
大
学
生
に
な
る
と
は

深

草

正

博

は
じ
め
に

ほ
ぼ
三
十
年
近
く
大
学
の
教
員
を
や
っ
て
き
て
、
高
校
か
ら
来
た
学
生
た
ち
を
見
て
い
る
と
、
ま
だ
ま
だ
大
学
生
に
は
な
っ
て
い
な
い

な
と
感
じ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
ア﹅

カ﹅

デ﹅

ミ﹅

ッ﹅

ク﹅

な﹅

意﹅

味﹅

で﹅

、
ど
う
し
た
ら
早
く
大
学
生
に
な
っ
て
も
ら
え
る
か
、
い
ろ
い
ろ

な
機
会
に
新
入
生
に
向
か
っ
て
話
し
て
き
た
こ
と
を
多
少
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
的
に
な
る
が
、
以
下
に
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
や
ら
さ
れ
る
の
で
な
く
自
ら
進
ん
で
や
る

こ
れ
は
何
と
し
て
も
、
大
学
生
と
し
て
大﹅

前﹅

提﹅

で
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
今
こ
こ
に
『
大
学
生
に
な
る
前
に
知
っ
て
お
き
た
い
こ
と
』

と
い
う
教
学
社
が
出
し
て
い
る
小
冊
子
が
あ
る
。
そ
の
中
の
一
節
を
抜
き
出
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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高
校
ま
で
の
勉
強
は
、
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
覚
え
る
こ
と
が
中
心
な
の
で
、
受
け
身
の
態
度
で
も
構
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
大

学
で
は
、
自
分
で
答
え
を
設
定
し
、
自
分
で
調
べ
、
自
分
な
り
の
答
え
を
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
求
め
ら
れ
る
姿
勢
の

違
い
は
、
中
学
・
高
校
生
が
「
生
徒
」
と
呼
ば
れ
、
大
学
生
が
「
学
生
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。
大
学
生
は
「
主﹅

体﹅

的﹅

に﹅

学﹅

ぶ﹅

」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す（

１
）。

こ
れ
は
も
と
よ
り
言
い
古
さ
れ
た
内
容
で
、
私
自
身
も
三
十
年
近
く
学
生
に
言
い
続
け
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
大
学
で
の
学
び
の

本
質
を
簡
潔
に
言
い
表
し
て
い
る
と
は
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
は
じ
め
と
し
て
大
学
の
あ
ら
ゆ
る

文
章
に
は
、
大
学
生
の
学
び
は
「
学
修﹅

」
と
さ
れ
て
い
て
、
決
し
て
「
学
習﹅

」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
後
者
は
習
う
こ
と
が
主
軸
と
さ
れ

て
い
る
の
で
、
や
は
り
受
け
身
の
姿
勢
が
強
く
出
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
前
者
は
自
ら
学
び
修
め
る
と
い
っ
た
主
体
性
が
強
く
押
し

出
さ
れ
て
い
る
。

以
上
に
か
か
わ
っ
て
、
大
学
で
は
「
勉
強
」
で
は
な
く
「
研
究
」
で
あ
る
こ
と
も
強
調
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
自
身
は
か
つ
て
高

校
の
教
員
だ
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
現
在
で
も
い
わ
ゆ
る
出
前
授
業
や
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
を
中
心
に
、
多
く
の
高
校
生
と
接
し
て
来

て
い
る
。
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
、
勉
強
と
は
、
教
科
書
や
先
生
に
習
っ
た
こ
と
を
記
憶
＝
暗
記
す
る
こ
と
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私

が
勉
強
の
最
終
目
標
は
記
憶
す
る
こ
と
で
な
く
、得
ら
れ
た
一
定
の
知
識
を
基
に（
だ
か
ら
全
く
記
憶
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）、

自
分
の
頭
で
考
え
る
こ
と
だ
と
い
う
と
驚
く
生
徒
が
多
い
。

大
学
生
に
な
っ
て
も
、
こ
う
し
た
高
校
ま
で
の
感
覚
を
引
き
ず
っ
て
い
る
者
が
多
い
。「
研
究
」
も
テ
キ
ス
ト（

２
）や

講
義
内
容
を
記
憶
す

る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
次
の
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
教
科
書
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
態
度
で

接
す
る
か
が
問
題
に
な
る
。
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さ
て
、
こ
の
節
の
結
論
を
示
せ
ば
、「
勉
強
＝
学
習
＝
記
憶
」
か
ら
「
研
究
＝
学
修
＝
思
考
」
と
い
っ
た
枠
組
み
に
移
行
で
き
た
と
き

大
学
生
と
い
え
る
。

二
、
教
科
書
も
一
つ
の
仮
説

小
学
校
以
来
高
校
生
ま
で
、
教
科
書
は
絶﹅

対﹅

的﹅

に﹅

正
し
い
と
思
い
こ
ん
で
い
る（

３
）。

い
わ
ば
す
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。
こ
れ
を
切
り
崩
す
こ
と
は
た
い
へ
ん
難
し
い
し
、
そ
の
た
め
に
は
時
間
が
か
か
る
。
す
な
わ
ち
、
教
科
書
に
書
い
て
あ

