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中 本 恭 平    中 本 恭 平    
は
じ
め
に
、
三
年
生
と
四
年
生
に

説
明
し
ま
す
。
２
０
２
０
年
度
の
入
学

者
か
ら
、「
文
芸
入
門
Ａ
～
Ｄ
」
と
い

う
必
修
科
目
が
で
き
ま
し
た
。
本
稿
は

そ
の
番
外
編
な
の
で
「
文
芸
入
門
Ｅ
」

で
す
。

文
芸
学
部
と
は
ど
ん
な
学
部
か

今
回
は
、
文
芸
学
部
を
つ
く
っ
た

先
生
方
を
講
師
と
し
て
お
招
き
し
、
文

芸
学
部
と
は
ど
ん
な
学
部
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
お
話
を
伺
い
ま
す
。

「
ど
こ
の
大
学
に
も
あ
っ
た
文
学
部

で
は
な
く
て
、
日
本
の
大
学
で
初
め
て

の
『
文
芸
学
部
』
を
創
ろ
う
と
す
る
考

え
方
は
斬
新
な
も
の
で
し
た
。
…
文
芸

学
部
の
教
育
の
目
的
と
使
命
は
、
文
学

芸
術
に
渡
っ
て
、
高
度
の
教
養
を
与
え

る
べ
く
、総
合
的
見
地
に
立
っ
て
観
賞・

批
評・創
作
力
を
養
う
と
共
に
、
文
学・

芸
術
各
科
専
門
職
業
に
必
要
な
技
術
の

理
論
・
演
習
を
修
得
せ
し
め
、
特
に
出

版
・
放
送
事
業
に
適
す
る
有
能
な
人
材

を
育
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。」（
遠
藤
慎

吾
氏
（『
文
芸
学
部
報
』
五
号
、

１
９
７
０
年
）

そ
ん
じ
ょ
そ
こ
ら
の
学
部
を
つ
く

る
の
で
は
な
い
。
ま
っ
た
く
新
し
い
学

部
に
す
る
の
だ
と
い
う
意
気
込
み
が
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。

「
他
の
大
学
の
文
学
部
と
芸
術
学
部

…
を
一
緒
に
し
て
文
芸
学
部
と
呼
ん
で

い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
…
文
芸
学

部
と
い
う
名
は
、二
十
世
紀
初
頭
か
ら
、

欧
州
で
盛
ん
に
な
っ
て
来
た
、
芸
術
を

す
べ
て
、
そ
の
芸
術
を
表
現
す
る
媒
体

の
種
類
に
よ
っ
て
分
け
て
科
学
的
に
研

究
し
て
行
こ
う
と
い
う
考
え
方
か
ら
発

し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
考
え
方
か
ら

す
れ
ば
、
文
学
は
、
言
語
を
媒
体
と
し

た
芸
術
で
す
か
ら
言
語
芸
術
の
一
つ
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
…
サ
イ
レ
ン

ト
時
は
、
完
全
な
映
像
芸
術
だ
っ
た
映

画
も
ト
ー
キ
ー
に
な
っ
て
、
言
語
、
音

楽
、
音
響
な
ど
を
も
含
む
複
雑
な
も
の

に
な
り
ま
し
た
。」（
同
氏
、
六
号
、

１
９
７
０
年
）

東
横
線
が
東
京
＋
横
浜
で
あ
る
よ

う
に
、
文
芸
学
部
＝
文
学
＋
芸
術
の
学

部
だ
と
思
っ
て
い
た
人
が
多
い
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
も
違
う
ん
で

す
ね
。
実
は
芸
術
が
中
心
に
据
え
ら
れ

て
い
る
学
部
な
の
で
す
。

文
芸
学
部
の
ジ
レ
ン
マ

「
文
芸
学
部
の
『
文
芸
学
』
は
、
今

ま
で
の
日
本
で
文
学
と
か
芸
術
学
と
か

云
わ
れ
て
い
た
概
念
と
は
違
っ
た
も
の

を
意
味
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

…
各
々
の
学
生
の
特
質
や
希
望
に
よ

り
、
日
本
文
学
、
英
文
学
、
仏
文
学
、

劇
芸
術
、
造
形
芸
術
な
ど
に
中
心
を
お

き
な
が
ら
、
広
い
芸
術
的
教
養
を
身
に

つ
け
た
女
性
を
育
て
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
中
心
を
求
め
ず
に
、
広

い
教
養
主
義
に
徹
し
よ
う
と
す
る
学
生

の
た
め
に
、
文
芸
教
養
コ
ー
ス
が
設
け

ら
れ
て
い
る
」（
同
氏
、
同
号
）

「
広
い
芸
術
的
教
養
を
身
に
つ
け
」

る
こ
と
が
、
文
芸
学
部
の
目
的
で
す
。

し
か
し
、
創
世
期
か
ら
ジ
レ
ン
マ
に
悩

ま
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

「
課
目
（
マ
マ
）
の
連
関
性
な
ど
は

考
え
ず
に
、
単
位
の
取
り
や
す
い
課

目
ば
か
り
選
ぶ
と
い
う
傾
向
が
出
て

来
ま
し
た
…
学
生
が
や
た
ら
に
教
員

資
格
を
取
り
た
が
る
の
で
す
が
、
…

国
語
と
か
英
語
と
か
の
基
礎
学
力
が

欠
け
て
い
て
、
…
こ
ん
な
状
況
で
教

員
免
許
状
を
出
す
の
は
困
る
と
い
う

声
が
起
こ
っ
て
来
（
た
）
…
六
つ
の

コ
ー
ス
に
分
け
る
や
り
方
は
、
学
生

の
学
力
を
あ
げ
る
効
果
は
あ
り
ま
し

た
が
、
本
学
部
創
設
時
か
ら
の
理
想

で
あ
る
教
養
大
学
と
し
て
の
性
格
と

矛
盾
す
る
」（
同
氏
、
同
号
）

文
芸
学
部
は
「
広
い
芸
術
的
教
養

を
身
に
つ
け
」
る
学
部
で
あ
る
は
ず
な

の
に
、
広
く
浅
く
で
は
困
る
。
さ
り
と

て
特
定
の
学
問
領
域
に
重
点
を
置
く

と
、
深
く
狭
く
で
こ
れ
ま
た
困
る
。
文

芸
学
部
の
矛
盾
は
、
領
域
・
専
修
と
名

を
変
え
た
今
も
ま
だ
続
い
て
い
ま
す
。

「
コ
ー
ス
…
の
決
定
は
、
一
年
次
の

成
績
と
決
定
試
験
の
結
果
と
を
勘
案
し

て
行
わ
れ
ま
す
。」（
同
氏
、
同
号
）

当
時
は
先
生
が
学
生
の
コ
ー
ス
を

決
め
て
い
た
の
に
対
し
、
現
在
で
は
学

生
自
身
で
決
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
責
任
重
大
で
す
ね
。

教
養
を
奪
い
が
た
く
身
に
つ
け
る

「
卒
業
後
、
必
要
や
む
を
え
な
け
れ

ば
専
門
に
よ
る
勤
労
者
に
な
る
者
も
あ

ろ
う
け
れ
ど
も
、
結
局
は
、
家
庭
人
、

社
会
人
と
し
て
、
従
来
の
女
性
よ
り
も

高
度
で
そ
し
て
広
い
教
養
を
奪
い
が
た

く
身
に
つ
け
た
人
と
な
る
た
め
の
学
部

（
で
あ
る
）
…
決
し
て
い
わ
ゆ
る
花
嫁

学
校
で
は
な
い
。
同
時
に
ま
た
、
表
面

だ
け
は
専
門
化
し
た
既
存
の
女
子
大
学

の
亜
流
で
は
な
い
。」（
新
関
良
三
氏
、

十
八
号
、
１
９
７
３
年
）

「
奪
い
が
た
く
身
に
つ
け
た
」
と
い

う
力
強
い
表
現
に
、
学
部
創
設
者
の
意

気
込
み
を
感
じ
ま
す
。

「
演
技
、
演
出
、
舞
台
、
劇
場
な
ど

に
ひ
ろ
く
跨
っ
た
研
究
と
講
義
…
私
は

そ
う
し
た
演
劇
学
の
講
座
が
ほ
し
か
っ

た
。」「
大
学
院
演
劇
学
専
攻
も
ま
た
日

本
最
初
の
も
の
だ
っ
た
」（
同
氏
、同
号
）

次
は
演
劇
学
の
一
つ
の
具
体
例
で

す
。「演

劇
は
、
観
客
な
し
に
は
存
在
し

な
い
。
生
ま
身
を
舞
台
に
さ
ら
す
俳
優

に
と
っ
て
は
、観
客
の
直
接
の
反
応
が
、

な
に
よ
り
の
支
え
と
な
る
。
…
ち
か
ご

ろ
の
お
義
理
と
惰
性
の
拍
手
・
ア
ン
コ

ー
ル
か
ら
は
、
よ
い
芝
居
は
創
造
さ
れ

な
い
」（
藤
木
宏
幸
氏
、
三
十
三
号
、

１
９
７
７
年
）

大
阪
の
漫
才
師
は
、
新
世
界
の
寄

席
に
来
る
、
笑
い
に
厳
し
い
観
客
に
育

て
ら
れ
る
と
い
う
話
を
思

い
出
し
ま
す
。

大
学
と
は
何
か

「
大
学
は
、
…
学
問
の

場
だ
と
い
う
こ
と
を
は
っ

き
り
言
っ
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
が
ど
ん

な
に
非
現
実
的
に
響
こ
う

と
も
、
学
問
抜
き
に
し
て

は
大
学
は
存
在
し
ま
せ

ん
。
学
生
は
一
義
的
に
学

ぶ
者
で
あ
る
し
、
教
師
は

何
よ
り
も
ま
ず
研
究
者
で

あ
る
べ
き
だ
と
考
え
ま

す
。
す
べ
て
は
そ
こ
か
ら

出
発
す
る
」（
友
部
直
氏
、

三
十
四
号
、１
９
７
８
年
）

当
時
す
で
に
「
非
現

実
的
に
響
」
い
て
い
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
教
師

が
教
員
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
、
ど
こ
か
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
マ
シ

