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会
費
制
へ
の
移
行
と
、
新
制
度
の
導
入 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西
尾 

元
伸 

二
〇
二
二
年
度
の
関
西
支
部
春
季
大
会
は
、
オ
ン

ラ
イ
ン
形
式
で
の
開
催
と
な
っ
た
。
二
〇
二
一
年
度

の
春
季
・
秋
季
大
会
に
続
い
て
三
大
会
連
続
の
こ
と

で
あ
る
。
過
去
二
回
の
オ
ン
ラ
イ
ン
大
会
と
は
異
な

り
、
特
集
「
鷗
外
を
ひ
ら
く 

鷗
外
没
後
一
〇
〇
年
」

を
含
め
て
キ
イ
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
設
け
な
い
完
全

オ
ン
ラ
イ
ン
方
式
で
あ
っ
た
。
関
係
者
の
負
担
を
考

え
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
質
疑
応
答
や
デ
ィ
ス
カ

ッ
シ
ョ
ン
は
問
題
な
く
実
施
で
き
る
の
か
等
の
不

安
も
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
会

場
に
多
く
の
方
が
ご
参
加
く
だ
さ
り
、
無
事
に
大
会

を
終
え
ら
れ
た
こ
と
に
安
堵
し
て
い
る
。
影
で
、
発

表
者
や
運
営
ス
タ
ッ
フ
が
打
ち
合
わ
せ
を
く
り
返

し
、
準
備
を
重
ね
た
こ
と
も
申
し
添
え
て
お
き
た
い
。

た
だ
し
、
懇
親
会
の
時
間
を
持
て
な
か
っ
た
こ
と
に

は
、
残
念
な
気
持
ち
も
あ
る
。 

二
〇
二
〇
年
以
降
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染

症
（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
‐
19
）
の
流
行
が
あ
り
、
私
た
ち

の
生
活
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
の

活
用
が
急
激
に
進
み
、
学
会
の
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
は

ふ
つ
う
の
こ
と
と
な
っ
た
。
大
学
の
授
業
な
ど
も
、

随
分
オ
ン
ラ
イ
ン
に
救
わ
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
対
面
形
式
に
戻
っ
た
と
こ
ろ

が
殆
ど
な
の
だ
ろ
う
。
関
西
支
部
の
運
営
委
員
会
も
、

こ
の
二
年
半
程
の
期
間
は
ず
っ
と
オ
ン
ラ
イ
ン
開

催
で
あ
る
。
も
っ
と
も
必
要
に
迫
ら
れ
て
オ
ン
ラ
イ

ン
化
し
た
と
こ
ろ
が
思
っ
た
以
上
に
便
利
だ
っ
た

こ
と
も
あ
る
。
支
部
運
営
委
員
会
な
ど
は
、
経
費
の

面
か
ら
も
大
変
に
助
か
っ
て
い
る
。
執
筆
現
在
（
七

月
上
旬
）
、
第
七
波
の
到
来
が
言
わ
れ
て
お
り
、
し

ば
ら
く
は
こ
の
状
況
が
続
き
そ
う
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
あ
る
が
、
二
〇
二
二
年
度

は
、
関
西
支
部
に
と
っ
て
大
き
な
変
化
の
年
に
な
っ

た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
そ
の
こ
と
を
記
録
し
て
お

き
た
い
。
本
年
度
の
総
会
で
、
会
費
制
へ
の
移
行
が

認
め
ら
れ
た
。
新
た
な
会
則
は
、
二
〇
二
三
年
度
か

ら
の
施
行
と
な
る
。
会
費
制
へ
の
移
行
は
、
支
部
に

と
っ
て
積
年
の
懸
案
事
項
で
あ
り
、
こ
の
間
、
運
営

委
員
を
は
じ
め
多
く
の
会
員
が
意
見
を
交
換
し
、
議

論
を
重
ね
て
き
た
。
そ
の
議
論
に
結
論
が
出
た
形
で

あ
る
。
今
後
は
、
予
算
規
模
を
見
定
め
て
、
安
定
的

に
事
業
を
継
続
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。 

同
時
に
、
積
極
的
に
支
部
運
営
を
活
性
化
す
る
制

度
も
認
め
ら
れ
た
。
会
費
制
移
行
に
あ
わ
せ
て
、
関

西
支
部
独
自
の
会
員
制
度
と
し
て
「
Ｋ
会
員
」
が
導

入
さ
れ
る
。
来
年
三
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
（
Ｗ
Ｅ

Ｂ
版
）
支
部
機
関
誌
「
関
西
近
代
文
学
研
究
」
の
創

刊
と
あ
わ
せ
、
支
部
の
あ
ら
た
な
特
色
に
な
る
は
ず

で
あ
る
。
と
も
に
、
佐
藤
秀
明
支
部
長
の
強
力
な
ご

牽
引
が
あ
っ
て
実
現
し
た
制
度
で
あ
る
。
支
部
の
活

動
が
、
近
現
代
文
学
研
究
の
推
進
力
に
な
る
と
と
も

に
、
関
西
ら
し
い
活
力
に
溢
れ
た
も
の
に
な
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、
運
営
に
携
わ
る
者
と
し
て

は
課
題
で
も
あ
る
。 

さ
て
、
二
〇
二
二
年
度
秋
季
大
会
は
、
一
〇
月
二

二
日
（
土
）・
二
三
日
（
日
）
に
全
国
大
会
（
於
・
同

志
社
大
学
）
内
で
開
催
の
予
定
で
あ
る
。
運
営
委
員

会
で
は
、
本
部
、
会
場
校
と
協
力
し
て
、
大
会
の
準

備
を
す
す
め
て
い
る
。
多
く
の
会
員
の
皆
さ
ま
の
ご

参
加
を
賜
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 

  

