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■
巻
頭
言 

ア
メ
ー
バ
か
ら
関
西
支
部
ま
で 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

関 

肇 

 

関
西
支
部
の
創
設
か
ら
、
今
年
で
四
十
四
年
に
な

る
。
創
設
時
の
第
一
世
代
か
ら
教
え
を
受
け
た
第
二

世
代
が
、
い
ま
や
ベ
テ
ラ
ン
な
い
し
中
堅
の
研
究
者

と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
ま
た
教
え
子

た
ち
の
第
三
世
代
が
、
そ
ろ
そ
ろ
育
ち
は
じ
め
る
時

期
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
う
し
た
世
代
間
の
見
え
な

い
つ
な
が
り
を
考
え
る
と
き
、
ワ
イ
ス
マ
ン
の
生
殖

質
連
続
説
が
想
起
さ
れ
る
。 

 
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
生
物
学
者
ワ
イ
ス
マ
ン
の

唱
え
た
こ
の
学
説
は
、
弟
子
の
石
川
千
代
松
が
『
ア

メ
ー
バ
か
ら
人
間
ま
で
』
な
ど
で
解
説
し
て
い
る
。

単
細
胞
生
物
の
ア
メ
ー
バ
は
一
つ
の
細
胞
が
二
つ

に
分
裂
し
て
増
殖
す
る
の
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
細
胞

間
に
は
親
も
な
け
れ
ば
子
も
あ
り
は
し
な
い
。
人
間

の
生
殖
質
（
生
殖
細
胞
）
に
お
い
て
も
、「
親
も
子

も
孫
も
皆
同
一
の
先
祖
質
か
ら
出
来
て
来
る
」
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
。「
茲
に
一
株
の
芝
の
草
が
あ
る

と
す
る
、
其
始
め
に
生
へ
た
も
の
が
茎
根
を
出
し
て

後
、
其
株
は
冬
に
な
つ
て
枯
死
す
る
が
、
此
茎
根
の

先
き
か
ら
翌
年
に
又
新
し
い
茎
が
生
へ
る
が
、
之
れ

も
又
其
年
の
末
に
枯
死
？
す
る
が
茎
根
は
生
き
て

居
て
、
之
が
又
延
び
て
春
が
来
る
と
又
之
れ
か
ら
新

し
い
株
が
生
へ
る
。
斯
様
に
し
て
此
芝
は
無
究
に
生

存
し
て
行
く
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
「
此

個
体
は
毎
代
に
於
て
死
ぬ
も
の
で
あ
る
が
生
殖
質

は
万
古
不
死
の
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。 

 

『
ア
メ
ー
バ
か
ら
人
間
ま
で
』
へ
の
言
及
は
、
山

本
有
三
の
『
波
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で

は
我
が
子
と
の
血
縁
関
係
に
疑
念
を
抱
く
主
人
公

が
、
こ
の
書
物
に
慰
藉
を
求
め
て
、
生
殖
細
胞
の
不

滅
説
か
ら
個
を
越
え
た
「
超
絶
的
な
も
の
」
の
作
用

へ
と
思
い
を
馳
せ
る
。 

 

ま
た
、
同
じ
ワ
イ
ス
マ
ン
の
学
説
に
導
か
れ
る
か

た
ち
で
、
内
田
百
閒
は
「
子
に
よ
つ
て
不
死
」
と
い

う
観
念
に
た
ど
り
着
い
て
い
る
。
漱
石
の
死
に
よ
る

「
死
の
不
安
」
に
と
ら
わ
れ
た
百
閒
は
、
恩
師
の
一

周
忌
を
経
て
よ
う
や
く
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
。「
此
頃
は
、
子
供
は
是
非
生

き
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
ひ
出
し
た
。
さ
う
し
て
、

私
は
不
死
な
る
事
を
実
感
し
て
来
た
」、「
私
は
「
心
」

の
不
滅
不
死
を
自
分
自
身
の
心
の
中
に
悟
つ
た
」

（『
百
鬼
園
日
記
帖
』）
と
あ
る
が
、
こ
う
し
た
考
え

を
支
え
た
も
の
の
ひ
と
つ
が
、「
子
孫
に
よ
り
て
不

死
」
と
い
う
ワ
イ
ス
マ
ン
の
学
説
だ
っ
た
（
永
井
太

郎
「
内
田
百
閒
の
死
生
観
」）。 

 

関
西
支
部
に
話
を
戻
せ
ば
、
こ
れ
か
ら
育
っ
て
く

る
新
し
い
世
代
、
そ
れ
を
こ
こ
で
は
「
子
孫
」
と
い

う
言
葉
を
も
じ
っ
て
「
支、
孫
」
と
仮
称
し
て
み
た
い

が
、
さ
て
世
代
間
の
連
続
性
と
し
て
の
「
支
孫
に
よ

り
て
不
死
」
を
確
か
な
も
の
と
す
る
に
は
ど
う
あ
る

べ
き
か
。
そ
の
道
筋
を
見
定
め
る
こ
と
は
容
易
で
な

い
が
、
さ
し
あ
た
り
第
三
世
代
が
伸
び
伸
び
と
成
長

し
て
い
く
た
め
の
、
い
わ
ば
公
園
の
砂
場
の
よ
う
な

存
在
と
し
て
関
西
支
部
が
あ
り
続
け
ら
れ
れ
ば
と

願
っ
て
い
る
。 

■
支
部
大
会
の
ご
案
内 

二
〇
二
三
年
度 

春
季
大
会 

日
程
：
二
〇
二
三
年
五
月
二
八
日
（
日
） 

場
所
：
京
都
外
国
語
大
学 

 
 