ー
ン
に
な
っ
た
感
が
あ
り
ま
す
が
、「
何

よ
り
も
ま
ず
研
究
者
で
あ
る
べ
き
だ
」

と
い
う
お
言
葉
に
、
身
が
引
き
締
ま
る

思
い
で
す
。

「
教
養
」
と
は
何
か

文
芸
学
部
の
重
要
キ
ー
ワ
ー
ド
は

「
教
養
」
で
す
。
教
養
と
は
何
か
。
残

念
な
が
ら
、
今
回
の
番
外
編
で
は
そ
の

答
え
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私

自
身
が
考
え
る
「
教
養
の
あ
る
人
」
と

は
、
他
者
が
思
い
つ
か
な
い
キ
ラ
ッ
と

光
る
疑
問
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、
そ
の

疑
問
に
自
分
で
答
え
が
出
せ
る
人
で

す
。
そ
し
て
、発
想
の
柔
軟
さ
も
ま
た
、

文
芸
学
部
人
に
は
必
要
で
す
。

文
芸
学
部
の
現
在
と
未
来

文
芸
学
部
の
現
在
と
未
来
を
つ
く

る
の
は
、
文
芸
学
部
に
今
在
籍
し
て
い

る
学
生
の
み
な
さ
ん
と
、
今
在
職
し
て

い
る
私
た
ち
教
師
で
す
。
時
代
背
景
が

大
き
く
変
化
し
た
の
で
、
創
設
者
た
ち

が
考
え
て
い
た
理
想
に
、
必
ず
し
も
拘

泥
す
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
文
芸
学
部
人
ら
し
く
柔
軟
な
姿
勢

で
、
文
芸
学
部
を
ど
の
よ
う
な
学
部
に

す
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ

う
。付

記
・
文
芸
学
部
報
の
役
割

「
学
生
た
ち
も
（
保
証
人
な
ど
の
）

学
部
関
係
者
も
、
こ
の
学
部
報
を
よ
く

読
ん
で
文
芸
学
部
の
現
状
を
正
確
に
知

っ
て
い
た
だ
き
、
将
来
の
発
展
の
た
め

に
協
力
し
て
い
た
だ
き
た
い
」（
遠
藤

慎
吾
氏
、
創
刊
号
、
１
９
６
８
年
）

文
芸
学
部
報
は
文
芸
学
部
の
よ
き

伴
侶
で
す
。（

教
授
・
英
語
英
米
文
学
）

文 芸 入 門文 芸 入 門ＥＥ

日本初の文芸学部はこちらです（本館１階案内板）

茨城県・筑波山（2021 年 9月、筆者撮影）
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大学随想

第２面
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第３面

　�特集
私にとっての
文学と芸術
卒業生コラム
心象点描

第４面　�各セクションから

〈今号の一言〉

「興味や関心という光源

によって透き通り、自分

で感じた面白さを他の

人にも伝えられるよう

な力」� （川﨑）

　

小
学
生
の
頃
か
ら
歴
史
は

好
き
で
し
た
が
、
文
学
と
芸

術
は
嫌
い
で
し
た
。
読
書
感

想
文
に
指
定
さ
れ
た
名
作
の

主
人
公
は
み
ん
な
ネ
ク
ラ
で

悩
ん
で
ば
か
り
で
意
味
が
わ

か
り
ま
せ
ん
。
音
楽
と
絵
画

の
実
技
は
幼
児
レ
ベ
ル
で
止

ま
っ
た
ま
ま
で
し
た
。
心
配
し
た
両
親

に
音
楽
教
室
や
油
絵
教
室
に
通
わ
さ
れ

ま
し
た
が
、
他
の
子
た
ち
が
魔
法
使
い

に
見
え
ま
し
た
。

　
学
部
と
大
学
院
の
史
学
科
は
、
古
文

書
に
書
い
て
あ
る
こ
と
だ
け
が
正
し
い

と
信
じ
る
雰
囲
気
で
し
た
。「
歴
史
研

究
は
真
実
を
追
究
す
る
こ
と
」
と
気

取
っ
て
、
文
学
は
作
り
話
、
絵
画
は
絵

空
事
と
敬
遠
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
今
か
ら
思
え
ば
浅
は
か
で
し
た
。

　

転
機
は
数
年
前
に
や
っ
て
来
ま
し

た
。
あ
る
学
会
か
ら
、
歴
史
・
文
学
・

美
術
史
学
の
コ
ラ
ボ
企
画
を
頼
ま
れ
た

の
で
す
。
最
初
は
嫌
々
、
途
中
か
ら
没

頭
し
、
学
会
当
日
に
は
新
し
い
世
界
の

扉
を
開
い
た
よ
う
な
感
覚
（
錯
覚
）
に

な
り
ま
し
た
。
意
気
投
合
し
て
す
ぐ
に

共
同
研
究
を
始
め
、
現
在
は
毎
月
楽
し

く
オ
ン
ラ
イ
ン
研
究
会
で
す
。

　
思
い
返
す
と
、
小
学
生
の
頃
は
ポ
プ

ラ
社
の
『
平
家
物
語
』
や
『
太
平
記
』

を
夢
中
で
読
ん
で
い
ま
し
た
。
軍
記
物

語
を
読
ん
で
「
歴
史
は
面
白
い
」
と
思

い
込
み
ま
し
た
が
、
父
親
は
「
そ
れ
は

文
学
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ

で
道
を
間
違
え
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

音
楽
と
美
術
も
「
実
技
は
ダ
メ
で
も
鑑

賞
は
好
き
」
と
も
っ
と
早
く
気
づ
く
べ

き
だ
っ
た
か
な
。
思
い
込
み
の
激
し
い

性
格
が
ア
ダ
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　
現
在
で
は
、
あ
ん
な
に
信
じ
て
い
た

古
文
書
に
見
向
き
も
せ
ず
、
せ
っ
せ
と

物
語
と
絵
画
を
調
査
し
て
い
ま
す
。
授

業
資
料
も
以
前
は
文
字
ば
か
り
だ
っ
た

の
が
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
な
り
ま
し
た
。

文
学
や
芸
術
作
品
も
織
り
交
ぜ
て
、
少

し
は
文
芸
学
部
の
教
員
ら
し
く
な
っ
た

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
オ
ン
ラ
イ
ン
研
究
会
終
了
後
の
雑
談

で
、「
文
学
か
美
術
を
研
究
す
れ
ば
良

か
っ
た
」
と
打
ち
明
け
た
と
こ
ろ
、

「『
古
文
書
だ
け
が
正
し
い
』
な
ん
て
真

に
受
け
る
人
に
は
無
理
」
と
一
蹴
さ
れ

ま
し
た
。「
間
違
っ
た
」
と
思
っ
た
の

が
、
実
は
間
違
い
で
し
た
。

�

（
堀　
新
・
教
授
・
文
芸
教
養
）

鴇
田
拓
哉

　山に囲まれて育った私にとって、山はいつもそこに
あるものの象徴であり、自然の美しさや怖さ、生命の
尊さを教えてくれる存在だった。
　今、私の一番近くにある山がこの筑波山である。
　万葉集に詠まれるほど有名な筑波山と、名前のない
故郷の山々を比較するのはおかしい話であるが、私
にとって山であることに変わりはない。
　大学に通う電車の窓から見える筑波山を眺めながら
故郷に思いを馳せる時間が私の癒しとなっている。
� （准教授・文芸メディア）
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保
育
器
も
普
及
し
て
い
な
か
っ
た

