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彙
　
　
　
報

○
春
季
学
会
旅
行
参
加
者
の
感
想
文
、
秋
季
公
開
講
座
出
席
者
の
感
想
文
、

秋
季
学
会
旅
行
参
加
者
の
感
想
文
な
ど
を
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
。

　
　
二
〇
一
四
年
度
国
文
学
会
行
事
（
後
期
）

○
秋
季
公
開
講
座
（
大
学
と
共
催
）

　
十
月
二
十
日
（
月
）
午
後
二
時
四
十
五
分
よ
り
於
Ｊ

420
教
室

　
講
題
　
本
文
の
崩
れ
ゆ
く
過
程
―
『
紹
巴
冨
士
見
道
記
』
―

　
講
師
　
大
阪
大
学
名
誉
教
授
　
島
津
忠
夫
先
生

講
義
に
出
席
し
た
学
生
さ
ん
の
う
ち
、
一
名
の
学
生
さ
ん
に
、
先
生
の

ご
講
義
を
う
か
が
っ
て
の
感
想
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

○
国
文
学
会
後
期
学
会
旅
行

十
一
月
十
六
日
（
日
）
に
、
後
期
の
国
文
学
会
旅
行
を
実
施
し
ま
し
た
。

今
回
は
、
学
会
委
員
の
学
生
さ
ん
た
ち
に
よ
る
自
主
企
画
で
、
学
科
主

任
の
先
生
と
、
運
営
委
員
の
先
生
方
と
、
八
名
の
学
生
さ
ん
が
参
加
し
、

鞍
馬
寺
や
由
岐
神
社
な
ど
、
京
都
の
鞍
馬
方
面
散
策
を
楽
し
み
ま
し
た
。

今
回
の
旅
行
に
参
加
し
た
学
生
さ
ん
二
名
か
ら
、
旅
行
記
を
寄
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　
　
　
奈
良
を
巡
っ
て
…

一
回
生
　
津
　
熊
　
　
　
薫

　
六
月
二
十
九
日
、
私
は
国
文
学
会
の
旅
行
で
奈
良
へ
行
き
ま
し
た
。
一
緒

に
旅
行
へ
行
っ
た
友
人
は
雨
女
ら
し
く
、
旅
行
に
行
く
随
分
前
か
ら
、
当
日

は
雨
に
な
る
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
で
す
が
、
当
日
は
と
て
も
良
い
お
天
気

に
恵
ま
れ
、
旅
行
日
和
に
な
り
ま
し
た
。
奈
良
で
、
文
学
や
歴
史
に
ま
つ
わ

る
色
々
な
場
所
を
巡
り
、
多
く
の
貴
重
な
も
の
を
見
て
、
印
象
に
残
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
の
感
想
を
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
春
日
大
社
神
苑
萬
葉
植
物
園
に
つ
い
て
で
す
。
萬
葉
植
物
園
に

は
、
万
葉
集
に
詠
ま
れ
た
植
物
が
た
く
さ
ん
植
栽
さ
れ
て
い
ま
す
。
植
物
園

に
入
り
、最
初
に
見
た
も
の
は
「
紫
草
」
と
い
う
植
物
で
、萬
葉
名
で
は
「
む

ら
さ
き
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
万
葉
集
に
詠
ま
れ
た
植
物
の
中

で
も
特
に
代
表
格
と
さ
れ
、
古
来
、
最
高
貴
な
方
々
の
位
を
表
す
衣
装
の
色

「
紫
色
」
は
、
こ
の
植
物
の
根
で
染
め
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
現
在
で
は
、

国
内
に
実
生
種
は
千
株
も
無
い
と
さ
れ
る
絶
滅
危
惧
植
物
で
す
。
小
さ
な
白

い
花
で
し
た
。
ち
な
み
に
、
私
た
ち
が
訪
れ
た
と
き
に
は
、
あ
じ
さ
い
が
時

期
だ
っ
た
ら
し
く
、
と
て
も
綺
麗
に
咲
い
て
い
ま
し
た
。
春
日
大
社
の
社
紋

で
あ
る
藤
の
花
も
見
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
時
期
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、

開
花
し
て
い
る
藤
は
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
見
た
い
植
物
が
あ

れ
ば
、
開
花
の
時
期
を
調
べ
て
か
ら
訪
れ
る
ほ
う
が
、
よ
り
一
層
楽
し
む
こ
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と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
萬
葉
植
物
園
に
は
、
植
物
以
外
に

も
た
く
さ
ん
の
魅
力
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
万
葉
集
に
詠
ま
れ

る
、
そ
の
植
物
の
代
表
的
な
万
葉
歌
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
添
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
す
。
歌
も
植
物
も
、ど
ち
ら
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ほ
か
に
も
、

萬
葉
植
物
園
の
中
央
に
は
池
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
池
中
央
の
御
神
域（
中

