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今
回
は
、「
文
武
両
道
」
や
「
十
八
歳
選
挙
権
」

と
い
っ
た
高
校
生
に
身
近
な
テ
ー
マ
に
応
募
が

集
中
す
る
か
と
予
想
し
て
い
た
が
、「
人
工
知

能
」「
罪
を
償
う
」
と
い
っ
た
、
現
代
社
会
の

抱
え
る
深
い
課
題
に
挑
ん
だ
作
品
も
多
か
っ

た
。受

賞
作
の
後
藤
論
文
は
、
日
本
と
欧
州
の
死

刑
制
度
に
つ
い
て
、
現
世
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教

主
義
と
い
う
宗
教
的
・
歴
史
的
背
景
を
踏
ま
え

な
が
ら
、
そ
の
正
当
性
に
つ
い
て
検
討
を
加
え

て
い
る
。
日
本
で
は
罪
の
意
識
が
希
薄
で
、
神

の
存
在
が
な
い
分
、
社
会
が
制
裁
の
主
体
と
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
社
会
の
な
か
で
も
最

も
強
固
な
集
団
が
「
家
」
で
あ
り
、
仇
討
ち
の

思
想
が
支
持
を
集
め
て
き
た
。
日
本
社
会
は
、

遺
族
感
情
の
定
式
化
と
犯
人
へ
の
復
讐
を
無
言

の
う
ち
に
要
求
し
、「
罪
を
償
う
」
こ
と
を
考

え
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
問
う
。

文
化
論
へ
の
考
察
は
深
く
、
そ
の
考
察
は
説
得

力
を
持
っ
て
い
る
。

次
席
の
円
光
論
文
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の

「
ピ
ア
ノ
ソ
ナ
タ
第
三
一
番
・
変
イ
長
調
・
作

品
一
一
〇
」
第
三
楽
章
を
通
じ
て
、
序
章
に
続

く
「
嘆
き
の
歌
」
に
罪
の
意
識
を
読
み
取
り
、

続
く
楽
章
に
贖
罪
へ
の
試
み
と
失
敗
、
最
後
の

「
浄
化
の
フ
ー
ガ
」
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
み

た
「
完
全
な
贖
罪
」
を
読
み
取
っ
た
。
キ
リ
ス

ト
教
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
目
を
配
り
な
が
ら
、

「
一
一
〇
」
を
「
浄
化
」
の
楽
曲
と
し
て
解
釈

す
る
。
そ
の
独
自
性
は
評
価
で
き
る
が
、
文
章

が
や
や
抽
象
的
で
難
解
で
あ
り
、
そ
の
点
で
一

歩
受
賞
に
は
届
か
な
か
っ
た
。

佳
作
の
三
作
に
つ
い
て
も
一
瞥
し
て
お
こ

う
。
福
澤
諭
吉
が
現
代
に
何
を
訴
え
る
か
を
問

う
た
加
藤
論
文
は
、
福
澤
が
目
標
と
し
て
掲
げ

た
市
民
社
会
が
、
い
ま
だ
成
熟
し
て
い
な
い
と

指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
福
澤
が
現
在
の
日
本

を
み
た
ら
、
日
本
社
会
の
特
徴
で
あ
る
権
力
の

偏
重
を
改
善
す
る
た
め
、「
独
立
心
」
を
養
う

べ
き
こ
と
を
訴
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
。
日
本
に

お
け
る
市
民
社
会
の
未
成
熟
性
を
鋭
く
論
じ
た

作
品
で
あ
っ
た
。

俳
句
を
詠
め
る
人
工
知
能
と
の
出
会
い
を
き

っ
か
け
に
、
人
工
知
能
の
「
主
体
性
」
を
考
察

し
た
坂
本
論
文
は
、
人
工
知
能
に
作
者
の
心
は

あ
る
か
、
と
問
う
。
人
工
知
能
が
反
応
し
て
い

る
と
感
じ
る
の
は
人
間
の
主
観
に
過
ぎ
ず
、「
人

工
知
能
は
主
観
の
鏡
で
あ
る
」
と
本
論
文
は
主

張
す
る
。
人
間
が
知
性
を
失
い
、
見
境
な
く
情

報
を
享
受
す
る
よ
う
に
な
る
と
き
、
人
工
知
能

は
人
間
の
代
替
品
と
し
て
取
っ
て
代
わ
る
と
い

う
。
そ
の
脅
威
論
は
説
得
力
が
あ
る
。

学
問
と
バ
レ
エ
と
い
う
「
二
兎
」
を
追
う
経

験
か
ら
、
文
武
の
両
立
に
つ
い
て
考
察
し
た
宮

川
論
文
は
、
部
活
動
を
通
じ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
重
要
性
を
学
ん
だ
と
し
て
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
発
揮
す
る