小
樽
市
に
半
死
半
生
で
生
ま
れ
た
私

は
、
中
学
ま
で
病
弱
の
ひ
と
言
で
過
ご

し
て
い
た
。
年
中
ペ
ニ
シ
リ
ン
の
世
話

に
な
り
、
耳
は
内
耳
炎
・
中
耳
炎
・
外

耳
炎
の
三
冠
王
を
繰
り
返
し
、
水
疱
瘡

罹
患
直
後
に
は
猩
紅
熱
を
発
症
、
幾
日

も
四
十
度
を
超
す
発
熱
が
続
い
て
、
つ

い
に
は
髪
の
毛
は
抜
け
落
ち
、
死
の
淵

を
彷
徨
っ
た
り
も
し
た
。
結
果
、
健
康

的
な
日
常
に
対
す
る
憧
憬
は
す
こ
ぶ
る

強
く
、
当
然
健
全
な
る
身
体
を
欲
し
て

い
た
か
ら
こ
そ
、
逆
に
自
分
の
細
胞
の

文
芸
学
部
に
転
職
が
決
ま
っ
た
と

き
、「
今
こ
そ
、
ア
レ
を
引
っ
張
り
出

す
と
き
」
と
思
っ
た
。
大
学
教
員
１
年

目
、
出
版
社
の
営
業
に
薦
め
ら
れ
、
最

初
の
ボ
ー
ナ
ス
を
つ
ぎ
こ
ん
だ
『
世
界

美
術
大
全
集
』（
小
学
館
）
で
あ
る
。

住
宅
事
情
を
無
視
し
た
デ
カ
さ
と
オ
モ

さ
。
長
年
の
書
籍
携
行
に
鍛
え
ら
れ
た

私
で
も
一
回
に
運
べ
る
の
は
４
冊
く
ら

い
か
（
図
書
館
で
試
し
て
み
て
！
）。

し
か
し
、
妄
想
し
て
い
た
ペ
ー
ジ
を
優

雅
に
め
く
る
時
間
も
あ
ま
り
な
く
、
気

が
つ
け
ば
部
屋
の
片
隅
で
放
置
プ
レ

イ
。紙

の
本
さ
え
売
れ
な
く
な
っ
て
い

る
の
に
、
全
集
な
ん
て
、
と
思
う
か
も

し
れ
な
い
。
私
が
コ
レ
を
買
っ
た
と
き

も
、
既
に
そ
の
よ
う
な
気
配
は
漂
っ
て

い
た
。
そ
れ
で
も
欲
し
い
と
思
っ
た
の

は
、
画
集
と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
好

き
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
最
初
に
手
に

し
た
画
集
は
文
学
全
集
か
百
科
事
典
の

付
録
だ
っ
た
。普
通
の
公
立
学
校
で
も
、

図
画
工
作
・
美
術
に
は
相
応
の
時
間
が

割
か
れ
て
い
て
、
大
好
き
な
科
目
で
も

あ
っ
た
。
大
学
は
英
文
科
で
は
あ
っ
た

が
、美
術
史
は
西
洋
も
日
本
も
履
修
し
、

デ
ッ
サ
ン
か
ら
哲
学
へ

福
田
　
　
收

消
滅
、
つ
ま
り
は
死
を
怖
が
る
子
供
と

な
っ
て
い
た
。
少
し
ば
か
り
精
神
が
熟

し
て
心
身
と
も
に
変
態
す
る
と
、
だ
か

ら
こ
そ
こ
の
世
に
生
き
て
い
た
存
在
証

明
を
欲
し
て
い
る
単
純
な
自
己
に
気
づ

い
た
。
と
同
時
に
あ
っ
け
な
く
大
学
に

落
ち
て
い
た
…
…
。
と
い
っ
た
経
緯
か

ら
し
て
、
当
時
の
北
海
道
教
育
大
学
教

育
学
部
札
幌
分
校
特
設
美
術
学
科
（
略

称
「
特
美
」）
を
志
し
、
格
好
つ
け
て

い
え
ば
、
自
ら
の
筆
致
と
と
も
に
生
き

た
証
を
生
徒
の
魂
の
な
か
に
残
す
こ
と

を
存
在
証
明
に
す
べ
く
浪
人
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

浪
人
中
、
母
校
の
非
常
勤
で
北
海

道
で
も
名
の
知
れ
た
女
流
画
家
の
ア
ト

リ
エ
に
通
い
、デ
ッ
サ
ン
に
没
頭
し
た
。

大
顔
面
か
ら
始
ま
っ
て
ア
グ
リ
ッ
パ
や

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
石
膏
像
を
、
パ
ン
の
耳

を
食
べ
な
が
ら
練
り
ゴ
ム
に
し
て
何
度

も
何
度
も
木
炭
で
追
っ
か
け
、
並
行
し

て
入
試
実
技
で
あ
っ
た
静
物
の
透
明
水

彩
も
描
い
て
い
た
。
首
尾
よ
く
美
大
生

に
な
っ
て
い
れ
ば
共
立
に
は
い
な
い
。

な
ぜ
他
者
の
基
準
に
合
わ
せ
て
描
か
ね

ば
な
ら
な
い
の
か
、
な
ぜ
自
分
と
同
じ

主
観
が
存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
の

か
、
像
の
裏
側
は
ホ
ン
ト
に
そ
の
ま
ま

石
膏
な
の
か
、
そ
れ
を
未
規
定
の
ま
ま

委
ね
て
い
い
も
の
か
、
い
ま
見
え
る
の

は
自
分
が
座
っ
て
い
る
静
止
点
か
ら
に

過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
等
々
、
つ
ま

り
、
事
物
は
未
規
定
な
地
平
を
伴
っ
て

射
映
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
、

か
か
る
事
物
の
美
を
形
成
す

る
本
質
は
人
間
の
意
識
の
な

か
に
こ
そ
現
象
す
る
と
す
る

哲
学
「
現
象
学
」
に
邂
逅
し

た
の
で
あ
っ
た
（
※
）。
い

や
精
確
に
い
え
ば
、
デ
ッ
サ

ン
や
透
明
水
彩
画
法
と
並
ん

で
、
大
学
で
そ
う
い
う
こ
と

を
勉
強
し
て
か
ら
で
も
絵
は

描
け
る
と
師
に
教
わ
っ
た
の

だ
っ
た
。
私
に
と
っ
て
の
文

学・芸
術
と
は
、
芸
術
を
志
し
た
結
果
、

哲
学
の
道
を
歩
む
こ
と
と
な
っ
た
道
程

そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

�

（
教
授
・
文
芸
教
養
）

強
会
の
会
員
が
長
野
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
応
募
す
る
事
に
な

り
、
約
二
年
間
の
準
備
期
間
を
経
て
、

私
は
選
手
村
に
配
属
さ
れ
、
選
手
の
入

村
手
続
き
を
担
当
し
ま
し
た
。
そ
の
時

様
々
な
場
所
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た

上
田
在
住
の
人
々
と
親
し
く
な
り
ま
し

た
。
そ
の
友
人
達
を
中
心
に
外
国
人
向

け
の
観
光
ガ
イ
ド
グ
ル
ー
プ
が
設
立
さ

れ
、
上
田
の
歴
史
や
史
跡
を
英
訳
し
た

観
光
案
内
の
資
料
を
作
成
し
た
り
、
時

事
問
題
な
ど
も
学
ん
だ
り
し
て
い
ま

す
。
現
在
は
外
国
人
の
来
訪
が
難
し
い

こ
と
も
あ
り
、
明
治
時
代
に
日
米
の
架

け
橋
に
な
っ
た
人
物
、
例
え
ば
中
浜
万

次
郎
、ロ
ー
マ
字
を
考
案
し
た
ヘ
ボ
ン
、

小
泉
八
雲
等
に
つ
い
て
担
当
を
決
め
て

発
表
し
て
い
ま
す
。
今
後
、ク
ラ
ー
ク
、

新
渡
戸
稲
造
、
津
田
梅
子
、
ヘ
レ
ン
・

ケ
ラ
ー
等
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

あなたの
選択が最善

山本廸子

　
学
生
と
い
う
身
分
を
離
れ
、
又

結
婚
を
機
に
信
州
上
田
で
暮
ら
し

て
既
に
半
世
紀
を
超
え

ま
し
た
。
し
か
し
大
学

で
出
会
っ
た
先
生
方
の

教
え
は
今
も
私
の
人
生

に
大
き
く
影
響
し
て
い

る
と
実
感
し
て
い
ま

す
。

　
指
導
教
授
で
い
ら
し

た
外
山
弥
生
先
生
は
い

つ
も
明
る
く
お
元
気

で
、
授
業
中
に
時
々

「
私
の
ハ
ズ
バ
ン
ド
が
」
と
滋
比

古
先
生
の
事
を
お
話
し
に
な
り
ま

し
た
。
卒
業
間
近
な
折
に
先
生
が

お
っ
し
ゃ
っ
た
「
将
来
、
様
々
な

選
択
を
せ
ま
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
時
々
選
ん
だ
道
が
最
善
と
信

じ
て
生
き
て
い
き
な
さ
い
。」
と

い
う
言
葉
が
私
の
人
生
の
指
針
と

な
り
ま
し
た
。

　
二
十
数
年
前
、
小
さ
な
英
語
勉

　
も
う
一
人
記
憶
に
残
る
先
生
は

朱
牟
田
房
子
先
生
で
す
。
入
学
後

最
初
の
授
業
で
、
全
て
の
学
生
の

顔
と
名
前
を
覚
え
て
い
ら
し
た
事

に
驚
き
ま
し
た
。
又
、
前
期
後
期

の
テ
ス
ト
の
合
計
点
が
同
じ
場

合
、
後
期
の
点
数
が
高
い
学
生
の

努
力
を
高
く
評
価
す
る
と
の
お
考

え
に
は
、
教
育
者
と
し
て
の
信
念

を
感
じ
ま
し
た
。
私
が
五
十
代
の

頃
、
産
休
補
助

教
員
と
し
て

数
ヶ
月
中
学
に

勤
務
し
ま
し

た
。
そ
の
時
、

朱
牟
田
先
生
の

お
考
え
を
心
に

お
い
て
生
徒
に

接
し
よ
う
と
心

掛
け
ま
し
た
。

母
親
業
が
身
に

つ
い
て
先
生
ら
し
く
な
い
た
め

か
、時
々
生
徒
か
ら
「
お
母
さ
ん
」

「
お
ば
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
た
り
し

な
が
ら
も
楽
し
い
経
験
で
し
た
。

　
こ
の
様
な
先
生
方
と
の
出
会
い

に
よ
り
、
私
は
今
で
も
文
学
や
英

語
と
の
接
点
を
持
ち
続
け
る
こ
と

が
出
来
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。（
一
九
六
七
年
卒
・
英
文
学

コ
ー
ス
） 松江の町で見つけた、小泉八雲の

後ろ姿の銅版画。

テ
レ
ビ
の
料
理
番
組
に
お
け
る
〈
先

生
〉
と
〈
ア
シ
ス
タ
ン
ト
（
以
下
「
ア
」

と
表
記
）〉
の
会
話
を
考
え
て
み
よ
う
。

先
生
：
こ
こ
で
ニ
ン
ニ
ク
を
入
れ

ま
す
。
ア
：
は
い
、
一
片
を
み
じ
ん
切

り
で
す
ね
。
先
生
：
ニ
ン
ニ
ク
、
大
丈

夫
？　
ア
：
は
い
、
大
好
き
で
す
。
先

生
：
ニ
ン
ニ
ク
に
は
思
い
出
が
あ
り
ま

し
て
ね
…
（
雑
談
を
始
め
る
）
ア
：
は

い
、
そ
れ
で
は
先
生
、
次
の
下
ご
し
ら

え
、
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？　
先

生
：
あ
、
そ
う
ね
。
ニ
ン
ニ
ク
が
焦
げ

な
い
う
ち
に
、
キ
ャ
ベ
ツ
に
鍋
を
入
れ

文
脈
と
の
戯
れ
と
そ
の
実
装

北
村
　
弥
生

て
ね
。
ア
：
は
い
？　
鍋
に
キ
ャ
ベ
ツ

で
す
よ
ね
？�

テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
と
い
う
技

術
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
新
聞
記
事
検

索
か
ら
得
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
を

形
態
素
解
析
し
て
（
例
え
ば
、「
北
村

／
は
／
渋
谷
／
で
／
ラ
ン
チ
／
を
／
す

／
る
」
と
い
う
よ
う
に
品
詞
ご
と
に
ば

ら
ば
ら
に
し
て
）、
語
の
使
わ
れ
方
の

特
徴
を
探
索
で
き
る
ツ
ー
ル
だ
。
冒

頭
の
会
話
に
お
け
る
〈
ア
シ
ス
タ
ン

ト
〉
の
「
は
い
」
が
会
話
の
中
に
何
回

出
現
す
る
か
勘
定
す
る
な
ど
、
最
も
得

意
と
す
る
と
こ
ろ
だ
。
し
か
し
、「
は

い
」
を
抽
出
し
て
何
回
使
わ
れ
た
か
だ

け
わ
か
っ
た
と
し
て
も
、
私
た
ち
は

そ
こ
に
何
の
意
味
も
見
い
だ
せ
な
い
。

「
は
い
」
がYes

と
い
う
意
味
で
し
か

使
わ
れ
て
い
な
い
の
な
ら
話
は
簡
単
だ

が
、そ
ん
な
こ
と
は
な
い
か
ら
だ
。「
は

い
」
が
示
す
多
様
で
豊
か
な
意
味
世
界

を
我
々
は
経
験
か
ら
知
っ
て
い
る
。
番

組
の
進
行
を
リ
ー
ド
し
た
り
、〈
先
生
〉

の
間
違
い
を
正
し
た
り
す
る
「
は
い
」

は
、KHCoder

と
い
う
ソ
フ
ト
で
は

「KW
IC

コ
ン
コ
ー
ダ
ン
ス
」
と
い
う

技
術
で
、
一
応
検
出
は
で
き
る
。

文
脈
か
ら
意
味
を
紡
ぐ
営
為
は
、
文

字
テ
キ
ス
ト
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な

い
。
美
術
家
の
岡
崎
乾
二
郎
は
、『
近

代
芸
術
の
解
析　
抽
象
の
力
』で
、ヴ
ァ

ネ
ッ
サ
・
ベ
ル
の
仕
事
に
言
及
し
「
芸

術
は
視
覚
的
対
象
で
は
な
い
、
対
象
と

そ
れ
に
対
す
る
人
間
の
変
化
そ
れ
自
体

な
の
だ
」
と
言
う
。
網
膜
に
何
が
映
る

か
で
は
な
く
、そ
の
対
象
に
向
か
う「
見

る
」
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
の
う
ち
に

芸
術
（
あ
る
い
は
そ
の
問
題
系
）
が
現

れ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。「
見
る
」

者
が
作
る
文
脈
的
な
行
為
か
ら
空
間
や

奥
行
き
の
意
味
を
私
た
ち
は
個
々
に
紡

ぐ
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
ア
イ
デ
ィ
ア
と
生
活
世

界
に
お
け
る
経
験
知
こ
そ
、
メ
デ
ィ
ア

コ
ン
テ
ン
ツ
の
分
析
に
欠
か
せ
な
い
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
用
具
／
玩
具
な
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
る
。