■
大
会
印
象
記 

二
〇
二
二
年
度
秋
季
大
会 

 

自
由
発
表 

中
田 

睦
美 

河
内
美
帆
氏
の
発
表
「
第
三
次
『
新
思
潮
』
創
刊

号
と
出
発
期
の
豊
島
与
志
雄
」
は
、
副
題
に
あ
る
よ

う
に
「
同
時
代
の
文
学
潮
流
を
視
座
に
」
豊
島
の
作

家
と
し
て
の
出
発
期
を
考
察
す
る
試
み
で
あ
る
。
氏

は
、
新
思
潮
派
は
一
般
に
反
自
然
主
義
的
と
目
さ
れ

る
が
、
出
発
期
の
豊
島
を
最
初
に
評
価
し
た
の
は
、

自
然
主
義
文
学
の
牙
城
「
早
稲
田
文
学
」
に
拠
る
評

論
家
や
詩
人
だ
っ
た
と
し
、
そ
れ
も
か
つ
て
花
袋
や

抱
月
ら
が
重
視
し
た
象
徴
派
的
傾
向
の
評
価
だ
と

す
る
。
早
稲
田
派
に
は
遠
い
上
田
敏
ら
も
、
事
物
の

奥
に
潜
む
〈
深
さ
〉
を
鍵
語
と
し
、
我
と
生
命
、
個

と
全
体
の
一
体
化
な
ど
を
重
視
す
る
象
徴
主
義
的

傾
向
を
有
し
、
そ
の
点
で
は
早
稲
田
派
も
新
思
潮
派

も
大
差
が
な
い
と
見
る
。
「
湖
水
と
彼
等
」
と
同
時

掲
載
の
評
論
も
同
質
で
、
豊
島
も
そ
の
ト
レ
ン
ド
に

一
見
収
ま
る
と
見
え
て
、
実
は
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る

志
向
が
あ
っ
た
と
し
、「
湖
水
と
彼
等
」「
恩
人
」「
犠
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牲
」
の
三
編
に
は
む
し
ろ
信
仰
や
生
命
主
義
の
否
定

が
描
か
れ
た
と
分
析
す
る
。
会
場
か
ら
の
指
摘
も
あ

っ
た
よ
う
に
〈
新
思
潮
派
〉
の
括
り
や
大
正
生
命
主

義
や
先
行
研
究
へ
の
目
配
り
な
ど
に
肌
理
の
粗
さ

は
あ
る
が
、
三
編
の
分
析
自
体
は
興
味
深
い
の
で
、

ま
ず
は
こ
こ
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
、
豊
島
文
学
の
独
自

性
を
彼
の
専
攻
し
た
仏
文
と
の
関
係
な
ど
か
ら
検

討
し
て
み
て
は
と
感
じ
た
。 

 

自
由
発
表 

原 

卓
史 

西
田
正
慶
氏
「
戦
中
派
世
代
の
殺
人

―
坂
口
安

吾
『
復
員
殺
人
事
件
』
と
高
木
彬
光
『
樹
の
ご
と
き

も
の
歩
く
』

―
」
は
、
安
吾
の
作
品
を
高
木
が
ど

の
よ
う
に
書
き
継
い
だ
の
か
を
論
じ
た
発
表
で
あ

る
。
一
九
五
〇
年
代
半
ば
の
荒
正
人
の
市
民
社
会
論

は
ミ
ス
テ
リ
の
批
評
に
も
適
用
さ
れ
た
が
、
安
吾
の

作
品
は
そ
れ
に
還
元
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
一
方
、
高
木
は
「
復
員
殺
人
事
件
」
が
否
定

し
た
世
代
論
を
作
品
の
核
に
据
え
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
市
民
的
「
善
」
を
称
揚
す
る
の
で
は
な

く
、
裁
き
得
な
い
「
悪
」
を
日
本
的
市
民
の
一
様
相

と
し
て
剔
出
し
た
物
語
へ
と
変
貌
さ
せ
た
と
い
う
。

質
疑
応
答
で
は
、
安
吾
の
楽
天
性
と
は
何
か
と
い
っ

た
問
い
や
、
五
〇
年
代
後
半
の
他
の
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル

を
描
い
た
作
品
と
比
べ
た
場
合
、「
復
員
殺
人
事
件
」

は
ど
う
位
置
付
け
ら
れ
る
か
、
な
ど
の
問
い
が
あ
っ

た
。
戦
後
の
探
偵
小
説
文
壇
を
広
く
見
通
す
質
問
が

出
さ
れ
て
興
味
深
い
。
個
人
的
に
は
「
復
員
殺
人
事

件
」
初
出
直
後
の
近
代
文
学
派
の
反
応
や
、
犯
人
当

て
懸
賞
は
「
犯
人
」
を
探
ろ
う
と
す
る
「
読
者
の
心

理
を
撹
乱
す
る
試
み
」
に
ど
の
よ
う
な
相
互
作
用
を

起
こ
し
た
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
も
聞
い
て
み
た
か

っ
た
。 

 