 

※
春
季
大
会
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
中
継
を
予
定
し

て
お
り
ま
す
。
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
同
封
の
別

紙
な
ら
び
に
、
関
西
支
部
公
式
ブ
ロ
グ
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。 

    

【
プ
ロ
グ
ラ
ム
】 

■
開
会
の
辞     

京
都
外
国
語
大
学 

長
濵
拓
磨 

■
特
集
企
画 

 

〈
中
島
敦
〉
の
現
在
と
こ
れ
か
ら 

（
趣
旨
説
明
・
司
会
）
浅
井
航
洋
、
光
石
亜
由
美  

（
発
表
者
）
ボ
ヴ
ァ
・
エ
リ
オ
、
渡
邊
ル
リ
、
高
芝

麻
子 

■
閉
会
の
辞     

関
西
支
部
支
部
長 

 
  

関
肇 

 

■
特
集 

〈
中
島
敦
〉
の
現
在
と
こ
れ
か
ら 

[

企
画
要
旨] 

二
○
二
三
年
の
春
季
大
会
で
は
、「〈
中
島
敦
〉
の

現
在
と
こ
れ
か
ら
」
と
題
す
る
特
集
を
組
み
、〈
中

島
敦
〉
文
学
研
究
の
先
端
を
見
つ
め
、
そ
の
可
能
性

と
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
は
た
し
て
、
文
学
史

に
確
固
と
し
た
位
置
を
占
め
る
〈
中
島
敦
〉
の
文
学

を
あ
ら
た
め
て
現
代
に
ひ
ら
く
こ
と
は
可
能
だ
ろ
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う
か
。 

〈
中
島
敦
〉
の
文
学
は
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
論

者
に
よ
る
検
討
が
な
さ
れ
、
研
究
の
厚
い
蓄
積
を
誇

っ
て
い
る
。〈
南
洋
行
〉
や
〈
朝
鮮
〉
で
の
動
向
に

つ
い
て
丹
念
な
調
査
が
な
さ
れ
、〈
中
島
敦
〉
と
〈
植

民
地
〉
の
関
係
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
き
た
。〈
中

国
古
代
〉
や
〈
漢
詩
〉、〈
西
洋
〉
の
文
学
や
思
想
に

着
目
し
た
比
較
文
学
研
究
や
典
拠
研
究
も
盛
況
で

あ
る
。
国
語
教
科
書
に
お
い
て
は
、「
山
月
記
」
が

定
番
教
材
と
し
て
不
動
の
地
位
を
占
め
て
お
り
、

次
々
に
研
究
論
文
、
教
育
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
活
況
の
〈
中
島
敦
〉
研
究
の
先
端
で
は
、

ど
の
よ
う
な
可
能
性
と
問
題
が
生
じ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。 

た
と
え
ば
、〈
中
島
敦
〉
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

や
他
者
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
今
日
ど
の
よ
う
に
評
価

さ
れ
、
あ
る
い
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
比
較

文
学
研
究
や
典
拠
研
究
は
、
〈
中
島
敦
〉
文
学
の
全

体
像
や
作
品
の
読
み
を
ど
の
よ
う
に
更
新
さ
せ
る

の
か
。
作
品
論
が
集
中
す
る
「
山
月
記
」
で
は
、
李

徴
の
「
人
間
性
」
を
道
徳
的
に
批
判
す
る
読
み
方
が

依
然
と
し
て
教
育
現
場
を
中
心
に
根
強
く
広
ま
っ

て
い
る
一
方
で
、
作
品
の
〈
語
り
〉
に
注
目
が
集
ま

る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。
〈
語
り
〉
の
権
力
性
を

批
判
的
に
検
討
す
る
視
点
は
、
作
中
人
物
の
人
間
性

の
分
析
に
重
点
を
置
く
読
み
を
ど
の
よ
う
に
相
対

化
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
成
果
は
、

こ
れ
か
ら
私
た
ち
が
生
き
て
い
く
現
代
の
社
会
や

教
育
の
現
場
に
ど
の
よ
う
な
光
を
も
た
ら
す
だ
ろ

う
か
。 

本
特
集
で
は
、
ま
ず
ボ
ヴ
ァ
・
エ
リ
オ
氏
に
「
中

島
敦
の
文
学
に
お
け
る
言
語
と
死
」
と
題
し
て
、「
山

月
記
」
を
は
じ
め
と
す
る
「
古
譚
」
の
作
品
を
中
心

に
、
死
に
抗
す
る
言
語
の
位
相
に
つ
い
て
ご
発
表
い

た
だ
き
、
次
に
渡
邊
ル
リ
氏
に
「
中
島
敦
に
お
け
る

典
拠
受
容
と
創
作
」
と
題
し
て
、
自
筆
草
稿
の
推
敲

過
程
な
ど
を
手
掛
か
り
に
、
典
拠
か
ら
独
自
の
人
間

像
を
彫
り
上
げ
る
中
島
の
創
作
手
法
に
つ
い
て
ご

発
表
い
た
だ
き
、
最
後
に
高
芝
麻
子
氏
に
「
中
島
敦

文
庫
の
漢
籍
か
ら
考
え
る
唐
人
李
徴
」
と
題
し
て
、

漢
籍
の
考
察
に
よ
っ
て
李
徴
の
造
形
の
背
景
を
さ

ぐ
る
ご
発
表
を
い
た
だ
く
。
お
三
方
の
ご
登
壇
と
質

疑
応
答
に
よ
っ
て
、
本
大
会
が
、〈
中
島
敦
〉
研
究

の
先
端
か
ら
さ
ら
に
前
進
す
る
絶
好
の
機
会
と
な

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。 

 