る
こ
と
は
、
現
時
点
で
お
お
よ
そ
の
了
解
を
得
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
、
一﹅

つ﹅

の﹅

有﹅

力﹅

な﹅

仮﹅

説﹅

に﹅

す﹅

ぎ﹅

な﹅

い﹅

と
い
う
こ
と
を
認
識
し
た
と
き
、

大
学
生
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
た
め
に
は
、
わ
か
り
や
す
い
事
例
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
私
は
、
国
風
文
化
＝
仮
名
文
字
成
立
を
そ
の
事
例
に
取
り
上
げ

る
こ
と
に
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
ご
く
最
近
大
き
な
発
見
が
あ
っ
て
、
従
来
の
仮
説
が
塗
り
替
え
ら
れ
る
可
能
性
が
出
て
き
た
こ
と

と
、
こ
れ
ま
で
の
教
科
書
の
内
容
を
高
校
生
な
ら
十
分
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
従
来
の
教
科
書
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
記
述
を
参
照
し
よ
う
。
ど
の
教
科
書
も
お
よ
そ
似
た
内
容
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、『
日
本

史
Ｂ
（
新
訂
版
）』（
実
教
出
版
）
の
記
述
を
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
（
ル
ビ
は
省
略
）。
要
点
の
部
分
の
み
掲
げ
る
と
、
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

東
ア
ジ
ア
諸
国
で
大
き
な
変
動
が
続
く
な
か
、
危
険
を
お
か
し
、
多
く
の
費
用
を
か
け
て
遣
唐
使
を
派
遣
す
る
意
味
が
う
す
れ
、

八
九
四
（
寛
平
六
）
年
菅
原
道
真
の
建
議
に
よ
っ
て
遣
唐
使
の
派
遣
は
停
止
さ
れ
た
。
…
遣
唐
使
が
停
止
さ
れ
、
唐
が
滅
亡
す
る
と
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大
陸
文
化
の
影
響
が
し
だ
い
に
う
す
れ
、
十
世
紀
に
は
従
来
の
大
陸
文
化
を
消
化
す
る
な
か
で
、
日
本
の
風
土
に
あ
っ
た
優
美
で
繊

細
な
貴
族
文
化
が
お
こ
っ
た
。
こ
れ
を
国
風
文
化
と
い
う
。
国
風
文
化
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
の
は
仮
名
文
字
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、八
九
四
年
の
菅
原
道
真
の
建
議
に
よ
る
遣
唐
使
の
派
遣
停
止
に
よ
っ
て
、大
陸
文
化
の
影
響
が
う
す
れ
、そ
れ
に
よ
っ

て
日
本
の
風
土
に
あ
っ
た
文
化
す
な
わ
ち
国
風
文
化
が
成
立
を
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
の
が
仮

名
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
簡
単
に
図
式
化
す
れ
ば
、「
八
九
四
年
の
遣
唐
使
の
廃
止
↓
大
陸
文
化
の
影
響
が
う
す
れ
る
↓
国
風
文
化
＝
仮
名

文
字
の
成
立
」、
と
な
ろ
う
。
多
く
の
大
学
生
に
聞
い
て
み
て
も
、
大
体
同
じ
答
え
が
返
っ
て
く
る
。
あ
る
意
味
で
非
常
に
わ
か
り
や
す

い
論
理
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
起﹅

点﹅

は﹅

八﹅

九﹅

四﹅

年﹅

で﹅

あ﹅

る﹅

。

と
こ
ろ
が
ご
く
最
近
、
平
安
時
代
の
貴
族
藤
原
良よ

し

相み

（
八
一
三
〜
八
六
七
年
）
の
邸
宅
跡
（
京
都
市
中
京
区
）
か
ら
、
出
土
し
た
九
世

紀
後
半
の
土
器
片
約
二
十
点
に
、「
か
つ
ら
き
へ
」（
葛
城
へ
）
な
ど
の
和
歌
と
み
ら
れ
る
平
仮
名
が
書
か
れ
て
い
る
の
が
見
つ
か
っ
た
の

で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
良
相
の
生
存
年
で
あ
る
。
問
題
の
八﹅

九﹅

四﹅

年﹅

よ﹅

り﹅

も﹅

遙﹅

か﹅

以﹅

前﹅

で
あ
る
。
こ
の
調
査
に
あ
た
っ
た
京
都
産
業

大
学
の
吉
野
秋
二
准
教
授
は
、「
平
仮
名
の
確
立
は
(先
の
教
科
書
の
記
述
の
よ
う
に
―
引
用
者
)十
世
紀
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
約﹅