ノ
島
）
に
は
、
奈
良
指
定
文
化
財
の
「
臥
竜
の
イ
チ
イ
ガ
シ
」
と
呼
ば
れ
る

老
巨
樹
が
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
場
所
は
、
ほ
か
の
場
所
と
は
違
っ
た
空
気

が
流
れ
て
い
る
よ
う
な
、
神
聖
で
荘
厳
な
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
ま
し
た
。
ま

た
、
園
内
の
北
東
に
位
置
す
る
歌
泉
堂
に
は
、
学
問
、
特
に
火
災
除
け
の
神

様
と
し
て
、
柿
本
人
麻
呂
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
島
崎
藤
村
や
会
津
八
一
と

い
っ
た
、
有
名
な
歌
人
の
碑
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
で
す
の
で
、
万
葉
集
が
好

き
な
方
や
、文
学
に
携
わ
っ
て
い
る
方
に
お
す
す
め
の
場
所
だ
と
思
い
ま
す
。

　
萬
葉
植
物
園
を
出
た
私
た
ち
は
、春
日
大
社
の
宝
物
殿
へ
向
か
い
ま
し
た
。

中
で
も
印
象
に
残
っ
た
も
の
は
、
新
旧
の
「
だ
太
鼓
」
で
す
。
入
り
口
か
ら

見
て
手
前
に
複
製
さ
れ
た
新
し
い
太
鼓
、
奥
に
古
い
太
鼓
が
展
示
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
複
製
の
太
鼓
は
、
色
が
と
て
も
鮮
や
か
で
、
装
飾
品
な
ど
も
美
し

く
、
豪
華
絢
爛
と
い
っ
た
印
象
を
受
け
ま
し
た
。
古
い
太
鼓
は
、
色
の
落
ち

具
合
や
残
っ
て
い
る
跡
な
ど
か
ら
、長
い
歴
史
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
当
時
の
装
束
の
複
製
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
何
枚
も
布
を
重
ね

て
い
る
た
め
、
と
て
も
重
た
い
よ
う
で
す
。
そ
れ
を
、
当
時
の
高
貴
な
方
々

は
日
常
生
活
で
着
て
い
た
の
だ
と
思
う
と
…
…
、
現
在
か
ら
は
想
像
も
つ
き

ま
せ
ん
。
ほ
か
に
も
、藤
原
頼
通
が
寄
進
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
「
瑠
璃
灯
篭
」

を
見
ま
し
た
。
こ
の
灯
篭
は
瑠
璃
色
の
ビ
ー
ズ
が
美
し
く
、
中
に
火
が
燈
る

と
よ
り
一
層
美
し
い
も
の
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
当
時
に
、
色
の
付
い

た
ビ
ー
ズ
を
作
る
技
術
が
あ
っ
た
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
も
、
た
く

さ
ん
の
貴
重
な
展
示
品
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
昔
の
人
や
そ
の
生
活
に
思
い

を
馳
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
春
日
大
社
と
手
向
山
八
幡
宮
へ
の
参
拝
に
向
か
い
ま
し
た
。
春

日
大
社
で
は
、
お
み
く
じ
を
引
い
た
の
で
す
が
、
私
も
友
人
も
凶
で
し
た
。

軽
い
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
ま
ま
、
手
向
山
八
幡
宮
へ
の
参
拝
に
向
か
い
ま
し

た
。
手
向
山
八
幡
宮
に
は
「
菅
公
腰
掛
石
」
と
い
う
石
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

石
は
、
菅
原
道
真
が
、
「
こ
の
た
び
は
　
幣
も
取
り
あ
へ
ず
　
手
向
山
　
紅

葉
の
錦
　
神
の
ま
に
ま
に
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
だ
際
に
、
腰
を
掛
け
た
と
こ

ろ
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
傍
ら
に
は
そ
の
歌
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
こ
こ
で
御
朱
印
帳
を
買
わ
れ
た
先
輩
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
私
も

い
つ
か
、
御
朱
印
集
め
に
挑
戦
し
て
み
た
い
で
す
。

　
次
に
私
た
ち
は
東
大
寺
へ
向
か
い
ま
し
た
。
大
仏
殿
に
入
り
、
廬
舎
那
仏

坐
像
を
見
ま
し
た
。
本
当
に
大
き
く
て
、
そ
の
大
き
さ
に
は
圧
倒
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
大
仏
様
の
前
で
、
こ
の
日3

回
目
と
な
る
参
拝
を
し
て
、
大
仏

殿
の
中
を
め
ぐ
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
、
私
は
初
め
て
御
朱
印
が
書
か
れ
る
場
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面
に
遭
遇
し
ま
し
た
。
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
は
、
文
字
が
繋
が
り
す
ぎ

て
い
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
初
め
て
目
に
し
た
光

景
に
見
入
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
最
後
に
南
大
門
で
、
国
宝
で
あ
る
「
金
剛