に
は
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
求
め
ら
れ
る
と
す

る
。
こ
の
文
と
武
は
、
と
も
に
専
門
知
識
を
身

に
つ
け
る
だ
け
で
な
く
、「
問
題
を
見
つ
け
る

力
」
と
「
議
論
す
る
力
」
を
磨
く
も
の
で
あ
り
、

二
兎
を
追
っ
て
い
る
よ
う
で
実
は「
私
の
人
生
」

と
い
う
一
兎
を
追
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
結
論
す
る
。実
体
験
が
巧
み
に
織
り
込
ま
れ
、

文
章
に
説
得
力
を
持
た
せ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
高
校
生
ら
し
い
若
々
し
い
視
点
か

ら
、
現
代
社
会
の
抱
え
る
諸
問
題
に
つ
い
て
鋭

く
切
り
込
ん
だ
力
作
で
あ
っ
た
。
入
選
者
の
今

後
益
々
の
活
躍
を
期
待
し
た
い
。

高
校
生
ら
し
さ

小お

川が

原わ
ら

正ま
さ

道み
ち

（
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應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
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今
年
の
課
題
は
、
例
年
と
比
べ
て
も
、
幅
広

か
っ
た
。「
文
武
両
道
」
や
「
十
八
歳
選
挙
権
」

が
、
高
校
生
の
等
身
大
を
反
映
さ
せ
得
る
主
題

で
あ
る
の
に
対
し
、「
人
工
知
能
」
と
「
罪
を

償
う
」
は
、
文
献
で
基
礎
知
識
を
身
に
つ
け
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

後
者
の
場
合
、
た
い
て
い
の
人
が
似
た
よ
う

な
例
を
挙
げ
て
画
一
的
な
論
を
展
開
す
る
、
と

い
う
結
果
に
な
る
。
お
か
げ
さ
ま
で
、
人
工
知

能
が
人
類
を
超
え
る
「
二
〇
四
五
年
問
題
」
に

つ
い
て
、
妙
に
詳
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
特
殊
な
例
を
探
し
て
珍

