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〔
コ
メ
ン
ト
三
〕

ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
と
慶
應
義
塾

都

倉

武

之

趣

旨

冒
頭
で
ま
ず
ご
説
明
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
私
の
所
属
す
る
福

沢
研
究
セ
ン
タ
ー
の
こ
と
で
す
。
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
と
申
し
ま

す
と
福
沢
諭
吉
の
顕
彰
機
関
の
よ
う
で
す
が
、
英
語
名
を
見
て
み

ま
す
と
「Fukuzaw

a
M

em
orial

C
enter

for
M

odern
Japa-

nese
Studies

」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
近
代
日
本
研
究
セ
ン

タ
ー
な
の
で
す
。
設
立
趣
旨
に
依
り
ま
す
と
、
福
沢
諭
吉
研
究
を

通
じ
た
近
代
日
本
研
究
の
ほ
か
に
、
福
沢
門
下
生
研
究
、
慶
應
義

塾
史
、
ま
た
義
塾
出
身
者
の
研
究
や
資
料
収
集
も
範
囲
に
含
ま
れ

て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
慶
應
義
塾
で
、
学
校
史
（
大
学
史
）
を
担

う
機
関
は
当
セ
ン
タ
ー
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

率
直
に
申
し
上
げ
て
、
慶
應
義
塾
で
は
福
沢
と
い
う
存
在
が
大

き
す
ぎ
る
こ
と
も
あ
り
、
福
沢
没
後
の
塾
史
研
究
は
、
い
わ
ば
傍

流
の
扱
い
で
、
必
ず
し
も
十
分
な
注
意
を
払
わ
れ
て
き
た
と
は
い

え
ま
せ
ん
。

そ
も
そ
も
大
学
史
研
究
と
い
う
分
野
は
、
広
い
視
野
を
求
め
ら

れ
つ
つ
も
、
実
際
は
一
大
学
と
い
う
独
自
の
組
織
と
そ
の
文
化
を

対
象
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
関
心
を
持
つ
人
が
限
定
的
で
、
視
点

も
閉
鎖
的
に
な
り
が
ち
で
す
。
ま
た
学
界
で
も
十
分
な
批
判
を
受

け
ず
に
、
一
度
活
字
に
な
っ
た
も
の
が
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
の
多

い
分
野
で
も
あ
り
ま
す
。
福
沢
と
い
う
非
常
に
個
性
の
強
い
創
立

者
と
特
色
あ
る
建
学
の
精
神
の
下
に
歴
史
を
重
ね
た
慶
應
義
塾
も

そ
の
点
は
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

本
日
は
、
日
吉
台
地
下
壕
に
関
す
る
発
表
に
あ
わ
せ
て
、
現
在

慶
應
義
塾
と
戦
争
、
主
に
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
の
日
中
戦

一
〇
四
（
二
〇
二
）



争
以
降
、
太
平
洋
戦
争
終
結
に
至
る
期
間
、
と
り
わ
け
太
平
洋
戦

争
期
の
慶
應
義
塾
に
関
す
る
研
究
の
現
状
や
問
題
点
な
ど
に
つ
い

て
ご
紹
介
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

研
究
の
視
点

ま
ず
、
こ
の
時
期
の
慶
應
義
塾
史
に
向
け
ら
れ
て
い
る
研
究
の

視
点
を
五
つ
挙
げ
て
お
き
ま
す
。

（
一
）
慶
應
義
塾
史
編
纂

第
一
は
慶
應
義
塾
自
身
に
よ
る
自
校
史
の
編
纂
と
い
う
研
究
契

機
が
存
在
し
ま
す
。
近
代
的
な
教
育
機
関
と
し
て
最
も
長
い
連
続

的
な
歴
史
を
重
ね
て
い
る
慶
應
義
塾
で
は
、
折
々
に
年
史
を
編
纂

し
て
い
ま
す
が
、
十
分
学
術
的
な
評
価
に
堪
え
ら
れ
る
も
の
と
し

て
『
慶
應
義
塾
百
年
史
』
全
六
巻
が
一
九
五
八
〜
六
九
（
昭
和
三

三
〜
四
四
）
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
義
塾

史
に
関
す
る
基
礎
的
情
報
が
整
理
、
記
述
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は

