ

f 面渓 ，七月〆'旬和昭、、3同司?
---、、

和昭
和

五* 五1< n 

三十七
十 ート
五 七四

、月、ー年./弘1'..l. 3ネ土 、月、ー年，ノ

しの代時対比 話同 訳たー
分折L-神の

た特徴 のゲじ でち九
の の 三 ~、

容内 追をせし発展 Jレ せな O
のある 魅カ的と両いめの 7 らか l

な言、つあン れか四
つ語音韻 っと語 てら O 乙の
ての 、を派

いる 十三年代
と裏

い類似牲と 論、 如 、に
カ{I乙

る 実 そ 属 。人を 論「
形態 iζ れし

喜罰十九 心中

証人
描 ぞ な さ間

相言者、き出 れが iζ れの

異性な のら
活

ていt実存i 文章 Tしこ民族互i乙
擢
し

ど論もの異 のた

短編 現代ギ
'9l 

実伊j各 。 る 生き面古道
説リiζi乙代を る

却わ 辿 がシ 邑E

し Tこ世中とつ 、ア

つり して
本原か 代表のつ 、、なさ の

克明英独近・ がら た 精綴

i乙両現代 、英独
ら 的
のな な

叙言 互両
直接 作家 構造述語とに言

最
後
に
挙
げ
た
故
古
川
教
授
の
論
考
は
、
教
授
の
未
出
版
の
原
稿
を
、
原
稿
の
整
理
、
校
訂
や
補
整
の
仕
事
の
上
で
多
く
の
困
難
に
出

会
い
な
が
ら
、
関
本
教
授
を
中
心
と
す
る
英
文
学
科
の
全
員
の
協
力
で
、
出
版
に
乙
ぎ
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
朝
日
新
聞
と
中
国

新
聞
の
両
紙
が
、
大
き
く
紙
面
を
割
い
て
こ
の
事
業
を
一
般
に
紹
介
し
て
く
れ
た
。
な
お
、
以
上
各
書
の
内
容
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
著

武田学園の現況と展望

者
自
身
か
ら
筆
者
に
手
渡
さ
れ
た
メ
モ
の
内
容
、
ま
た
は
「
広
島
文
教
通
信
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
号
に
載
せ
ら
れ
た
各
著
書
の
紹
介
記
事
の

文
章
に
依
拠
し
た
。

以
上
は
す
べ
て
単
著
で
あ
る
が
、

乙
の
他
に
本
学
教
官
と
他
大
学
の
研
究
者
と
の
共
著
に
な
る
二
つ
の
訳
書
が
、
最
近
相
次
い
で
出
版

の
運
び
に
い
た
っ
た
。
共
に
本
邦
初
訳
で
あ
る
。
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吉松中 志 訳

井本川 鷹
者

浩博厚 道

郎司之武 明 名

ハ無 (溶 (原
-7 デか 原
イ商 イれ 作著
ケ ケた

〉者名書名
ン旅 ン男
ズ ズ
〉人 、ーノ

〆ヘ
/詰篠 昭あ

出

和崎 和 fa' 

長百版社

五五
十ーむ ろ

十E主T書旅
年 ん
三社
月

名

二氏ト〈広大学〉島濁浅信

ハ安篠(藤 共

女田回南女甲本 訳

主君昭主主主隆震
者

他之
名三氏

た@広大学英島

備
国

説

研y会句史u， 

の
名
で 考
刊
行
さ
れ

ま
た
関
本
教
授
の
古
稀
の
御
祝
い
を
記
念
し
て
の
論
文
集
が
、
今
年
〈
昭
和
五
十
八
年
〉
の
五
月
に
、
渓
水
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
題

し
て
『
言
語
学
論
叢
』
と
い
う
。
本
学
英
文
学
科
関
係
の
執
筆
者
は
、
小
田
忠
、
松
本
博
之
、
村
上
勝
也
の
諸
氏
で
あ
る
。
な
お
、
乙
れ