し
い
意
見
を
開
陳
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
の
で

は
な
い
。
同
じ
情
報
で
も
受
け
手
の
数
だ
け
解

釈
が
存
在
す
る
は
ず
で
、
自
分
の
感
性
を
す
な

お
に
信
じ
れ
ば
、
独
創
性
は
自
ず
と
顕
れ
る
。

個
人
的
に
、
い
ち
ば
ん
楽
し
ま
せ
て
も
ら
っ

た
の
は
、
坂
本
す
み
れ
さ
ん
の
作
中
に
あ
る
、

人
工
知
能
の
詠
ん
だ
俳
句
で
あ
る
。

群
馬
県
ワ
イ
ル
ド
だ
ろ
ー
嵐
だ
ろ

こ
の
レ
ベ
ル
に
は
当
分
追
い
つ
か
れ
そ
う
も

な
い
、
と
安
心
し
つ
つ
、
機
械
な
り
の
味
を
認

め
た
い
気
も
す
る
。
坂
本
さ
ん
に
よ
る
と
、「
作

者
の
気
配
」
は
こ
ち
ら
の
主
観
の
投
影
に
す
ぎ

ず
、
知
性
に
よ
る
真
理
の
追
求
こ
そ
が
人
間
の

尊
厳
な
の
だ
が
。

受
賞
し
た
の
は
、「
罪
」
と
い
う
重
い
主
題

に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
ず
、多
数
の
資
料
を
消
化
し
、

バ
ラ
ン
ス
の
良
い
論
の
展
開
を
し
た
後
藤
芽
生

さ
ん
だ
っ
た
。
刑
事
罰
を
扱
う
な
ら
、
死
刑
問

題
は
避
け
て
通
れ
な
い
。
死
刑
廃
止
論
を
十
八

世
紀
の
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
ま
で
遡
る
の
は
常
套
だ

が
、
キ
リ
ス
ト
教
圏
と
日
本
の
罪
の
概
念
の
違

い
、
と
い
う
基
本
軸
を
立
て
た
の
が
手
柄
で
、

歴
史
を
踏
ま
え
た
文
化
論
に
仕
上
が
っ
て
い

る
。贖

罪
の
内
面
性
、
と
い
う
点
で
次
点
の
円
光

門
君
は
後
藤
さ
ん
と
つ
な
が
る
。
後
藤
さ
ん
は

西
欧
の
刑
事
罰
が
魂
の
救
済
を
問
題
と
し
て
い

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
同
じ
心
性
を
、

円
光
君
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
一
作
品
に
お
い

て
認
め
て
い
る
。

西
欧
の
芸
術
家
は
、い
わ
ば
「
人
類
の
代
表
」

と
し
て
そ
の
罪
を
償
お
う
と
す
る
。
根
底
に
は

ア
ダ
ム
と
イ
ブ
の
原
罪
が
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
に

お
け
る
よ
う
な
個
の
超
越
へ
の
志
向
が
存
在
す

る
。
曲
の
流
れ
を
浄
化
に
至
る
過
程
と
し
て
読

む
、
と
い
う
試
み
は
成
功
し
て
い
る
。
あ
と
は

キ
リ
ス
ト
教
と
プ
ラ
ト
ン
の
狭
間
を
埋
め
る
膨

大
な
作
業
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
円
光

君
の
今
後
に
期
待
し
た
い
。

「
二
兎
を
追
う
も
の
」
の
宮
川
玲
奈
さ
ん
は

学
問
と
バ
レ
エ
の
文
武
両
道
派
だ
。
こ
の
課
題

を
選
ん
だ
全
員
が
、
文
武
両
道
を
、
学
問
と
ス

ポ
ー
ツ
、
と
理
解
し
て
い
た
。
宮
川
さ
ん
は
さ

ら
に
「
わ
た
し
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
設

定
し
、
真
の
社
会
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
わ

れ
わ
れ
は
複
数
の
兎
を
追
っ
て
い
る
よ
う
で
、

実
は
人
生
と
い
う
「
一
兎
」
の
追
求
者
。
兎
の

た
と
え
が
生
き
て
い
る
。

加
藤
初
穂
さ
ん
は
、
福
澤
諭
吉
を
語
る
た
め

に
、
大
江
健
三
郎
を
始
め
と
す
る
多
数
の
資
料

を
読
み
込
ん
で
、
現
代
日
本
の
問
題
点
（
権
力

の
偏
重
）
を
明
確
に
し
た
。

論
じ
る
こ
と
の
醍
醐
味
に
は
、
文
献
の
活
用

が
あ
る
。
今
回
は
、
本
か
ら
引
用
す
べ
き
と
こ

ろ
を
、
自
分
の
文
章
に
混
ぜ
込
ん
で
し
ま
っ
た

残
念
な
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
だ
け
に
、
受
賞
作
の

巧
み
さ
が
い
っ
そ
う
光
っ
た
。

バ
ラ
ン
ス
感
覚荻お

ぎ

野の

安あ
ん

奈な

（
慶
應
義
塾
大
学
文
学
研
究
科
教
授
）
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今
回
も
小
論
文
コ
ン
テ
ス
ト
に
多
数
の
応
募

を
い
た
だ
き
、
審
査
員
の
一
人
と
し
て
う
れ
し

く
思
っ
て
い
る
。
毎
回
の
審
査
で
感
じ
る
こ
と

だ
が
、
同
じ
課
題
に
対
し
て
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
に

富
ん
だ
作
品
が
提
出
さ
れ
る
の
で
、
応
募
作
品

を
読
む
こ
と
は
自
分
に
と
っ
て
も
勉
強
に
な

り
、
ま
た
そ
の
過
程
で
様
々
な
発
見
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、「
罪
を
償
う
」
と
い
う
課
題
は
高