大
学
が
編
ん
だ
年
史
と
し
て
は
先
駆
的
な
大
事
業
で
あ
り
、
当
時

の
義
塾
の
総
力
を
挙
げ
た
画
期
的
な
刊
行
物
で
し
た
。
戦
争
期
の

記
述
に
つ
い
て
い
え
ば
、
体
験
当
事
者
が
編
纂
し
た
こ
と
と
な
り
、

単
純
な
事
実
誤
認
な
ど
は
少
な
い
反
面
、
時
間
経
過
が
短
す
ぎ
、

十
分
筆
が
尽
く
せ
な
い
部
分
や
、
簡
略
に
済
ま
せ
て
い
る
部
分
が

あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
こ
れ
を
も
っ
て
大
規
模
な
事
業
と
し
て
の
塾

史
編
纂
は
一
段
落
と
な
っ
て
し
ま
い
、
時
間
経
過
と
共
に
現
れ
た

新
た
な
資
料
や
証
言
な
ど
を
収
集
し
た
り
、
通
史
の
中
に
組
み
込

む
機
会
を
失
し
て
し
ま
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
編
纂
を
担
っ
た
塾
史
編
纂
所
の
後
継
機
関
・
塾
史
資
料

室
を
改
組
し
て
一
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年
に
福
沢
研
究
セ
ン
タ

ー
が
成
立
し
た
こ
と
で
、
福
沢
研
究
に
軸
足
を
置
く
名
称
の
機
関

が
塾
史
を
担
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

百
年
史
刊
行
後
、
戦
争
期
の
義
塾
に
関
す
る
研
究
を
補
っ
た
も

の
と
し
て
、
経
済
学
部
の
白
井
厚
現
名
誉
教
授
と
そ
の
研
究
会
に

よ
る
共
同
研
究
が
あ
り
ま
す
。
一
連
の
研
究
に
よ
り
、
戦
時
下
の

慶
應
義
塾
お
よ
び
塾
生
た
ち
の
様
子
に
つ
い
て
基
礎
的
な
資
料
が

広
く
収
集
さ
れ
、
分
析
さ
れ
た
こ
と
は
、
今
で
は
得
難
い
重
要
な

蓄
積
と
な
っ
て
い
ま
す
。

慶
應
義
塾
と
し
て
戦
時
の
歴
史
を
ど
う
総
括
し
て
い
く
か
と
い

う
問
題
は
、
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
本
格
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

状
況
に
あ
る
と
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

（
二
）
福
沢
諭
吉
論
の
転
回

第
二
と
し
て
、
福
沢
諭
吉
に
つ
い
て
論
じ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

福
沢
が
没
し
た
の
は
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
で
あ
り
、
戦
時

下
に
は
無
関
係
の
よ
う
で
す
が
、
慶
應
義
塾
に
お
い
て
は
、
福
沢

の
説
く
「
独
立
自
尊
」
あ
る
い
は
「
実
学
」
の
精
神
が
日
頃
よ
り

キ
ャ
ン
パ
ス
の
な
か
の
戦
争
遺
跡
│
│
研
究
・
教
育
資
源
と
し
て
の
日
吉
台
地
下
壕
│
│

一
〇
五
（
二
〇
三
）



あ
ら
ゆ
る
場
面
で
論
じ
ら
れ
、
福
沢
は
非
常
に
大
き
な
影
響
力
を

持
つ
存
在
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
戦
時
下
で
は
福
沢
を
自
由
主

義
の
導
入
者
、
功
利
主
義
の
主
張
者
な
ど
と
し
て
批
判
す
る
声
が

高
ま
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
陸
軍
予
備
士
官
学
校
の
教
科
書
に

お
け
る
福
沢
批
判
、
後
ほ
ど
触
れ
ま
す
が
、
徳
富
蘇
峰
に
よ
る
福

沢
及
び
慶
應
義
塾
批
判
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
る
事
例
で
あ
り
ま
す
。

社
会
的
に
大
学
生
全
体
が
肩
身
の
狭
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
こ

と
に
加
え
、
慶
應
義
塾
特
有
の
非
難
の
声
が
学
校
に
向
け
ら
れ
、

そ
れ
が
時
に
学
生
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
主
に
慶
應
義
塾
出
身
者
に
よ
っ
て
、
福
沢
の
国

権
主
義
的
言
論
を
強
調
し
て
擁
護
す
る
論
陣
が
張
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
福
沢
著
作
の
普
及
に
よ
っ
て
誤
解
を
解
こ
う
と
す
る
動
き

も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
皇
室
や
爵
位
に
関
す
る
記
述
な
ど
、
時

局
下
で
は
許
容
さ
れ
な
い
多
く
の
箇
所
に
検
閲
を
受
け
、
一
九
四

二
（
昭
和
一
七
）
年
に
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
福
沢
の
選
集
（
全
一

二
巻
計
画
）
は
、
一
冊
の
み
で
頓
挫
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