自
由
発
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

山
中 

智
省 

筒
井
康
隆
の
短
編
小
説
「
東
海
道
戦
争
」
を
め
ぐ

っ
て
は
、
作
中
で
描
か
れ
る
戦
争
の
様
相
を
取
り
上

げ
、
「
疑
似
イ
ベ
ン
ト
」
の
概
念
や
戦
争
の
「
ド
タ

バ
タ
性
」
と
関
連
づ
け
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
こ
れ

ま
で
多
か
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
な
か
松
山
哲
士

氏
の
発
表
は
、
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
若
者
の
姿
に

着
目
し
た
点
に
特
徴
が
あ
っ
た
。
松
山
氏
は
ま
ず
、

若
者
が
戦
争
映
画
の
「
カ
ッ
コ
い
い
」
面
の
み
を
受

容
し
て
理
想
と
憧
れ
を
抱
き
つ
つ
も
、
最
終
的
に
は

戦
争
の
凄
惨
さ
に
翻
弄
さ
れ
て
死
を
迎
え
る
と
い

う
作
中
描
写
と
、
戦
争
映
画
や
若
者
像
を
め
ぐ
る
同

時
代
言
説
と
を
相
互
に
分
析
し
た
。
そ
の
上
で
、
本

作
が
戦
後
二
〇
年
当
時
、
現
実
の
若
者
に
生
じ
た
戦

争
体
験
の
風
化
や
、
当
事
者
意
識
の
欠
落
を
風
刺
し

て
い
た
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。 

質
疑
応
答
で
は
、
主
人
公
「
お
れ
」
の
最
期
が
示

唆
す
る
も
の
な
ど
、
作
中
描
写
に
関
す
る
質
問
に
加

え
、
Ｓ
Ｆ
業
界
も
視
野
に
入
れ
た
本
作
の
評
価
の
歴

史
や
、
同
時
代
の
戦
争
映
画
や
社
会
状
況
と
の
関
連

性
を
さ
ら
に
追
う
作
業
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
今
後
、
文
学
研
究
に
お
い
て
本
作
を

論
じ
る
意
義
や
見
通
し
が
、
よ
り
明
確
に
な
っ
た
と

思
わ
れ
る
。 

 

小
特
集 

鷗
外
を
ひ
ら
く 

檀
原 

み
す
ず 

今
年
は
森
鷗
外
の
没
後
一
〇
〇
年
と
い
う
節
目

の
年
を
迎
え
、
特
集
「
鷗
外
を
ひ
ら
く
」
で
は
三
本

の
発
表
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
八
原
瑠
里
氏
「
森
鷗
外

と
横
光
利
一

―
「
国
語
教
育
」
を
視
座
と
し
て

―
」
は
、
現
代
の
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
作

家
と
い
う
共
通
点
を
ふ
ま
え
、
世
代
の
離
れ
た
鷗
外

と
横
光
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
国
語
教
育
の
観
点
か

ら
両
作
家
の
共
通
性
を
探
っ
て
い
き
、
二
人
の
受
け

て
き
た
教
育
の
差
異
か
ら
言
葉
に
対
す
る
問
題
意

識
を
中
心
に
分
析
さ
れ
た
。
明
治
の
国
字
・
国
語
問

題
か
ら
国
語
科
調
査
会
設
立
の
経
緯
を
詳
し
く
調

査
さ
れ
、
鷗
外
の
『
心
頭
語
』
に
も
言
及
さ
れ
た
。

鷗
外
『
大
発
見
』
中
の
「
縄
」
と
「
端
緒
」
の
文
字

表
現
に
関
し
て
は
、
横
光
『
上
海
』
中
の
「
暴
動
」

と
「
革
命
」
の
使
い
分
け
と
の
類
似
性
を
指
摘
さ
れ

た
が
、
鷗
外
作
品
の
読
解
に
丁
寧
さ
が
欲
し
か
っ
た
。

そ
し
て
明
治
期
に
言
文
一
致
を
目
指
し
て
新
し
い

文
体
を
作
り
後
世
に
影
響
を
与
え
た
鷗
外
と
、
国
語

教
育
に
よ
り
標
準
語
を
前
提
と
し
て
文
体
を
改
革

し
よ
う
と
す
る
横
光
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
。

質
疑
応
答
で
は
、
鷗
外
『
高
瀬
舟
』
に
つ
い
て
教
育

現
場
か
ら
の
声
が
聴
け
て
、
鷗
外
の
文
章
の
力
は
現

在
を
生
き
る
若
者
の
心
に
し
っ
か
り
届
く
と
い
う

実
感
が
で
き
、
意
を
強
く
し
た
。 

次
に
坂
崎
恭
平
氏
の
「
〈
あ
そ
び
〉
と
し
て
の
文

学

―
二
葉
亭
四
迷
か
ら
考
え
る
中
期
の
諸
作
品

―
」
は
、
二
葉
亭
の
文
学
に
対
す
る
〈
あ
そ
び
〉

の
認
識
と
鷗
外
の
短
編
小
説
『
あ
そ
び
』
を
結
節
点

と
し
て
そ
の
枠
組
み
を
通
し
て
二
人
の
同
時
代
的

営
為
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
た
。
氏
は
、
二
葉
亭
の
い

う
〈
あ
そ
び
〉
の
意
義
を
検
討
し
た
上
で
、
鷗
外
『
あ

そ
び
』
の
同
時
代
評
を
丹
念
に
調
べ
、
余
裕
・
余
技

と
い
う
否
定
的
な
捉
え
方
か
ら
大
逆
事
件
下
に
発

表
さ
れ
た
『
フ
ァ
ス
チ
ェ
ス
』
以
降
、
批
評
意
識
が

先
鋭
化
し
、
二
葉
亭
の
「
遊
び
が
あ
っ
て
不
可
」
と

い
う
姿
勢
に
鷗
外
が
転
じ
て
〈
創
作
的
批
評
〉
の
評

が
固
着
し
て
い
く
、
と
筋
道
を
立
て
て
整
理
さ
れ
た
。

そ
し
て
二
葉
亭
か
ら
鷗
外
を
み
て
、
「
爆
裂
弾
を
抱

い
て
発
つ
」
も
の
と
し
な
か
っ
た
鷗
外
は
、
二
葉
亭

の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
一
つ
の
ア
ン
サ
ー
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
結
ば
れ