校
生
に
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
個
人
的
に

は
思
っ
て
い
た
が
、
二
割
強
の
生
徒
が
こ
の
課

題
を
選
び
、
一
方
で
書
き
や
す
そ
う
に
思
え
た

「
文
武
両
道
」
の
課
題
を
選
ん
だ
生
徒
は
七
％

し
か
い
な
か
っ
た
。

た
だ
し
、
入
賞
す
る
に
は
、
内
容
と
同
時
に

形
式
も
整
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
六
千
字
以

上
八
千
字
以
内
と
い
う
字
数
制
限
の
中
に
、
自

分
の
主
張
と
そ
の
根
拠
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
盛
り

込
み
、
論
理
の
一
貫
し
た
作
品
に
仕
上
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
、
最
終
審
査
に
残

っ
た
作
品
の
中
に
も
、
論
文
構
成
に
お
い
て
改

善
の
余
地
の
あ
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。

さ
て
、
今
回
の
小
泉
信
三
賞
と
次
席
は
、
と

も
に
「
罪
を
償
う
」
と
い
う
課
題
に
沿
っ
た
作

品
と
な
っ
た
が
、
内
容
に
お
い
て
両
者
は
大
き

く
異
な
る
。

小
泉
信
三
賞
を
受
賞
し
た
後
藤
君
の
作
品

は
、死
刑
を
容
認
す
る
日
本
の
世
論
の
背
景
を
、

キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
く
西
洋
社
会
の
背
景
と
比

較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
と
西
洋
に
お
け
る

罪
の
償
い
方
の
相
違
を
考
察
し
て
い
る
。
死
刑

の
あ
り
方
に
注
目
し
た
応
募
作
品
が
数
多
く
あ

っ
た
な
か
で
、
後
藤
君
の
作
品
は
一
番
バ
ラ
ン

ス
が
と
れ
て
い
て
安
定
感
が
あ
っ
た
。
参
考
資

料
を
自
分
な
り
に
ま
と
め
て
し
っ
か
り
し
た
構

成
の
論
文
を
作
成
し
た
能
力
を
評
価
し
た
い
。

次
席
の
円
光
君
の
作
品
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
の
ピ
ア
ノ
曲
を
通
じ
て
「
罪
の
償
い
」
に
つ