[

発
表
要
旨] 

中
島
敦
の
文
学
に
お
け
る
言
語
と
死 ボ

ヴ
ァ
・
エ
リ
オ 

中
島
敦
の
文
学
は
、
な
ぜ
こ
ん
に
ち
も
な
お
面
白

い
の
か
。
そ
の
文
章
と
内
容
に
魅
力
が
認
め
ら
れ
る

の
は
当
然
と
し
て
、
特
定
の
時
代
性
を
表
現
し
な
が

ら
、
そ
こ
に
（
日
本
に
限
ら
ず
世
界
の
）
二
〇
世
紀

に
つ
な
が
る
問
題
性
が
内
在
し
て
お
り
、
後
の
時
代

に
通
じ
る
も
の
を
残
し
て
い
る
の
も
理
由
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
島
後
の
文
学
や
文
芸
批

評
あ
る
い
は
哲
学
を
経
験
し
受
容
し
た
現
代
に
お

い
て
も
、
中
島
敦
の
文
学
が
（
な
お
も
）
通
じ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。 

〝
通
じ
る
〟
も
の
の
一
つ
に
言
語
（langue

）
の

理
解
が
あ
る
。
こ
の
度
、「
文
学
史
に
確
固
と
し
た

位
置
を
占
め
る
〈
中
島
敦
〉 

の
文
学
を
あ
ら
た
め

て
現
代
に
ひ
ら
く
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
、

本
大
会
の
趣
旨
文
中
に
あ
が
る
こ
の
問
い
に
接
近

し
な
が
ら
中
島
敦
の
文
学
に
お
け
る
〈
言
語
と
死
〉

の
考
察
を
試
み
た
い
。 

本
発
表
で
は
短
編
集
『
古
譚
』
の
作
品
を
念
頭
に

置
き
つ
つ
、〈
死
〉
の
脅
威
に
抗
し
て
、
永
遠
を
語

る
言
説
（
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
）
、
と
い
う
よ
り
も
、
永

遠
の
語
り
で
は
も
は
や
自
ら
を
支
え
ら
れ
な
い
永

遠
的
な
言
説
に
な
る―

―

自
ら
を
無
限
に
追
い
求

め
る
運
命
に
あ
る―

―

言
語
の
位
相
を
捉
え
る
。

「
狐
憑
」、「
木
乃
伊
」、「
文
字
禍
」、「
山
月
記
」
か

ら
浮
か
び
上
が
る
言
葉
と
文
字
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の

理
解
、
最
終
的
に
そ
の
古
の
譚
の
相
を
現
代
に
つ
な

い
で
考
え
て
い
き
た
い
。 

 