（
教
授
・
文
芸
メ
デ
ィ
ア
）

全
集
、
あ
る
い
は
私
の

　

文
芸
ク
ラ
ス
タ
ー

杉
村
　
使
乃

「
絵
を
読
み
解
く
」
と
い
う
視
点
に
刺

激
を
受
け
た
。
文
学
同
様
、
芸
術
作
品

に
つ
い
て
も
「
読
み
方
」
が
あ
る
こ
と

を
知
り
、
目
か
ら
鱗
が
落
ち
た
。
文
学

と
の
関
連
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
展

示
も
多
く
、「
こ
れ
、
使
え
る
か
も
」

と
思
っ
て
買
い
求
め
た
画
集
が
こ
れ
ま

た
多
数
あ
る
。

全
集
の
中
で
も
開
く
回
数
が
多
い

の
は
、
自
分
の
専
門
と
テ
ー
マ
や
時
代

背
景
を
共
有
す
る
ロ
マ
ン
主
義
、
レ
ア

リ
ス
ム
、
20
世
紀
末
の
巻
。
昨
年
は
ハ

ロ
ウ
ィ
ー
ン
の
、
今
年
は
イ
ー
ス
タ
ー

の
文
化
事
象
に
つ
い
て
翻
訳
す
る
機
会

を
頂
い
た
。
特
に
イ
ー
ス
タ
ー
は
、
数

多
く
の
絵
画
の
テ
ー
マ
に
な
っ
た
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
に
関
す
る
項
目

が
多
々
あ
り
、
文
章
だ
け
で
は
わ
か
ら

な
い
キ
リ
ス
ト
教
美
術
の
構
図
や
モ

チ
ー
フ
を
、
こ
れ
ま
で
手
付
か
ず
だ
っ

た
巻
を
開
い
て
確
認
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
同
じ
テ
ー
マ
を
別
の
時
代
で
は
ど

の
よ
う
に
描
い
て
い
る
か
、
と
い
う
観

点
も
あ
り
、
全
集
は
こ
れ
ら
を
比
較
す

る
た
め
の
使
い
や
す
い
レ
フ
ァ
レ
ン
ス

で
あ
る
。

文
学
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術

作
品
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
確
認
で

き
る
。
し
か
し
、
時
代
全
体
の
傾
向
や

テ
ー
マ
の
変
容
を
俯
瞰
す
る
に
は
、
や

は
り
全
集
の
よ
う
な
ク
ラ
ス
タ
ー
＊
を

一
度
さ
ら
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
新
し
い

創
造
に
必
要
な
作
業
だ
、
と
改
め
て
思

う
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。

＊
集
団
、（
小
さ
い
も
の
が
集
ま
っ
た
）

房
、
と
い
う
意
味
。「
コ
ロ
ナ
」
同
様
、

悲
し
い
こ
と
に
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を

持
っ
て
最
近
は
使
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
。

（
教
授
・
英
語
英
米
文
学
）

※�そんな頃の初油彩画。恥ずかしさと当時の自
分の懐かしさと……アンビバレンスの極み。

　文芸学部は、文学と芸術（文学以外の）にわたって学ぶところである。もちろん、学　文芸学部は、文学と芸術（文学以外の）にわたって学ぶところである。もちろん、学
生は、そのような学びが期待され、だから卒業時には、「学士（文芸学）」という学位も与生は、そのような学びが期待され、だから卒業時には、「学士（文芸学）」という学位も与
えられるのである。いっぽう、教員にはそれぞれに専門分野があり、授業ではもっぱらそえられるのである。いっぽう、教員にはそれぞれに専門分野があり、授業ではもっぱらそ
の分野の知識が教授される。しかし、じつは文芸学部の教員は、いかにも学部にふさわしの分野の知識が教授される。しかし、じつは文芸学部の教員は、いかにも学部にふさわし
く、自らの専門に留まることなく、文学なり芸術なりに広いあるいは深い関心を持っていく、自らの専門に留まることなく、文学なり芸術なりに広いあるいは深い関心を持ってい
る。「隗より始めよ」ではないものの、今回は、そのごく一端を紹介してもらった。る。「隗より始めよ」ではないものの、今回は、そのごく一端を紹介してもらった。

私私にとってのにとっての
　 　 文 学文 学 とと芸 術芸 術
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賀
行
事
で
上
演
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。ダ
ン
ス
の
教
授
と
作
品
制
作
は
、

舞
踊
教
師
と
い
う
専
門
家
が
担
い
、
す

で
に
15
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
で
は
舞
踊
教

本
が
出
版
さ
れ
、
16
世
紀
末
の
パ
リ
に

は
約
3
０
０
の
舞
踊
学
校
が
あ
っ
た
と

言
い
ま
す
。

そ
の
後
ダ
ン
ス
は
ル
イ
14
世
の
命

令
で
芸
術
と
し
て
整
備
さ
れ
、
実
践
と

鑑
賞
の
二
系
統
に
分
か
れ
て
発
展
し
ま

紫
式
部
は
現
代
の
我
々
を
『
源
氏
物

語
』
の
読
者
と
し
て
想
定
し
た
で
し
ょ

う
か
。
も
し
か
す
る
と
百
年
後
の
人
々

の
こ
と
く
ら
い
は
考
え
て
い
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
千
年
後
ま
で
は
ま
あ
考

え
ま
せ
ん
よ
ね
。

今
、
私
は
千
年
以
上
も
昔
に
書
か

れ
た
作
品
で
あ
る
『
枕
草
子
』
や
『
源

氏
物
語
』
を
面
白
い
と
思
っ
て
読
み
、

そ
の
表
現
や
方
法
を
研
究
し
て
い
ま

ル
ネ
サ
ン
ス
に
印
刷
本
が
登
場
す

る
以
前
、
書
物
は
手
書
き
の
写
本
で
あ

っ
た
。
豪
華
な
装
飾
を
施
し
た
写
本
は

美
術
史
の
重
要
な
研
究
分
野
で
あ
る

が
、
そ
の
中
に
は
教
会
や
修
道
院
で
歌

わ
れ
る
聖
歌
の
楽
譜
も
含
ま
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
楽
譜
は
欧
米
の
各
地
に
現
存

す
る
が
、
日
本
に
も
あ
り
、
そ
の
う
ち

の
1
点
が
専
修
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
。

10
年
ほ
ど
前
、
そ
の
専
修
大
学
の
公

開
講
座
で
講
演
を
す
る
機
会
が
あ
っ
た

ダ
ン
ス
を
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
す

か
？　
「
な
い
」
と
言
う
方
は
い
な
い

で
し
ょ
う
。
で
は
、
ダ
ン
ス
作
品
を
鑑

賞
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？　
今
度

は
「
あ
る
」
と
い
う
答
え
は
だ
い
ぶ
減

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ダ
ン
ス
は
、
私
た
ち
の
生
活
に
入

り
込
ん
で
い
ま
す
。
古
く
か
ら
人
々
は

神
事
や
共
同
体
の
絆
を
強
め
る
目
的
で

踊
り
、
や
が
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宮
廷
文

化
の
発
達
に
伴
い
ダ
ン
ス
は
政
治
的
な

機
能
を
帯
び
ま
し
た
。
踊
り
手
の
知
性

と
優
美
さ
を
証
明
す
る
ゆ
え
、
ダ
ン
ス

は
王
侯
貴
族
に
必
須
の
教
養
に
な
り
、

音
楽
や
詩
を
融
合
し
た
舞
踊
作
品
が
祝

文
学
の
中
の
音
楽

岡
田
　
ひ
ろ
み

追
悼
・
大
島
利
治
先
生

田
口
　
亜
紀

さ
あ
、
歌
い
ま
し
ょ
う
！池

上
　
公
平

ダ
ン
ス
史
、
ダ
ン
ス
詩
？岡

見
　
さ
え

す
。
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
は

現
代
の
も
の
と
違
い
ま
す
が
、
幸
運
に

も
平
安
時
代
の
文
学
作
品
は
複
数
残
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
当
時
の
言
葉
や
文
化