力
士
立
像
　
阿
形
」
と
「
金
剛
力
士
立
像
　
吽
形
」
を
見
て
、
今
回
の
旅
行

は
終
了
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
日
は
、
文
学
に
所
縁
の
あ
る
多
く
の
場
所
を
め
ぐ
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
た
く
さ
ん
の
貴
重
な
体
験
が
で
き
、
国
文
学
科
の
学
生
と
し
て
こ
の

旅
行
に
参
加
し
て
よ
か
っ
た
で
す
。

　
　
　
春
の
学
会
旅
行
に
参
加
し
て

三
回
生
　
立
　
部
　
早
智
子

　
私
が
今
回
の
学
会
旅
行
に
参
加
す
る
こ
と
に
決
め
た
理
由
は
、
行
き
先
が

奈
良
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
行
程
の
中
に
春
日
大
社
が
含
ま
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
昔
か
ら
奈
良
が
好
き
で
あ
る
が
、
高
三
の
時
に

訪
れ
て
以
来
、
一
度
も
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
学
会
旅
行
の

日
を
と
て
も
楽
し
み
に
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
特
に
印
象
深
か
っ
た
猿
沢

池
と
春
日
大
社
に
つ
い
て
記
述
す
る
。

　
ま
ず
初
め
は
、
昼
食
後
に
訪
れ
た
猿
沢
池
で
あ
る
。
猿
沢
池
に
は
、
時
の

帝
の
寵
愛
が
衰
え
た
の
を
嘆
い
た
采
女
が
、
こ
の
池
に
身
を
投
げ
た
と
い
う

伝
説
が
あ
り
、
近
く
に
は
こ
の
采
女
を
祀
る
采
女
神
社
が
あ
る
。
こ
の
池
は

采
女
の
思
い
と
は
裏
腹
の
、
穏
や
か
な
水
面
を
し
て
い
た
の
で
、
采
女
が
こ

の
池
に
入
水
し
た
と
思
う
と
、
私
は
何
と
も
感
慨
深
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。

ま
た
、
帝
の
気
持
ち
の
変
化
一
つ
で
、
命
ま
で
左
右
さ
れ
て
し
ま
っ
た
采
女

の
人
生
と
は
、
な
ん
て
儚
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
思
っ
た
。

　
二
つ
目
は
、
次
に
訪
れ
た
春
日
大
社
で
あ
る
。
春
日
大
社
に
は
萬
葉
植
物

園
と
い
う
神
苑
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
『
万
葉
集
』
に
も
詠
ま
れ
た
、
希
少
植

物
の
「
ム
ラ
サ
キ
」
と
い
う
本
当
に
小
さ
な
草
花
が
咲
い
て
い
た
。
花
の
名

前
は
「
ム
ラ
サ
キ
」
で
あ
る
が
、
花
自
体
は
白
い
花
で
あ
る
。
古
来
か
ら
こ

の
草
花
の
根
は
紫
色
の
染
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
た
め
、
そ
こ
か
ら
「
ム

ラ
サ
キ
」
と
い
う
名
前
が
付
い
た
の
だ
と
思
う
。
『
万
葉
集
』
の
時
代
に
は

す
で
に
存
在
し
た
花
が
、
今
も
残
っ
て
い
る
と
思
う
と
、
小
さ
い
花
と
は
い

え
生
命
力
の
強
さ
を
感
じ
た
。

　
ま
た
、
春
日
大
社
に
は
宝
物
殿
が
あ
り
、
王
朝
ゆ
か
り
の
装
束
や
美
術
工

芸
品
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
雅
楽
で
用
い
ら
れ
る
と
い

う
「
大だ

だ

い

こ

太
鼓
」
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
あ
ま
り
に
も
大
き
く
て
立
派
な
太

鼓
で
あ
っ
た
た
め
、
最
初
に
見
た
と
き
私
は
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら

に
、
「
大
太
鼓
」
に
施
さ
れ
た
火
焔
の
彫
刻
の
鮮
や
か
な
色
遣
い
に
よ
っ
て
、

太
鼓
の
重
々
し
さ
が
一
層
際
立
た
さ
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
た
。

　
そ
し
て
、
春
日
大
社
の
本
殿
は
八
世
紀
に
創
建
さ
れ
、
藤
原
氏
の
氏
神
が

祀
ら
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る
。
私
は
こ
の
場
所
に
立
っ
た
時
、
少
し
背
筋
が
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ピ
ン
と
伸
び
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
境
内
に
は
何
頭
も
の
鹿
が

お
り
、
数
多
く
の
大
木
が
立
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
春
日
大
社
の
歴
史

の
長
さ
を
感
じ
さ
せ
る
、
厳
か
な
空
気
に
包
ま
れ
た
空
間
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
空
間
が
何
千
年
も
の
間
保
た
れ
て
い
る
の