中
島
敦
に
お
け
る
典
拠
受
容
と
創
作 

渡
邊 

ル
リ 

中
島
敦
作
品
の
主
要
な
漢
籍
典
拠
（
原
話
）
は
、

ほ
ぼ
特
定
さ
れ
て
い
る
が
、
構
想
や
表
現
を
採
り
入

れ
た
も
の
や
、
主
題
や
挿
話
の
本
質
に
関
わ
る
〈
隠

さ
れ
た
典
拠
〉
が
、
平
成
以
後
も
見
い
だ
さ
れ
て
い

る
。 漢

籍
典
拠
を
も
と
に
人
間
の
生
を
創
作
す
る
と

き
、
中
島
敦
は
、
①
典
拠
の
記
述
を
活
か
し
、
②
類

似
す
る
表
現
を
違
う
文
脈
に
移
し
て
意
味
を
転
じ
、

③
典
拠
を
大
胆
に
改
変
し
て
新
た
な
挿
話
を
加
え

る
。
た
と
え
ば
『
山
月
記
』
で
虎
に
な
る
こ
と
を
〈
酔

ふ
〉
と
語
る
の
は
、
典
拠
の
一
つ
『
人
虎
傳
』（『
唐

人
説
薈
』）
に
あ
る
が
、『
人
虎
傳
』
の
李
徴
が
虎
の

記
憶
を
語
る
の
に
対
し
て
、
『
山
月
記
』
の
李
徴
の

〈
虎
の
時
間
の
記
憶
が
な
く
、
人
間
の
時
間
を
失
い

つ
つ
あ
る
〉
改
変
は
、
己
の
残
虐
な
所
業
を
直
視
し

難
く
、
人
間
の
心
を
失
う
こ
と
を
何
よ
り
懼
れ
る
語

り
に
結
び
つ
い
て
い
る
。「
臆
病
な
自
尊
心
」「
尊
大

な
羞
恥
心
」（
性
情
）
を
内
な
る
虎
と
し
、
袁
傪
に

「
何
処
か
（
非
常
に
微
妙
な
点
に
於
て
）
欠
け
る
所
」

を
感
知
さ
せ
た
の
は
創
作
だ
が
、
中
島
は
こ
の
二
つ

を
直
接
関
連
さ
せ
ず
、
同
時
に
、
李
徴
に
詩
の
理
想

や
意
味
を
語
ら
せ
ず
、
彼
の
「
詩
人
」
像
を
外
面
的

表
現
に
と
ど
め
て
い
る
。 

歴
史
的
文
献
を
以
て
語
る
中
島
作
品
の
語
り
手

は
、
時
に
は
人
物
の
心
情
に
成
り
代
わ
り
、
時
に
は

そ
の
意
識
を
超
え
て
人
物
を
形
容
し
評
価
す
る
。
李

徴
・
蒯
聵
・
叔
孫
豹
・
紀
昌
・
子
路
・
李
陵
は
、
情

況
も
性
情
も
異
な
る
が
、
人
な
ら
ば
あ
り
う
る
錯
誤

を
重
ね
る
人
間
で
あ
り
、
そ
れ
を
照
ら
す
別
の
視
座

を
ど
こ
（
誰
）
に
置
き
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
認
識

に
導
か
れ
る
か
に
も
違
い
が
あ
る
。
中
島
は
人
物
に

認
識
の
限
定
性
を
与
え
、
そ
の
悔
恨
と
自
己
発
見
に

お
い
て
も
至
り
え
な
い
限
界
を
描
出
す
る
。 

本
発
表
で
は
、
自
筆
草
稿
の
推
敲
過
程
も
手
掛
か

り
に
し
て
、
典
拠
か
ら
独
自
の
人
間
像
を
彫
り
上
げ

る
中
島
の
創
作
手
法
を
読
み
解
き
た
い
。 
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中
島
敦
文
庫
の
漢
籍
か
ら
考
え
る
唐
人
李
徴 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
芝  

麻
子 

中
島
敦
は
「
山
月
記
」
に
お
い
て
、
李
徴
が
虎
と

な
っ
た
理
由
を
李
徴
自
ら
に
「
飢
え
凍
え
よ
う
と
す

る
妻
子
の
こ
と
よ
り
も
、
己
の
乏
し
い
詩
業
の
方
を

気
に
か
け
て
い
る
よ
う
な
男
だ
か
ら
、
こ
ん
な
獣
に

身
を
堕
す
の
だ
」
と
語
ら
せ
て
い
る
。
虎
に
な
っ
て

な
お
「
己
は
、
己
の
詩
集
が
長
安
風
流
人
士
の
机
の

上
に
置
か
れ
て
い
る
様
を
、
夢
に
見
る
こ
と
が
あ
る
」

と
述
べ
る
ほ
ど
の
詩
へ
の
強
烈
な
執
着
は
、『
太
平

広
記
』
や
『
唐
人
説
薈
』
の
李
徴
の
物
語
か
ら
は
読

み
取
れ
な
い
、
敦
の
独
創
で
あ
る
。
本
発
表
で
は
敦

が
李
徴
を
こ
の
よ
う
に
造
形
し
た
背
景
に
つ
い
て
、

出
典
考
証
と
は
異
な
る
角
度
か
ら
漢
籍
に
基
づ
き

考
え
て
み
た
い
。
例
え
ば
、
中
島
敦
文
庫
（
神
奈
川

近
代
文
学
館
蔵
）
の
四
部
叢
刊
本
『
唐
詩
紀
事
』
巻

三
十
八
に
は
、
「
則
僕
宿
昔
之
縁
在
文
字
中
矣
（
つ

ま
り
私
は
前
世
か
ら
文
字
と
の
因
縁
が
あ
っ
た
と

い
う
わ
け
だ
）」「
役
声
気
連
朝
接
夕
、
不
自
知
其
苦

非
魔
而
何
（
声
を
か
ら
し
て
朝
か
ら
晩
ま
で
、
つ
ら

い
と
も
思
わ
ず
（
詩
を
作
り
続
け
る
私
は
）
魔
で
な

い
と
す
れ
ば
何
だ
と
い
う
の
だ
）」
な
ど
白
居
易
自

身
の
詩
へ
の
執
着
が
表
明
さ
れ
た
部
分
に
、
朱
で
傍

点
が
附
さ
れ
て
い
る
。
傍
点
を
打
っ
た
の
が
敦
で
あ

る
か
、
父
田
人
ら
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
漢

学
の
家
系
中
島
家
で
共
有
さ
れ
て
い
る
唐
詩
人
イ

メ
ー
ジ
が
あ
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
上
記
の
よ
う
な
句

読
・
傍
点
箇
所
の
検
証
は
、
「
山
月
記
」
研
究
に
い

く
ら
か
で
も
資
す
る
も
の
と
な
り
う
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
の
よ
う
な
視
点
に
立
ち
、
中
島
敦
文
庫
の

集
部
の
漢
籍
の
句
読
・
傍
点
箇
所
を
中
心
に
検
討
し
、

漢
籍
か
ら
李
徴
の
苦
悩
に
光
を
当
て
て
み
た
い
。 

 

■
新
刊
紹
介 

西
山
康
一
・
掛
野
剛
史
・
竹
本
寛
秋
・
荒
井
真
理
亜
・

庄
司
達
也 

共
著 

『『
小
天
地
』
復
刻
版
・
別
冊
』 

荒
井  

真
理
亜 

 