い
て
考
察
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ピ
ア
ノ

ソ
ナ
タ
第
三
一
番
、
作
品
一
一
〇
の
第
三
楽
章

に
は
、
生
へ
の
欲
望
と
、
そ
の
超
越
に
よ
る
罪

の
償
い
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
キ
リ
ス

ト
教
思
想
か
ら
罪
と
超
越
の
考
え
を
、
プ
ラ
ト

ン
の
イ
デ
ア
論
か
ら
浄
化
と
超
越
の
考
え
を
借

り
、
そ
れ
ら
を
結
び
つ
け
て
論
を
展
開
す
る
仕

方
は
か
な
り
強
引
に
映
っ
た
が
、
そ
れ
で
い
て

知
性
も
感
じ
た
。
審
査
員
の
中
で
評
価
の
割
れ

た
作
品
で
あ
る
。

佳
作
の
加
藤
君
の
作
品
は
、
個
人
的
に
は
も

っ
と
も
気
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る
。
福
澤
の
思

想
を
よ
く
理
解
し
た
上
で
、
参
考
文
献
も
深
く

読
み
込
み
、「
福
澤
諭
吉
が
現
在
の
日
本
を
見

た
ら
」
と
い
う
課
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で

い
る
。「
文
明
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
論
旨

を
展
開
し
、
福
澤
な
ら
「
我
々
現
在
の
日
本
人

に
対
し
て
、『
独
立
心
』
を
養
う
べ
き
こ
と
を

一
層
強
く
主
張
す
る
だ
ろ
う
」
と
し
た
結
論
に

は
共
感
で
き
る
。

残
り
の
佳
作
論
文
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ

て
お
く
。
坂
本
君
の
作
品
は
、
人
工
知
能
の
主

体
性
の
考
察
な
ど
で
独
創
性
が
感
じ
ら
れ
た

が
、人
工
知
能
の「
信
頼
性
」に
つ
い
て
よ
り
議

論
を
深
め
て
も
ら
い
た
か
っ
た
。
宮
川
君
の
作

品
は
、
学
問
の
社
会
的
意
味
か
ら
説
き
起
こ
し

て
文
武
両
道
の
可
能
性
ま
で
踏
み
込
ん
だ
意
欲

的
な
も
の
で
あ
る
が
、
論
文
と
し
て
全
体
の
ま

と
ま
り
を
少
し
欠
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。

審
査
を
終
え
て須す

田だ

伸し
ん

一い
ち

（
慶
應
義
塾
大
学
経
済
学
部
教
授
）
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今
年
で
四
十
一
回
を
数
え
る
小
泉
信
三
賞
の

タ
イ
ト
ル
は
「
小
論
文
コ
ン
テ
ス
ト
」
と
な
っ

て
い
る
。
八
千
字
以
内
と
い
う
制
約
は
あ
る
に

せ
よ
、
高
校
生
に
論
文
を
書
く
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

論
文
は
社
会
に
対
す
る
新
た
な
知
見
の
提
供

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
内
容
全
体
を
貫
く
〝
論
〟

が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
そ
こ
に

著
者
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
要
求
さ
れ
る
。
昨

年
の
『
三
田
評
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
選
評
で
審

査
委
員
の
山
本
爲
三
郎
教
授
も
指
摘
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
条
件
を
満
た
す
の
は

容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

お
そ
ら
く
今
回
の
五
つ
の
課
題
を
見
た
高
校

生
諸
君
の
多
く
は
、
ま
ず
そ
れ
ら
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
検
索
エ
ン
ジ
ン
に
打
ち
込
み
、
適
当

な
参
考
文
献
を
探
す
と
い
う
作
業
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
文
献

を
読
ん
だ
う
え
で
、
そ
れ
に
対
す
る
自
分
の
意

見
や
感
想
を
整
理
し
な
が
ら
文
章
化
し
て
い
く

の
で
あ
る
。

私
が
か
つ
て
米
国
の
イ
ェ
ー
ル
大
学
に
訪
問

研
究
員
と
し
て
二
年
間
滞
在
し
た
と
き
、
浜
田

宏
一
教
授
（
現
・
同
大
学
名
誉
教
授
）
か
ら
頂
戴

し
た
ア
ド
バ
イ
ス
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
い
い

論
文
を
書
き
た
け
れ
ば
ま
ず
は
じ
っ
く
り
考
え

な
さ
い
。
先
行
研
究
の
サ
ー
ベ
イ
は
そ
の
後
に

す
る
と
い
い
」
と
い
う
も
の
だ
。
最
初
に
他
人

の
研
究
成
果
を
読
ん
で
し
ま
う
と
そ
れ
に
引
っ

張
ら
れ
自
分
の
考
え
が
深
ま
ら
な
い
と
い
う
意

味
で
あ
る
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
発
表
済
み
の
論
文
や
著
作

は
、
セ
ミ
ナ
ー
や
学
会
な
ど
に
お
け
る
さ
ま
ざ

ま
な
議
論
を
経
た
後
の
ツ
ル
ツ
ル
の
完
成
形
と

で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
公
刊

さ
れ
た
段
階
で
は
、
著
者
が
そ
の
考
え
を
思
い

つ
き
思
索
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
た
と
き
か
ら
す
で

に
か
な
り
の
年
月
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
も
少

な
く
な
い
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
考
え
を
深
め
る

こ
と
な
し
に
い
き
な
り
発
表
済
み
の
文
献
を
読

ん
だ
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
気
づ
き
や

発
見
が
生
ま
れ
る
可
能
性
は
低
く
、
著
者
の
考

え
に
賛
成
か
反
対
か
程
度
の
反
応
し
か
出
て
こ

な
い
の
だ
。

と
は
い
え
、
高
校
生
諸
君
に
と
っ
て
こ
れ
は

酷
な
要
求
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
深
い

考
え
の
基
礎
と
な
る
学
問
を
ま
だ
修
め
て
い
な

い
か
ら
だ
。
高
校
ま
で
の
社
会
科
の
勉
強
は
大

学
入
試
制
度
の
影
響
も
あ
り
、
知
識
の
詰
め
込

み
が
中
心
で
、
そ
の
背
後
に
あ
る
理
論
や
考
え

方
の
学
習
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
い
。
使
え
る

考
え
方
と
い
え
ば
、
社
会
の
ル
ー
ル
に
照
ら
し

た
〝
善
悪
論
〟
く
ら
い
の
も
の
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
な
か
、
入
賞
は
な
ら
な
か
っ
た
も
の