も
、
人
間
が
こ
の
自
然
を
大
切
に
守
り
続
け
て
き
た
か
ら
だ
と
思
う
。

　
今
回
、
久
し
ぶ
り
に
奈
良
を
訪
れ
て
み
て
、
京
都
と
は
違
っ
た
空
気
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
で
は
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
、
手
向
山
八
幡
宮
や

東
大
寺
に
お
い
て
も
周
囲
に
自
然
が
広
が
り
、
な
お
か
つ
人
間
と
鹿
が
上
手

く
共
存
し
て
い
る
場
所
で
あ
っ
た
。
私
に
と
っ
て
こ
の
学
会
旅
行
は
、
自
然

と
鹿
と
人
間
の
関
わ
り
と
、
奈
良
の
歴
史
の
深
さ
を
再
確
認
す
る
良
い
機
会

と
な
っ
た
。

　
　
　
公
開
講
座
を
受
講
し
て

三
回
生
　
本
　
郷
　
由
香
理

　
今
回
の
島
津
忠
夫
先
生
に
よ
る
講
演
「
本
文
の
崩
れ
ゆ
く
過
程
―
『
紹
巴

冨
士
見
道
記
』
―
」で
は
、『
紹
巴
冨
士
見
道
記
』
の
様
々
な
写
本
を
比
較
し
て
、

本
文
の
崩
れ
ゆ
く
過
程
を
学
ん
だ
。
私
は
今
ま
で
写
本
の
間
違
い
と
い
う
も

の
を
あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
写
本
に
様
々
な
系
統
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ま
り
よ
く
わ
か
っ
て
い

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
講
座
の
内
容
は
大
変
興
味
深
く
、面
白
い
と
感
じ
た
。

　
写
本
を
比
較
し
て
み
る
と
、
ひ
と
つ
の
本
文
を
読
ん
で
い
る
だ
け
で
は
わ

か
ら
な
い
事
実
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
甲
子
庵
本
の
独
自
本

文
で
は
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
他
で
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ

る
。
「
海
蔵
門
に
む
か
へ
り
海
蔵
額
弘
法
大
師
御
筆
昔
は
社
辺
に
潮
堪
た
る

を
海
近
く
」
（
尾
張
〈
帰
路
〉
27
）
と
い
う
記
述
は
、
京
女
本
で
は
「
海
蔵

額
弘
法
大
師
御
筆
昔
は
社
辺
に
潮
堪
た
る
を
」
と
い
う
部
分
が
脱
落
し
て
し

ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、黒
川
本
以
下
が
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

京
女
本
以
下
を
見
て
も
こ
の
部
分
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
部
落
ち
た

本
文
を
見
て
い
て
も
正
し
い
本
文
は
わ
か
ら
な
い
し
、
正
し
い
解
釈
も
で
き

な
い
。
し
か
も
、
本
文
が
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
気
付
き
に

く
い
よ
う
に
思
う
。
そ
う
し
た
こ
と
に
気
付
く
た
め
に
も
、
写
本
を
見
比
べ

た
り
、
原
本
に
あ
た
っ
た
り
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
と
思
っ
た
。

　
京
女
本
か
ら
黒
川
本
・
多
和
本
・
滋
岡
本
へ
の
流
れ
で
は
、
「
杜
若
守
」

と
い
う
言
葉
が
「
杜
若
寺
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
京
女
本
で
は
「
守
」

で
あ
っ
た
が
、
黒
川
本
・
多
和
本
で
は
「
守
」
と
も
「
寺
」
と
も
読
め
る
形

に
な
り
、
滋
岡
本
・
類
従
本
で
は
明
瞭
に
「
寺
」
と
な
っ
た
。
元
々
は
人
を

指
し
て
い
た
言
葉
が
場
所
の
名
前
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に

元
々
は
人
を
指
し
て
い
た
は
ず
が
、
人
で
は
な
い
も
の
を
指
す
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
例
と
し
て
、「
黄
老
」と
い
う
言
葉
が
あ
る
。京
女
本
で
は
「
黄
老
」

で
、
人
名
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
黒
川
本
・
多
和
本
・
滋
岡
本
で
は
「
老
」
を
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「
花
」
と
誤
写
し
、
「
黄
花
」
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
黒
川
本
に
よ
り
、
岸
田
氏

は
「
菜
の
花
」
と
説
明
し
た
。
こ
の
よ
う
に
流
れ
の
中
で
、
言
葉
が
変
化
し

て
ま
っ
た
く
違
う
も
の
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。本
文
を
読
ん
で
い
て
、

意
味
が
わ
か
り
に
く
い
言
葉
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
誤
写
を
疑
っ
て
み
る
必

要
も
あ
る
の
だ
と
思
っ
た
。

　
誤
写
が
起
こ
る
の
は
、
人
の
手
に
よ
っ
て
写
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
当
然
だ
と
思
う
。
し
か
し
そ
れ
以
外
に
、
理
解
で
き
な
い
か
ら
勝
手
に