五﹅

〇﹅

年﹅

さ﹅

か﹅

の﹅

ぼ﹅

る﹅

こ
と
が
わ
か
っ
た
」
と
い
う（

４
）。

大
変
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
、
先
の
わ
か
り
や
す
い
論
理
は
破
綻
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
新﹅

た﹅

に﹅

見﹅

つ﹅

か﹅

っ﹅

た﹅

事﹅

実﹅

を﹅

も﹅

と﹅

に﹅

し﹅

て﹅

、﹅

新﹅

し﹅

い﹅

仮﹅

説﹅

を﹅

考﹅

え﹅

な﹅

く﹅

て﹅

は﹅

な﹅

ら﹅

な﹅

く﹅

な﹅

る﹅

。
（
５
）

こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
れ

ば
、
大
学
生
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

も
う
ひ
と
つ
教
科
書
を
め
ぐ
っ
て
、
高
校
生
の
感
覚
の
一
端
を
知
る
こ
と
の
出
来
る
、
私
自
身
の
体
験
を
記
し
て
お
く
。
先
に
も
書
い

た
よ
う
に
、
か
つ
て
高
校
の
教
員
だ
っ
た
と
き
に
、
バ
ス
で
毎
日
通
っ
て
い
た
が
、
あ
る
時
教
え
子
と
一
緒
に
な
り
、
い
ろ
い
ろ
と
話
し

― 4―

皇
學
館
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
集

第
七
号



た
こ
と
が
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
私
の
専
門
の
話
に
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
十
七
世
紀
の
ル
イ
十
四
世
や
そ
の
も
と
で
重
商
主
義
政
策
を
推
進
し

た
コ
ル
ベ
ー
ル
を
十
年
以
上
研
究
し
て
い
る
と
言
っ
た
ら
、「
え
ー
、世
界
史
の
教
科
書
で
一
ペ
ー
ジ
足
ら
ず
の
と
こ
ろ
を
十
年
も
で
す
か
」

と
、
そ
の
驚
き
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
印
象
深
く
覚
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
大
な
り
小
な
り
高
校
生
の
感
覚
は
似
た
よ
う
な
も
の

で
あ
ろ
う
。
世
界
史
の
み
な
ら
ず
ど
の
教
科
に
お
い
て
も
、
教
科
書
一
冊
を
マ
ス
タ
ー
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
る
高
校
生
に
と
っ
て
、

「
研
究
」
と
い
う
も
の
が
ピ
ン
と
来
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
感
覚
の
高
校
生
が
大
学
生
に
な
っ
た
と
き
、
講
義
で
与
え
ら

れ
た
テ
キ
ス
ト
が
高
校
の
教
科
書
と
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
一
冊
を
マ
ス
タ
ー
す
れ
ば
よ
い
と
思
っ
て
し
ま
う
の
は
い
た
し
か
た
な
い
と
も

言
え
る
。
だ
か
ら
、
関
係
す
る
テ
キ
ス
ト
は
無
数
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
あ
る
が
、
教
員
が
選
ん
で
提
示
・
使
用
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
の

教
員
の
思
想
を
示
す
と
と
も
に
、
た﹅

っ﹅

た﹅

そ﹅

の﹅

中﹅

の﹅

一﹅

冊﹅

に﹅

過﹅

ぎ﹅

な﹅

い﹅

と
わ
か
っ
た
と
き
大
学
生
で
あ
ろ
う
。

三
、
答
え
が
出
な
い
場
合
が
あ
る

高
校
ま
で
は
、
問
題
の
答
え
が
必
ず
あ
り
、
そ
れ
も
一
つ
で
教
科
書
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
数
学
な
ど
で
は
、
答
え
に
い
た

る
道
筋
な
ど
が
多
様
な
場
合
も
あ
る
が
、
最
終
的
に
た
ど
り
着
く
答
え
は
や
は
り
一
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
訓
練
さ
れ
て
大
学
へ

入
っ
て
き
た
も
の
が
、
答
え
は
そ
う
簡
単
に
で
な
い
場
合
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
も
、
非
常
に
と
ま
ど
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
高
校
の
社
会
系
の
教
科
な
ど
で
、
論
争
を
取
り
上
げ
て
そ
う
簡
単
に
答
え
が
出
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
こ
と
を
示
す
実
践
も

あ
る
。
例
え
ば
、
疋
田
晴
敬
氏
の
「
死
刑
制
度
を
考
え
る
」
と
い
う
授
業
は
、
そ
う
し
た
す
ぐ
れ
た
実
践
の
一
つ
で
あ
る
。
死
刑
制
度
に

対
し
て
「
正
し
い
」
つ
ま
り
死
刑
存
続
を
主
張
す
る
か
、
そ
れ
と
も
「
正
し
く
な
い
」
す
な
わ
ち
死
刑
制
度
廃
止
か
。
前
者
の
主
張
は
次

