
朴
樽
商
科
大
学
と
私

学
生
､
教
員
､
そ
し
て
学
長
と
し
て

学
長

山
本

寅
樹
夫

平
成
二
〇
年

(二
〇
〇
八
)
四
月
に
学
長
に

就
任
し
ま

し
た
が
､

ま
だ
仕
事
に
も
､
広
い
学

長
室
に
も
慣
れ
ず
､
戸
惑
う
こ
と
ば
か
り
で
す
0

本
稿
は
､
平
成
二
〇
年
七
月
末
の
小
樽
市
民
大

学
講
座
で
の
講
演

｢小
樽
商
科
大
学
の
現
状
と

課
題

-
創
立
百
周
年
に
向
け
て
-
｣
を
も
と

に
'
私
自
身
の
商
大

へ
の
想
い
を
書
か
せ
て
頂

い
た
も
の
で
す
｡

青
春
を
緑
丘
で
過
ご
さ
れ
た
皆
様
に
と

っ

て
､
少
し
で
も
私
の
想
い
と
共
有
で
き
る
と
こ

ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
､
本
誌
に
掲

我
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
｡

小
樽
と
私

最
初
に
､
私
自
身
の
こ
と
に
つ
い
て
話
を
さ

せ
て
傾
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡
私
は
､
昭
和
三

〇
年
代
を
量
徳
小
学
校
､
住
吉
中
学
校
と
南
小

樽
地
区
で
過
ご
し
ま
し
た
｡
残
念
な
が
ら
､
住

吉
中
学
は
い
ま
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
当
時
は
子
供

も
多
く
､
量
徳
小
学
校
に
入
学
し
た
と
き
は
､

山
学
級
六
〇
人
で

一
〇
ク
ラ
ス
く
ら
い
あ

っ
た

よ
う
に
記

憶
し
て
い
ま
す
｡
た
し
か
六
学
年
全

体
で
は
二
､
0
0
0
人
く
ら
い
だ

っ
た
と
思
い

ま
す
｡
当
時

の
商
大
の
学
生
数
は
全
学
年
で
六

〇
〇
人
程
度
な
の
で
､
児
童
数
か
ら
み
れ
ば
小

学
校
の
方
が
よ
ほ
ど
大
き
か
っ
た
こ
と
に
な
り

ま
す
｡

南
小
樽
地
区
は
繊
維
問
屋
が
集
ま

っ
て
お

り
､
賑
わ

っ
て
い
ま
し
た
｡
も
と
も
と
南
小
樽

駅
は
'
現
在
の
場
所
よ
り
小
樽
寄
り
に
あ
り
ま

し
た
｡
主
と
し
て
問
屋
街
か
ら
の
貨
物
取
扱
量

の
増
加
に
対
応
す
る
た
め
､
現
在
の
場
所
に
移

転
し
て
い
ま
す
｡
南
小
樽
駅
に
は
､
現
在
で
は

も
う
使
わ
れ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
が
､
貨
物

取
扱
い
の
大
き
な
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
｡

ま
た
､
当
時
と
し
て
は
大
き
く
て
近
代
的
な

商
工
会
館
も
建
設
さ
れ
て
い
ま
す
｡
地
下
に
は

豊
楽
荘
の
出
店

｢
ニ
ュ
ー
豊
楽
｣
も
あ
り
､
｢う

な
ぎ
｣
と

｢ホ
タ
テ
の
バ
タ
ー
焼
き
｣
が
有
名

で
し
た
｡
飲
食
店
や
旅
館
も
数
多
く
あ
り
ま
し

た
｡
い
ま
で
は
､
ご
存
じ
の
と
お
り
､
商
工
会

館
も
本
家
の
豊
楽
任
も
な
く
な

っ
て
し
ま
い
ま

し
た
｡
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小
樽
は
､
戦
後
､
満
州

･
樺
太
貿
易
を
失
っ

て
貿
易
港
と
し
て
の
役
割
は
衰
え
ま
し
た
が
､

戦
後
復
興
の
中
心
産
業
で
あ
っ
た
石
炭
の
積
み

出
し
港
で
あ
り
､
ま
た
産
炭
地

へ
の
繊
維
製
品

を
は
じ
め
と
す
る
商
品
の
流
通
､
供
給
基
地
と

し
て
の
役
割
を
も
っ
て
い
ま
し
た
｡
築
港
付
近

に
あ
り
､
当
時
ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
タ
と
呼
ん
で
い

た
､
い
ま
の
感
覚
で
も
相
当
大
が
か
り
な
石
炭

荷
積
み
装
置
を
思
い
出
し
ま
す
｡
ま
た
､
南
小

樽
地
区
に
隣
接
す
る
奥
沢
地
区
に
は
､
炭
坑
労

働
に
は
欠
か
せ
な
い
ゴ
ム
長
靴
や
ゴ
ム
手
袋
を

製
造
す
る
三
馬
ゴ
ム
や
第

山
ゴ
ム
な
ど
の
工

場
､
ま
た
こ
れ
も
炭
坑
労
働
に
欠
か
せ
な
い
北

の
替
､
千
歳
鶴
'
雪
の
花
な
ど
の
酒
蔵
が
あ
り

ま
し
た
｡
こ
う
し
て
見
る
と
､
戦
後
の
小
樽
経

済
は
夕
張
や
空
知
な
ど
の
石
炭
産
業
と
直
結
し

て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
｡

私
は
､
そ
の
後
､
商
大
､
商
大
大
学
院

へ
と

進
み
ま
し
た
｡
昭
和
五
七
年

(
一
九
八
二
)
に

母
校
で
あ
る
商
大
に
職
を
得
て
､
現
在
に
至
っ

て
い
ま
す
｡
平
成
二
〇
年
四
月
に
､
秋
山
前
学

長
の
後
任
と
し
て
学
長
と
な
り
ま
し
た
｡
小
樽

高
商
の
初
代
校
長
渡
連
龍
聖
か
ら
数
え
て
第

一

二
代
､
戦
後
の
大
野
純

l
学
長
か
ら
数
え
て
第

九
代
学
長
と
な
り
ま
す
｡
小
樽
高
商
出
身
の
校

長

･
学
長
は
多
く
お
り
ま
す
が
､
小
樽
商
大
出

身
と
し
て
は
､
初
め
て
の
学
長
で
す
｡

小
樽
高
等
商
業
学
校

の
設
立

商
大
は
､
三
年
後
の
平
成
二
三
年

(二
〇
li

二

に
創
立
百
周
年
を
迎
え
ま
す
｡
国
立
大
学

で
す
が
､
こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
見
る
と
､
創
立

か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
小
樽
市
民
に
愛
さ
れ
､

そ
し
て
支
援
さ
れ
続
け
て
き
た
大
学
で
あ
る
こ

と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
｡
そ
こ
で
､
ま
ず
､
創

立
の
経
緯
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
O

小
樽
高
等
商
業
学
校
の
法
律
上
の
設
置
は
明

治
四
三
年

(
!
九

山
○
)
で
､
翌
四
四
年
､
全

国
五
番
目
の
官
立
高

等
商
業
学
校
と
し
て
七
二

名
の
学
生
を
受
け
入
れ
て
関
学
し
ま
し
た
｡
戦

前
の
学
制
は
､
極
め
て
単
純
化
し
て
言
え
ば
､

小
学
校
六
年
､
中
学
校
五
年
､
高
等
学
校
三
年
､

大
学
三
年
で
す
｡
高
等
学
校
と
大
学
が
高
等
教

育
機
関
で
､
小
樽
高
商
は
高
等
学
校
に
相
当
し

ま
す
｡
北
大
の
予
科
も
そ
う
で
し
た
｡

明
治
四
〇
年

(
一
九
〇
七
)
に
札
幌
農
学
校

は
東
北
帝
国
大
学
農
科
大
学
と
な
り
､
同
時
に

予
科
も
併
設
さ
れ
て
い
ま
す
｡
そ
の
四
年
後
に

本
学
が
関
学
し
､
北
海
道
に
お
け
る
文
科

･
理

科
の
高
等
教
育
機
関
が
揃
う
こ
と
に
な
り
ま

す
｡
以
来
､
高
商
と
北
大
予
科
は
､
運
動
部
の

対
抗
戦
や
応
援
団
の
対
面
式
等
､
北
の
早
慶
戦

な
ど
と
い
わ
れ
､
市
民
や
道
民
に
愛
さ
れ
て
き

ま
し
た
｡

特
に
応
援
団
の
対
面
式
は
人
気
で
､
私
の
学

生
時
代
も
盛
ん
で
し
た
｡
小
樽
と
札
幌
で
交
互

に
開
催
す
る
の
で
す
が
､
会
場
は
小
樽
で
は
ニ

ュ
ー
銀
座
デ
パ
ー
ト
前
の
広
場
か
花
園
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー
､
札
幌
で
は
大
通
り
公
園
で
す
｡

ご
承
知
の
と
お
り
'
汚
い
羽
織

･
袴

二
荷
下
駄

の
蛮
カ
ラ
ス
タ
イ
ル
で
す
｡

応
援
団
長
の
挑
戦
状
は
､
礼
儀
正
し
い
も
の

で
は
な
く
､
ほ
と
ん
ど
の
の
し
り
あ
い
で
す
｡

今
で
は
言
っ
て
は
い
け
な
い
言
葉
で
す
が

｢ド

ン
百
姓
｣
｢守
銭
奴
｣
と
い
う
の
が
決
ま
り
文
句

で
し
た
｡
ど
ち
ら
の

｢
の
の
し
り
｣
か
､
す
ぐ

に
分
か
る
と
思
い
ま
す
｡
応
援
団
も
､
な
り
手

が
な
く
消
滅
し
ま
し
た
｡
現
在
は
チ
ア

･
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
部
が
活
躍
し
て
い
ま
す
｡
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さ
て
､
話
が
そ
れ
ま
し
た
が
､
官
立
第
五
高