意
味
が
通
る
よ
う
に
変
え
て
し
ま
っ
た
、
ま
た
読
み
に
く
い
の
で
変
え
て
し

ま
っ
た
、
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
無
意
識
で
間
違
え
て
し
ま
っ
た

部
分
に
加
え
て
、意
識
的
に
変
え
ら
れ
た
部
分
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
写
本
と
原
本
の
異
な
る
部
分
は
相
当
数
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
た
。

　
よ
く
な
い
本
文
を
も
と
に
し
て
も
正
し
い
解
釈
は
で
き
ず
、
徒
労
に
終
わ

る
。
こ
れ
か
ら
、卒
業
論
文
を
書
く
た
め
に
研
究
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
そ
れ
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
研
究
対
象
と
な
る
本
文
を
正

し
く
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
回
本
文
の
崩
れ
ゆ
く
過
程
を
学
ん
だ
こ
と

で
、
写
本
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
の
で
は
な
く
、
写
本
を
見
比
べ
た
り
、
可
能

な
ら
原
本
に
あ
た
っ
た
り
す
る
べ
き
だ
と
わ
か
っ
た
。
本
来
あ
る
べ
き
形
の

本
文
で
研
究
し
て
、
正
し
い
解
釈
を
導
き
出
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
今
回
学

ん
だ
こ
と
を
忘
れ
ず
、
こ
れ
か
ら
生
か
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
　
　
鞍
馬
へ
の
学
会
旅
行

三
回
生
　
井
　
上
　
真
理
子

　
十
一
月
十
六
日
日
曜
日
の
学
会
旅
行
で
、
鞍
馬
へ
の
旅
に
行
っ
て
き
ま
し

た
。
十
一
月
中
旬
と
い
う
こ
と
で
、
予
想
通
り
人
も
多
く
、
特
に
出
町
柳
は

人
で
溢
れ
返
っ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
行
く
鞍
馬
で
ゆ
っ
く
り
紅
葉
狩
り
が
出

来
る
の
か
少
し
不
安
で
し
た
。

　
人
数
が
そ
ろ
っ
て
、
い
ざ
鞍
馬
へ
。
叡
山
電
鉄
の
改
札
を
抜
け
て
、
ち
ょ

う
ど
到
着
し
た
電
車
に
乗
り
込
み
ま
し
た
。
紅
葉
の
時
期
は
、
紅
葉
ス
ポ
ッ

ト
で
電
車
の
速
度
を
落
と
し
て
下
さ
る
ら
し
く
、
途
中
で
ゆ
っ
く
り
の
走
行

に
な
り
ま
し
た
。
車
内
は
隙
間
も
な
く
ギ
ュ
ウ
ギ
ュ
ウ
で
、
窓
の
外
も
見
る

こ
と
が
難
し
い
状
態
。
で
す
が
、
視
界
が
狭
い
な
が
ら
も
見
え
た
黄
色
、
橙

色
、
赤
色
に
、
鞍
馬
の
紅
葉
を
見
に
行
く
の
が
更
に
楽
し
み
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。

　
時
折
見
え
る
鮮
や
か
な
色
を
楽
し
ん
で
い
る
と
、
鞍
馬
駅
に
無
事
到
着
。

駅
を
出
る
と
、
大
き
な
天
狗
の
頭
が
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。
に
ぎ
や
か
な
駅

前
や
通
り
を
抜
け
、
鞍
馬
寺
の
あ
る
方
へ
向
か
い
ま
し
た
。
山
門
を
く
ぐ
る

と
、門
の
外
と
は
ま
た
違
っ
た
雰
囲
気
を
持
つ
空
間
が
そ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。

行
き
は
、
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
で
多
宝
塔
の
あ
る
場
所
ま
で
登
り
、
そ
こ
か
ら
は

歩
き
で
鞍
馬
寺
金
堂
を
目
指
し
て
、
ゆ
っ
く
り
登
っ
て
行
き
ま
し
た
。
黄
色
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や
橙
色
の
紅
葉
も
、
真
っ
赤
な
紅
葉
も
交
じ
っ
て
い
て
、
も
う
少
し
で
山
全

体
が
赤
く
染
ま
る
、
と
い
う
途
中
の
時
期
の
よ
う
で
し
た
。
紅
葉
と
聞
い
て

想
像
す
る
よ
う
な
、
鮮
や
か
な
紅
色
は
少
し
だ
っ
た
の
で
す
が
、
か
え
っ
て
、

自
然
の
綺
麗
な
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
見
る
こ
と
が
出
来
、
幸
運
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。

　
下
る
時
は
歩
き
で
、
登
り
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
場
所
の
紅
葉
も
楽
し
む

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
途
中
に
あ
る
由
岐
神
社
で
お
参
り
し
、
後
は
山
門
ま