の
三
点
で
あ
る
。（
１
）
死
刑
に
は
重
大
犯
罪
（
殺
人
罪
な
ど
）
に
対
す
る
一
般
・
特
別
の
予
防
効
果
が
あ
る
。（
２
）
被
害
者
遺
族
の
多
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く
は
犯
人
に
対
し
て
死
刑
を
望
ん
で
い
る
。（
３
）
国
民
世
論
の
多
く
が
死
刑
存
置
を
支
持
し
て
い
る
。
他
方
後
者
は
、（
１
）
死
刑
に
は

予
防
効
果
は
な
い
。（
２
）
ど
ん
な
理
由
が
あ
っ
て
も
人
の
命
を
奪
う
こ
と
は
出
来
な
い
。（
３
）
誤
審
（
冤
罪
）
で
あ
っ
た
場
合
、
取
り

返
し
が
つ
か
な
い
、
の
三
点
を
主
張
す
る
。
詳
し
い
授
業
経
過
は
割
愛
す
る
が
、
こ
の
疋
田
実
践
で
は
、
授
業
の
最
初
に
は
、
死
刑
制
度

存
続
主
張
が
二
十
一
名
、
死
刑
制
度
廃
止
主
張
が
十
一
名
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
最
終
段
階
で
は
、
前
者
が
十
三
名
で
、
後
者
が
十
九
名
と
、

議
論
の
末
、
廃
止
を
主
張
す
る
生
徒
が
増
え
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る（

６
）。

そ
れ
で
氏
は
次
の
よ
う
な
結
論
を
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
死

刑
制
度
問
題
は
、
一
般
的
に
は
事
実
認
識
を
深
め
る
ほ
ど
廃
止
意
見
に
傾
く
と
言
わ
れ
て
お
り
、
高
校
生
に
も
同
様
の
変
化
が
み
ら
れ
た

こ
と
は
、
死
刑
制
度
に
つ
い
て
の
事
実
認
識
が
深
ま
っ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
。
そ
れ
に
し
て
も
私
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
や
は
り
な
か
な

か
す
っ
き
り
と
し
た
結
論
が
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
テ
ー
マ
に
も
み
え
る
の
で
あ
る
。
疋
田
氏
は
、
こ
う
し
た
議
論
に
よ
っ
て
、
社
会
的

価
値
判
断
力
を
養
お
う
と
し
て
い
る
。
が
、
む
し
ろ
こ
の
議
論
に
よ
っ
て
、
生
徒
の
思
考
力
が
高
ま
る
点
こ
そ
評
価
す
べ
き
か
も
し
れ
な

い
。
私
の
ゼ
ミ
で
も
、『
加
害
者
家
族
』
と
い
う
書
物
を
読
み
な
が
ら（

７
）、

同
様
に
死
刑
制
度
に
つ
い
て
二
時
間
ほ
ど
議
論
し
た
が
、
や
は

り
上
記
の
主
張
の
よ
う
に
学
生
そ
れ
ぞ
れ
の
言
い
分
が
あ
り
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
結
論
は
出
な
か
っ
た
。
高
校
で
こ
う
し
た
授
業
を
受
け

て
い
れ
ば
、
大
学
に
入
っ
て
そ
れ
ほ
ど
苦
労
す
る
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
実
の
大
学
生
に
接
す
る
と
、
高
校
で
こ
こ
ま
で
鍛

え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
き
わ
め
て
少
数
で
あ
る（

８
）。

あ
る
い
は
異
文
化
に
触
れ
る
と
、
文
化
に
よ
っ
て
同
じ
も
の
を
使
用
し
て
も
、
意
味
の
異
な
る
も
の
が
あ
り
、
一
義
的
な
答
え
は
出
な

い
と
い
う
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
く
使
う
例
は
、
韓
国
の
食
事
の
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ご
飯
は
箸
で
な
く
さ
じ
を

使
っ
て
食
べ
る
。
ま
た
茶
碗
は
（
と
い
っ
て
も
金
属
製
の
も
の
が
多
い
が
）、
手
に
持
っ
て
食
べ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

日
本
で
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
茶
碗
は
手
に
と
っ
て
、
ご
飯
は
箸
で
食
べ
る
の
で
あ
る
。
韓
国
か
ら
み
れ
ば
、
茶
碗
を
手
に
も
つ
の
は
行

儀
が
悪
く
、
逆
に
日
本
で
は
、
茶
碗
を
手
に
持
た
な
い
と
行
儀
が
悪
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
、
判
断
で
き
る
も
の
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で
は
な
い
。
両
国
そ
れ
ぞ
れ
の
長
い
伝
統
の
な
か
か
ら
、そ
れ
ぞ
れ
の
食
べ
方
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
答
え
が
す
ぐ
出
る
よ
う
な
問
題
ば
か
り
で
な
く
、
見
方
が
違
え
ば
、
正
反
対
の
考
え
方
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認