は
新
著
で
は
な
い
が
、
竹
内
正
三
教
授
著
の
「
暗
黒
時
代
の
精
神
史
」
(
吉
川
弘
文
館
発
行
)
の
再
版
が
、
昭
和
五
十
三
年
の
四
月
に
出

て
い
る
乙
と
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。
乙
れ
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
起
源
と
根
幹
を
、
精
神
史
と
し
て
究
明
し
た
論
考
で
あ
る
。

英
文
学
会

か
ね
て
長
い
間
懸
案
と
な
っ
て
い
た
標
記
学
会
が
、
文
学
部
お
よ
び
短
期
大
学
部
英
文
学
科
の
卒
業
生
、
在
学
生
、
教

員
を
そ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
に
、
発
会
の
運
び
と
な
っ
た
。
早
く
も
十
一
月
に
は
、

会
誌

E
-
Z
B
の
創
刊
号
が
発
刊
さ
れ
る
段
取
り
と
な
り
、
十
一
月
十
四
日
〈
日
曜
日
〉
に
、
創
立
総
会
を
兼
ね
た
第
一
回
の
年
次
大
会

が
、
本
学
の
大
講
義
室
で
開
催
さ
れ
た
。
大
会
当
日
は
、
関
本
教
授
の
「
乙
と
わ
ざ
と
修
辞
」
と
題
す
る
特
別
講
演
と
、
文
学
部
三
年
次

生
の
大
津
美
文
さ
ん
の
英
国
研
修
の
旅
の
報
告
、

そ
の
他
の
行
事
が
行
わ
れ
、
第
一
回
の
大
会
と
し
て
は
ま
ず
ま
ず
の
首
尾
で
も
っ
て
、

成
功
裡
に
終
っ
た
の
は
、
う
れ
し
い
限
り
で
あ
る
。

今
後
の
展
望

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
わ
が
大
学
の
英
文
学
科
が
発
足
し
て
今
年
で
十
七
年
有
余
を
経
過
し
た
が
、

そ
の
問
、

地
の
利
・
そ
の
他
の
条
件
に
恵
ま
れ
な
い
た
め
か
、
当
学
科
で
英
語
英
文
学
を
学
ぼ
う
と
志
す
受
験
生
の
数
は
、
例



年
必
ず
し
も
押
す
な
押
す
な
の
盛
況
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
そ
の
多
す
ぎ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
数
の
受
験
生
に
対
し
て
も
、
決
し

て
無
原
則
に
は
合
格
の
門
を
聞
く
乙
と
な
く
、
開
設
以
来
一
貫
し
て
、

一
定
以
上
の
学
力
保
持
者
の
み
に
、
入
学
の
門
を
聞
い
て
き
た
。

こ
れ
は
ま
こ
と
に
苦
し
い
自
己
規
制
で
あ
る
が
、

乙
の
方
針
を
永
年
頑
固
に
固
守
し
な
が
ら
、
今
日
に
至
っ
た
。
そ
し
て
前
述
し
た
教
育

目
標
の
も
と
、

庁
手
づ
く
り
の
教
育
H

と
い
う
形
容
が
ふ
さ
わ
し
い
教
育
指
導
を
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

乙
の
努
力
が
、
社
会
一
般
に

広
く
評
価
を
得
た
の
か
、

乙
乙
数
年
、
受
験
者
の
数
も
次
第
に
増
勢
に
転
じ
て
き
た
の
で
、
従
来
行
っ
て
き
た
二
次
募
集
を
、
今
年
度
か

ら
廃
止
し
て
み
た
。
つ
ま
り
、
昭
和
五
十
八
年
春
の
入
学
試
験
は
、
従
来
の
二
回
か
ら
こ
れ
を
一
回
に
減
じ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
定

員
三
十
名
に
対
し
て
三
十
七
名
の
入
学
者
を
、
新
一
年
次
生
と
し
て
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

嬉
し
い
時
に
は
嬉
し
い
事
が
重
な
る
も
の
で
、
か
の
忌
ま
わ
し
い
昭
和
四
十
九
年
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
以
来
、