商
設
置
の
候
補
地
と
し
て
､
当
時
は
函
館
が
有

力
で
し
た
｡
明
治
四
〇
年
の
函
館
区
の
人
口
は

お
よ
そ
九
万
､
小
樽

区
も
九
万
､
札
幌
区
は
六

万
六
千
で
し
た
｡
も
ち
ろ
ん
､
函
館
は
北
海
道

で
最
も
早
く
拓
け
た
開
港
場
所
で
､
小
樽
は
急

速
に
発
展
し
っ
つ
あ
っ
た
と
は
い
え
官
立
学
校

の
設
置
場
所
と
し
て
函
館
の
後
塵
を
拝
し
て
い

た
の
は
事
実
で
す
｡

こ
れ
を
覆
し
た
の
が
､
有
力
商
人
か
ら
の
学

校
敷
地

一
万
坪
の
寄
附
の
申
し
出
で
あ
り
ま
し

た
｡
文
部
省
は
さ
ら
に
頭
に
乗
り
､
校
舎
建
設

費
三
七
万
円
の
う
ち
二
〇
万
円
を
地
元
が
負
担

す
る
な
ら
小
樽
に
設
置

し
て
も
よ
い
､
と
言
っ

て
き
た
よ
う
で
す
｡
当
時
の
小
樽
区
の
年
間
予

算
が
三
〇
万
円
程
で
し
た
か
ら
､
二
〇
万
円
と

い
う
の
は
か
な
り
の
金
額
で
す
｡
そ

の
う
ち
､

相
当
の
金
額
を

｢資
産
家
を
し
て
幾
分
の
寄
附

に
任
せ
し
め
｣､
他
は
区
債
の
発
行
で
消
化
し
た

よ
う
で
す
｡
区
債
と
い
う
こ
と
は
区

(市
)
の

借
金
で
す
か
ら
､
市
民
か
ら
の
借
金
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
ご
)う
し
て
､
ま
さ
に
市
民
｢立
｣

大
学
と
し
て
高
商
が
誕
生
し
た
わ
け
で
す
｡

函
館
は
と
い
え
ば
､
昭
和

山
〇
年

(
一
九
三

五
)
に
函
館
高
等
水
産
学
校
が
設
置
さ
れ
て
い

ま
す
o
北
大
で
は
明
治
四

山
年
東
北
帝
国
大
学

農
科
大
学
に
水
産
学
科
が
置
か
れ
､
同
時
に
付

属
施
設
と
し
て
忍
路
臨
海
実
習
所
が
設
置
さ
れ

ま
し
た
o

こ
の
忍
路
の
臨
海
実
習
所
､
私
は
学
生
時
代
､

生
物
学
の
授
業
で
こ
こ
に
行

っ
て
ウ
ニ
の
受
精

を
観
察
し
ま
し
た
o
観
察
レ
ポ
ー
ト
に
受
精
の

図
を
書
い
て
提
出
す
れ
ば
確
実
に
単
位
を
も
ら

え
る
と
い
う
噂
で
､
生
物
学
は
人
気
科
目
で
し

た
｡
ち
な
み
に
､
私
の
二
代
前
の
山
田
学
長
は
､

生
物
学
の
教
授
で
し
た
｡

戦
後
の
昭
和
二
四
年

(
山
九
四
九
)
に
函
館

高
等
水
産
と
北
大
農
学
部
水
産
学
科
が
合
併

し
､
北
大
水
産
学
部
と
な
り
ま
し
た
｡
ご
承
知

の
と
お
り
水
産
学
部
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
函
館
で

す
O
実
は
こ
の
水
産
学
部
函
館
キ
ャ
ン
パ
ス
も
､

戦
後
の
小
樽
商
大
単
独
昇
格
と
深
く
係
わ
っ
て

き
ま
す
o

初
代
校
長
'
波
速
龍
聖

小
樽
高
商
の
初
代
校
長
は
渡
遵
龍
聖
で
す
｡

渡
適
は
倫
理
学
を
専
門
と
し
､
東
京
音
楽
学
校

(現
在
の
東
京
芸
術
大
学
)
の
校
長
で
し
た
｡
明

治
四
四
年

(
1
九

H

)
､
小
樽
高
商
の
初
代
校

長
と
し
て
赴
任
し
､大
正

i
〇
年
(
山
九
二

一
)
､

新
設
の
名
古
屋
高
商

(現
在
の
名
古
屋
大
学
経

済
学
部
)
の
初
代
校
長
と
し
て
転
出
し
ま
し
た
｡

学
校
作
り
の
名
人
と
い
え
ま
す
｡

と
こ
ろ
で
､
官
立
高
商
は

山
六
校
あ
り
ま
し

た
｡
そ
の
う
ち
東
京
高
商
と
神
戸
高
商
は
大
正

時
代
に
商
科
大
学
に
昇
格
し
､
そ
れ
ぞ
れ
現
在

の
一
橋
大
学
､
神
戸
大
学
経
済
学

･
経
営
学
部

と
な
っ
て
い
ま
す
｡
ま
た
三
校
は
､
台
北
､
京

城
､
大
連
の
旧
植
民
地
に
あ
り
､
現
在

二

校

が
そ
れ
ぞ
れ
国
立
大
学
の
経
済
学
部
等
に
な
っ

て
い
ま
す
｡
旧
高
商
で
単
独
で
大
学
に
な
っ
た

の
は
小
樽
だ
け
で
す
O
現
在
､
こ
の
二

校
に

埼
玉
大
学
経
済
学
部
が
加
わ

っ
て
､
年
二
回
､

国
立

〓

山大
学
と
い
う
会
議
を
開
催
し
て
い
ま

す
｡ち

な
み
に
､
台
北
高
商
と
京
城
高
商
は
､
そ

れ
ぞ
れ
現
在
の
国
立
台
湾
大
学
'
国
立
ソ
ウ
ル

大
学
の
一
部
と
な
っ
て
い
ま
す
o
大
連
高
商
に

つ
い
て
は
不
明
で
す
｡
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さ
て
､
渡
連
は