識
で
き
た
時
、
大
学
生
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

四
、
問
題
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
る
か

前
に
述
べ
た
こ
と
と
重
な
る
が
、
知
識
を
暗
記
す
る
こ
と
に
躍
起
に
な
っ
て
い
る
と
、
そ
こ
に
何
か
の
課
題
や
問
題
を
発
見
す
る
力
は
、

全
く
養
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
四
大
文
明
に
つ
い
て
で
あ
る
。
高
校
ま
で
は
、
文
明
の
名
前

と
そ
れ
を
養
っ
た
川
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
そ
れ
で
満
点
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
＝
チ
グ
リ
ス
・
ユ
ー

フ
ラ
テ
ス
川
、
エ
ジ
プ
ト
文
明
＝
ナ
イ
ル
川
、
イ
ン
ダ
ス
文
明
＝
イ
ン
ダ
ス
川
、
黄
河
文
明
＝
黄
河
、
で
あ
る
。
こ
れ
を
記
憶
し
て
し
ま

え
ば
、「
勉
強
」
は
終
わ
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
こ
こ
で
思
考
ス
ト
ッ
プ
と
な
っ
て
、
何
も
出
て
こ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
が
「
研

究
」
へ
の
分
か
れ
道
で
あ
る
と
思
う
が
、
一﹅

歩﹅

立﹅

ち﹅

止﹅

ま﹅

っ﹅

て﹅

考﹅

え﹅

る﹅

癖﹅

を﹅

つ﹅

け﹅

る﹅

よ﹅

う﹅

に﹅

な﹅

れ﹅

ば﹅

、
大
学
生
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ

ン
ダ
ス
川
に
文
明
が
あ
っ
て
、
な﹅

ぜ﹅

同
じ
よ
う
な
規
模
を
も
つ
ガ
ン
ジ
ス
川
に
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
。
同
様
に
、
な﹅

ぜ﹅

黄
河
に
あ
っ

て
、
も
っ
と
規
模
の
大
き
な
長
江
に
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
か
ら
発
し
て
か
、
今
日
で
は
、
長
江
に
は
き
わ
め
て

す
ぐ
れ
た
文
明
が
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る（

９
）。

こ
う
し
た
疑
問
の
延
長
線
上
に
、
ベ
ト
ナ
ム
の
メ
コ
ン
川
や
、
タ
イ
の
チ
ャ
オ
プ
ラ
ー
ヤ
川
は
ど
う
だ
ろ
う
と
か
、
ア
メ
リ
カ
の
ミ
シ

シ
ッ
ピ
ー
川
は
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
関
心
も
生
ま
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う（

10
）。

も
う
一
つ
、
次
の
文
章
の
な
か
に
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
見
つ
け
出
せ
る
で
あ
ろ
う
か
。
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呉
興
の
章し

ょ
う

苟こ
う

と
い
う
人
が
、
田
を
耕
し
て
い
る
と
き
、
昼
食
を
入
れ
た
容
器
を
道
ば
た
に
置
い
た
の
を
、
一
匹
の
蛇
が
盗
み
取
っ

た
。
苟
が
見
て
怒
り
、蛇
を
追
っ
か
け
る
と
、穴
に
逃
げ
込
ん
だ
。
そ
し
て
穴
の
中
か
ら
聞
こ
え
る
に
は
、「
あ
ん
な
に
し﹅

つ﹅

こ﹅

く﹅

追
っ

て
き
た
か
ら
、
罰
と
し
て
、
雷
公
に
頼
ん
で
、
打
ち
殺
し
て
も
ら
お
う
」。
―
た
ち
ま
ち
風
雨
が
起
こ
り
、
雷
が
物
凄
く
鳴
り
出
し

た
。
章
苟
は
大
い
に
腹
を
立
て
、
天
に
向
か
っ
て
叫
ん
だ
、「
け
し
か
ら
ぬ
雷
公
め
。
蛇
は
わ
た
し
の
弁
当
を
盗
み
、
し
か
も
わ
た

し
を
天
に
訴
え
て
お
る
。
よ
し
、
雷
公
が
来
た
な
ら
、
こ
の
鍬く

わ

で
撃
ち
殺
し
て
く
れ
る
ぞ
っ
」。
す
る
と
雷
は
蛇
の
穴
に
落
ち
、
中

の
多
く
の
蛇
を
殺
し
た（

11
）。

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
何
気
な
く
読
み
飛
ば
し
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。
問
題
は
、
最
後
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
雷
公
を
な
ぜ
鍬
で
撃
ち
殺

せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
れ
た
ら
、
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
鍬
は
鉄
で
あ
る
か
ら
、
カ
ミ
ナ
リ
に
感
電
し
て
し
ま
う
の

で
な
い
か
と
、
現
代
人
な
ら
思
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
こ
に
「
陰
陽
五
行
説
」
が
深
く
か
か
わ
っ
て
く
る
。