で
ひ
た
す
ら
歩
き
ま
し
た
。
写
真
を
た
く
さ
ん
撮
ろ
う
と
思
い
持
っ
て
行
っ

た
デ
ジ
カ
メ
は
、
山
門
前
で
集
合
写
真
を
撮
る
時
に
や
っ
と
出
番
が
…
…
紅

葉
は
一
枚
し
か
撮
ら
ず
、
あ
と
は
目
に
焼
き
付
け
て
き
ま
し
た
。

　
山
門
を
出
た
の
は
、
お
昼
過
ぎ
。
そ
こ
か
ら
は
自
由
行
動
で
、
お
昼
ご
飯

を
食
べ
に
行
き
ま
し
た
。
歩
い
て
、
お
な
か
が
空
い
て
い
た
の
で
、
ご
は
ん

が
余
計
に
美
味
し
く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
（
も
ち
ろ
ん
、と
て
も
美
味
し
か
っ

た
で
す
。
）

　
帰
り
は
、
再
び
み
ん
な
で
電
車
に
乗
り
、
無
事
出
町
柳
に
帰
っ
て
き
ま
し

た
。

　
途
中
、
旅
に
は
付
き
物
の
ハ
プ
ニ
ン
グ
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
「
人
が
多

い
か
ら
」
と
心
配
し
て
い
た
迷
子
も
出
ず
、
い
い
時
間
が
過
ご
せ
た
の
で
は

な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
浦
田
さ
ん
と
一
緒
に
計
画
を
た
て
、
当
日
に
な
る

ま
で
不
安
だ
っ
た
の
で
す
が
、
私
達
も
先
生
方
や
学
生
の
み
な
さ
ん
と
一
緒

に
楽
し
む
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　
坂
本
先
生
、
峯
村
先
生
、
普
賢
先
生
、
そ
し
て
、
今
回
の
旅
に
参
加
し
て

下
さ
っ
た
学
生
の
み
な
さ
ん
、
貴
重
な
日
曜
日
に
お
付
き
合
い
下
さ
っ
て
、

有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　 

紅
葉
の
鞍
馬 

～
秋
の
学
会
旅
行
に
参
加
し
て
～

三
回
生
　
浦
　
田
　
亜
由
美

　
平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
六
日
、
学
会
旅
行
で
、
秋
の
鞍
馬
を
散
策
し
に

行
き
ま
し
た
。
こ
の
日
は
、
と
て
も
さ
わ
や
か
な
秋
晴
れ
で
し
た
。
紅
葉
も

始
ま
り
、
観
光
シ
ー
ズ
ン
と
い
う
こ
と
で
、
朝
、
出
町
柳
駅
で
参
加
者
の
集

合
を
待
つ
間
、
電
車
が
来
る
た
び
に
大
勢
の
人
が
行
き
交
い
ま
し
た
。
い
ざ

叡
山
電
車
に
乗
る
と
、
電
車
の
中
は
超
満
員
で
、
通
勤
・
通
学
の
電
車
に
乗
っ

て
い
る
か
の
よ
う
で
し
た
。
行
き
の
電
車
は
、
き
ら
ら
と
い
う
車
両
で
、
車

窓
が
大
き
く
、
外
の
景
色
を
楽
し
め
る
仕
様
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
途
中
に

あ
る
、
「
も
み
じ
の
ト
ン
ネ
ル
」
を
通
る
と
き
に
は
電
車
が
ゆ
っ
く
り
と
走

り
ま
し
た
。
濃
く
色
づ
い
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
ま
だ
青
い
も
の
、
染
ま

り
か
け
の
も
の
も
あ
り
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
き
れ
い
で
し
た
。

　
鞍
馬
駅
に
到
着
。
移
動
販
売
で
来
て
い
た
パ
ン
屋
、土
産
物
屋
の
お
菓
子
、

そ
れ
ら
を
食
べ
歩
い
て
い
る
人
々
を
横
目
に
見
な
が
ら
、
鞍
馬
山
入
口
の
仁

王
門
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。
仁
王
門
や
、
ま
た
、
仁
王
門
を
入
っ
て
か
ら
の
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階
段
を
見
上
げ
た
景
色
は
良
い
感
じ
で
し
た
。

　
鞍
馬
寺
金
堂
に
行
く
途
中
ま
で
は
、
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
を
利
用
し
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
こ
の
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
は
、
唯
一
、
寺
が
運
営
し
て
い
る
電
鉄
で
、

ま
た
、
来
年
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
明
け
か
ら
三
月
末
ま
で
全
面
改
修
を

す
る
の
で
、
運
休
す
る
の
だ
そ
う
で
す
。
発
車
す
る
と
き
に
揺
れ
る
と
ア
ナ

ウ
ン
ス
さ
れ
ま
し
た
が
、
予
想
以
上
に
ガ
ク
ッ
と
揺
れ
ま
し
た
。

　
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
を
降
り
、
降
り
た
す
ぐ
の
多
宝
塔
を
少
し
見
て
、
灯
篭
が