一
〇
年
間
本
学
に
お
り
ま
し

た
が
'
こ
の
間
に
小
樽
高
商
及
び
小
樽
商
大
の

骨
格
が
で
き
あ
が
っ
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
あ

り
ま
せ
ん
O
商
大
の
モ
ッ
ト
ー
は

｢実
学
､
語

学
及
び
品
格
｣
で
す
｡

波
速
は
､
ま
ず
実
学
と
し
て
の
商
学
を
重
ん

じ
て
い
ま
す
｡
現
在
で
も
本
学
で
は
種
々
の
実

践
科
目
が
あ
り
ま
す
が
､
渡
速
は
関
学
当
初
か

ら

｢商
業
実
践
｣､
｢企
業
実
践
｣
及
び

｢商
品

実
験
｣
の
授
業
を
組
み
込
み
､
｢先
輩
高
商
に
な

い
本
校
独
自
の
科
目
｣
だ
と
自
慢
し
て
い
ま
す
｡

有
名
な
高
商
石
鹸
の
製
造
販
売
も
そ
れ
ら
の
科

目
の
一
部
で
す
｡

伊
藤
整
の
自
伝
的
小
説
『
若
い
詩
人
の
肖
像
』

に
は
､
同
人
誌
発
行
の
費
用
を
稼
ぐ
た
め
に
高

商
石
鹸
を
自
宅
か
ら
摘
ん
だ
普
微
を
添
え
て
公

園
通
り
で
売
る
シ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
｡
け
っ
こ

う
儲
か
っ
た
と
書

い
て
あ
り
ま
す
か
ら
､
高
商

生
と
し
て
実
学
を
実
践
し
て
い
た
こ
と
に
な
り

ま
す
｡

現
在
､
化
学
の
片
岡
教
授
が
高
商
石
鹸
の
再

現
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
｡
た
だ
､
片
岡
教
授

に
よ
る
と
､
ヤ
シ
油
な
ど
植
物
性
の
油
脂
で
作

ら
れ
た
現
在
の
石
鹸
に
比
べ
､
高
商
石
鹸
は
魚

脂
､
つ
ま
り
魚
の
脂
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
の
で

臭
い
､
こ
の
ま
ま
で
は
今
の
消
費
者
に
は
受
け

入
れ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
｡

大
正
九
年

(
一
九
二
〇
)
に
は
東
京
高
商
が

東
京
商
科
大
学

(現
在

の
T橋
大
学
)
に
昇
格

し
ま
す
｡
小
樽
で
も
昇
格
連
動
が
巻
き
起
り
ま

し
た
が
､
波
速
は
東
京
高
商
を

｢専
門
学
校
の

家
系
を
棄
て
大
学
系
に
入
り
婿
し
た
る
｣
と
批

判
し
た
そ
う
で
す
｡

語
学
も
波
速
が
力
を
入
れ
た
科
目
で
す
｡
関

学
時
の
カ
-
キ

ユ
ラ
ム
を
み
ま
す
と
､
実
に
カ

リ
キ

ュ
ラ
ム
の
三
分

一
が
語
学
で
占
め
ら
れ
て

い
ま
す
｡
｢北
の
外
国
語
学
校
｣
と
言
わ
れ
た
の

も
う
な
ず
け
ま
す
｡
毎
年
､
学
校
祭
で
は
外
国

語
劇
が
上
演
さ
れ
､
分
か
ら
な
い
な
が
ら
も
市

民
の
人
気
だ
っ
た
よ
う
で
す
｡
フ
ラ
ン
ス
語
劇

の
一
枚
の
写
真
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
｡
そ
こ
に

は
小
林
多
喜
二
と
伊
藤
整
そ
し
て
高
浜
年
尾

(虚
子
の
子
息
)
が
写
っ
て
い
ま
す
｡
高
商
の
黄

金
時
代
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡

ご
衆
知
の
と
お
り
､
い
ま
小
林
多
喜
二
の
『
蟹

工
船
』
ブ
ー
ム
で
す
｡
多
喜
二
と
い
う
と
､
特

定
の
政
党
と
関
係
づ
け
ら
れ
､
ま
た
わ
ず
か
二

九
歳
で
国
家
に
殺
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
暗
い

イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
ま
す
が
､
本
人
は
明
る
く
､

お
茶
目
で
､
優
し
い
普
通
の
高
商
生
だ
っ
た
よ

う
で
す
｡
商
大
の
史
料
展
示
室
に
は
､
遺
族
の

了
解
を
得
て
､
多
喜
二
の
成
績
表
が
展
示
さ
れ

て
い
ま
す
｡
成
績
も
上
位
で
は
あ
り
ま
す
が
抜

群
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
よ
う
で
す
｡
彼
は
､

三
つ
星
パ
ン
を
経
営
す
る
叔
父
の
援
助
を
受
け

て
､
高
商
に
通
っ
て
い
た
よ
う
で
す
｡
こ
の
｢三

つ
星
パ
ン
｣
､何
と
な
く
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
よ

う
な
気
が
し
ま
す
｡

多
喜
二
と
伊
藤
整
と
は
文
学
の
傾
向
が
異
な

る
の
で
す
が
､
現
在
､
旭
展
望
台
に
あ
る
多
喜

二
の
碑
の
建
設
に
あ
た
っ
て
､
伊
藤
整
は
先
頭

に
立
っ
て
尽
力
し
て
い
ま
す
｡
平
成
二
〇
年
の

五
月
､
H
B
C
テ
レ
ビ
で

『
い
の
ち
の
記
憶
』

と
い
う
､
多
喜
二
の
ド
キ

ュ
メ
ン
タ
リ
ー
が
放

映
さ
れ
ま
し
た
｡
D
V
D
に
も
な
っ
て
い
ま
す

の
で
､
是
非
､
ご
覧
下
さ
い
｡

ま
た
､
商
大
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
､
緑
丘
戦

没
者
慰
霊
塔
と
い
う
白
亜
の
溝
酒
な
塔
が
建
っ

て
い
ま
す
｡
毎
年
八
月

1
五
日
に
､
学
徒
出
陣
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等
､
学
問

へ
の
志
な
か
ば
で
亡
く
な
っ
た
同
窓

生
を
､
遺
族
の
方
々
と
偲
ぶ
慰
霊
祭
を
行
っ
て

い
ま
す
｡
国
立
大
学
で
は
珍
し
い
こ
と
で
す
｡

f
〇
年
ほ
ど
前
､
八
月

一
五
日
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
､
中
曽
根
元
首
相
が
本
学
を
訪
れ
ま
し