す
な
わ
ち
カ
ミ
ナ
リ
は
、
木
の
芽
が
春
に
な
る
と
振
動
し
て
出
て
く
る
よ
う
に
振
動
す
る
も
の
な
の
で
、
木
火
土
金
水
の
う
ち
木
気
と
考

え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
陰
陽
五
行
説
に
は
、「
相
生
」
と
「
相
剋
」
と
い
う
二
つ
の
相
反
す
る
法
則
と
い
っ
て
よ
い
も
の
が
あ
る
。
前

者
「
相
生
」
は
、
木
↓
火
↓
土
↓
金
↓
水
↓
木
…
と
い
っ
た
順
序
で
巡
る
も
の
で
、
木
を
こ
す
り
あ
わ
せ
る
と
火
が
生
ま
れ
る
の
で
「
木

生
火
」、
火
は
燃
え
尽
き
て
灰
に
な
り
、
灰
は
土
気
な
の
で
「
火
生
土
」
と
な
る
等
々
の
関
係
が
生
ま
れ
る
。
他
方
後
者
「
相
剋
」
は
、

木
↓
土
↓
水
↓
火
↓
金
↓
木
…
と
い
っ
た
順
序
で
巡
る
も
の
で
、
木
は
根
を
は
っ
て
土
を
し
め
つ
け
る
の
で
、
土
気
か
ら
み
れ
ば
木
気
は

敵
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
「
木
剋
土
」
と
な
り
、
同
様
に
、
土
は
水
を
せ
き
止
め
る
の
で
「
土
剋
水
」
と
な
り
等
々
と
い
う
ふ
う
に
し
て
、

金
は
木
を
切
る
か
ら
「
金
剋
木
」
と
な
る（

12
）。

さ
て
、
こ
の
最
後
の
「
金
剋
木
」
が
、
先
ほ
ど
の
答
え
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
鍬
は
金
で
あ
り
、
カ
ミ
ナ
リ
は
す
で
に
み
た
よ
う
に
木

気
で
あ
る
か
ら
、
鍬
が
カ
ミ
ナ
リ
を
撃
ち
殺
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
何
気
な
く
読
み
飛
ば
し
て
し
ま
う
よ
う
な
内
容
の
な
か
に
も
、
何
か
問
題
は
な
い
の
か
と
考
え
る
習
慣
が
出
来
た
ら
、
大

学
生
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

五
、
原
典
に
あ
た
ろ
う
と
す
る
姿
勢

長
い
間
学
生
を
み
て
い
て
も
、
本
を
読
ん
で
も
原
典
に
ま
で
当
た
っ
て
読
ん
で
み
よ
う
と
す
る
者
は
意
外
と
少
な
い
。
た
と
え
ば
、
近

年
は
コ
ロ
ン
ブ
ス
を
批
判
的
に
み
る
見
方
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
に
先
住
民
を
非
常
に
見
下
げ
た
存
在
を
示
す
も
の
と
し
て
、『
コ

ロ
ン
ブ
ス
航
海
誌
』
の
次
の
一
節
は
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る（

13
）。

イ
ン
デ
ィ
オ
達
は
皆
裸
で
歩
い
て
お
り
、
武
器
を
持
っ
て
お
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
武
器
を
扱
う
技
術
も
有
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
彼

ら
は
き
わ
め
て
臆
病
で
あ
り
ま
し
て
、
千
人
か
か
っ
て
も
、
こ
ち
ら
の
三
人
を
ふ
せ
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
た
が
い
ま
し
て
彼
ら
に
は
、
命
令
を
与
え
て
、
働
か
せ
、
種
を
播
か
し
た
り
、
そ
の
他
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
さ
せ
れ
ば
、
ま

こ
と
に
都
合
が
良
い
者
共
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
彼
ら
に
村
落
を
作
ら
せ
、
衣
服
を
つ
け
て
歩
く
こ
と
や
、
わ
れ
わ
れ
の
習
慣

を
教
え
る
べ
き
な
の
で
あ
り
ま
す（

14
）。

こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
文
章
だ
け
で
は
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
非
常
に
偏
っ
た
一
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。
だ
が
、
次
の
文
章

を
み
る
と
ち
ょ
っ
と
違
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ん
で
く
る
。

彼
ら
は
愛
情
豊
か
で
、
欲
が
な
く
、
何
事
を
す
る
に
も
適
し
て
お
り
ま
す
。
私
は
こ
の
世
に
彼
ら
以
上
に
善
良
な
人
々
も
い
な
け

れ
ば
、
ま
た
こ
れ
以
上
よ
い
土
地
も
な
い
こ
と
を
両
陛
下
に
証
言
申
し
上
げ
ま
す
。
彼
ら
は
、
自
ら
を
愛
す
る
が
如
く
に
隣
人
を
愛