『
小
天
地
』
は
一
九
〇
〇
年
一
〇
月
か
ら
一
九
〇

三
年
一
月
ま
で
大
阪
で
発
行
さ
れ
た
総
合
文
藝
雑

誌
で
あ
る
。
発
兌
元
で
あ
る
金
尾
文
淵
堂
は
、
明
治

か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
多
く
の
美
本
を
世
に
出

し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
も
と
は
仏
教
書
を
専
門
に

扱
う
書
林
で
あ
っ
た
が
、
金
尾
種
次
郎
が
主
人
と
な

っ
て
か
ら
は
文
学
書
の
出
版
に
力
を
注
い
だ
。
そ
の

始
ま
り
は
一
八
九
九
年
の
雑
誌
『
ふ
た
葉
』
の
創
刊

と
薄
田
泣
菫
の
『
暮
笛
集
』
の
刊
行
で
あ
る
。『
ふ

た
葉
』
の
後
身
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
の
が
『
小
天
地
』

で
、
薄
田
泣
菫
、
平
尾
不
孤
、
角
田
浩
々
歌
客
が
編

集
を
担
当
し
た
。 

『
小
天
地
』
は
そ
の
存
在
を
知
ら
れ
て
は
い
た
が
、

多
く
が
散
逸
し
て
お
り
全
二
五
冊
を
閲
覧
す
る
の

は
困
難
で
あ
っ
た
。
今
回
、
琥
珀
書
房
か
ら
全
冊
復

刻
さ
れ
た
こ
と
で
今
後
の
研
究
の
進
展
が
期
待
さ

れ
る
。 

復
刻
版
に
は
別
冊
が
あ
り
、
五
本
の
解
説
が
収
録

さ
れ
て
い
る
。
掛
野
剛
史
「
『
小
天
地
』
と
編
集
者

薄
田
泣
菫―

―

『
新
小
説
』
『
文
芸
倶
楽
部
』
と
の

比
較
か
ら―

―

」
は
『
小
天
地
』
が
『
新
小
説
』
を

模
倣
し
つ
つ
も
独
自
の
展
開
を
み
せ
た
点
と
し
て

「
社
会
」
欄
の
充
実
に
注
目
し
た
。
そ
の
具
体
的
な

内
容
に
つ
い
て
松
崎
天
民
の
記
事
を
中
心
に
論
じ

た
の
が
、
西
山
康
一
「
『
小
天
地
』
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
に
齎
し
た
も
の―

―

松
崎
天
民
の
掲
載
記
事

を
視
座
と
し
て―

―

」
で
あ
る
。『
小
天
地
』
に
は

薄
田
泣
菫
、
河
井
酔
茗
、
与
謝
野
鉄
幹
や
与
謝
野
晶

子
な
ど
同
時
代
の
詩
歌
人
の
作
品
が
多
数
掲
載
さ

れ
て
い
る
が
、
竹
本
寛
秋
「
雑
誌
『
小
天
地
』
と
韻

文
へ
の
ま
な
ざ
し
」
に
よ
る
と
『
小
天
地
』
は
従
来

の
「
詩
」
の
枠
組
み
を
捉
え
直
し
、
拡
張
す
る
こ
と

を
志
向
し
て
い
た
と
い
う
。
『
小
天
地
』
が
視
覚
表

象
に
お
い
て
も
新
し
い
雑
誌
を
創
造
し
よ
う
と
し

て
い
た
こ
と
は
荒
井
真
理
亜
「『
小
天
地
』
の
美
術
」

に
詳
し
い
。『
小
天
地
』
の
入
稿
原
稿
が
残
っ
て
い

た
こ
と
は
驚
き
だ
が
、
庄
司
達
也
「『
小
天
地
』
入

稿
原
稿
／
零
葉
七
種
の
紹
介
」
は
そ
の
影
印
も
あ
り

貴
重
で
あ
る
。
西
山
作
成
「
『
小
天
地
』
小
説
欄
掲

載
作
品
の
梗
概
」、
掛
野
作
成
「『
小
天
地
』
総
目
次
」、

巻
末
の
「『
小
天
地
』
執
筆
者
索
引
」
を
見
れ
ば
、

泉
鏡
花
、
国
木
田
独
歩
、
後
藤
宙
外
、
田
山
花
袋
な

ど
多
彩
な
顔
ぶ
れ
が
『
小
天
地
』
に
小
説
を
発
表
し

て
お
り
、
『
小
天
地
』
が
明
治
文
学
を
考
え
る
上
で

看
過
で
き
な
い
雑
誌
だ
と
わ
か
る
だ
ろ
う
。 

二
〇
二
一
年
度
日
本
近
代
文
学
会
関
西
支
部
秋

季
大
会
（
一
一
月
一
四
日
、
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）
で
、

掛
野
・
西
山
・
竹
本
は
パ
ネ
ル
発
表
「
雑
誌
『
小
天

地
』
の
基
礎
的
研
究
」
を
行
い
、
庄
司
が
司
会
を
務

め
た
。
別
冊
の
解
説
は
そ
の
時
の
口
頭
発
表
を
増
補

改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
で
貴
重
な
ご
意
見
を

い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

（
第
一
回
配
本
：
二
〇
二
二
年
一
月
、
第
二
回
配
本
：

二
〇
二
二
年
一
一
月
、
全
一
五
冊
、
揃
定
価
本
体
九

六
〇
〇
〇
円
＋
税
、
琥
珀
書
房
） 

     