の
、
儀
武
諒
子
君
の
「
私
の
文
武
両
道
～
強
さ

と
や
さ
し
さ
と
～
」
に
私
は
注
目
し
た
。
同
君

は
、
日
本
古
来
の
〝
武
士
道
〟
を
現
代
的
に
解

釈
し
、
現
代
版
〝
武
〟
の
ス
ポ
ー
ツ
が
、
同
じ

く
〝
文
〟
を
代
表
す
る
科
学
の
暴
走
を
制
御
す

る
役
割
を
担
う
と
い
う
論
を
展
開
し
て
い
る
。

と
て
も
興
味
深
い
視
点
で
、
学
問
的
裏
付
け
を

も
っ
て
論
を
深
め
て
い
け
ば
立
派
な
論
文
に
な

る
〝
種
〟
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
コ
ン
テ
ス
ト
に
応
募
し
て
く
れ
た
高
校

生
諸
君
は
と
て
も
貴
重
な
経
験
を
し
た
。
是
非

と
も
大
学
で
学
問
に
触
れ
、
思
索
を
深
め
ら
れ

る
よ
う
研
鑽
を
積
ん
で
欲
し
い
。

高
校
生
が
論
文
を
書
く
こ
と

の
難
し
さ

中な
か

島じ
ま

隆た
か

信の
ぶ

（
慶
應
義
塾
大
学
商
学
部
教
授
）
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以
前
、
黒
澤
明
監
督
か
ら
直
に
、
こ
ん
な
話