を
調
べ
た
上
で
、
そ
の
表
現
世
界
を
考

え
て
ゆ
く
わ
け
で
す
。
そ
ん
な
中
、
大

学
生
の
頃
か
ら
今
で
も
興
味
を
持
っ
て

い
る
こ
と
の
ひ
と
つ
が
、
文
学
の
中
の

音
楽
で
す
。
古
典
文
学
の
中
に
出
て
く

る
音
楽
は
、
大
勢
で
行
う
雅
楽
（
舞

楽
・
管
絃
）
や
管
絃
（
箏
の
琴
・
琵
琶
・

和
琴
・
笛
な
ど
）
を
は
じ
め
、
親
子
や

男
女
（
恋
人
同
士
）
で
行
う
合
奏
ま
で

色
々
で
す
が
、
音
楽
な
ら
で
は
豊
か
な

表
現
性
に
想
像
力
が
か
き
た
て
ら
れ
ま

す
。
中
で
も
学
生
時
代
に
卒
業
論
文
の

テ
ー
マ
と
し
て
選
ん
だ
の
が
、
催
馬
楽

（
さ
い
ば
ら
）
と
い
う
宮
廷
歌
謡
で
し

た
。
六
十
一
曲
あ
る
う
ち
二
十
四
曲
も

の
催
馬
楽
が
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
謡

わ
れ
、
奏
で
ら
れ
て
い
ま
す
。
物
語
内

で
の
提
示
の
仕
方
も
、
曲
名
だ
け
が
引

か
れ
る
場
合
、
歌
詞
の
一
部
が
謡
わ
れ

る
場
合
、
演
奏
を
伴
う
場
合
、
公
的
な

場
、
私
的
な
場
な
ど
様
々
で
、
物
語
の

中
の
催
馬
楽
引
用
を
起
点
と
し
て
、
そ

こ
に
表
現
さ
れ
る
人
間
関
係
や
登
場
人

物
の
心
情
を
読
み
解
く
の
に
夢
中
に
な

り
ま
し
た
。
催
馬
楽
は
、
紫
式
部
の
時

代
最
も
流
行
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
同

時
代
の
人
々
は
、
き
っ
と
催
馬
楽
の
旋

律
を
も
浮
か
べ
な
が
ら
物
語
を
読
ん
で

い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
は
も
ち
ろ
ん

浮
か
び
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
機
会
を

見
つ
け
て
は
雅
楽
演
奏
会
（
宮
内
庁
職

楽
部
や
天
王
寺
楽
所
等
）
に
足
を
運
び

ま
し
た
。

実
は
、
催
馬
楽
は
、
室
町
時
代
に

廃
絶
し
て
い
ま
す
。
現
在
演
奏
さ
れ
て

い
る
催
馬
楽
は
、
古
譜
に
基
づ
き
復
元

さ
れ
た
も
の
で
す
。
復
元
と
は
い
え
、

初
め
て
催
馬
楽
を
聞
い
た
と
き
の
衝
撃

は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
作
品

を
読
む
際
に
も
、
歌
詞
の
奥
に
流
れ
る

ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
や
間
（
ま
）
を

考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
音
楽
に

つ
い
て
考
え
る
と
き
、
文
学
の
中
の
曲

名
や
歌
詞
と
い
っ
た
言
葉
以
外
の
要
素

を
ど
こ
ま
で
読
む
か
（
読
む
べ
き
か
）

と
い
う
の
は
今
で
も
課
題
の
ひ
と
つ
で

す
が
、
紫
式
部
が
想
定
し
て
い
な
い
読

者
だ
か
ら
こ
そ
、
で
き
る
限
り
歩
み
寄

り
つ
つ
読
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
教
授
・
日
本
語
日
本
文
学
）

が
、
私
は
実
は
前
座
で
あ
り
、
当
日
の

主
役
は
名
高
い
中
世
音
楽
史
研
究
家
・

皆
川
達
夫
氏
で
あ
っ
た
。
皆
川
氏
は
専

大
図
書
館
が
所
蔵
す
る
15
世
紀
の
グ
レ

ゴ
リ
オ
聖
歌
の
写
本
に
つ
い
て
講
演
す

る
た
め
に
招
か
れ
た
の
だ
っ
た
。
私
自

身
、
楽
器
は
で
き
な
い
が
音
楽
は
好
き

で
、
中
世
や
ル
ネ
サ
ン
ス
の
音
楽
も
聞

く
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
に
目
（
耳
？
）
を
開
か
れ
た
の

は
、
学
生
時
代
に
受
講
し
た
今
谷
和
徳

先
生
の
授
業
の
お
か
げ
で
あ
る
。
今
谷

先
生
は
最
近
ま
で
共
立
で
も
音
楽
の
授

業
を
担
当
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
先
生
が

師
事
し
た
の
が
皆
川
達
夫
氏
で
あ
る
。

講
演
で
は
、
専
大
図
書
館
所
蔵
の
楽

譜
の
コ
ピ
ー
が
配
ら
れ
、
グ
レ
ゴ
リ
オ

聖
歌
に
つ
い
て
簡
単
な
説
明
の
後
、
楽

譜
の
読
み
方
が
説
明
さ
れ
た
。

グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
は
中
世
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
歌
わ
れ
た
単
旋
律
の
宗
教
曲

で
、
今
日
で
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ミ
サ
や

聖
務
日
課
で
歌
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

本
来
、
そ
の
楽
譜
は
四
線
の
ネ
ウ
マ
譜

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
一
般
的
な
五
線

譜
と
は
記
譜
法
も
読
み
方
も
異
な
り
、

私
の
よ
う
な
素
人
に
は
理
解
が
む
ず
か

し
い
。
専
大
図
書
館
の
楽
譜
も
ネ
ウ
マ

譜
で
あ
る
。

解
説
が
終
わ
る
と
、
に
わ
か
に
人

が
大
勢
現
れ
て
前
に
並
ん
だ
。
皆
川
氏

が
指
導
す
る
中
世
音
楽
合
唱
団
の
方
々

で
あ
っ
た
。
皆
川
氏
は
聴
衆
に
向
か
っ

て
い
き
な
り
、「
楽
譜
の
読
み
方
は
説

明
し
ま
し
た
。
さ
あ
、
み
な
さ
ん
、
歌

い
ま
し
ょ
う
！
」。
そ
し
て
合
唱
団
が

歌
い
始
め
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
さ
あ

歌
い
ま
し
ょ
う
と
言
わ
れ
て
も
グ
レ
ゴ

リ
オ
聖
歌
は
簡
単
に
歌
え
る
も
の
で
は

な
い
。
メ
リ
ス
マ
と
い
う
音
を
長
く
引

き
伸
ば
す
独
特
な
歌
い
方
も
む
ず
か
し

く
、
そ
も
そ
も
歌
詞
は
ラ
テ
ン
語
で
あ

る
。
素
人
は
た
だ
呆
然
と
聞
い
て
い
る

ほ
か
は
な
か
っ
た
。

以
上
は
さ
さ
や
か
な
個
人
的
経
験

に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
は
音
楽

と
美
術
と
い
う
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
、
そ

し
て
書
物
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
結
び
つ

き
が
見
出
さ
れ
る
。
ま
さ
に
こ
れ
は
文

芸
学
部
の
学
び
を
象
徴
的
に
示
す
も
の

と
言
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
、
と
思
う
の
で
あ
る
。

（
教
授
・
造
形
芸
術
）

し
た
。
こ
の
後
者
が
、
現
代
の
ダ
ン
ス

公
演
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
一
見
非
常

に
異
な
り
ま
す
が
、
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ

ー
ダ
ン
ス
も
後
者
、
バ
レ
エ
の
末
裔
で

す
。
20
世
紀
に
な
る
と
、
身
体
に
不
自

由
を
強
い
て
ま
で
美
の
理
想
に
従
う
バ

レ
エ
に
対
し
、
反
旗
を
翻
す
振
付
家
た

ち
が
現
れ
ま
し
た
。
既
存
の
美
学
を
更

新
す
べ
く
、
振
付
家
た
ち
は
独
自
の
方

法
論
で
創
作
を
行
い
、
モ
ダ
ン
、
ポ
ス

ト
モ
ダ
ン
、
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
と
ダ

ン
ス
史
は
展
開
し
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
文
学
、
美
術
、
音
楽
と
同
様
、
現