■
二
〇
二
三
年
度  

関
西
支
部
秋
季
大
会 

研
究
発
表
募
集
の
お
知
ら
せ 

日
本
近
代
文
学
会
関
西
支
部
で
は
、
二
〇
二
三
年

度
秋
季
大
会
に
お
け
る
自
由
研
究
発
表
、
お
よ
び
パ

ネ
ル
発
表
を
募
集
い
た
し
ま
す
。
支
部
会
員
の
皆
さ

ま
の
積
極
的
な
ご
応
募
を
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。 

 ◆
日
時
・
会
場 

二
〇
二
三
年
一
一
月
一
二
日
（
日
） 

近
畿
大
学 

※
詳
細
は
決
定
次
第
、
関
西
支
部
公
式
ブ
ロ
グ
で
お

知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。 

◆
募
集
人
数 

自
由
発
表 

若
干
名 

パ
ネ
ル
発
表 

若
干
グ
ル
ー
プ 

◆
応
募
締
切 

七
月
一
〇
日
（
月
）
必
着 

◆
応
募
要
領 

自
由
発
表
は
、
発
表
題
目
お
よ
び
六

〇
〇
字
程
度
の
（
応
募
段
階
に
お
け
る
）
結
論
ま
で
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明
記
し
た
要
旨
を
封
書
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。
パ
ネ

ル
発
表
は
、
発
表
題
目
と
全
登
壇
者
の
氏
名
と
役
割

分
担
、
お
よ
び
一
〇
〇
〇
字
か
ら
一
五
〇
〇
字
程
度

の
趣
旨
文
を
封
書
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。
科
研
費
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
報
告
等
も
受
け
付
け
て
お
り

ま
す
。
発
表
者
数
は
企
画
者
に
一
任
い
た
し
ま
す
が
、

関
西
支
部
会
員
を
一
名
以
上
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
関
西
支
部
公
式
ブ
ロ
グ
に
記
載
の
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
で
も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
締

切
や
要
項
は
同
様
で
す
。 

発
表
時
間
に
つ
い
て
、
自
由
発
表
は
三
〇
分
程
度
、

パ
ネ
ル
発
表
は
二
時
間
程
度
で
す
。
応
募
の
際
は
、

必
ず
連
絡
先(

電
話
番
号
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等)

も

明
記
し
て
く
だ
さ
い
。
発
表
に
関
し
て
、
ご
不
明
の

点
は
事
務
局
ま
で
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。 

【
応
募
先
】
〒
６
３
０―

８
５
０
６ 

奈
良
市
北
魚
屋
西
町
奈
良
女
子
大
学
文
学
部 

吉
川
仁
子
研
究
室
内 

日
本
近
代
文
学
会
関
西
支
部
事
務
局 

 
 

も
し
く
は
、
関
西
支
部
公
式
ブ
ロ
グ
に
記
載
の

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ま
で
。 

 

■
会
議
の
記
録 

三
月
二
八
日
（
月
） 

【
第
一
回
運
営
委
員
会
】
退
会
希
望
に
つ
い
て
、
会

報
三
五
号
に
つ
い
て
、
会
報
三
六
号
に
つ
い
て
、
二

〇
二
一
年
度
会
計
監
査
に
つ
い
て
、
二
〇
二
二
年
度

予
算
案
に
つ
い
て
、
二
〇
二
二
年
度
春
季
大
会
に
つ

い
て
、
二
〇
二
一
・
二
〇
二
二
年
度
委
員
の
自
己
紹

介
と
二
〇
二
二
年
度
役
割
分
担
に
つ
い
て 

 
 
 

 