い
さ
さ
か
低
迷
気
味
で

あ
っ
た
卒
業
生
の
就
職
状
況
も
、
今
年
(
昭
和
五
十
八
年
)
一
一
一
月
の
卒
業
生
に
つ
い
て
み
る
と
、
再
び
活
況
を
取
り
戻
し
て
、
三
月
十
六

日
現
在
で
、
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
越
え
る
就
職
決
定
率
と
な
っ
て
い
る
。

総
じ
て
見
る
に
、
わ
が
英
文
学
科
の
将
来
に
も
明
る
い
希
望
の
灯
が
見
え
て
い
る
と
い
う
確
信
の
中
で
、

乙
の
稿
を
し
た
た
め
る
こ
と

武田学菌の現況と展望

が
で
き
る
の
は
、
開
設
当
初
か
ら
本
学
科
に
籍
を
置
い
て
き
た
者
と
し
て
、
ま
乙
と
に
喜
ば
し
い
。

以
上
、
広
島
文
教
女
子
大
学
英
文
学
科
の
現
況
と
展
望
の
題
の
も
と
に
、
文
学
部
英
文
学
科
の
十
七
年
有
余
の
歩
み
を
ふ
り
か
え
っ
て

み
た
。
記
述
は
極
力
正
確
を
期
し
た
が
、
頼
り
と
し
た
記
憶
も
、

い
か
に
も
遠
い
昔
の
乙
と
で
あ
る
た
め
に
、
時
に
お
ぼ
ろ
で
あ
り
、
集

め
た
資
料
も
極
め
て
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
れ
は
後
の
短
期
大
学
部
英
文
学
科
の
所
の
記
述
に
つ
い
て
も
閉
じ
乙
と
が
い
え
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る
が
、
上
来
述
べ
て
き
た
乙
と
の
中
に
、
後
の
歴
史
家
を
迷
わ
せ
る
記
述
が
あ
る
い
は
あ
る
や
も
し
れ
ぬ
乙
と
を
大
い
に
恐
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
蘭
し
、
大
方
の
ど
叱
正
と
ど
教
一
示
と
が
い
た
だ
け
る
な
ら
ば
、
ま
ζ

と
に
幸
せ
で
あ
る
。

〈
文
責
・
小
川

予足
立L
、、../
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初
等
教
育
学
科

初
等
教
育
学
科
(
四
年
課
程
)
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
八
日
、
第
一
期
生
四
十
六
人
の
入
学
に
よ
り
第
一
歩
を
踏
み
し
め
た
。
文
学

部
に
こ
の
学
科
が
開
設
さ
れ
た
乙
と
に
よ
り
、
国
文
学
科
と
英
文
学
科
に
よ
る
文
学
研
究
と
、
小
学
校
の
女
教
師
養
成
を
め
ざ
す
初
等
教

育
学
科
の
教
育
科
学
研
究
の
総
合
的
機
能
を
持
つ
に
至
っ
た
。
多
年
の
念
顕
で
あ
っ
た
「
文
」
と
「
教
」
を
兼
ね
そ
な
え
て
、
広
島
文
教

女
子
大
学
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
大
学
と
な
る
乙
と
が
で
き
た
。

設
置
計
画
と
初
年

初
等
教
育
学
科
設
置
の
計
画
は
、
武
田
ミ
キ
学
長
の
胸
中
で
は
随
分
早
い
時
期
か
ら
構
想
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

度
の
学
生
募
集

あ
る
が
、

中
島
校
舎
の
移
転
に
始
ま
る
諸
般
の
事
情
か
ら
、

実
際
に
設
置
計
画
書
を
文
部
省
に
提
出
し
た
の

は
、
昭
和
五
十
五
年
初
夏
の
頃
で
あ
っ
た
。
大
学
の
学
科
新
設
の
最
大
の
難
関
で
あ
る
文
部
省
大
学
設
置
審
議
会
に
よ
る
担
当
教
員
の
資