慶
應
義
塾
の
学
生
新
聞
『
三
田
新
聞
』
の
学
徒
出
陣
記
念
号

（
一
九
四
三
〔
昭
和
一
八
〕
年
一
一
月
一
〇
日
付
）
に
掲
載
さ
れ

た
、
丸
山
真
男
に
よ
る
論
文
「
福
沢
に
於
け
る
秩
序
と
人
間
」
は
、

福
沢
を
「
個
人
主
義
者
た
る
こ
と
に
於
て
ま
さ
に
国
家
主
義
者
」

と
評
し
て
い
ま
す
。
当
時
の
最
大
限
の
表
現
と
し
て
非
常
に
象
徴

的
な
一
句
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
福
沢
研
究
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
非
常
に
大
き
な
歪

み
を
生
み
ま
す
。
戦
時
下
で
強
調
さ
れ
た
「
国
権
論
者
・
福
沢
諭

吉
」
を
強
調
す
る
言
説
や
文
献
が
、
戦
後
の
福
沢
研
究
に
お
い
て

批
判
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
、「
ア
ジ
ア
侵
略
論
者
・
福
沢
諭
吉
」

と
い
う
議
論
が
台
頭
す
る
一
因
と
な
り
ま
し
た
。
戦
時
下
で
福
沢

諭
吉
像
が
如
何
な
る
転
回
を
見
せ
、
そ
れ
が
そ
の
後
の
研
究
史
に

如
何
な
る
影
響
を
与
え
た
か
は
、
慶
應
義
塾
史
の
側
面
か
ら
も
、

ま
た
近
代
史
上
の
福
沢
を
研
究
す
る
上
に
置
い
て
も
極
め
て
重
要

な
視
点
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

（
三
）
塾
長
小
泉
信
三
の
評
価

第
三
に
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
末
か
ら
一
九
四
六
（
昭
和
二

一
）
年
末
ま
で
慶
應
義
塾
の
塾
長
（
理
事
長
兼
大
学
総
長
）
を
務

め
た
小
泉
信
三
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
、
と
い
う
問
題
で

す
。
小
泉
信
三
の
父
は
信
吉
（
の
ぶ
き
ち
）
と
い
い
、
一
八
六
六

（
慶
応
二
）
年
に
慶
應
義
塾
に
入
っ
た
福
沢
門
下
生
で
、
慶
應
義

塾
が
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
に
大
学
部
を
設
置
す
る
に
当
た

り
塾
長
と
な
っ
た
人
物
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
横
浜
正
金
銀
行

や
日
本
銀
行
の
草
創
期
に
活
躍
し
た
経
済
人
で
あ
り
、
福
沢
と
の

繋
が
り
が
非
常
に
強
か
っ
た
人
物
で
す
。
小
泉
信
三
は
、
幼
少
期

に
そ
の
父
を
亡
く
し
、
そ
れ
を
憐
れ
ん
だ
福
沢
の
家
に
同
居
し
て

史

学

第
八
〇
巻

第
二
・
三
号

一
〇
六
（
二
〇
四
）



い
た
時
期
も
あ
り
、
福
沢
の
思
想
と
慶
應
義
塾
の
維
持
に
対
し
て

非
常
に
強
い
自
覚
を
有
し
て
お
り
ま
し
た
。
彼
の
塾
長
時
代
の
演

説
や
訓
示
な
ど
に
は
、
盛
ん
に
福
沢
が
説
か
れ
、
名
が
挙
げ
ら
れ

て
い
な
い
場
合
で
も
強
く
意
識
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
一
九
四
〇

（
昭
和
一
五
）
年
に
塾
生
に
対
し
て
発
表
し
た
「
塾
長
訓
示
」
と

呼
ば
れ
る
文
書
は
、
福
沢
が
塾
生
に
求
め
た
「
気
品
」
を
平
易
に

説
き
直
し
た
も
の
と
さ
れ
、
今
日
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
徳
富
蘇
峰
が
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
に
『
言
論
報

国
』
と
い
う
雑
誌
に
福
沢
諭
吉
及
び
慶
應
義
塾
へ
の
厳
し
い
批
判

を
掲
載
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
長
文
の
反
論
を
記
し
て
対
抗
し
た