代
の
ダ
ン
ス
、
ダ
ン
サ
ー
に
も
数
百
年

の
歴
史
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

さ
ら
に
詩
的
・
哲
学
的
な
フ
ラ
ン
ス
、

社
会
的
・
演
劇
的
な
イ
ギ
リ
ス
、
表
現

主
義
的
な
ド
イ
ツ
、
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
イ

ス
ラ
エ
ル
な
ど
、
現
代
ダ
ン
ス
に
は
地

域
的
特
性
も
見
ら
れ
ま
す
。

ダ
ン
ス
鑑
賞
の
面
白
さ
は
、
こ
の

多
様
性
に
あ
り
ま
す
。「
ダ
ン
ス
＝
音

に
合
わ
せ
た
動
き
」
と
考
え
が
ち
で
す

が
、音
楽
も
ク
ラ
シ
ッ
ク
か
ら
ノ
イ
ズ
、

無
音
ま
で
多
彩
で
す
。
ダ
ン
サ
ー
が
喋

る
こ
と
も
、
ダ
ン
ス
な
の
に
踊
ら
な
い

こ
と
す
ら
あ
り
ま
す
。
直
接
に
物
語
や

感
情
を
表
現
す
る
よ
り
む
し
ろ
、
振
付

家
は
テ
ー
マ
に
基
づ
い
て
身
体
、
ム
ー

ヴ
メ
ン
ト
、
音
、
光
、
美
術
を
空
間
に

周
到
に
配
置
し
、
そ
れ
を
観
客
は
自
由

に
解
釈
で
き
る
の
で
す
。

歩
行
を
散
文
に
、
舞
踊
を
詩
に
例

え
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
ポ
ー
ル
・

ヴ
ァ
レ
リ
ー
で
す
が
、
作
品
の
謎
を
解

き
ほ
ぐ
す
楽
し
さ
を
言
い
得
て
妙
だ
と

思
い
ま
す
。

芸
術
の
秋
、
今
年
は
ダ
ン
ス
作
品

を
観
て
み
ま
せ
ん
か
？

（
准
教
授
・
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
）

大
島
利
治
先
生
の
足
跡
を
た
ど
る

こ
と
は
、
仏
文
コ
ー
ス
史
を
繙
く
こ
と

に
も
な
る
。
昭
和
三
八
（
一
九
六
三
）

年
、
河
盛
好
蔵
先
生
（
一
九
〇
二
～

二
〇
〇
〇
）
の
構
想
の
下
に
創
設
さ
れ

た
仏
文
コ
ー
ス
で
、
大
島
先
生
は
当
初

か
ら
二
〇
〇
二
年
に
ご
退
職
に
な
る
ま

で
の
三
九
年
間
、
運
営
を
担
っ
て
こ
ら

れ
た
か
ら
で
あ
る
。

学
園
理
事
と
し
て
も
、
作
家
・
評

論
家
と
し
て
も
ご
多
忙
の
河
盛
先
生
に

代
わ
っ
て
、
一
九
六
九
年
か
ら
主
任
を

務
め
、
実
質
的
に
仏
文
コ
ー
ス
の
中
心

だ
っ
た
。

大
島
先
生
は
文
芸
学
部
の
み
な
ら

ず
、
文
学
芸
術
研
究
所
所
長
、
総
合
文

化
研
究
所
神
田
分
室
長
、
そ
し
て
、
共

立
女
子
学
園
図
書
館
長
を
歴
任
し
、
学

園
の
運
営
に
も
寄
与
さ
れ
た
。

ラ
シ
ー
ヌ
、
モ
リ
エ
ー
ル
等
の
フ
ラ

ン
ス
古
典
主
義
文
学
を
軸
に
、
広
い
視

野
で
仏
文
学
の
研
究
に
携
わ
っ
た
。
仏

和
辞
典
の
編
纂
、
そ
し
て
同
僚
の
河
盛

先
生
と
、
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
に
な
る
仏
文

学
史
の
本
を
編
み
、
河
盛
先
生
編
の
筑

摩
書
房
刊
『
世
界
人
生
論
全
集
』
に
協

力
し
た
。
す
な
わ
ち
数
多
く
の
翻
訳
に

よ
っ
て
も
日
本
に
お
け
る
仏
語
・
仏
文

学
の
発
展
に
多
大
な
貢
献
を
な
さ
っ
た

こ
と
に
な
る
。

同
僚
だ
っ
た
武
藤
剛
史
先
生
は
大

島
先
生
を
、「
細
や
か
な
注
意
力
」
の

持
ち
主
、
温
厚
で
、「
歴
代
の
助
手
さ

ん
の
誰
し
も
が
、
そ
の
よ
う
な
先
生
の

昔
取
っ
た
杵
柄
︱
︱
は
疾
う
の
昔

に
故
山
の
廃
屋
で
朽
ち
て
し
ま
っ
た

だ
ろ
う
が
、
身
体
が
憶
え
て
い
る
と

は
よ
く
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。水
泳
、

自
転
車
、
逆
上
が
り
。
年
寄
り
の
冷

や
水
も
、
肉
体
に
刻
印
さ
れ
た
過
去

が
な
け
れ
ば
始
ま
ら
な
い
。

目
に
見
え
る
形
で
肉
体
に
刻
印
さ

れ
て
い
て
も
、
常
に
機
能
す
る
と
は

限
ら
な
い
。
襁む

つ
き褓
の
頃
に
手
術
で
先

端
を
截
断
し
た
左
の
人
差
し
指
を
何

か
の
弾
み
で
し
げ
し
げ
と
見
つ
め
、

不
思
議
の
念
に
襲
わ
れ
る
。
な
ん
で

こ
ん
な
指
な
ん
だ
っ
け
。
治
療
し
た

医
師
の
名
前
も
憶
え
て
い
る
の
に
、

目
の
前
の
指
の
形
と
結
び
つ
か
な

い
。
見
慣
れ
、見
飽
き
た
指
な
の
に
。

え
ー
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
ピ
ン

ク
の
蚯み

み
ず蚓
腫
れ
？　

令
和
三
年
七

月
八
日
木
曜
午
前
二
時
四
四
分
、

kyonet

も
そ
ろ
そ
ろ
店
じ
ま
い
、

遅
い
湯
浴
み
の
浴
槽
で
は
た
と
気
が

つ
く
右
膝
頭
の
恐
ら
く
縫
合
痕
。
こ
の

日
こ
の
時
こ
の
瞬
間
ま
で
見
た
記
憶
も

な
く
、
見
て
も
何
だ
か
判
ら
な
い
。
刻

印
な
ら
ぬ
封
印
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

丑
三
つ
時
の
手
鏡
な
ら
ぬ
膝
鏡
で
あ

る
。
御
迎
え
間
近
の
人
は
自
分
の
掌
を

凝
視
す
る
そ
う
だ
が
、
幸
か
不
幸
か
そ

の
後
も
健
筆
を
振
り
回
し
て
こ
の
よ
う

に
駄
弁
を
垂
れ
流
し
て
い
る
。
来
迎
は

日
延
べ
と
決
ま
っ
た
ら
し
い
。
い
や
、

膝
鏡
で
は
手
鏡
ほ
ど
の
御
利
益
（
？
）

は
望
め
な
い
と
い
う
こ
と
か
。

忘
れ
て
い
た
記
憶
、
甦
ら
な
い
記
憶

が
あ
る
一
方
で
、
拭
っ
て
も
拭
っ
て
も

拭
い
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
記
憶
も
あ

る
。白

っ
ぽ
い
石
を
積
ん
だ
円
形
の
塔
は

そ
れ
ほ
ど
高
く
も
な
く
、
直
径
も
知
れ

て
い
る
。
円
錐
の
頂
の
直
ぐ
下
に
は

物
見
の
窓
が
あ
り
、
子
供
の
私
は
右

に
立
つ
白
髯
豊
か
な
老
人
と
二
人
、

遠
い
夕
陽
が
低
い
空
に
放
つ
光
芒
の

照
ら
し
出
す
青
い
麦
畑
、
う
ね
る
丘

陵
を
眺
め
て
い
る
。
心
地
よ
い
軽
風

を
頬
に
受
け
、
外
つ
国
の
言
葉
で
翁

に
何
事
か
を
話
し
か
け
て
い
る
。
声

は
聞
こ
え
な
い
。
二
人
を
私
が
眺
め

て
い
る
。
見
る
か
ら
に
昔
の
異
国
、

恐
ら
く
は
欧
洲
の
い
ず
こ
か
。
文
脈

も
何
も
な
い
。
た
だ
こ
の
情
景
だ
け

を
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
（
つ
も

り
）。この

塔
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
知
ら

な
い
。
あ
る
の
か
ど
う
か
も
判
ら
な

い
。
そ
れ
ら
し
い
塔
に
上
っ
た
こ
と

も
な
い
。
二
十
代
末
に
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
へ
引
っ
越
す
ま
で
、
抑
も
泰
西
に

暮
ら
し
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
出
か

け
た
す
ら
な
か
っ
た
。
タ
イ
ム
マ
シ

ン
に
乗
っ
た
こ
と
も
（
い
ま
の
と
こ

ろ
、
ま
だ
）
な
い
（
は
ず
だ
）。
ど

こ
に
も
痕
跡
の
な
さ
そ
う
な
記
憶
が

脳
の
浅
い
皺
に
深
々
と
刻
み
込
ま
れ

て
い
る
。
皺
が
寄
る
前
の
記
憶
だ
と

す
れ
ば
、
皺
が
な
く
な
っ
た
暁
に
も

残
る
記
憶
な
の
で
は
な
い
か
︱
︱
右

膝
頭
に
偽
装
記
憶
の
チ
ッ
プ
を
仕
込

ま
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
。

挿
画
も
筆
者
。（
教
授・文
芸
教
養
）

記憶の痕跡
上野　愼也

も
と
で
、
楽
し
く
、
安
心
し
て
仕
事
が

で
き
た
こ
と
を
こ
の
上
も
な
く
幸
運
な

こ
と
だ
と
思
」
い
、「
学
生
に
対
し
て

も
、
常
に
誠
意
を
も
っ
て
接
し
て
お
ら

れ
た
」
と
評
し
て
い
る
（『
文
學
藝
術
』

四
八
集
）。
塩
川
浩
子
先
生
は
、
文
芸

学
部
の
あ
る
学
生
が
大
島
先
生
に
フ
ラ

ン
ス
語
の
詩
を
捧
げ
た
と
回
想
し
て
い

る
。「
い
つ
も
い
つ
も
先
生
は
微
笑
ん

で
い
る
／
青
年
の
よ
う
に
／
い
つ
も
い

つ
も
先
生
は
微
笑
ん
で
い
る
／
恋
を
し

て
い
る
若
者
の
よ
う
に
」（
紀
要
四
八

集
）フ

ラ
ン
ス
の
豊
穣
な
風
土
と
多
彩

な
文
化
を
体
現
さ
れ
て
い
た
大
島
先
生

の
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

（
教
授
・
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
）
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在
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
人
も

け
っ
こ
う
多
い
の
で
す
。
ま
た
、
大
学

院
に
行
く
と
就
職
活
動
で
不
利
に
な
る

と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は

卒
業
が
大
学
か
大
学
院
か
と
い
う
問
題

で
は
な
く
、
個
人
の
問
題
で
す
。
大
学

院
修
了
後
に
就
職
を
希
望
し
た
先
輩
た

ち
は
就
職
し
て
い
ま
す
。

興
味
を
持
っ
た
ら
、
迷
っ
た
ら
、
ゼ

ミ
の
先
生
、
担
任
、
コ
ー
ス
の
助
手
に

相
談
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
学
力
試
験
な

し
で
大
学
院
進
学
が
決
ま
る
、
学
内
推

薦
も
あ
り
ま
す
。
三
年
生
以
下
は
、
来

年
度
以
降
、
募
集
や
大
学
院
説
明
会
の

お
知
ら
せ
に
気
を
つ
け
て
い
て
く
だ
さ

い
ね
。
気
楽
な
気
持
ち
で
説
明
会
に
足

を
運
ん
で
く
だ
さ
い
。

�

（
教
授
・
田
口
）

研
究
室
か
ら

日
本
語
日
本
文
学

皆
さ
ん
は
「
透
明
」
と
い
う
言
葉

に
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
で

し
ょ
う
か
。
宮
沢
賢
治
は
自
身
の
作
品

の
中
で
何
度
も
「
す
き
と
ほ
つ
た
」
空

気
や
風
を
描
き
出
し
、更
に
は「
種
山
ヶ

原
」
下
書
稿
（
一
）
で
、「
あ
ゝ
何
も

か
も
も
う
み
ん
な
透
明
だ
」、「
じ
つ
に

わ
た
く
し
は
水
や
風
や
そ
れ
ら
の
核
の

一
部
分
で
／
そ
れ
を
わ
た
く
し
が
感
ず

る
こ
と
は
水
や
光
や
風
ぜ
ん
た
い
が
わ

た
く
し
な
の
だ
」
の
よ
う
に
、
そ
の
透

明
な
自
然
と
同
化
す
る
よ
う
な
心
象
を

綴
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
村
上
龍
の
『
限
り
な
く
透
明

に
近
い
ブ
ル
ー
』
で
は
、
ラ
ス
ト
シ
ー

ン
で
主
人
公
の
リ
ュ
ウ
が
夜
明
け
の
空

気
に
染
ま
る
透
明
な
ガ
ラ
ス
片
を
見
な

が
ら
、
こ
の
ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
な
っ
て

自
分
に
映
る
も
の
を
他
の
人
々
に
も
見

せ
た
い
と
考
え
ま
す
。

こ
の
二
人
の
作
風
は
全
く
異
な
っ

て
い
ま
す
が
、
ど
ち
ら
も
透
明
な
情
景

を
描
き
、
ま
た
自
身
を
透
過
さ
せ
る
こ

と
で
、
同
じ
も
の
を
読
者
に
も
見
せ
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。