た
｡
弟
さ
ん
が
緑
丘
戦
没
者
な
の
で
す
O
弟
の

母
校
を
訪
ね
て
来
た
の
で
す
｡
私
は
､
当
時
､

学
生
部
良
で
し
た
の
で
､
弟
さ
ん
の
学
籍
簿
を

お
見
せ
し
ま
し
た
｡
氏
は
'
座
っ
て
い
た
ソ
フ

ァ
ー
か
ら
身
を
乗
り
出
し
､
片
膝
を
床
に
つ
け
､

メ
ガ
ネ
を
額
に
あ
げ
､
や
や
し
ば
ら
く
学
籍
簿

を
見
て
い
ま
し
た
｡
涙
が
に
じ
ん
で
い
た
よ
う

に
思
い
ま
す
｡
そ
し
て
､
弟
さ
ん
が
戦
地

へ
赴

く
前
の
冬
の
あ
る
日
､
彼
の
家
を
訪
れ
た
と
き

の
話
を
､
と
つ
と
つ
と
語
り
､
そ
の
と
き
に
詠

ん
だ
句
を
披
露
し
て
く
れ
ま
し
た
｡

｢木
枯
ら
し
や
､
飲
み
交
わ
し
た
る
酒
二
合
｣

名
句
だ
と
恩
い
ま
し
た
｡

中
曽
根
元
首
相
と
い
う
と
､
ど
う
し
て
も
タ

カ
派
の
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
す
が
､
彼
の
別
の
面

を
見
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
｡

さ
て
､
語
学
に
戻
り
ま
す
が
､
現
在
で
も
､

商
大
で
は
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
の
三
分
の
一
に
は
遠

い
で
す
が
､
他
大
学
に
比
べ
て
語
学
の
単
位
は

多
い
方
で
す
｡
ま
た
､
言
語
セ
ン
タ
ー
で
は
留

学
生
向
け
の
日
本
語
も
含
め
て
八
力
国
語
が
学

べ
ま
す
｡
こ
の
語
学
の
伝
統
も
､
そ
の
発
展
で

あ
る
国
際
交
流
と
と
も
に
大
事
に
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
｡

三
つ
目
の
品
格
で
す
が
､
最
近

『
国
家
の
品

格
』
と
か

『
女
性
の
品
格
』
と
か
､
は
や
り
言

葉
の
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
が
､
本
学
の
憲
法

で
あ
る
学
則
第

一
条
に
は

｢品
格
あ
る
人
材
の

育
成
｣
が
纏
わ
れ
て
い
ま
す
O
教
育
面
で
言
え

ば
教
養
教
育

(リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
)
の
重
視
で

す
｡
渡
達
が
倫
理
学
の
博
士
で
あ
っ
た
こ
と
に

も
よ
る
の
で
し
ょ
う
｡
波
速
以
来
､
歴
代
の
校

長
は
入
学
式
の
式
辞
で
､
ま
ず

｢本
日
よ
り
諸

君
を
青
年
紳
士
を
以
て
遇
す
る
｣
と
述
べ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
｡

実
学
と
教
養
教
育
の
重
視
と
は

一
見
矛
盾
す

る
よ
う
で
す
が
､
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
C
渡

遠
は
､
実
業
人
は
ま
ず
尊
敬
に
値
す
る
人
間
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
｡
商