た
。
私
見
で
は
、
鷗
外
の
〈
創
作
的
批
評
〉
は
戦
闘

的
啓
蒙
時
代
と
呼
ば
れ
る
初
期
の
ド
イ
ツ
三
部
作

や
翻
訳
作
品
に
も
〈
批
評
〉
が
内
在
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。 

最
後
に
林
正
子
氏
の
「〈R

e
si
gn
ati

o
n

〉
の
創
作

力

―
「
鷗
外
文
話
」
か
ら
史
伝
ま
で

―
」
は
、

随
筆
『
予
が
立
場
』
（
明
治
42
）
で
用
い
ら
れ
た

r
e
si
gn
at
ion

が
漱
石
晩
年
の
「
則
天
去
私
」
と
共

に
鷗
外
の
立
場
・
心
境
を
表
す
言
葉
と
し
て
よ
く
知

ら
れ
る
が
、
そ
のr

e
si
gn
at
ion

は
文
学
活
動
の
初

期
か
ら
最
晩
年
ま
で
を
貫
流
す
る
鷗
外
文
学
の
基

調
を
な
す
鍵
語
で
あ
る
、
と
し
た
上
で
そ
の
内
実
に
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迫
ら
れ
た
。
た
く
さ
ん
の
鷗
外
作
品
や
資
料
を
挙
げ

て
、
鷗
外
の
翻
訳
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
関
す
る
ゲ
ー

テ
の
〈
諦
念
〉
と
い
う
意
味
は
希
薄
で
あ
り
、
ス
ピ

ノ
ザ
の
よ
う
に
宗
教
的
で
も
な
く
、〈
傍
観
〉〈
あ
そ

び
〉〈
余
裕
〉
な
どr

e
s
ig
na
ti
on

の
多
義
性
を
分

析
考
察
さ
れ
た
。
糸
口
と
し
て
「
鷗
外
文
話
」
「
其

十
、
小
説
中
人
物
の
模
型
」
が
鷗
外
の
創
作
法
を
示

唆
し
て
い
る
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
と
鷗
外
の

r
e
si
gn
at
io
n

の
思
想
的
基
盤
が
ど
の
よ
う
に
リ

ン
ク
す
る
の
か
、
詳
し
い
説
明
が
欲
し
か
っ
た
。
ま

た
今
回
の
三
人
の
発
表
は
共
鳴
・
交
響
し
合
っ
て
い

る
と
ま
と
め
ら
れ
た
が
、
短
い
時
間
の
中
で
は
そ
の

意
図
が
伝
わ
り
難
く
、
鷗
外
文
学
に
お
け
る

r
e
si
gn
at
io
n

の
範
囲
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は

未
だ
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

本
特
集
が
新
た
な
鷗
外
研
究
の
地
平
を
切
り
拓

く
こ
と
に
な
る
の
か
、
今
後
も
作
品
追
究
の
手
堅
い

論
考
を
積
み
重
ね
て
い
く
し
か
な
い
と
い
う
思
い

を
持
っ
た
。 

 