学
生
の
皆
さ
ん
は
演
習
や
ゼ
ミ
で

発
表
を
行
う
機
会
が
あ
る
と
思
い
ま
す

が
、
ぜ
ひ
興
味
や
関
心
と
い
う
光
源
に

よ
っ
て
透
き
通
り
、
自
分
で
感
じ
た
面

白
さ
を
他
の
人
に
も
伝
え
ら
れ
る
よ
う

な
力
を
培
っ
て
く
だ
さ
い
。

（
助
手
・
川
﨑
）

英
語
英
米
文
学

九
月
に
英
語
オ
ン
ラ
イ
ン
レ
ッ
ス

ン
を
開
催
し
ま
し
た
。

本
来
で
あ
れ
ば
、
福
島
県
に
あ
る

語
学
教
育
機
関
へ
の
研
究
旅
行
を
予
定

し
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
度
は
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
を
受
け
て
、
学

内
で
の
日
帰
り
オ
ン
ラ
イ
ン
レ
ッ
ス
ン

に
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

当
日
の
レ
ッ
ス
ン
で
は
、
大
学
の

パ
ソ
コ
ン
を
一
人
一
台
使
用
し
て
、
語

学
教
育
機
関
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ヒ
ル
ズ

の
オ
ン
ラ
イ
ン
レ
ッ
ス
ン
を
三
つ
受
講

し
た
後
、
英
文
教
員
に
よ
る
オ
リ
ジ
ナ

ル
セ
ッ
シ
ョ
ン
一
つ
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
中
で
特
に
興
味
深
か
っ
た
の

が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
イ
ギ
リ
ス
旅
行
プ

ラ
ン
を
立
て
た
レ
ッ
ス
ン
（Travel�

in�the�U.K.

）
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
の

重
要
な
歴
史
や
事
実
を
学
び
な
が
ら
、

イ
ギ
リ
ス
が
起
源
の
有
名
な
食
べ
物
や

施
設
な
ど
を
学
び
、
参
加
者
の
皆
さ
ん

は
イ
ギ
リ
ス
を
よ
り
身
近
に
感
じ
ら
れ

る
よ
い
機
会
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。　

今
後
も
、
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
開

催
し
て
い
く
予
定
で
す
の
で
、
お
見
逃

し
の
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

（
助
手
・
御
子
貝
）

フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学

フ
ラ
ン
ス
革
命
を
テ
ー
マ
に
様
々

な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

七
月
に
は
革
命
記
念
日
を
祝
う

パ
ー
テ
ィ
ー「
パ
リ
祭
」が
実
施
さ
れ
、

フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ぶ
学
生
に
加
え
、
フ

ラ
ン
ス
語
圏
出
身
の
留
学
生
や
、
教
員

が
集
い
ま
し
た
。
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
で

の
記
念
日
の
祝
わ
れ
方
や
、
パ
リ
で
活

躍
し
た
写
真
家
が
記
録
し
た
写
真
や
、

映
画
の
ワ
ン
シ
ー
ン
な
ど
、
様
々
な

テ
ー
マ
か
ら
パ
リ
祭
が
紹
介
さ
れ
、
フ

ラ
ン
ス
文
化
に
つ
い
て
知
識
を
深
め
る

機
会
と
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
同
月
に
、
フ
ラ
ン
ス
オ
ン

ラ
イ
ン
ツ
ア
ー
も
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

現
地
ガ
イ
ド
の
案
内
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス

革
命
の
史
跡
を
辿
り
な
が
ら
、
首
都
パ

リ
の
美
し
い
街
並
み
や
歴
史
的
建
造

物
、
パ
テ
ィ
ス
リ
ー
等
を
ラ
イ
ブ
配
信

で
見
学
し
ま
し
た
。

こ
の
ツ
ア
ー
は
一
〇
月
と
一
一
月

に
も
実
施
さ
れ
、第
二
回
は
同
じ
く「
革

命
」
を
テ
ー
マ
に
地
方
都
市
の
リ
ヨ
ン

と
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
見
学
し
、
第
三
回

は
「
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ア
ー
ト
か
ら
見
る

芸
術
文
化
保
有
の
歴
史
」を
テ
ー
マ
に
、

リ
ヨ
ン
近
郊
オ
ー
ト
リ
ー
ヴ
の
シ
ュ

ヴ
ァ
ル
の
理
想
宮
を
見
学
し
ま
し
た
。

ど
の
回
も
実
際
に
フ
ラ
ン
ス
を
訪

れ
た
か
の
よ
う
に
文
化
や
風
土
に
触
れ

て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
貴
重
な
体
験
と

な
り
ま
し
た
。

さ
て
私
事
で
す
が
、
九
月
末
日
を

も
っ
て
本
学
を
退
職
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
学
生
の
み
な
さ
ん
に
囲
ま
れ

て
、
実
り
あ
る
助
手
生
活
を
過
ご
す
ご

と
が
で
き
ま
し
た
。
す
べ
て
に
心
よ
り

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
一
〇
月

か
ら
は
齊
藤
真
規
子
さ
ん
が
後
任
と
な

り
ま
す
。�

（
井
野
元
）

劇
芸
術

初
め
ま
し
て
。
新
任
助
手
の
平
野

真
実
で
す
。
今
年
の
春
に
大
学
を
卒
業

し
て
、
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
あ
る
実

家
か
ら
毎
日
共
立
に
通
っ
て
い
ま
す
。

七
月
現
在
、半
期
が
そ
ろ
そ
ろ
終
わ
り
、

だ
ん
だ
ん
と
助
手
の
仕
事
に
も
慣
れ
て

き
た
と
こ
ろ
で
す
。

夏
、
例
年
私
は
祖
父
母
の
い
る
佐

渡
島
に
行
き
ま
す
。
そ
こ
で
は
山
の
梨

畑
へ
行
っ
た
り
、
海
で
釣
り
を
し
た
り

し
て
楽
し
く
過
ご
す
の
で
す
が
、
こ
こ

数
年
は
自
粛
で
す
。
皆
さ
ん
は
お
休
み

中
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
た
か
？�

さ
て
、
夏
が
過
ぎ
る
と
だ
ん
だ
ん

と
空
気
が
澄
ん
で
、
遠
く
の
富
士
山
が

よ
く
見
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
本
館

14
階
１
４
２
１
室
に
あ
る
私
の
デ
ス
ク

は
ベ
ス
ト
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
、
富
士
山
が

ち
ょ
う
ど
き
れ
い
に
見
え
ま
す
。
ラ
ッ

キ
ー
で
し
た
。

皆
さ
ん
も
助
手
室
に
お
立
ち
寄
り

の
際
に
は
窓
の
外
を
覗
い
て
み
て
下
さ

い
。
富
士
山
見
物
は
晴
れ
た
朝
が
お
す

す
め
で
す
が
、
助
手
は
い
つ
で
も
皆
さ

ん
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。�

（
助
手
・
平
野
）

造
形
芸
術

本
コ
ー
ス
で
は
、
卒
業
論
文
・
卒

業
制
作
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
三
年
生
を
主
な
対
象
に
ゼ
ミ
研
究

旅
行
を
行
っ
て
い
る
。

今
年
は
日
本
美
術
史
、
西
洋
美
術

史
、
絵
画
、
彫
刻
の
四
つ
の
ゼ
ミ
揃
っ

て
軽
井
沢
に
行
こ
う
、
去
年
は
コ
ロ
ナ

禍
の
た
め
何
処
に
も
行
け
な
か
っ
た
四

年
生
も
誘
お
う
、
い
や
二
年
生
も
、
な

ど
と
夢
は
膨
ら
み
、
夏
休
み
の
終
わ
る

頃
に
と
計
画
し
て
い
た
が
、
叶
わ
な
い

夢
と
な
っ
た
。
緊
急
事
態
宣
言
が
解
除

さ
れ
た
り
発
令
さ
れ
た
り
、
感
染
抑
制

の
見
通
し
が
立
た
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

絵
画
な
ど
実
技
系
の
学
生
か
ら
は
、
瀬

戸
内
の
美
術
館
巡
り
と
風
景
写
生
で
二

泊
三
日
の
案
も
出
て
い
た
の
で
、

シ
ョ
ッ
ク
は
大
き
い
。

そ
れ
で
も
、
年
明
け
の
冬
休
み
の

終
わ
り
く
ら
い
に
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種

も
進
み
、
実
現
の
可
能
性
は
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
、
伊
豆
・
箱
根
あ
た
り
の

美
術
館
を
貸
し
切
り
バ
ス
で
巡
る
一
泊

二
日
の
研
究
旅
行
を
計
画
し
て
い
る
。

執
筆
現
在
の
東
京
の
患
者
発
生
状

況
は
三
五
八
一
人
。
東
京
の
新
規
感
染

者
数
は
ピ
ー
ク
ア
ウ
ト
し
つ
つ
あ
る
と

い
う
声
も
あ
る
が
、
さ
て
ど
う
な
っ
て

い
る
だ
ろ
う
か
。�

（
教
授
・
須
田
）

文
芸
教
養

二
〇
二
一
年
度
の
新
二
年
生
か
ら
、

文
芸
学
部
で
は
「
四
領
域
制
」
が
取
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、「
文
芸
教
養
コ
ー

ス
」
は
「
文
化
領
域
」
と
な
り
ま
し
た
。

昨
年
の
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す

が
、
深
津
学
部
長
が
あ
る
と
き
、「
文

化
領
域
は
文
芸
学
部
の
縮
図
の
よ
う
な

存
在
」
と
い
う
主
旨
の
こ
と
を
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

本
学
文
芸
学
部
は
、（
新
体
制
で
い

う
と
）
言
語・文
学
領
域
、
芸
術
領
域
、

メ
デ
ィ
ア
領
域
、
文
化
領
域
と
い
う
四

つ
の
領
域
が
あ
っ
て
、
人
間
社
会
の
営

み
や
、
そ
の
結
実
の
ひ
と
つ
と
し
て
の

芸
術
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
や
り
方

で
学
ぶ
と
こ
ろ
だ
と
言
え
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
多
様
な
学
び
を
、
領
域
の
な
か

で
も
実
践
し
よ
う
と
す
る
領
域
、
と
い

う
意
味
で
の「
縮
図
」か
と
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
あ
る
小
説
、
ま
た
は

あ
る
絵
画
を
、作
家
や
画
家
の
「
自
己
」

を
表
現
し
た
も
の
捉
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
時
代
の
「
資
料
」
と
し
て
読
み