売
を
す
る
に
し
て
も
､
何
を
す
る
に
し
て
も
､

す
べ
て
人
と
人
と
の
関
わ
り
で
行
わ
れ
る
の
で

あ
り
､
教
養
あ
る
尊
敬
さ
れ
る
人
物
の
育
成
こ

そ
が
､
実
学
の
基
礎
だ
と
考
え
て
い
た
わ
け
で

す
｡
今
日
で
も
､
そ
の
意
義
は
い
さ
さ
か
も
変

わ
り
ま
せ
ん
｡
最
近
の
偽
装
事
件
な
ど
様
々
な

企
業
事
件
を
聞
く
に
つ
け
､
商
学
に
と
っ
て
教

養
教
育
の
大
切
さ
を
痛
感
し
ま
す
｡
波
速
や
歴

代
校
長
は
､
教
養
教
育
と
い
う
面
か
ら
､
商
業

学
校
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
然
科
学
に
も

力
を
入
れ
､
顕
微
鏡
な
ど
の
実
験
設
備
の
充
実

に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
｡
高
商
石
鹸
の
製
造
工

場
も
そ
う
で
す
｡
こ
の
こ
と
が
､
戦
後
の
大
学

単
独
昇
格
に
係
わ
っ
て
き
ま
す
｡

さ
て
､
私
自
身
の
紳
士
教
育
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

を

1
つ
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
O
私
は
昭
和
四

三
年

二

九
六
八
)
の
入
学
で
す
が
､
入
学
当

初
､
洋
食

マ
ナ
ー
と
社
交
ダ
ン
ス
の
講
習
が
あ

り
ま
し
た
｡
洋
食

マ
ナ
ー
は
､
現
在
グ
リ
ー
ン

ホ
テ
ル
が
あ
る
場
所
に
あ

っ
た
北
海
ホ
テ
ル

で
､
カ
マ
ボ
コ
を
肉
に
見
立
て
て
､
北
海
ホ
テ

ル
の
高
級
テ
ー
ブ
ル
ゥ

ェ
ア
で
講
習
を
受
け
ま

し
た
｡
当
時
､
肉
は
高
か
っ
た
の
で
す
｡

こ
の
よ
う
に

｢実
学
､
語
学
及
び
品
格
｣
と

い
う
モ
ッ
ト
ー
は
､
初
代
涯
蓬
龍
聖
校
長
に
よ
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っ
て
形
作
ら
れ
ま
し
た
が
､
現
在
の
商
大
に
と