〔
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
〕 

四
月
三
〇
日
（
土
） 

【
第
二
回
運
営
委
員
会
】
会
費
制
導
入
の
提
案
文
書

に
つ
い
て
、
二
〇
二
二
年
度
春
季
大
会
の
運
営
に
つ

い
て
、
会
報
三
五
号
に
つ
い
て
、
会
報
三
六
号
に
つ

い
て
、
二
〇
二
二
年
度
総
会
に
つ
い
て
、
二
〇
二
一

年
度
会
計
報
告
・
二
〇
二
二
年
度
予
算
案
、
そ
の
他

会
計
関
連
、
会
報
（
三
四
号
）
掲
載
の
書
評
に
つ
い

て
、
二
〇
二
二
年
度
秋
季
大
会
に
つ
い
て
、
機
関
誌

『
関
西
近
代
文
学
』
創
刊
号
関
連 

〔
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
〕 

六
月
二
三
日
（
木
） 

【
第
三
回
運
営
委
員
会
】
会
員
の
異
動
に
つ
い
て
、

二
〇
二
二
年
度
秋
季
大
会
（
全
国
大
会
へ
の
推
薦
）

発
表
者
の
選
出
に
つ
い
て
、
会
報
三
六
号
に
つ
い
て
、

二
〇
二
二
年
度
秋
季
大
会 
運
営
委
員
会
の
協
力
体

制
に
つ
い
て 

〔
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
〕 

九
月
三
日
（
土
） 

【
第
四
回
運
営
委
員
会
】
会
員
の
異
動
に
つ
い
て
、

〔
本
部
〕
全
国
大
会
（〔
支
部
〕
秋
季
大
会
）
の
役

割
分
担
に
つ
い
て
、
会
報
三
六
号
の
発
送
に
つ
い
て
、

二
〇
二
三
年
度 

春
季
大
会 

形
態
／
日
程
に
つ
い

て
、
二
〇
二
三
年
度 

春
季
大
会 

企
画
案
に
つ
い
て
、

運
営
委
員
の
任
期
短
縮
に
つ
い
て
、
大
会
の
記
録

（
録
画
・
録
音
・
撮
影
）
デ
ー
タ
な
ど
の
保
管
ル
ー

ル
に
つ
い
て 

〔
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
〕 

一
〇
月
一
五
日
（
土
） 

【
第
五
回
運
営
委
員
会
】
会
員
の
異
動
に
つ
い
て
、

支
部
ブ
ロ
グ
「
研
究
会
紹
介
」
に
つ
い
て 

〔
メ
ー
ル
に
よ
る
持
ち
回
り
審
議
〕 

一
一
月
四
日
（
金
） 

【
第
六
回
運
営
委
員
会
】
会
員
の
異
動
に
つ
い
て 

〔
メ
ー
ル
に
よ
る
持
ち
回
り
審
議
〕 

一
一
月
二
三
日
（
水
・
祝
） 

【
第
七
回
運
営
委
員
会
】
会
員
の
異
動
に
つ
い
て
、

二
〇
二
三
年
度
春
季
大
会
の
会
場
校
と
日
程
に
つ

い
て
、
二
〇
二
三
年
度
春
季
大
会
企
画
に
つ
い
て
、

会
報
三
七
号
に
つ
い
て
、
日
本
近
代
文
学
会
関
西
支

部
の
英
語
表
記
に
つ
い
て
、
運
営
委
員
交
通
費
補
助

内
規
の
改
正
に
つ
い
て
、
会
費
制
の
導
入
に
つ
い
て
、

運
営
委
員
の
任
期
短
縮
に
つ
い
て
、
二
〇
二
三
年
度

の
運
営
委
員
会
の
体
制
に
つ
い
て
、
本
部
企
画
委
員

会
（
支
部
支
援
班
）
と
の
「
意
見
交
換
会
」
に
つ
い

て 

［
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
］ 

一
二
月
一
七
日
（
土
） 

【
第
八
回
運
営
委
員
会
】
二
〇
二
三
年
度
春
季
大
会

企
画
に
つ
い
て
、
二
〇
二
三
年
度
運
営
委
員
の
候
補

に
つ
い
て 

〔
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
〕 

二
月
一
二
日
（
日
） 

【
第
九
回
運
営
委
員
会
】
会
員
の
異
動
に
つ
い
て
、

二
〇
二
三
年
度
春
季
大
会
自
由
発
表
に
つ
い
て
、
二

〇
二
三
年
度
春
季
大
会
企
画
に
つ
い
て
、
二
〇
二
三

年
度
春
季
大
会
の
実
施
方
法
と
運
営
に
つ
い
て
、
二

〇
二
三
年
度
の
運
営
体
制
（
運
営
委
員
長
／
副
委
員

長
）
に
つ
い
て
、
二
〇
二
三
年
度
秋
季
大
会
に
つ
い

て
、
会
報
三
七
号
に
つ
い
て
、
支
部
会
計
関
連
、
運

営
委
員
の
任
期
短
縮
に
つ
い
て
、
各
種
届
出
の
様
式

に
つ
い
て 

［
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
］ 

三
月
二
九
日
（
水
） 

【
第
一
〇
回
運
営
委
員
会
】
会
則
変
更
に
つ
い
て
、

入
会
申
込
書
・
退
会
届
な
ど
に
つ
い
て
、
二
〇
二
二

年
度
申
し
合
わ
せ
と
引
き
継
ぎ ［

オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
］ 

 

■
二
〇
二
二
年
度
秋
季
大
会
の
報
告 

 

昨
年
度
の
秋
季
大
会
は
、
同
志
社
大
学
で
開
催
さ

れ
た
日
本
近
代
文
学
会
秋
季
大
会
に
合
流
し
て
行

わ
れ
ま
し
た
。
一
〇
月
二
二
日
、
二
三
日
で
す
。
関

西
支
部
で
発
表
者
を
募
集
し
、
選
考
を
経
て
発
表
し

た
の
は
次
の
五
名
で
す
（
い
ず
れ
も
二
三
日
に
発

表
）。 

『
道
草
』
に
お
け
る
時
間―

―

ベ
ル
ク
ソ
ン
『
時
間

と
自
由
』
と
の
接
点
か
ら―

―
 
 
 
 

 

王 

青 

内
田
百
閒
「
猫
」
と
『
新
青
年
』―

―

初
出
雑
誌
の

特
性
を
視
座
と
し
て―

―
 
 
 
 

 

松
原 

大
介 

小
林
秀
雄
と
中
原
中
也
に
お
け
る
〈
哀
悼
〉
の
交
錯

―
―

テ
ク
ス
ト
の
〈
推
敲
〉
を
視
座
と
し
て―

―
 

山
本 

勇
人 

武
田
泰
淳
「
審
判
」
と
上
海
現
地
メ
デ
ィ
ア―

―

日

本
人
居
留
民
宣
導
政
策
と
そ
の
問
題
点―

―
 

藤
原 

崇
雅 
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「
Ｇ
線
上
の
ア
リ
ア
」
を
奏
で
る
と
き―