解
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
こ
に
、
社

会
や
集
団
の
「
価
値
観
」
の
表
れ
を
見

出
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。

ひ
と
つ
の
宝
石
の
輝
き
を
、
い
つ

も
さ
ま
ざ
ま
な
切フ

ァ
セ
ッ
ト
子
面
か
ら
見
て
み
よ

う
と
す
る
︱
︱
こ
の
学
部
で
過
ご
す
時

間
の
な
か
で
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
を
身

に
つ
け
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

�

（
准
教
授
・
福
嶋
）

文
芸
メ
デ
ィ
ア

皆
さ
ん
初
め
ま
し
て
。
今
年
度
よ

り
文
芸
メ
デ
ィ
ア
領
域
・
メ
デ
ィ
ア
専

修
の
助
手
に
着
任
し
た
、硴
塚　
朋（
か

き
つ
か　
と
も
）
と
申
し
ま
す
。

私
は
昨
年
、
共
立
女
子
大
学
を
卒

業
し
ま
し
た
。
大
学
で
は
司
書
の
資
格

を
取
得
し
、
卒
論
で
は
司
書
資
格
の
過

程
で
興
味
を
持
っ
た
児
童
書
に
つ
い
て

執
筆
し
ま
し
た
。
ま
た
イ
ラ
ス
ト
を
描

く
こ
と
が
得
意
で
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

学
生
と
し
て
四
年
間
通
っ
て
い
た

場
所
も
、
助
手
と
い
う
新
し
い
立
場
に

な
る
と
、
大
学
の
見
え
方
が
、
少
し
変

わ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

昨
年
も
今
年
も
コ
ロ
ナ
の
影
響
で

授
業
の
実
施
方
法
が
変
化
し
、
想
像
し

て
い
た
大
学
生
活
を
送
れ
て
い
な
い
学

生
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
し
学
校

生
活
で
、
何
か
不
安
な
こ
と
や
相
談
し

た
い
こ
と
な
ど
あ
れ
ば
い
つ
で
も
研
究

室
に
来
て
く
だ
さ
い
！

大
学
生
は
学
生
の
中
で
一
番
時
間

を
自
由
に
使
え
る
時
だ
と
思
い
ま
す
。

今
し
か
学
べ
な
い
、
で
き
な
い
、
や
っ

て
み
た
い
と
い
う
こ
と
を
ぜ
ひ
見
つ
け

て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
無
理
の
な

い
範
囲
で
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
挑
戦

し
、
悔
い
の
な
い
大
学
生
活
を
送
っ
て

く
だ
さ
い
。�

（
助
手
・
硴
塚
）

学
校
勤
め
の
せ
い
か
、
夏
休
み
に
関

し
て
は
、
比
較
的
恵
ま
れ
て
い
る
ほ
う

だ
。
一
昨
年
ま
で
は
、
ど
ん
な
に
仕
事

が
立
て
込
ん
で
い
て
も
、
最
低
二
～
三

日
は
ね
ん
出
し
て
あ
ち
こ
ち
旅
行
に
出

か
け
て
い
た
。

事
前
の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
も
ま
た
楽
し

い
。
費
用
は
一
日
い
く
ら
以
内
と
か
、

同
じ
ル
ー
ト
は
二
度
通
ら
な
い
と
か
、

そ
ん
な
＂
縛
り
〟
を
勝
手
に
か
け
て
、

あ
れ
や
こ
れ
や
と
プ
ラ
ン
を
練
る
。
試

行
錯
誤
の
末
、
そ
れ
な
り
の
プ
ラ
ン
が

完
成
す
る
と
、
旅
行
の
八
割
方
が
終

わ
っ
た
気
分
に
な
る
。

と
は
い
え
、
旅
行
の
醍
醐
味
は
プ
ラ

ン
ニ
ン
グ
に
あ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
う

で
は
な
い
。
強
引
な
喩
え
か
も
知
れ
な

い
が
、旅
行
と
授
業
は
よ
く
似
て
い
る
。

大
学
院
で
勉
強
を
続
け
た
い
と
考
え

て
い
る
学
部
生
に
朗
報
が
あ
り
ま
す
。

な
ん
と
、
大
学
院
の
入
学
金
が
免
除

に
な
る
の
で
す
。
こ
の
機
会
を
利
用
し

な
い
手
は
あ
り
ま
せ
ん
。

文
芸
学
研
究
科
に
は
、
日
本
文
学
、

英
文
学
、
演
劇
学
、
文
芸
学
の
四
つ
の

領
域
が
あ
り
ま
す
。
最
後
の
文
芸
学
領

域
は
、
学
部
の
仏
文
、
造
形
芸
術
、
文

芸
教
養
と
文
芸
メ
デ
ィ
ア
が
合
同
で
運

営
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
横
断
的

に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
い
っ
て

も
文
芸
学
研
究
科
自
体
、
四
つ
の
領
域

を
ま
た
い
で
、
自
由
に
授
業
を
受
け
ら

れ
ま
す
。少
人
数
ク
ラ
ス
が
特
徴
で
す
。

こ
れ
に
加
え
て
、
大
学
院
の
魅
力
は
、

好
き
な
こ
と
を
と
こ
と
ん
ま
で
つ
き
つ

め
て
学
べ
る
環
境
と
、
そ
れ
に
対
す
る

プ
ラ
ン
通
り
に
進
む
こ
と
自
体
、
決
し

て
悪
い
気
は
し
な
い
の
だ
が
、
あ
と
で

ふ
り
返
っ
て
心
に
残
っ
て
い
る
の
は
、

プ
ラ
ン
通
り
に
終
ら
な
か
っ
た
ケ
ー
ス

で
あ
る
。

平
日
ダ
イ
ヤ
と
休
日
ダ
イ
ヤ
を
見
間

違
え
て
…
…
（
単
純
ミ
ス
！
）、
た
ま

た
ま
食
堂
で
隣
り
合
わ
せ
た
オ
ジ
サ
ン

に
誘
わ
れ
て
…
…
な
ど
、
原
因
は
様
々

あ
る
。
そ
の
こ
と
で
、
予
定
し
た
滞
在

地
を
カ
ッ
ト
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

り
、予
想
外
の
出
費
を
強
い
ら
れ
た
り
、

先
生
の
サ
ポ
ー
ト
も
特
徴
で
す
。

大
学
院
の
先
輩
は
、
ど
ん
な
き
っ
か

け
で
進
学
し
よ
う
と
思
っ
た
の
か
、
気

に
な
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
研
究
者
志
望

が
い
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

大
半
は
、
学
部
で
卒
論
に
取
り
組
み
、

研
究
対
象
を
も
っ
と
知
り
た
く
な
っ
た

人
、
腰
を
落
ち
着
け
て
考
え
る
こ
と
が

ク
セ
に
な
っ
た
人
、
就
職
活
動
を
し
て

い
た
が
、
自
分
が
い
か
に
も
の
を
知
ら

な
い
か
を
思
い
知
っ
た
人
で
す
。
つ
ま

り
、
大
学
入
学
当
時
に
は
大
学
院
の
存

学
部
長
か
ら

大
学
院
か
ら

そ
う
い
う
こ
と
も
確
か
に
あ
っ
た
が
、

ハ
プ
ニ
ン
グ
に
身
を
任
せ
た
こ
と
で
、

思
い
出
に
残
る
余
得
に
も
ず
い
ぶ
ん
あ

ず
か
っ
た
。
そ
の
＂
味
〟
が
忘
れ
ら
れ

な
い
か
ら
、
ま
た
旅
行
に
出
か
け
た
い

と
思
う
の
だ
ろ
う
。

教
訓
め
い
た
オ
チ
を
付
け
る
な
ら
、

そ
の
種
の
余
得
に
あ
ず
か
る
た
め
に

は
、
相
応
の
準
備
は
や
は
り
必
要
だ
。

あ
る
程
度
の
準
備
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

余
裕
を
も
っ
て
ハ
プ
ニ
ン
グ
を
楽
し
め

る
。＂旅

は
風
ま
か
せ
〟
と
い
う
言
葉
も

よ
く
聞
く
が
、
少
な
く
と
も
私
に
関
し

て
言
え
ば
、＂
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
〟

で
は
＂
い
い
加
減
〟
に
は
収
ま
ら
な
い

よ
う
だ
。

（
教
授
・
深
津
謙
一
郎
）

　
学
生
は
普
通
四
年
し
か
在
籍
し
な

い
か
ら
、
そ
の
間
に
接
し
た
、
ご
く

わ
ず
か
な
教
員
し
か
知
り
え
な
い
。

そ
の
記
憶
も
卒
業
し
て
年
月
が
経
て

ば
自
然
と
薄
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。

　
共
立
で
も
数
年
前
か
ら
ホ
ー
ム
カ

ミ
ン
グ
デ
イ
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
始

め
た
が
、
校
舎
も
変
わ
り
、
見
知
っ

た
先
生
も
い
な
け
れ
ば
、
な
つ
か
し

の
母
校
に
戻
っ
た
と
い
う
気
持
に
は

な
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　
教
員
の
ほ
う
も
、
こ
の
十
年
く
ら

い
で
、
大
幅
に
入
れ
替
わ
っ
た
。
か

つ
て
の
八
王
子
キ
ャ
ン
パ
ス
を
知
る

の
は
ほ
ん
の
少
数
で
あ
り
、「
高
尾

返
し
」
と
か
「
薫
像
前
」
と
か
い
う

学
生
言
葉
も
も
は
や
死
語
で
あ
る
。

編
集
後
記

　
今
号
に
は
、
大
島
先
生
の
訃
報
が

掲
載
さ
れ
た
。
先
生
は
、
平
成
一
四

年
度
に
ご
退
職
だ
か
ら
、
も
う
二
十

年
近
く
経
つ
。
謦
咳
に
接
し
た
こ
と

の
あ
る
者
と
し
て
は
感
慨
深
い
が
、

縁
も
ゆ
か
り
も
な
け
れ
ば
、そ
し
て
、

学
部
の
歴
史
に
興
味
が
な
け
れ
ば
、

そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
終
わ
っ
て
し
ま

う
。は
た
し
て
そ
れ
で
よ
い
も
の
か
。

　

第
一
面
の
中
本
先
生
の
文
章
に

は
、
過
去
の
学
部
報
の
記
事
が
い
く

つ
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
聞
け
ば
、

暇
な
折
に
読
み
返
し
て
い
る
そ
う

な
。
紙
の
記
録
で
あ
る
学
部
報
は
そ

う
い
う
振
り
返
り
を
し
や
す
く
し
て

く
れ
る
。
興
味
さ
え
あ
れ
ば
。

　
　

�

（
半
沢
）