っ
て
も
重
要
な
指
針
で
す
｡
私
自
身
､
学
生
部

長
等
の
管
理
職
に
就
い
て
か
ら
､
常
に
､
渡
連

を
意
識
し
て
き
ま
し
た
｡
実
学
の
展
開
と
し
て

札
幌
サ
テ
ラ
イ
ト
､
ビ
ジ
ネ
ス
創
造
セ
ン
タ
ー
､

ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
の
設
置
､
語
学
の
展
開
そ

し
て
国
際
交
流
､
品
格
の
展
開
と
し
て
語
学
を

含
む
教
養
教
育
重
視
の
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
で
す
｡

今
後
も
､
こ
の
方
向
を

一
層
推
し
進
め
よ
う
と

考
え
て
い
ま
す
｡

涯
蓬
の
次
の
赴
任
地
で
あ
っ
た
名
古
屋
大
学

経
済
学
部
の
中
庭
に
は
､
彼
の
胸
像
が
建
っ
て

い
ま
す
｡
数
年
前
､
私
が
名
大
を
訪
れ
た
際
､

本
部
広
報
室
は
そ
の
胸
像
の
あ
り
場
所
を
知
り

ま
せ
ん
で
し
た
｡
経
済
学
部
事
務
は
､
胸
像
自

体
､
ど
の
よ
う
な
由
来
で
建
て
ら
れ
た
の
か
も

知
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
名
古
屋
で
､
渡
連
は
忘

れ
去
ら
れ
て
い
た
の
で
す
｡
胸
像
を
小
樽
に
建

て
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
残
念
で
す
｡

戦
後
の
単
独
昇
格

戦
後
､
六

･
三
･
三

･
四
の
新
学
校
制
度
と

な
り
､
高
等
教
育
機
関
は
す
べ
て
大
学
に
再
編

さ
れ
ま
し
た
｡

北
大
予
科
は
北
大
教
養
部
と
な

り
ま
し
た
｡
小
樽
高
商
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ

ん
｡
北
海
道
で
の
大
学
再
編
に
あ
た
り
､
最
も

有
力
な
案
は
北
大
､
帯
広
畜
産
大
､
函
館
水
産

大
の
三
大
学
案
で
し
た
｡
小
樽
は
北
大

へ
の
統

合
が
当
然
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
｡

確
か
に
､
地
理
的
な
状
況
や
北
海
道
の
産
業
構

造
か
ら
す
れ
ば
三
大
学
案
は
､
そ
れ
な
り
の
説

得
力
が
あ
り
ま
す
｡

こ
れ
に
本
学
関
係
者
､
小
樽
市
民
が
高
商
か

ら
商
科
大
学

へ
の
単
独
昇
格
を
目
指
し
､
猛
烈

に
運
動
を
展
開
し
た
の
で
す
｡
教
授
陣
は
､
単

独
昇
格
が
か
な
わ
な
け
れ
ば
日
本
最
高
の
商
業

高
校
に
な
る
と
ま
で
言
っ
た
よ
う
で
す
｡
当
時

の
政
策
の
実
権
を
握

っ
て
い
た
の
は
G
H
Q

(占
領
軍
総
司
令
部
)
で
す
｡
こ
の
運
動
は
､
と

う
と
う
G
H
Q
大
学
教
育
課
長
W

･
C

･
イ
ー

ル
ズ
の
視
察
に
ま
で
こ
ぎ

つ
け

ま
し
た｡

イ
ー
ル
ズ
は
高
商
を
視
察
し
､
文
系
の
学
校

に
も
か
か
わ
ら
ず
商
品
館
､
顕
微
鏡
や
商
品
実

験
室
等
e
Y理
系
設
備
が
整

っ
て
い
る
こ
と
に
感

心
し
た
よ
う
で
す
｡
戦
後
の
新
制
学
校
制
度
は
､

ア
メ
リ
カ
に
な
ら
っ
た
も
の
で
す
が
､
ア
メ
リ

カ
の
大
学
は
学
部
レ
ベ
ル
で
は
教
養
教
育

(リ

ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
)
を
非
常
に
重
視
し
ま
す
｡
文

系
専
門
学
校
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
理
科

教
育
を
含
め
た
教
養
教
育
が
充
実
し
て
い
た
こ

と
が
､
結
局
､
単
独
昇
格
を
果
す
決
定
的
要
因

だ
っ
た
よ
う
で
す
｡
商
人
の
品
格
育
成
の
た
め
､

教
養
教
育
を
重
視
し
た
渡
蓬
の
お
か
げ
と
い
っ

て
良
い
と
思
い
ま
す
｡
こ
う
し
て
､
昭
和
二
四

午

(
.i
九
四
九
)
､
当
時
小
樽
経
専

(小
樽
経
済

専
門
学
校
)
と
言
っ
て
い
た
小
樽
高
商
は
小
樽

商
科
大
学
と
な
り
ま
し
た
｡
最
初
の
学
生
の
入

学
定
員
は