こ
と
は
、
彼
の
姿
勢
を
よ
く
表
し
て
い
ま
す
の
で
、
少
し
ご
紹
介

し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

徳
富
の
批
判
は
次
の
よ
う
な
記
述
で
す
。

「
福
沢
先
生
は
薩
長
政
府
に
対
し
て
一
番
大
い
な
る
存
在
で
あ

っ
た
。
こ
の
点
は
実
に
先
生
は
偉
い
と
思
ふ
が
、
然
し
西
洋
の

こ
と
を
無
茶
苦
茶
に
輸
入
す
る
点
に
於
て
は
、
伊
藤
や
陸
奥
な

ん
か
の
比
ぢ
ゃ
な
い
。
よ
り
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
…
日
本
の

従
来
の
良
風
美
俗
を
し
て
地
を
払
ふ
に
至
ら
し
め
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
福
沢
先
生
は
ま
こ
と
に
重
大
な
る
責
任
を
持
っ
て
お

ら
れ
る
こ
と
と
思
ふ
。
…
弟
子
の
方
は
先
生
よ
り
相
当
下
っ
た

と
こ
ろ
ま
で
落
ち
て
行
っ
た
ん
ぢ
ゃ
な
い
か
と
思
ふ
。
…
独
立

自
尊
と
い
ふ
こ
と
は
要
す
る
に
個
人
主
義
を
異
っ
た
言
葉
で
説

明
し
た
も
の
で
あ
る
。
…
例
へ
ば
国
家
の
大
事
で
も
自
分
に
於

て
は
何
等
頓
着
な
い
。
今
日
の
戦
さ
で
も
、
誰
が
戦
さ
を
し
て

居
る
か
。
ま
る
で
外
の
人
が
戦
さ
を
し
て
居
る
と
い
ふ
や
う
な

わ
け
で
あ
っ
て
…
独
立
自
尊
で
や
っ
て
行
く
以
上
は
愛
国
と
い

ふ
こ
と
な
ど
と
は
縁
が
遠
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
や
う
な
結
果

に
な
っ
て
来
た
。」（
徳
富
蘇
峰

一
九
四
四
・
三
『
言
論
報

国
』
第
二
巻
第
三
号
）

こ
れ
に
対
し
て
小
泉
は
、
福
沢
の
国
権
主
義
者
と
し
て
の
側
面

を
強
調
す
る
資
料
を
引
用
し
「
以
上
に
掲
げ
た
諸
章
句
は
『
西
洋

の
こ
と
を
無
茶
苦
茶
に
輸
入
す
る
』
者
の
言
葉
と
し
て
は
い
さ
さ

か
不
似
合
い
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
む
し
ろ
そ
の
反
対
を
示
す
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
が
ど
う
で
し
ょ
う
」
と
せ
ま
り
、
さ
ら
に
慶
應
義

塾
全
体
に
向
け
ら
れ
た
批
判
に
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
ま
す
。