格
審
査
の
結
果
か
ら
、

設
置
認
可
の
お
よ
そ
の
見
通
し
が
立
っ
た
の
は
、

昭
和
五
十
五
年
の
十
二
月
も
残
り
少
な
く
な
っ
た
頃
で
あ
っ

た。
過
去
の
例
に
よ
れ
ば
、
文
部
省
か
ら
設
置
の
認
可
書
が
交
付
さ
れ
る
の
は
、

一
月
末
か
二
月
上
旬
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
頃
に
は
大

部
分
の
私
立
大
学
で
は
す
で
に
入
学
試
験
が
終
了
し
て
い
る
の
で
、
認
可
を
受
け
た
後
に
学
生
募
集
を
始
め
て
い
て
は
、
私
た
ち
が
期
待

す
る
よ
う
な
学
生
を
集
め
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
乙
で
初
等
教
育
学
科
に
入
学
を
希
望
す
る
志
願
者
に
は
願
書
に
そ
の
旨
を

記
入
さ
せ
、
形
式
的
に
は
一
応
国
文
学
科
ま
た
は
英
文
学
科
の
志
願
者
と
し
て
入
学
願
書
を
提
出
さ
せ
、
設
置
認
可
書
が
交
付
さ
れ
次

第
、
初
等
教
育
学
科
の
志
願
者
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
万
一
認
可
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
合
格
者
は
国
文
学
科
ま
た
は
英
文



学
科
に
入
学
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
、
昭
和
五
十
六
年
一
月
に
入
る
や
否
や
、
直
ち
に
各
高
等
学
校
へ
の
広
報
活
動
を
開
始
し
た
。

し
か
し
私
た
ち
は
、

こ
の
時
点
で
は
「
設
置
の
認
可
は
ま
だ
受
け
て
い
ま
せ
ん
が
、

認
可
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ

ん
。
」
と
の
歯
切
れ
の
悪
い
説
明
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
学
長
を
は
じ
め
と
し
て
直
接
の
関
係
者
は
、

設
置
が
認
可
さ
れ
る
こ
と
に
確
信

を
持
っ
て
い
た
が
、
高
等
学
校
側
の
反
応
は
設
置
認
可
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
十
分
に
信
頼
し
て
い
る
と
は
受
け
と
れ
な
か
っ
た
。
従

っ
て
、
私
た
ち
に
と
っ
て
の
最
大
の
心
配
は
、
果
た
し
て
定
員
を
充
足
で
き
る
だ
け
の
十
分
な
志
願
者
が
集
ま
る
か
ど
う
か
、
ま
た
、
質

の
上
で
私
た
ち
が
期
待
し
て
い
る
学
力
を
持
っ
た
学
生
の
み
で
定
員
を
充
足
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。

第
一
次
募
集
の
入
学
願
書
を
一
月
三
十
一
日
に
締
め
切
っ
た
と
き
、
定
員
四
十
人
に
対
し
て
志
願
者
は
二
百
二
十
六
人
、
ま
た
出
身
高

等
学
校
の
調
査
書
に
つ
い
て
、
私
た
ち
が
一
応
の
基
準
と
考
え
て
い
た
学
力
の
者
が
、
志
願
者
の
半
数
に
達
し
て
い
る
の
を
見
て
、
私
た

ち
は
ひ
そ
か
に
胸
を
な
で
お
ろ
し
た
。
二
月
八
、
九
日
に
実
施
し
た
第
一
次
入
学
試
験
の
合
格
者
の
状
態
か
ら
、
期
待
し
て
い
た
学
力
の

者
だ
け
で
定
員
充
足
の
見
通
し
は
立
っ
て
い
た
が
、
第
二
次
募
集
で
も
七
十
五
人
の
志
願
者
が
あ
り
、
少
数
の
合
格
者
を
発
表
し
た
。

な
お
、
昭
和
五
十
八
年
度
は
第
二
次
募
集
を
廃
止
し
た
が
、
応
募
者
四
百
九
十
七
名
と
な
り
、
短
時
日
の
う
ち
に
質
量
と
も
安
定
し
て