1
四
〇
名
で
す
｡

と
こ
ろ
で
､

函
館
は
函
館
水
産
大
学
の
設
置

を
果
せ
ず
､
北
大
農
学
部
水
産
学
科
と
併
合
し

北
大
水
産
学
部
と
し
て
函
館
に
キ
ャ
ン
パ
ス
を

残
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡
小
樽
の
猛
烈
な
単

独
昇
格
運
動
が
な
け
れ
ば
､
小
樽
が
北
大
と
併

合
さ
れ
､
良
く
て
経
済
学
部
の
キ
ャ
ン
パ
ス
を

小
樽
に
残
す
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
｡
高
等
教
育
機
関
の
設
置
に
関
す
る

限
り
､
小
樽
と
函
館
は
常
に
ラ
イ
バ
ル
で
あ
り
､

そ
し
て
小
樽
に
分
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
で
し
ょ
う
｡
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現
在
の
商
大
と
創
立
百
周
年

私
が
商
大
に
入
学
し
た
頃
､
入
学
者
は
二
八

〇
名
ほ
ど
､
そ
の
四
割
近
く
は
道
外
出
身
者
､

そ
し
て
女
子
学
生
は

i
O
数
名
で
し
た
｡
日
本

国
中
か
ら
学
生
が
集
ま

っ
て
お
り
､
沖
縄
か
ら

の
学
生
は
､
本
土
復
帰
前
だ

っ
た
の
で
沖
縄
留

学
生
で
し
た
｡

当
時
､
体
育
で
は
ス
キ
ー
と
水
泳
が
必
修
で

し
た
｡
沖
縄
留
学
生
は
ス
キ
ー
に
苦
労
し
て
い

ま
し
た
｡
ス
キ
ー
と
ス
キ
ー
靴
は
､
か
な
り
立

派
な
も
の
を
大
学
が
用
意

し
た
の
で
す
が
､
ス

キ
ー
ウ

エ
ア
が
な
い
｡
当
時
'
ス
キ
ー
ウ

エ
ア

は
ぴ

っ
た
り
と
し
た
ス
キ
ー
ズ
ボ
ン
と
ア
ノ
ラ

ッ
ク
と
い
う
の
が
定
番
で
し
た
｡

ス
キ
ー
授
業

は
大
学
の
裏
山
､
寮
の
向
か
い
で
行
わ

れ
ま
し

た
か
ら
､
彼
ら
は
寮
か
ら
丹
前
と
言

っ
て
い
た

綿
入
れ
の

｢ど
て
ら
｣
を
着
て
､
腰
に
紐
を
ま

き
､
軍
手
を
は
め
て
ス
キ
ー
授
業
に
来
る
の
で

す
｡
し
か
も
､
歩
く
こ
と

も
ま
ま
な
り
ま
せ
ん

の
で
'
授
業
が
終
る
頃
に
は
､
ほ
と
ん
ど
雪
だ

る
ま
が
ス
キ
ー
を
履
い
て
い
る
と
い
う
状
態
で

し
た
｡

現
在
は
､
夜
間
主

コ
ー
ス
を
含
め
て
入
学
定

員
は
五

l
玉
名
､
道
外
出
身
者
は
四
%
程
度
し

か
い
ま
せ
ん
｡
札
幌
か
ら
の
通
学
生
が
六
割
を

占
め
'
女
子
学
生
は
四
割
を
超
え
て
い
ま
す
｡

特
に
､
道
外
出
身
者
の
減
少
に
は
危
機
感
を
も

っ
て
い
ま
す
｡

さ
て
､
ご
承
知
の
よ
う
に
国
立
大
学
は
平
成

一
六
年

(二
〇
〇
四
)
か
ら
法
人
化
さ
れ
ま
し

た
｡
法
人
化

以
前
は
授
業
料
等
も
全
て
国
に
納

め
'
国
の
予
算
の

t
部
と
し
て
各
大
学
の
予
算

が
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
｡
法
人
化
後
､
授
業

料
等
は
自
己
収
入
と
な
り
､
国
か
ら
は
運
営
費

交
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
｡
そ
し
て
､
六
年
間

の
中
期
計
画
を
作
成
し
､
そ
れ
に
従

っ
て
運
営

す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
｡

商
大
は
､
お
よ
そ

…
四
億
円
が
自
己
収
入
､

l
四
億
円
が
運
営
費
交
付
金
で
､
財
政
規
模
は

二
八
億
円
で
す
｡
ち
な
み
に
北
大
の
財
政
規
模

は
九
〇
〇
億
円
､
東
大
は

一
､
八
〇
〇
億
円
で

す
｡

北
大
や
東
大
な
ど
附
属
病
院

が
あ
る
大
学

は
病
院
の
収
入
､
支
出
が
大
き
い
の
で
簡
単
に

は
比
較
で
き
な
い
の
で
す
が
､
財
政
規
模
か
ら

い
え
ば
'
商
大
は
日
本

一
小
さ
な
国
立
大
学
で

す
｡

こ
の
運
営
費
交
付
金
は
毎
年

1
%
減
ら
さ
れ

ま
す
｡
商
大
の
場
合
､
毎
年
'