小
特
集 

鷗
外
を
ひ
ら
く 

木
村 

有
美
子 

鷗
外
没
後
一
〇
〇
年
に
当
た
る
の
を
機
に
、
本
年

度
の
春
季
大
会
で
は
、
「
鷗
外
を
ひ
ら
く
」
と
題
し

て
三
氏
の
発
表
が
あ
っ
た
。 

八
原
瑠
里
氏
は
、
「
国
語
教
育
」
と
い
う
新
し
い

視
座
か
ら
鷗
外
と
横
光
を
取
り
上
げ
た
。
親
子
ほ
ど

の
年
齢
差
の
あ
る
両
者
の
、
受
け
て
来
た
教
育
・
文

体
の
改
革
の
あ
り
方
の
差
異
、
影
響
関
係
を
論
じ
た

が
、
発
表
中
、
最
も
魅
力
的
だ
っ
た
の
は
『
大
発
見
』

に
関
す
る
指
摘
で
あ
る
。
作
中
の
〈
端
緒
〉
を
め
ぐ

る
「
僕
」
と
「
閣
下
」
の
言
語
の
違
い
は
、
横
光
の

『
上
海
』
で
の
〈
暴
動
〉
と
〈
革
命
〉
の
使
い
分
け

に
類
似
す
る
と
言
う
。
言
語
は
そ
の
人
物
の
認
識
を

示
す
の
で
あ
る
。
鼻
を
ほ
じ
る
と
い
う
行
為
も
書
物

に
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
実
と
し
て
認
知
さ

れ
、
文
字
・
言
葉
が
読
者
の
中
に
新
し
い
認
識
や
概

念
を
生
じ
さ
せ
る
。
こ
の
現
象
を
「
大
発
見
」
と
呼

ん
だ
の
だ
と
い
う
指
摘
も
、
横
光
の
『
雁
』
に
対
す

る
高
評
価
の
紹
介
と
と
も
に
興
味
深
か
っ
た
。 

坂
崎
恭
平
氏
は
、
鷗
外
と
二
葉
亭
四
迷
を
め
ぐ
る

〈
あ
そ
び
〉
を
取
り
上
げ
た
。
〈
遊
び
が
あ
っ
て
不

可
〉
と
文
士
で
あ
る
こ
と
を
拒
否
し
た
二
葉
亭
と
、

そ
の
名
も
『
あ
そ
び
』
と
い
う
作
品
を
発
表
し
た
鷗

外
。
国
家
有
為
の
人
物
た
ら
ん
と
す
る
意
識
、
自
分

の
立
場
を
弁
明
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
性
向
等
、
日

本
の
近
代
文
学
を
拓
い
た
両
者
に
は
共
通
項
も
あ

る
よ
う
だ
が
、
西
園
寺
侯
の
文
士
招
待
会
や
文
芸
委

員
会
へ
の
対
応
を
見
れ
ば
、
坂
崎
氏
の
指
摘
ど
お
り

鷗
外
と
二
葉
亭
は
対
極
の
立
ち
位
置
に
あ
る
。
し
か

し
鷗
外
の
〈
あ
そ
び
〉
＝
二
葉
亭
が
排
斥
し
た
遊
戯

分
子
な
の
だ
ろ
う
か
。
鷗
外
の
〈
あ
そ
び
〉
は
そ
う

単
純
で
は
な
い
。〈Re

si
gn
at
ion

〉〈
平
気
〉
と
の

関
係
、「
朝
日
新
聞
文
芸
欄
」
の
森
田
草
平
評
や
「
太

陽
」
の
「
文
壇
の
現
況
特
集
」
と
の
関
連
を
視
野
に

入
れ
た
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

林
正
子
氏
は
鷗
外
の
心
境
を
表
す
〈R

e
si
gn
a-

t
i
on

〉
に
つ
い
て
、
鷗
外
の
文
学
活
動
の
初
期
か
ら

史
伝
執
筆
期
を
通
底
す
る
〈
鷗
外
文
学
の
思
想
的
基

盤

〉

を

示

す

鍵

語

で

あ

る

と

論

じ

た

。

〈R
e
si
gn
at
io
n

〉（〈
あ
そ
び
〉〈
平
気
〉
等
も
含
め

て
）
を
『
予
が
立
場
』
以
降
の
も
の
と
捉
え
て
い
た

私
に
は
、
初
期
を
も
視
野
に
入
れ
て
の
論
に
学
ぶ
と

こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
た
だ
、
〈
断
念
〉
を
テ
ー
マ
と

し
た
初
期
の
作
品
と
「
中
央
公
論
」
（
明
42
・
9
）

等
他
者
を
意
識
し
た
明
治
四
十
二
年
以
降
と
の
間

に
質
的
な
差
異
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
あ
た
り

を
詳
し
く
伺
い
た
か
っ
た
。 

な
ぜ
鷗
外
が
〈Re

si
gn
at
ion

〉
と
原
語
で
記
さ

ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
、
〈
諦
念
〉
と
の
微

妙
な
差
異
を
、
〈
止
揚
〉
と
〈
受
容
〉
で
説
明
さ
れ

た
の
は
、
長
年
の
研
鑽
あ
っ
て
こ
そ
で
あ
ろ
う
。
二

十
三
頁
の
レ
ジ
ュ
メ
は
私
に
は
有
難
い
も
の
だ
っ

た
が
、
詳
論
す
る
時
間
が
な
か
っ
た
の
が
い
か
に
も

残
念
で
あ
っ
た
。 

  

■
書
評 

 

廣
瀬
陽
一 

著 

『
中
野
重
治
と
朝
鮮
問
題 

―
連
帯
の
神
話
を
超
え
て

―
』 

萬
田 

慶
太 

本
書
は
廣
瀬
陽
一
氏
に
よ
る
『
中
野
重
治
と
朝
鮮

問
題
』
と
い
う
問
題
系
を
考
察
し
た
研
究
書
で
あ
る
。

中
野
重
治
の
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
雨
の
降
る

品
川
駅
」
を
中
心
に
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
多
く
の
研
究
者
が
見
落
と
し
が
ち
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
中
野
重
治
の
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
の
発
言

が
、
そ
も
そ
も
戦
後
に
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
同
時
に
中
野
は
戦
中
の
思
い
出
を
語
る
と
い

う
形
式
を
取
っ
た
の
で
、
さ
ら
に
複
雑
な
日
本
近
代

と
朝
鮮
に
関
す
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
問
題
が
提

起
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
い
っ
た
複
雑
な
状
況
を
ひ
も

解
く
観
点
を
本
書
は
提
供
し
て
い
る
。 

本
書
は
六
章
構
成
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
中
野
が

戦
後
、
日
本
文
学
を
「
被
圧
迫
民
族
の
文
学
」
と
し

て
定
義
し
た
こ
と
へ
の
考
察
が
展
開
さ
れ
、
朝
鮮
戦

争
下
の
状
況
と
し
て
「
司
書
の
死
」
が
論
じ
ら
れ
る
。

第
二
章
で
は
『
梨
の
花
』
論
を
中
心
に
、
父
の
賃
金

か
ら
国
を
奪
わ
れ
た
朝
鮮
の
王
さ
ま
へ
想
像
力
を

広
げ
る
良
平
像
が
示
さ
れ
る
。
第
三
章
で
は
、
「
模

型
境
界
標
」
と
金
達
寿
の
小
説
「
朴
達
の
裁
判
」
を

比
較
し
な
が
ら
、
日
本
人
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
朝

鮮
人
の
転
向
へ
の
考
察
が
検
討
さ
れ
る
。
第
四
章
で

は
、
反
安
保
闘
争
と
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
植
民
地
独

立
か
ら
の
影
響
か
ら
中
野
の
石
川
啄
木
論
の
イ
ン

タ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
論
じ
ら
れ
る
。
第
五
章
で
は
、

「
プ
ロ
ク
ラ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と
『
レ
ー
ニ
ン

素
人
の
読
み
方
』
に
お
け
る
少
数
民
族
の
権
利
が
論

じ
ら
れ
る
。
第
六
章
「
在
日
朝
鮮
人
と
全
国
水
平
社

の
人
び
と
」
と
『
緊
急
順
不
同
』
に
お
け
る
晩
年
の

中
野
の
日
本
共
産
党
批
判
と
朝
鮮
へ
の
認
識
の
深

化
が
論
じ
ら
れ
た
。 

本
書
を
貫
く
も
の
は
、
中
野
重
治
の
「
被
圧
迫
民

族
の
文
学
」
に
対
す
る
考
察
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
「
被
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圧
迫
民
族
の
文
学
」
は
日
米
安
保
を
迎
え
る
戦
後
日