武田学園の現況と展望

き
て
い
る
。

教
育
目
標

初
等
教
育
学
科
は
、
国
文
学
科
、
英
文
学
科
と
並
ん
で
文
学
部
の
中
に
置
か
れ
た
一
学
科
で
あ
り
、
児
童
期
の
望
ま
し

い
人
間
形
成
の
た
め
の
教
育
の
方
法
を
学
問
的
に
探
究
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
教
育

学
、
心
理
学
、
児
童
学
の
三
つ
を
教
育
課
程
の
柱
と
し
て
構
想
し
、
そ
の
他
に
、
小
学
校
教
諭
一
級
普
通
免
許
を
取
得
す
る
た
め
の
授
業

科
目
を
開
設
す
る
よ
う
な
設
置
計
画
書
を
文
部
省
に
提
出
し
て
認
可
さ
れ
た
。
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初
等
教
育
学
科
の
教
育
方
針
と
具
体
的
な
教
育
計
画
、

一
年
前
の

そ
れ
に
必
要
な
施
設
・
設
備
の
充
実
計
画
は
、
開
設
に
先
立
っ
て
、

昭
和
五
十
五
年
四
月
か
ら
検
討
を
始
め
た
。
児
童
期
の
人
間
形
成
に
直
接
か
か
わ
り
を
持
つ
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
児
童
の
家
庭
と
学
校
と
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地
境
社
会
で
あ
る
が
、
初
等
教
育
学
科
で
は
、
そ
む
・
甲
で
も
特
に
小
学
校
教
育
と
家
庭
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
関
心
を
高
め
、
指
導

カ
の
向
上
を
は
か
る
こ
と
に
よ
り
、
実
践
的
能
力
の
す
ぐ
れ
た
小
学
校
の
女
教
師
を
育
成
す
る
こ
と
の
で
き
る
教
育
組
織
と
教
育
施
設
の

整
備
を
は
か
っ
た
。
初
等
教
育
学
科
は
文
学
部
の
中
の
一
学
科
で
あ
り
教
育
学
部
で
は
な
い
の
で
、

「
小
学
校
教
員
養
成
課
程
」
の
看
板

を
掲
げ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

一
般
の
教
育
学
部
以
上
に
木
自
の
細
か
い
行
き
届
い
た
教
育
を
す
る
乙
と
に
よ
り
実
質
的
に
は

小
学
校
の
す
ぐ
れ
た
女
教
師
を
養
成
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。

教
育
上
の
特
色

初
等
教
育
学
科
の
教
育
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
学
生
の
教
育
に
あ
た
り
、
特
に
重
視
し
て
い
る
点
と
、

そ
の

た
め
の
教
育
上
の
方
策
並
び
に
特
色
の
主
な
も
の
を
次
に
掲
げ
る
。

① 

小
学
校
教
育
へ
の
使
命
感
を
持
っ
た
謙
虚
で
彊
雅
な
、
人
間
味
あ
ふ
れ
る
女
性
の
育
成

初
等
教
育
学
科
が
志
向
し
て
い
る
「
人
間
味
あ
ふ
れ
る
女
性
」
は
、
ま
ず
自
分
が
指
導
す
る
す
べ
て
の
子
ど
も
を
等
し
く
愛
す
る
乙
と

が
で
き
、
子
ど
も
の
父
母
や
家
族
に
信
頼
さ
れ
、
同
僚
や
先
輩
に
真
に
愛
さ
れ
る
女
性
で
あ
る
。
建
学
の
精
神
と
し
て
、

日
本
女
性
古
来

の
伝
統
美
と
現
代
的
知
性
の
調
和
を
目
指
し
た
私
た
ち
の
学
園
乙
そ
は
、

こ
の
よ
う
な
女
性
の
育
成
の
た
め
の
最
適
の
環
境
で
あ
る
こ
と

を
確
信
し
て
い
る
。

② 

専
門
的
学
識
の
充
実
と
広
い
視
野
を
持
つ
総
合
的
な
能
力
の
育
成

付
準
必
修
科
目
に
よ
る
小
学
校
教
師
と
し
て
必
要
な
専
門
的
学
識
の
充
実

小
学
校
教
諭
一
級
普
通
免
許
状
を
取
得
す
る
た
め
に
は
、
卒
業
必
修
単
位
の
他
に
小
学
校
各
教
科
の
教
材
研
究
十
六
単
位
、
教
科
専
門