一
､
七
〇
〇
万

円
ず

つ
減
ら
さ
れ
て
い
ま
す
｡
他
を
節

約
し
な

け
れ
ば
､
毎
年
､
教
授
二
名
を
減
ら
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
｡
中
期
計
画
期

間
で
は
教
授

一
二
名
分
で
す
｡
学
科
を

仙
つ
無

く
す
計
算
で
す
｡
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
の
で
､

お
金
の
面
で
は
か
な
り
苦
労
し
て
い
ま
す
｡
新

聞
報
道
に
よ
り
ま
す
と
､
来
年
度
は

山
%
で
は

な
く
三
%
減
ら
す
方
針
が
あ
る
よ
う
で
す
｡
断

固
と
し
て
反
対
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
｡お

金
の
こ
と
を
考
え
る
と
､
学
長
を
辞
め
た

く
な
る
の
で
す
が
､
そ
う
も
言

っ
て
お
れ
ま
せ

ん
｡
や
は
り
商
大
百
周
年
の
､
次
の
百
年
の
夢

を
語
る
の
が
学
長
の
務
め
だ
と
思
い
ま
す
｡
私

は
､
小
さ
く
て
も
英
語
と
就
職
に
強
い
名
門
大

学
と
い
う
伝
統
を
守
り
､

山
層
発
展
さ
せ
て
い

き
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
｡

平
成

1
八
年

(二
〇
〇
六
)
､
『
週
刊
ダ
イ
ヤ

モ
ン
ド
』
の
九
月
二
三

日
号
に
'
｢出
世
で
き
る

大
学
｣
ラ
ン
キ
ン
グ
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
｡
商

大
は
､
な
ん
と
五
位
に
ラ
ン
キ
ン
グ
さ
れ
た
の
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で
す
｡

1
位
は
東
大
､
二
位
は

.I
橋
大
､
三
位

は
慶
庵
､
四
位
は
京
大
で
､
い
ず
れ
も
超
ブ
ラ

ン
ド
大
学
で
す
｡
日
本
に
は
､
現
在
､
七
五
五

の
四
年
制
大
学
が
あ
り
ま
す
が
､
そ
の
中
の
五

位
で
す
か
ら
､
堂
々
た
る
も
の
で
す
｡

ま
た
､
同
じ
特
集
に
高
校
の
進
路
指
導
の
先

生
が
勧
め
る
大
学
ラ
ン
キ
ン
グ
が
あ
り
､
こ
れ

は

一
九
位
で
し
た
｡
こ
の
ラ
ン
キ
ン
グ
は
､
高

商

･
商
大
の
過
去
の
遺
産
で
は
な
く
現
在
の
評

価
で
す
か
ら
､
や
は
り
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
｡

大
学
独
自
の
創
立
百
周
年
記
念
募
金

第

一
期
中
期
計
画
期
間
中
､
運
営
費
交
付
金

は
毎
年

山
%
ず
つ
減
額
さ
れ
､
平
成
二

山
年
度

に
は
三
%
の
減
額
が
ほ
ぼ
確
定
し
て
い
ま
す
｡

か
か
る
状
況
の
中
､
本
学
は
平
成
二
三
年
に
創

立
百
周
年
を
迎
え
ま
す
｡
現
在
本
学
に
は
寮
が

あ
り
ま
せ
ん
｡
先
ほ
ど
話
し
た
応
援
団
員
も
沖

縄
留
学
生
も
皆
寮
生
で
し
た
｡
寮
が
果
す
教
育

的
効
果
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
｡

私
の
夢
は
寮
の
復
活
で
す
｡
総
事
業
費
は
約
五

億
五
千
万
円
｡
う
ち
大
学
の
積
立
金
で

1
億
五

千
万
円
､
借
入
金
で
三
億
五
千
万
円
を
考
え
て

お
り
ま
す
｡

創
立
百
周
年
記
念
事
業
と
し
て
は

｢教
育
研

究
振
興
基
金
｣
(仮
称
)
の
創
立
を
計
画
し
て
お

り
ま
す
｡
大
学
と
し
て
行
う
創
立
百
周
年
記
念

募
金
を
基
金
の
原
資
と
し
て
､
将
来
に
向
け
た

教
育
や
研
究
の
更
な
る
質
の
向
上
を
目
的
と
し

た
基
金
で
す
｡

基
金
に
よ
る
事
業
と
し
て
以
下
を
予
定
し
て

お
り
ま
す
｡

①
成
績
優
秀
学
生

へ
の
奨
励
金
や
課
外
活
動

へ

の
助
成
等
の
学
生
支
援
事
業

②
教
育

･
研
究
支
援
事
業

③
公
開
講
座
や
産
業
連
携
事
業
推
進
の
地
域
貢

献
事
業

④
福
利
厚
生
施
設
等
の
整
備
事
業

創
立
百
周
年
を
大
恐
慌
以
来
あ
る
い
は

一
〇

〇
年
に

仙
度
の
ツ
ナ
ミ
と
も
称
さ
れ
る
経
済
情

勢
の
中
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
｡
し
か
し
こ

の
チ
ャ
ン
ス
を
本
学
再
生
の
大
き
な
契
機
と
考

え
意
義
あ
る
創
立
百
周
年
に
い
た
し
ま
す
｡

寄
付
金
の
件
も
含
め
､
今
後
と
も
物
心
両
面

に
関
わ
る
商
大

へ
の
ご
支
援
を
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
｡