立
ち
並
ぶ
、
整
備
さ
れ
た
山
の
道
を
進
み
ま
し
た
。
山
の
マ
イ
ナ
ス
イ
オ
ン

を
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
金
堂
ま
で
の
最
後
の
階
段
を
見
上
げ
た
景
色
、

ま
た
、
高
い
と
こ
ろ
か
ら
見
下
ろ
す
景
色
は
、
ど
ち
ら
も
き
れ
い
で
し
た
。

手
水
舎
と
、
そ
の
上
に
あ
っ
た
濃
い
赤
の
も
み
じ
の
組
み
合
わ
せ
も
印
象
的

で
し
た
。
そ
の
近
く
に
あ
っ
た
法
輪
堂
の
中
は
、
人
が
少
な
く
、
外
と
は
少

し
違
っ
た
雰
囲
気
で
、
静
か
で
し
た
。

　
金
堂
に
つ
く
と
、
人
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。
中
央
に
あ
る
小
さ
な
三
角
形

の
中
に
入
る
（
そ
の
上
に
立
つ
）
と
パ
ワ
ー
を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ

そ
う
で
、
そ
の
た
め
の
順
番
待
ち
の
列
で
し
た
。
三
角
形
の
上
で
、
拝
ん
で

い
る
人
も
い
た
り
、
両
手
を
広
げ
て
パ
ワ
ー
を
受
け
る
よ
う
な
格
好
を
す
る

人
も
い
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
で
し
た
。
私
た
ち
は
、
こ
こ
で
自
由
時
間
を
と
り
、

参
拝
し
た
り
、
御
朱
印
を
も
ら
う
人
は
も
ら
っ
た
り
、
景
色
を
眺
め
た
り
し

ま
し
た
。
ほ
か
の
観
光
客
に
は
、
お
昼
ご
飯
を
食
べ
て
い
る
人
も
い
ま
し
た
。

　
下
山
に
は
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
を
使
わ
ず
、
結
構
急
な
坂
道
を
下
っ
て
行
き
ま

し
た
。
途
中
に
あ
る
由
岐
神
社
に
も
参
拝
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
仁
王
門
に

戻
っ
て
き
て
記
念
撮
影
。
そ
こ
で
お
昼
休
憩
と
な
り
ま
し
た
。
思
い
思
い
の

品
（
パ
ン
）
を
買
っ
た
り
も
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
ま
た
満
員
電
車
に
揺
ら

れ
て
無
事
出
町
柳
駅
に
到
着
、
解
散
と
な
り
ま
し
た
。

　
絶
好
の
観
光
日
和
に
、紅
葉
し
た
鞍
馬
を
散
策
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ち
ょ
っ
と
し
た
ハ
プ
ニ
ン
グ
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
も
含
め
て
、
と
て
も

楽
し
い
一
日
と
な
り
ま
し
た
。
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　『
女
子
大
國
文
』
投
稿
規
定

一
、
（
投
稿
資
格
）

　
①
　
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
の
会
員
は
投
稿
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
②
　
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
の
会
員
以
外
の
者
も
、
編
集
事
務
局
の
判

断
で
寄
稿
を
認
め
る
。

二
、
（
刊
行
回
数
・
時
期
・
投
稿
の
締
め
切
り
）

　
①
　
毎
年
二
回
、
九
月
と
一
月
に
刊
行
す
る
。

　
②
　
毎
年
、
五
月
十
日
と
九
月
三
十
日
を
投
稿
の
締
め
切
り
と
す
る
（
厳

守
）
。

三
、
（
投
稿
の
枚
数
）

　
枚
数
は
原
則
と
し
て
自
由
で
あ
る
が
、
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
、
四
十

枚
（
注
・
表
・
図
版
な
ど
を
含
む
）
を
目
安
と
す
る
。
ま
た
、
完
全
原

稿
で
あ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
（
多
少
の
加
筆
訂
正
は
や
む
を
得
な
い

が
、
段
落
や
章
の
差
し
替
え
な
ど
大
幅
な
修
正
を
加
え
た
も
の
は
、
査

読
を
行
う
関
係
上
不
可
）
。

四
、
（
投
稿
に
際
し
て
提
出
す
べ
き
も
の
）

　
①
　
手
書
き
原
稿
の
場
合
、投
稿
原
稿
二
部（
審
査
用
。
二
部
と
も
コ
ピ
ー

し
た
も
の
で
も
可
）
。

　
②
　
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
の
場
合
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
も
の
二
部
（
審
査

用
）
と
、
投
稿
原
稿
が
収
め
ら
れ
て
い
る
電
子
デ
ー
タ
（
ワ
ー
プ
ロ

専
用
機
の
場
合
は
機
種
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
の
場
合
は
ワ
ー
プ
ロ
ソ