科
目
十
二
単
位
、
教
育
実
習
四
単
位
計
三
十
二
単
位
を
履
修
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
本
学
で
は
小
学
校
教
師
と
し
て
の
専
門
的
学
識

の
充
実
を
は
か
る
た
め
に
、

乙
の
他
に
さ
ら
に
十
二
単
位
を
加
え
て
、
合
計
四
十
四
単
位
を
準
必
修
科
目
と
し
て
全
員
に
履
修
さ
せ
る
こ

と
に
し
た
。
初
等
教
育
学
科
の
研
究
の
基
盤
で
あ
る
教
育
学
、
心
理
学
お
よ
び
児
童
学
の
他
に
、
準
必
修
科
目
を
含
め
て
百
七
十
四
単
位



以
上
を
履
修
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
学
校
教
師
と
し
て
必
要
な
基
礎
的
学
識
の
充
実
を
は
か
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

。
専
修
コ

l
ス
に
よ
る
個
別
指
導
の
徹
底
と
研
究
能
力
の
育
成

小
学
校
教
師
は
全
教
科
担
任
を
原
則
と
し
て
い
る
の
で
、
道
徳
、
特
別
活
動
お
よ
び
国
語
、
社
会
、
算
数
な
ど
八
教
科
の
す
べ
て
に
わ

た
っ
て
の
指
導
能
力
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
上
に
八
教
科
の
中
の
い
ず
れ
か
一
教
科
に
つ
い
て
は
特
に
深
く
研
修
し
て
、
教
育
現
場
で

の
研
究
推
進
者
と
し
て
の
役
割
り
を
果
た
す
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
初
等
教
育
学
科
に
お
い
て
は
、
次
の
九
専
修
コ

ー
ス
を
設
け
、
二
年
次
か
ら
い
ず
れ
か
の
専
修
コ

l
ス
に
所
属
さ
せ
る
。

一
専
修
コ

l
ス
の
学
生
数
は
、
六
な
い
し
八
人
程
度
で
あ
る
。

な
お
、

こ
れ
ら
の
各
コ

l
ス
毎
の
演
習
室
が
、
教
科
教
育
学
を
担
当
し
て
い
る
教
授
ま
た
は
助
教
授
の
研
究
室
に
隣
接
し
て
設
け
ら
れ
て

い
る
の
で
、
学
生
は
所
属
す
る
教
科
に
つ
い
て
の
専
門
的
研
究
と
、

日
常
の
人
間
的
な
接
触
を
通
し
て
、
行
き
届
い
た
個
別
指
導
を
受
け

る
乙
と
が
で
き
る
。

1 

国
語
科
教
育

2 

社
会
科
教
育

3 

算
数
科
教
育

武田学園の現況と展望

4 

理
科
教
育

5 

音
楽
科
教
育

6 

図
画
工
作
科
教
育

7 

体
育
科
教
育

家
庭
科
教
育

8 

343 

9 

学
校
教
育
(
特
別
活
動
・
道
徳
等
の
教
育
内
容
と
指
導
法
)
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③ 

小
学
校
教
育
の
現
場
と
の
接
触
を
密
に
し
て
の
実
践
的
能
力
の
育
成

通
常
の
教
育
実
習
は
、
四
年
次
に
四
週
間
を
予
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
二
年
次
に
は
、
小
学
校
で
一
週
間
の
教
育
観
察
実

習
を
、
三
年
次
で
も
一
週
間
の
教
育
観
察
参
加
実
習
を
実
施
し
、
実
践
的
能
力
と
教
師
と
し
て
の
使
命
感
の
育
成
を
は
か
つ
て
い
る
。

(
文
責
・
入
江
隆
明
)