し
、
こ
の
世
で
最
も
美
し
い
言
葉
で
話
を
し
、
性
は
温
順
で
、
顔
に
は
い
つ
も
笑
み
を
た
た
え
て
お
り
ま
す
。
男
も
女
も
、
母
親
が
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生
ん
だ
と
同
じ
状
態
の
裸
で
歩
い
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
両
陛
下
、
ど
う
か
私
の
言
を
御
信
頼
下
さ
い
ま
す
よ
う
に
、
彼
ら
の
間

で
は
誠
に
よ
い
習
慣
が
保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
王
は
す
ば
ら
し
い
風
格
を
備
え
て
お
り
、
そ
の
自
ら
を
持
す
る
態

度
は
見
る
の
も
楽
し
い
ほ
ど
で
あ
り
ま
す
。
彼
ら
は
物
覚
え
が
よ
く
、
ま
た
何
で
も
見
て
み
る
こ
と
を
喜
び
と
し
、
そ
れ
が
何
で
あ

り
、
ま
た
何
の
た
め
な
の
か
を
問
い
質
し
ま
す（

15
）。

こ
の
二
つ
の
文
を
客
観
的
に
眺
め
て
み
る
な
ら
ば
、
お
よ
そ
別
人
が
書
い
た
よ
う
に
す
ら
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
あ
る
本

に
一
カ
所
だ
け
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
常
に
他
の
箇
所
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
と
、
原
典
に
当
た
っ
て
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
し
ば
し
ば
研
究
者
は
自
分
の
立
論
に
都
合
の
よ
い
と
こ
ろ
だ
け
を
引
用
し
が
ち
だ
か
ら
で
あ
る（

16
）。

そ
れ
故
に
、
原
典
を
自

分
の
目
で
確
か
め
よ
う
と
思
っ
た
と
き
、
大
学
生
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
五
項
目
に
わ
た
っ
て
、
高
校
か
ら
大
学
に
入
っ
て
、
真
の
意
味
で
大
学
生
に
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
論
じ
て
き
た
。
も

と
よ
り
、
私
自
身
は
専
門
が
社
会
科
学
系
で
あ
る
の
で
、
例
も
そ
う
し
た
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
理
数
系
の
専
門
家
か
ら
見
れ
ば
い
か
に

も
不
十
分
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
重
々
に
承
知
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
ど
う
か
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
も
ご
叱
正
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

た
だ
、
理
数
系
に
お
い
て
も
仮
説
の
重
要
性
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
し（

17
）、

私
が
素
人
な
が
ら
関
心
を
も
っ
て
い
る
宇
宙
論
な
ど
も
、
分

か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
で
、「
超
ひ
も
理
論
」
や
「
ビ
ッ
グ
バ
ン
宇
宙
」「
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
宇
宙
」
な
ど
様
々
な
仮
説
に
よ
っ
て
宇
宙

の
構
造
が
探
求
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

18
）。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
両
者
相
通
じ
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
高
校
生
を
大
学
生
に
ど
う
育
て
る
か
は
、
今
後
大
学
に
お
い
て
、
今
ま
で
以
上
に
重
要
性
を
帯
び
て
く
る
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と
思
わ
れ
る
。
本
稿
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
た
た
き
台
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註
（
１
）
世
界
思
想
社
教
学
社
編
『
大
学
生
に
な
る
前
に
知
っ
て
お
き
た
い
こ
と
』
教
学
社
、
二
〇
一
〇
年
、
十
八
頁
。
傍
点
は
引
用
者
。

（
２
）「
教
科
書
」
と
言
う
と
、
絶
対
に
正
し
い
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
ま
と
わ
り
つ
く
の
で
、
私
は
大
学
で
は
あ
え
て
「
テ
キ
ス
ト
」
と
学
生
に
は
呼
ば

せ
て
い
る
。

（
３
）
高
校
ま
で
、
子
ど
も
達
は
「
教
科
書
絶
対
・
教
師
絶
対
」
と
い
う
感
覚
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
創
造
性
教
育
論
」『
皇
學
館
大
学
教
育

学
部
研
究
報
告
集
』
第
三
号
、
二
〇
一
一
年
、
所
収
、
四
頁
以
下
参
照
。
そ
こ
で
は
「
二
つ
の
絶
対
か
ら
の
自
由
」
と
い
う
形
で
論
じ
た
。

（
４
）『
中
日
新
聞
』
二
〇
一
二
年
、
十
一
月
二
十
九
日
、
朝
刊
。

（
５
）
仮
説
再
構
成
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
拙
著
『
環
境
世
界
史
学
序
説
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
一
年
、
八
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、

私
自
身
の
仮
説
を
簡
略
化
し
て
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ち
ょ
う
ど
現
在
の
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に

よ
っ
て
世
界
各
国
の
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
が
も
た
ら
さ
れ
、
自
己
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
自
文
化
に
も
と
め
よ
う
と
す
る
よ
う
に
、