本
の
状
況
と
植
民
地
朝
鮮
の
事
態
を
混
同
し
て
き

た
と
判
断
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
朝
鮮

を
取
り
巻
く
状
況
は
「
敵
対
的
共
犯
関
係
」
と
定
義

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
親
日
と
反
日
や
親
米
と
反
米

の
よ
う
な
単
純
な
二
項
的
図
式
に
よ
っ
て
朝
鮮
問

題
は
裁
断
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
著
者
の
定
義
に

よ
れ
ば
、
反
安
保
の
「
連
帯
」
を
行
な
い
つ
つ
あ
っ

た
中
野
重
治
は
、
近
代
日
本
の
体
験
を
時
に
フ
ラ
ッ

シ
ュ
バ
ッ
ク
さ
せ
な
が
ら
も
、
世
界
の
「
敵
対
的
共

犯
関
係
」
に
対
す
る
闘
争
を
開
始
し
て
い
た
わ
け
で

あ
る
。 

戦
後
の
中
野
の
テ
ク
ス
ト
は
文
学
的
想
像
力
が

政
治
テ
ク
ス
ト
に
貫
入
し
て
お
り
、
非
常
に
難
解
で

あ
る
。
間
違
い
な
く
本
書
は
戦
後
中
野
重
治
研
究
の

今
後
の
基
礎
と
な
り
得
る
良
書
で
あ
ろ
う
。 

（
二
〇
二
一
年
十
二
月
二
八
日 

青
弓
社 

二
九
二
頁 

定
価

二
八
〇
〇
円
＋
税
） 

  

木
村
小
夜 

著 

『
問
い
か
け
る
短
篇 

翻
案
・
童
話
・
寓
話
』 

須
田 

千
里 

太
宰
治
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
る
著
者
に
よ
る

作
品
論
集
で
あ
る
。
本
書
の
内
容
を
大
ま
か
に
紹
介

し
た
「
は
じ
め
に
」
以
下
、
全
四
部
九
章
か
ら
成
る
。

す
な
わ
ち
、
「Ⅰ

 

錯
誤
と
死
角
」
で
は
夏
目
漱
石

『
夢
十
夜
』(

特
に
「
第
二
夜
」
と
「
第
六
夜
」)

、

森
鷗
外
「
高
瀬
舟
」
、
菊
池
寛
「
藤
十
郎
の
恋
」
が

論
じ
ら
れ
、「Ⅱ

 

〈
型
〉
か
ら
の
逸
脱
」
で
は
芥
川

龍
之
介
「
蜘
蛛
の
糸
」「
魔
術
」、
小
川
未
明
「
赤
い

蠟
燭
と
人
魚
」
等
一
六
篇
が
扱
わ
れ
る
。
「Ⅲ

 

反

復
と
変
質
」
で
は
、「
異
形
の
兄
姉
・
饒
舌
な
弟
妹
」

の
章
で
江
戸
川
乱
歩
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
と
岩
井

志
麻
子
「
ぼ
っ
け
え
、
き
ょ
う
て
え
」
が
、
「
戦
後

短
篇
管
見
」
の
章
で
は
安
部
公
房
「
手
」
、
石
川
淳

「
灰
色
の
マ
ン
ト
」
、
吉
行
淳
之
介
「
童
謡
」
が
、

「
三
島
由
紀
夫
自
選
短
編
集
『
真
夏
の
死
』
の
諸
相
」

で
は
『
真
夏
の
死
』
所
収
の
六
篇
が
取
り
上
げ
ら
れ

る
。
「Ⅳ

 

連
作
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
で
は
、

森
見
登
美
彦
『
新
釈 

走
れ
メ
ロ
ス 

他
四
編
』

(

「
山
月
記
」「
藪
の
中
」「
走
れ
メ
ロ
ス
」「
桜
の
森

の
満
開
の
下
」「
百
物
語
」)

に
お
け
る
翻
案
が
分
析

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
一
九
九
六
年
か
ら
二
〇
一
八

年
に
か
け
、
主
に
『
福
井
県
立
大
学
論
集
』
に
発
表

さ
れ
た
初
出
稿
に
大
幅
な
加
筆
訂
正
を
施
し
た
も

の
。
い
わ
ゆ
る
実
学
系
学
部
の
学
生
に
向
け
た
教
養

と
し
て
の
国
文
学
講
義
と
、
ゼ
ミ
の
発
表
の
た
め
に

学
生
自
ら
が
選
択
し
た
短
篇
小
説
に
つ
い
て
考
え

直
し
た
も
の
が
多
い 

(

「
あ
と
が
き
」)

と
の
こ
と

で
あ
る
。 

本
書
の
目
的
は
「
短
篇
小
説
の
プ
ロ
ッ
ト
が
内
包

す
る
謎
を
発
見
し
、
作
品
内
部
と
そ
の
ご
く
近
く
に

あ
る
言
説
を
極
力
手
が
か
り
と
し
て
謎
を
解
き
ほ

ぐ
し
、
読
み
を
深
め
て
い
く
こ
と
。」(

「
は
じ
め
に
」)

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
作
中
の
「
因
果
関
係
の
構

造
」「
繰
り
返
し
」
が
注
目
さ
れ
論
が
進
め
ら
れ
る
。

典
拠
・
材
源
と
の
対
比
に
注
力
し
つ
つ
作
品
を
読
み

解
い
て
ゆ
く
著
者
の
手
際
は
、
こ
れ
ま
で
の
太
宰
治

研
究
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

与
え
ら
れ
た
紙
数
の
関
係
で
、
第
一
章
「
光
源
と

し
て
の
錯
誤

―
夏
目
漱
石
『
夢
十
夜
』

―
」
し

か
言
及
で
き
な
い
が
、
『
夢
十
夜
』
各
篇
の
主
旨
を

「
語
り
手
あ
る
い
は
主
人
公
達
の
錯
誤
の
意
味
か

ら
」
捉
え
る
着
眼
や
、「
第
二
夜
」
で
「
自
分
」(

侍)