―

二
つ
の

時
代
・
言
語
に
ま
た
が
る
台
湾
文
学―

―
 宋 

元
祺 

 

■
機
関
誌
『
関
西
近
代
文
学
』
投
稿
論

文
募
集
の
お
知
ら
せ 

電
子
版
機
関
誌
『
関
西
近
代
文
学
』
の
投
稿
論
文

を
募
集
い
た
し
ま
す
。 

〇
第
二
号
（
二
〇
二
三
年
九
月
発
行
）
の
締
め
切
り

…
…

二
〇
二
三
年
五
月
五
日 

〇
第
三
号
（
二
〇
二
四
年
三
月
発
行
）
の
締
め
切
り

…
…

二
〇
二
三
年
一
一
月
五
日 

 

送
り
先
、
書
式
（
文
字
数
）
等
に
つ
い
て
は
、
公

式
ブ
ロ
グ
を
御
覧
く
だ
さ
い
。 

 

創
刊
号
は
、
二
〇
二
三
年
三
月
二
〇
日
に
公
式
ブ

ロ
グ
に
て
公
開
さ
れ
ま
し
た
。 

〇
創
刊
号
・
目
次 

北
村
透
谷
「
宿
魂
鏡
」
に
お
け
る
道
家
思
想―

―

東

洋
的
な
解
脱
の
希
求 

 
 
 
 
 
 

 

徐  

亜
玲 

婦
人
雑
誌
に
お
け
る
「
銃
後
」
言
説
形
成
と
連
載
小

説―
―

日
中
戦
争
開
戦
期
の
『
主
婦
之
友
』
と
横
光

利
一
「
春
園
」 

 
 
 
 
 
 
 
 

古
矢 

篤
史 

小
島
信
夫
「
小
銃
」
論―

―

記
憶
の
技
法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

星
住 

優
太 

創
刊
の
辞 

編
集
後
記 

 
 

  

■
事
務
局
だ
よ
り 

◆
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
評
を
希
望
さ
れ
る
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
。 

 

〇
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 

 

〇
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
。 

 ◆
日
本
近
代
文
学
会
関
西
支
部
の
英
語
表
記
に
つ

い
て 

 

機
関
誌
『
関
西
近
代
文
学
』
のJ-stage

申
請
に

伴
い
、
運
営
委
員
の
承
認
に
よ
り
、
日
本
近
代
文
学

会
関
西
支
部
の
英
語
表
記
が
「Association 

for 

Modern 
Japanese 

Literary 
Studies 

: 

Kansai 
Branch

」
に
定
め
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
お

知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。 

 

◆
会
費
納
入
に
つ
い
て 

 

本
年
度
よ
り
関
西
支
部
で
は
維
持
会
費
制
を
廃

止
し
、
新
た
に
会
費
制
を
導
入
い
た
し
ま
す
。
会
費

三
千
円
を
、
同
封
の
振
替
払
込
書
を
使
用
す
る
な
ど

の
方
法
で
納
入
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、
同
封
し
て

お
り
ま
す
別
紙
「
会
費
制
の
導
入
に
つ
い
て
」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。 

 

◆
登
録
情
報
変
更
に
つ
い
て 

関
西
支
部
の
「
登
録
情
報
変
更
届
」
を
作
り
ま
し

た
の
で
、
変
更
の
際
に
は
事
務
局
ま
で
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。
用
紙
は
関
西
支
部
公
式
ブ
ロ
グ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。 

 

◆
二
〇
二
三
年
度
役
員 

＊
は
新
規
の
委
員 

支
部
長 

関
肇 

運
営
委
員
長 

吉
川
仁
子 

運
営
副
委
員
長 

浅
井
航
洋
、
西
尾
元
伸 

〔
書
記
〕 

＊
金
岡
直
子
、
塚
本
章
子
、
＊
原
卓
史
、

宮
川
康 

〔
名
簿
〕 

＊
武
田
悠
希
、
八
原
瑠
里 

〔
会
計
〕 

熊
谷
昭
宏
、
瀬
崎
圭
二
、
＊
信
時
哲
郎
、

花
崎
育
代 

〔
会
報
〕
石
原
深
予
、
永
渕
朋
枝
、
福
田
涼
、
松
田

樹
、
禧
美
智
章 

〔
広
報
〕
＊
高
橋
啓
太
、
廣
瀬
陽
一 

〔
企
画
〕
＊
佐
々
木
幸
喜
、
東
口
昌
央
、
＊
山
根
直

子
、
矢
本
浩
司 

〔
事
務
局
補
助
〕
西
薗
有
加
利 

    

 

日
本
近
代
文
学
会
関
西
支
部
事
務
局 

〒
６
３
０―

８
５
０
６ 

奈
良
市
北
魚
屋
西
町 

奈
良
女
子
大
学
文
学
部 

吉
川
仁
子
研
究
室
内 

               

日
本
近
代
文
学
会 

関
西
支
部 

会
報 

三
七
号 

二
〇
二
三
年
五
月
一
日 

編
集
・
発
行
人 

関
肇 

日
本
近
代
文
学
会 

関
西
支
部 

〒
６
３
０―

８
５
０
６ 

奈
良
市
北
魚
屋
西
町 

奈
良
女
子
大
学
文
学
部 

吉
川
仁
子
研
究
室
内 
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