唐
の
国
力
は
衰
え
の
兆
し
を
見
せ
始
め
た
と
し
て
も
、
民
間
を
通
じ
て
唐
経
済
が
日
本
を
圧
迫
し
て
く
る
状
況
の
中
で
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ク

ラ
イ
シ
ス
を
感
じ
た
人
々
が
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
模
索
を
通
し
て
国
風
文
化
を
成
立
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
歴
史
学
習
（
4
）：
歴
史
学
的
研
究
」
全
国
社
会
科
教
育
学
会
編
『
社
会
科
教
育
実
践
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
明
治
図
書
、
二
〇
一
一
年
、
所
収
、

一
一
三
〜
一
一
六
頁
参
照
。

（
６
）
疋
田
晴
敬
『
社
会
的
価
値
観
形
成
の
公
民
教
育
授
業
開
発
研
究
』
第
一
学
習
社
、
二
〇
一
一
年
、
九
十
三
頁
。

（
７
）
鈴
木
伸
元
『
加
害
者
家
族
』
冬
舎
新
書
、
二
〇
一
〇
年
。
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（
８
）
Ｍ
・
サ
ン
デ
ル
の
『
こ
れ
か
ら
の
「
正
義
」
の
話
を
し
よ
う
』（
早
川
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
の
中
に
も
、
そ
う
簡
単
に
答
え
は
出
な
い
道
徳
的
ジ

レ
ン
マ
が
多
く
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
非
常
に
参
考
に
な
る
。

（
９
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
書
物
を
参
照
さ
れ
た
い
。
徐
朝
龍
『
長
江
文
明
の
発
見
』
角
川
選
書
、
一
九
九
八
年
、
梅
原
猛
、
厳
文
明
、
樋
口
隆
康
『
長

江
文
明
の
曙
』
角
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
な
ど
。

（
10
）
Ｊ
・
Ｍ
・
バ
ー
ダ
ン
の
『
ミ
シ
シ
ッ
ピ
＝
ア
メ
リ
カ
を
生
ん
だ
大
河
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
五
年
）
は
、
先
住
民
と
の
関
わ
り
に
つ
い

て
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
参
考
に
な
る
書
物
で
あ
る
。

（
11
）
竹
内
照
夫
『
干
支
物
語
』
現
代
教
養
文
庫
、
一
九
七
一
年
、
一
八
一
頁
。
ル
ビ
お
よ
び
傍
点
は
原
文
。

（
12
）
以
上
に
つ
い
て
は
、
吉
野
裕
子
『
カ
ミ
ナ
リ
さ
ま
は
な
ぜ
へ
そ
を
ね
ら
う
の
か
』
サ
ン
マ
ー
ク
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
十
八
〜
五
十
二
頁
、
参
照
。

（
13
）
た
と
え
ば
、
大
澤
正
道
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
帝
国
支
配
の
原
罪
と
謎
』
日
本
文
芸
社
、
一
九
九
〇
年
、
九
十
四
〜
九
十
五
頁
。
そ
こ
で
は
、「
イ
ン
デ
ィ

オ
は
白
人
と
対
等
の
人
間
で
は
決
し
て
な
く
、
白
人
に
仕
え
、
白
人
に
強
化
さ
れ
る
べ
く
生
ま
れ
た
動
物
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）
林
家
永
吉
訳
『
コ
ロ
ン
ブ
ス
航
海
誌
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
七
年
、
一
四
五
頁
。

（
15
）
同
、
一
七
三
頁
。

（
16
）
も
と
よ
り
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
コ
ロ
ン
ブ
ス
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
視
角
を
、
私
が
失
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
拙
著
『
社
会
科
教
育
の
国
際
化
課
題
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
五
年
、
十
八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
17
）
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
私
は
早
く
か
ら
板
倉
聖
宣
氏
の
「
仮
説
実
験
授
業
」
に
関
心
を
抱
い
て
き
た
。
小
学
校
段
階
か
ら
こ
う
し
た
授
業
が
お

こ
な
わ
れ
れ
ば
子
ど
も
達
の
認
識
も
大
い
に
違
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
板
倉
『
仮
説
実
験
授
業
入
門
』（
明
治
図
書
、
一
九
八
九
年
）
お

よ
び
前
掲
拙
著
『
環
境
世
界
史
学
序
説
』
十
三
〜
十
四
頁
、
参
照
。
な
お
次
の
書
物
も
一
読
の
価
値
は
あ
る
。
竹
内
薫
『
９
９
・
９
％
は
仮
説
』
光

文
社
新
書
、
二
〇
〇
六
年
。

（
18
）
磯
部
琇
三
『
宇
宙
は
こ
う
し
て
発
見
さ
れ
た
』
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｄ
Ｅ
夢
新
書
、
一
九
九
七
年
や
竹
内
、
前
掲
書
、
一
七
一
頁
以
下
。
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