が
悟
っ
た
証
拠
と
し
て
な
す
べ
き
は
、
「
侍
な
ら
悟

れ
ぬ
筈
は
な
か
ら
う
」
と
挑
発
す
る
当
の
和
尚
の
前

に
、
侍
の
証
で
あ
る
短
刀
を
捨
て
に
行
く
こ
と
だ
と

い
う
読
み
は
新
鮮
だ
っ
た
。 

先
行
研
究
も
丁
寧
に
目
配
り
さ
れ
て
お
り
、
読
み

に
始
ま
り
読
み
に
終
わ
る
作
品
論
、
文
学
研
究
の
王

道
を
行
く
も
の
と
い
え
よ
う
。 

（
二
〇
二
二
年
三
月
三
〇
日 

和
泉
書
院 

三
五
四
頁 

五
〇
〇
〇
円
＋
税
）  

  

■
新
刊
紹
介 

 

外
村
彰 

編 
『
昭
和
の
文
学
を
読
む 

内
向
の
世
代
ま
で
を
た
ど
る
』 

武
久 

真
士 

本
書
は
戦
前
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
か
ら
戦
後
の

内
向
の
世
代
ま
で
、
ジ
ャ
ン
ル
や
文
学
流
派
な
ど
で

時
代
を
区
切
り
な
が
ら
、
昭
和
文
学
の
流
れ
を
「
概

観
」（ⅲ

ペ
ー
ジ
）
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
一
一
章
。

各
章
の
冒
頭
に
は
「
問
い
」
が
記
さ
れ
、
末
尾
に
扱

わ
れ
た
作
品
の
テ
キ
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
本
書
が
「
講
読
用
テ
キ
ス
ト
」
（ⅳ

ペ
ー
ジ
）

と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
想
定
し
て
い
る
た
め

で
、
他
の
テ
キ
ス
ト
な
ど
を
買
わ
ず
と
も
、
一
冊
あ

れ
ば
資
料
が
完
結
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

加
え
て
、
末
尾
に
は
各
章
の
内
容
に
関
わ
る
ブ
ッ
ク

ガ
イ
ド
も
用
意
さ
れ
て
い
る
。
本
書
で
基
礎
的
な
事

項
を
確
認
し
、
他
の
書
籍
に
関
心
を
広
げ
て
い
く
と

い
う
使
用
法
も
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
。 

ま
た
、
詩
歌
や
児
童
文
学
、
演
劇
な
ど
し
ば
し
ば

省
略
さ
れ
が
ち
な
分
野
の
文
学
史
ま
で
カ
バ
ー
し

て
い
る
点
も
重
要
だ
。
多
分
野
か
ら
文
学
史
を
眺
め

る
こ
と
で
、
よ
り
立
体
的
な
知
識
を
身
に
つ
け
ら
れ

る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
読
者
が
昭
和

文
学
史
を
鳥
瞰
し
て
教
科
書
的
な
事
実
を
学
び
、
そ

こ
か
ら
自
分
な
り
に
文
学
史
に
つ
い
て
考
え
て
い

く
た
め
の
入
門
書
と
し
て
様
々
な
場
所
で
活
躍
す

る
こ
と
だ
ろ
う
。 

（
二
〇
二
二
年
四
月
六
日 

ひ
つ
じ
書
房 

二
八
六
頁 

二
〇
〇
〇
円
＋
税
） 
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■
事
務
局
だ
よ
り 

 

◆
二
〇
二
一
年
度
支
部
報
告
な
ら
び
に
二
〇
二
二

年
度
支
部
活
動
に
つ
き
ま
し
て
、
会
員
諸
氏
よ
り
承

認
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
ご
報
告
し
、
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。 

 

◆
関
西
支
部
会
則
の
改
定
に
つ
い
て 

二
〇
二
二
年
六
月
四
日
の
総
会
に
お
い
て
、
関
西

支
部
会
則
の
一
部
が
改
定
さ
れ
ま
し
た
（
傍
線
部
を

追
記
ま
た
は
変
更
）。 

第
三
条(

事
業) 

本
会
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の

事
業
を
行
な
う
。 

一
、
総
会
の
開
催
。
諸
問
題
が
発
生
し
た
場
合
は

臨
時
総
会
を
開
催
す
る
。
議
事
は
出
席
者
の

過
半
数
の
同
意
を
も
っ
て
決
定
す
る
。
緊
急

事
態
な
ど
に
よ
り
総
会
開
催
が
不
可
能
な
場

合
は
、
郵
便
や
電
子
媒
体
等
を
用
い
て
総
会

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
四
条
（
会
員
） 

一
、
本
会
は
、
Ｎ
会
員
と
Ｋ
会
員
を
も
っ
て
組
織

す
る
。 

二
、
Ｎ
会
員
は
日
本
近
代
文
学
会
の
会
員
で
あ

り
、
第
十
二
条
に
定
め
る
会
費
を
負
担
す
る

者
で
あ
る
。 

三
、
Ｋ
会
員
は
日
本
近
代
文
学
会
の
会
員
で
は

な
い
が
、
第
十
二
条
に
定
め
る
会
費
を
負
担

す
る
者
で
あ
る
。 

四
、
こ
の
会
へ
の
入
会
に
は
、
運
営
委
員
会
の
承

認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

五
、
こ
の
会
の
退
会
は
、
運
営
委
員
会
の
承
認
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
条(

役
員) 