を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
「
映
画
監
督
の
肝
腎

な
仕
事
は
、
ま
ず
脚ほ

ん本
が
書
け
る
こ
と
。
最
初

の
場
面
か
ら
エ
ン
ド
マ
ー
ク
が
出
る
ま
で
、
馬

の
鼻
先
に
人
参
を
ぶ
ら
下
げ
る
よ
う
に
観
客
を

引
っ
張
り
続
け
る
こ
と
」。
本
も
同
様
で
、
先

へ
先
へ
と
読
ま
せ
る
語
り
口
と
、
構
成
が
し
っ

か
り
し
た
文
章
力
が
鍵
だ
。
特
に
小
論
文
の
場

合
は
、
読
者
を
充
分
に
納
得
さ
せ
る
論
理
の
展

開
が
物
を
言
う
。
出
版
を
生な

り

業わ
い

に
す
る
私
は
、

こ
の
選
考
委
員
を
務
め
る
に
あ
た
り
、
常
に
こ

う
し
た
こ
と
を
念
頭
に
、
応
募
作
品
に
目
を
通

し
て
き
た
。

そ
こ
で
今
年
感
心
し
た
の
は
、
小
泉
信
三
賞

を
受
賞
し
た
後
藤
さ
ん
の
「
日
本
に
お
い
て
死

刑
は
真
の
意
味
で
の
『
贖
罪
』
と
な
る
の
か
」

で
あ
る
。
自
ら
の
命
を
も
っ
て
罪
を
「
償
う
」

死
刑
制
度
を
取
り
上
げ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本

を
対
置
さ
せ
て
論
を
展
開
。
と
も
す
れ
ば
感
情

論
に
も
な
り
か
ね
な
い
題
材
を
冷
徹
で
明
快
な

語
り
口
で
論
じ
て
お
り
、
小
論
文
と
し
て
瑕
疵

が
な
い
。
参
考
文
献
の
引
用
も
適
切
で
、
古
典

を
読
み
込
ん
で
、
自
家
薬
籠
中
の
物
と
し
て
い

る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

次
席
の
円
光
さ
ん
の
「
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に

見
る
浄
化
、
超
越
、
贖
罪
」
は
「
楽
聖
」
の
ピ

ア
ノ
ソ
ナ
タ
に
隠
さ
れ
た
贖
罪
を
炙
り
出
す
と

い
う
独
創
的
な
論
文
で
、
知
的
好
奇
心
を
大
い

に
搔
き
立
て
ら
れ
た
。
作
品
論
と
し
て
は
優
れ

た
も
の
で
、
楽
譜
を
引
用
し
て
い
る
点
も
面
白

い
。
し
か
し
文
章
は
達
者
だ
が
、
衒
学
に
走
り

過
ぎ
た
嫌
い
が
あ
り
、
本
賞
に
は
推
せ
な
か
っ

た
。
何
事
も
「
過
ぎ
た
る
は
猶
及
ば
ざ
る
が
如

し
」
で
あ
る
。

佳
作
入
選
、
加
藤
さ
ん
の
「『
文
明
』
未
だ

な
ら
ず
～
福
澤
諭
吉
の
文
明
観
か
ら
見
た
現
在

の
日
本
」
は
、福
澤
諭
吉
の
「
文
明
」
論
を
、Ｋ
・

Ｖ
・
ウ
ォ
ル
フ
レ
ン
や
姜
尚
中
の
考
え
と
比
較

す
る
こ
と
で
客
観
的
に
分
析
し
、
学
び
の
精
神

が
欠
け
て
い
る
現
在
の
日
本
を
憂
慮
す
る
、
と

結
ぶ
論
旨
は
説
得
力
が
あ
る
。
小
見
出
し
を
付

け
た
り
、
結
論
を
冒
頭
で
明
示
し
、
論
文
と
し

て
の
体
裁
を
整
え
れ
ば
、
更
に
読
み
易
く
な
っ

た
だ
ろ
う
。

同
じ
く
佳
作
と
な
っ
た
坂
本
さ
ん
の
「
人
工

知
能
と
知
性
─
─
人
工
知
能
に
『
主
体
』
は
あ

る
か
」
は
、
随
所
で
例
示
す
る
俳
句
が
効
果
的

で
、
読
者
の
興
味
を
惹
き
つ
け
る
。
人
工
知
能

は
人
間
の
主
観
を
映
す
「
鏡
」
で
あ
り
主
体
は

な
い
と
す
る
論
理
構
築
も
無
理
が
な
い
。
後
半

は
や
や
論
点
が
ず
れ
た
が
、
人
工
知
能
を
扱
う

人
間
こ
そ
が
自
ら
の
知
性
を
見
つ
め
直
す
べ

き
、
と
い
う
命
題
に
は
若
者
ら
し
い
潑
剌
さ
を

感
じ
た
。

宮
川
さ
ん
の
「
二
兎
を
追
う
も
の
」
は
、「
文

武
両
道
」
と
い
う
論
旨
を
「
二
兎
を
追
う
も
の

は
一
兎
も
得
ず
」
を
捩も

じ

っ
て
自
論
を
展
開
。
二

兎
（
文
武
）
を
追
っ
て
い
る
よ
う
で
、
最
終
的

に
追
い
求
め
て
い
る
の
は
一
兎
（
人
生
）
で
あ

る
、
と
い
う
結
論
も
よ
ろ
し
い
。
引
用
や
他
人

の
見
解
に
頼
ら
ず
、
自
分
の
言
葉
で
綴
っ
て
い

る
の
は
好
感
が
持
て
る
が
、
一
方
小
さ
く
ま
と

ま
り
過
ぎ
た
の
で
は
。

「
文
は
人
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
文
章
は

書
き
手
の
人
柄
を
反
映
す
る
も
の
だ
。
よ
い
文

章
を
書
く
に
は
、
人
の
作
品
を
良
く
読
み
込
ん

で
我
が
物
と
し
、
日
夜
、
研
鑽
を
積
む
こ
と
で

あ
る
。

文
は
人
な
り

早は
や

川か
わ

浩ひ
ろ
し

（
株
式
会
社
早
川
書
房
代
表
取
締
役

社
長
・
慶
應
義
塾
評
議
員
）