フ
ト
名
を
通
知
す
る
こ
と
）
。

五
、
（
投
稿
に
際
し
て
の
注
意
事
項
）

　
①
　
論
文
末
尾
に
所
属
、
回
生
、
卒
業
年
度
な
ど
を
丸
ガ
ッ
コ
に
括
っ
て

記
す
こ
と
。
本
学
の
教
員
・
院
生
・
学
生
の
場
合
は
、（
本
学
教
授
）
（
本

学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
（
本
学
文
学
部
国
文
学
科
四
回
生
）
な
ど

と
記
す
。

　
②
　
連
絡
先
の
住
所
を
記
し
た
別
紙
を
添
え
る
こ
と
（
採
否
の
知
ら
せ

や
校
正
送
付
等
の
た
め
）
。
そ
の
際
、
投
稿
原
稿
に
つ
い
て
の
連
絡
事

項
を
す
み
や
か
に
行
う
た
め
に
、
差
し
支
え
な
け
れ
ば
、
電
話
番
号
・

フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
な
ど
も
添
え
る
こ
と
。
内
部

の
教
員
・
院
生
・
学
生
は
直
接
原
稿
の
や
り
と
り
を
す
る
の
で
、
住

所
は
不
要
だ
が
、
必
要
に
応
じ
て
電
話
番
号
や
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を

『
女
子
大
國
文
』
編
集
事
務
局
か
ら
聞
く
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
個

人
情
報
に
つ
い
て
は
、
投
稿
原
稿
に
つ
い
て
の
連
絡
以
外
に
使
用
す
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る
こ
と
は
し
な
い
。

六
、
（
投
稿
先
）

　
　
投
稿
先
は
以
下
の
通
り
。

　
　
〒
六
〇
五
―
八
五
〇
一
　
京
都
市
東
山
区
今
熊
野
北
日
吉
町
三
五
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会

『
女
子
大
國
文
』
編
集
事
務
局

七
、
（
投
稿
論
文
の
採
否
）

　
投
稿
論
文
の
採
否
は
、
編
集
委
員
の
査
読
、
ま
た
は
関
連
分
野
の
外

部
研
究
者
査
読
の
結
果
を
経
て
、
編
集
委
員
会
に
て
決
定
し
、
結
果
を

投
稿
者
に
通
知
す
る
。

八
、
（
校
正
）

　
校
正
は
原
則
と
し
て
、
再
校
ま
で
と
す
る
。
校
正
段
階
で
の
大
幅
な

修
正
は
、
査
読
を
経
た
関
係
上
認
め
ら
れ
な
い
。

九
、
（
本
誌
・
抜
き
刷
り
の
贈
呈
）

　
投
稿
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
場
合
、
本
誌
二
部
、
抜
き
刷
り
三
十
部
を
贈

呈
す
る
。
増
刷
希
望
の
場
合
は
、実
費
執
筆
者
負
担
で
受
け
付
け
る
の
で
、

採
用
の
通
知
を
受
け
て
か
ら
す
み
や
か
に
『
女
子
大
國
文
』
編
集
事
務

局
ま
で
連
絡
す
る
こ
と
。

十
、
（
掲
載
論
文
の
著
作
権
及
び
電
子
媒
体
に
よ
る
公
開
）

　
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
に
つ
い
て
は
著
作
権
の
複
製
権
・
公
衆
送
信

権
を
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
及
び
京
都
女
子
大
学
に
許
諾
す
る
も
の
と
す

る
。
但
し
、
著
作
権
の
移
動
は
な
く
、
著
作
は
両
者
、
或
い
は
い
ず
れ
か
一

方
へ
の
許
諾
を
い
つ
で
も
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
の
全
文
又
は
一
部
を
電
子
化
し
、
京
都
女
子

大
学
学
術
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リ
サ
ー
バ
或
い
は
そ
の
他
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
公
開
す
る
こ
と
が
あ
る
。

十
一
、
（
規
定
の
改
正
）

　
①
　
本
規
定
の
改
正
は
、
会
員
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
②
　
規
定
の
改
正
の
結
果
は
、
す
み
や
か
に
本
誌
に
掲
載
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
附
則

　
本
投
稿
規
定
は
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
よ
り
施
行
す
る
。

　
本
投
稿
規
定
は
平
成
二
十
三
年
十
月
五
日
よ
り
一
部
改
正
施
行
す
る
。

　
本
投
稿
規
定
は
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
四
日
よ
り
一
部
改
正
施
行
す
る
。
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編
　
集
　
後
　
記

○
今
号
の
査
読
委
員
は
次
の
方
々
で
す
。

　
　
　
　
大
谷
俊
太
・
普
賢
保
之
・
山
﨑
ゆ
み

　
以
上
の
各
氏
に
査
読
を
依
頼
し
、
編
集
委
員
会
に
お
い
て
査
読
の
結
果
を

報
告
、
審
議
の
結
果
、
三
点
が
掲
載
と
な
り
ま
し
た
。

　
今
後
と
も
、
会
員
の
皆
様
の
投
稿
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

（
山
﨑
・
宮
﨑
）
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