本
会
に
次
の
役
員
を
置
く
。 

一
、
支
部
長 

一
名 

運
営
委
員 

若
干
名 

 
 

編
集
委
員 

若
干
名 

会
計
監
査 

二
名 

二
、
運
営
委
員
と
編
集
委
員
は
、
各
委
員
会
で
Ｎ

会
員
か
ら
候
補
者
を
選
出
し
、
総
会
の
承
認

を
得
る
。 

三
、
支
部
長
は
、
運
営
委
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

た
選
考
委
員
会
で
Ｎ
会
員
か
ら
候
補
者
を
選

出
し
、
総
会
の
承
認
を
得
る
。 

第
八
条
（
経
費
） 

本
会
の
経
費
は
、
日
本
近
代
文
学
会
会
則
別
則
第

四
の
規
定
と
、
第
十
二
条
に
定
め
る
会
費
に
よ
る
。 

第
十
二
条
（
会
費
） 

会
費
は
、
年
額
三
〇
〇
〇
円
と
す
る
。 

会
費
を
つ
づ
け
て
二
年
分
滞
納
し
た
場
合
は
、
原

則
と
し
て
退
会
し
た
も
の
と
見
な
す
。 

附
則 二

〇
二
二
（
令
和
四
）
年
六
月
四
日
の
総
会
で
改

正
承
認 

二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
四
月
一
日
施
行 

※
変
更
後
の
会
則
全
文
は
、
施
行
日
ま
で
に
、
日
本

近
代
文
学
会
関
西
支
部
公
式
Ｂ
Ｌ
Ｏ
Ｇ
（h

t
tp
s:

/
/
ki
nb
un

-k
an
sa
i.
sa
ku
ra
.n
e.
jp
/
bl
og
/

）
に

掲
載
さ
れ
ま
す
。 

◆
献
本
の
お
願
い 

本
会
報
で
は
、
支
部
会
員
の
皆
様
が
刊
行
さ
れ
た

書
籍
を
対
象
と
す
る
書
評
欄
を
設
置
し
て
お
り
ま

す
。
事
務
局
で
は
、
書
籍
を
随
時
受
け
付
け
て
お
り

ま
す
。
左
記
の
要
領
で
ぜ
ひ
お
送
り
く
だ
さ
い
。 

 

○
対
象
と
な
る
書
籍
…
支
部
会
員
の
学
術
的
な

刊
行
物
で
、
単
著
、
あ
る
い
は
支
部
会
員
が
関

わ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
書
籍 

 

○
送
付
先
…
関
西
支
部
事
務
局 

 

な
お
、
書
評
欄
へ
の
掲
載
の
採
否
、
時
期
、
お
よ

び
書
評
者
の
人
選
に
つ
い
て
は
、
関
西
支
部
運
営
委

員
会
に
ご
一
任
く
だ
さ
い
。 

 

◆
機
関
紙
『
関
西
近
代
文
学
』
（
創
刊
号
）
原
稿
募

集
の
お
知
ら
せ 

 

二
〇
二
二
年
十
一
月
五
日
（
土
）
が
締
切
で
す
。

詳
し
く
は
関
西
支
部
の
公
式
Ｂ
Ｌ
Ｏ
Ｇ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。
な
お
創
刊
は
、
二
〇
二
三
年
三
月
を
予
定

し
て
い
ま
す
（
電
子
版
の
み
の
発
行
と
な
り
ま
す
）。 

 

◆
維
持
会
費
納
入
の
お
願
い 

 

維
持
会
費
の
納
入
者
が
た
い
へ
ん
少
な
い
状
況

で
す
。
同
封
の
振
込
用
紙
で
、
ご
協
力
の
ほ
ど
、
何

卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

◆
二
〇
二
二
年
度
運
営
委
員 

支
部
長 

佐
藤
秀
明 

運
営
委
員
長 

西
尾
元
伸 

運
営
副
委
員
長 

瀬
崎
圭
二 
中
田
睦
美 

〔
会
計
・
名
簿
〕 

熊
谷
昭
宏 

花
崎
育
代 

藤
原
崇
雅 

八
原
瑠
里 

〔
会
報
〕 

石
原
深
予 

永
渕
朋
枝 

福
田
涼 

松
田
樹 

禧
美
智
章 

〔
企
画
〕 

浅
井
航
洋 

斎
藤
佳
子 

東
口
昌
央 

長
濱
拓
磨 

光
石
亜
由
美 

矢
本
浩
司 

〔
広
報
〕 

廣
瀬
陽
一 

〔
書
記
〕 

塚
本
章
子 

開
信
介 

宮
川
康 

吉
川
仁
子 

〔
事
務
局
補
助
〕 

西
薗
有
加
利 

 

◆
二
〇
二
二
年
度
『
関
西
近
代
文
学
』
編
集
委
員 

編
集
委
員
長 

佐
藤
秀
明 

編
集
委
員 

太
田
登 

木
田
隆
文 

木
谷
真
紀
子

田
中
励
儀 

檀
原
み
す
ず 

西
尾
宣
明 

増
田
周
子 

 

日
本
近
代
文
学
会
関
西
支
部
事
務
局 

〒
六
三
一-

八
五
〇
一 

奈
良
市
帝
塚
山
七-

一-

一 

帝
塚
山
大
学 

文
学
部 

西
尾
元
伸
研
究
室
内

日
本
近
代
文
学
会 

関
西
支
部 

会
報 

三
六
号 

二
〇
二
二
年
一
〇
月
一
日 

編
集
・
発
行
人 

佐
藤
秀
明 

日
本
近
代
文
学
会 

関
西
支
部 

〒
六
三
一-

八
五
〇
一 

奈
良
市
帝
塚
山
七-

一-

一 

帝
塚
山
大
学 

文
学
部 

西
尾
元
伸
研
究
室
内 

 



 

 