「
福
沢
に
教
え
を
受
け
た
も
の
と
い
へ
ば
、
私
共
の
同
窓
の
者

は
皆
さ
う
で
す
。
さ
う
し
て
其
中
の
幾
千
百
の
青
壮
年
は
今
陸

上
海
上
空
中
に
於
て
戦
っ
て
ゐ
ま
す
。
さ
う
し
て
彼
等
は
皆
福

沢
先
生
の
名
を
口
に
し
て
襟
を
正
す
も
の
で
す
が
、
そ
れ
等
凡

て
の
者
が
非
愛
国
者
だ
と
徳
富
氏
は
言
は
れ
る
の
で
す
か
、
ま

さ
か
そ
ん
な
事
を
言
は
れ
る
と
は
思
ひ
ま
せ
ん
。
…
そ
れ
に
就

け
て
も
仮
り
に
一
部
の
言
論
家
が
国
を
思
ふ
の
余
り
と
は
い
ひ

キ
ャ
ン
パ
ス
の
な
か
の
戦
争
遺
跡
│
│
研
究
・
教
育
資
源
と
し
て
の
日
吉
台
地
下
壕
│
│

一
〇
七
（
二
〇
五
）



乍
ら
愛
国
報
国
の
専
売
特
許
を
与
へ
ら
れ
た
が
如
く
に
立
ち
振

る
舞
ひ
、
他
を
排
し
他
を
難
ず
る
に
急
で
、
同
胞
国
民
中
に
非

愛
国
者
を
求
め
之
を
数
へ
て
其
の
多
き
を
楽
む
か
の
如
き
外
観

を
呈
す
る
こ
と
が
―
―
無
い
と
は
思
ひ
ま
す
が
―
―
万
一
あ
り

ま
し
た
な
ら
ば
、
敵
米
英
の
喜
び
こ
れ
よ
り
大
な
る
も
の
は
無

い
と
存
じ
ま
す
。」（
小
泉
信
三

一
九
四
四
・
五
・
一
〇
『
三

田
新
聞
』）

こ
の
論
争
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
小
泉
は
福
沢
擁
護
の

先
頭
に
立
ち
、
ま
た
義
塾
に
お
い
て
戦
時
に
対
応
し
た
福
沢
論
を

説
き
続
け
ま
し
た
。

一
方
で
小
泉
塾
長
自
身
が
、
後
年
戦
時
中
は
「
時
に
は
荒
っ
ぽ

い
言
葉
を
使
っ
た
」（
小
泉

一
九
六
六
『
私
の
履
歴
書
』）
と
振

り
返
っ
て
い
る
よ
う
に
、
積
極
的
に
戦
意
高
揚
に
協
力
し
た
と
評

価
さ
れ
る
言
動
や
行
動
も
残
し
て
い
ま
す
。

小
泉
塾
長
の
行
動
は
、
私
立
大
学
と
し
て
の
慶
應
義
塾
が
置
か

れ
た
立
場
や
、
福
沢
批
判
と
い
う
特
殊
事
情
な
ど
を
も
踏
ま
え
て
、

ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
か
、
多
く
の
議
論
が
あ
り
ま
す
。

評
価
を
一
層
難
し
く
し
て
い
る
の
は
、
小
泉
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

で
、
彼
に
一
種
の
カ
リ
ス
マ
性
が
あ
り
、
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
塾

生
や
卒
業
生
に
大
変
人
気
が
あ
っ
た
一
方
、
強
固
な
批
判
者
も
多

か
っ
た
と
い
う
事
実
で
す
。

復
員
し
て
き
た
慶
應
義
塾
出
身
者
の
中
に
は
、
戦
時
の
あ
り
方

を
擁
護
し
、
小
泉
を
高
く
評
価
す
る
人
々
も
多
い
一
方
で
、
小
泉

を
激
し
く
非
難
し
た
人
々
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
学
内
で
も
支

持
者
と
反
対
者
と
が
常
に
存
在
し
、
人
間
関
係
や
派
閥
が
当
時
の

回
想
や
記
録
な
ど
に
も
影
響
し
て
い
ま
す
。
小
泉
は
空
襲
に
よ
る

負
傷
で
在
職
の
ま
ま
し
ば
ら
く
執
務
不
能
と
な
り
ま
し
た
が
、
終

戦
後
、
主
に
塾
生
と
教
員
の
一
部
に
小
泉
の
戦
争
責
任
を
問
う
退

任
要
求
派
と
、
古
老
Ｏ
Ｂ
を
中
心
と
す
る
塾
長
支
持
派
が
生
じ
ま

し
た
。
結
局
高
橋
誠
一
郎
が
塾
長
代
理
に
就
任
し
て
職
務
を
代
行

し
つ
つ
も
、
小
泉
は
任
期
を
全
う
し
て
退
任
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
彼
は
、
終
戦
直
後
の
東
久
邇
宮
内
閣
の
閣
僚
候
補
に
挙

が
っ
た
事
実
が
あ
り
、
そ
の
後
東
宮
御
教
育
参
与
に
就
任
、
塾
長

退
任
後
は
戦
後
の
皇
室
改
革
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
軍
国
主
義
を
排
し
、
日
本
を
再
建
し
て
い
く
と
い
う
戦

後
の
方
向
性
に
合
致
す
る
人
物
と
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。
同
時
に
皇
室
と
の
深
い
関
係
は
、
戦
後
の
思
想
風
潮
か
ら

は
、
新
た
に
批
判
的
に
小
泉
を
論
じ
る
糸
口
と
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
ら
の
事
実
も
、
相
半
ば
す
る
小
泉
の
評
価
を
一
層
混
迷
さ
せ
て

い
ま
す
。

小
泉
塾
長
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
く
か
、
と
い
う
問
題

も
慶
應
義
塾
と
戦
争
を
研
究
す
る
上
で
は
大
き
な
課
題
と
し
て
議

史

学
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論
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
四
）
塾
生
、
塾
員
（
卒
業
生
）
研
究

第
四
の
視
点
と
し
て
、
塾
生
個
人
や
そ
の
活
動
な
ど
の
研
究
を

挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
塾
生
や
卒
業
生
の
全
体
像
を
把
握

す
る
上
で
、
白
井
ゼ
ミ
の
研
究
の
成
果
は
貴
重
で
す
。
こ
れ
に
よ

っ
て
戦
没
者
の
全
容
（
現
在
ま
で
に
二
二
二
五
名
の
戦
没
者
を
把

握
）、
ま
た
塾
生
の
意
識
な
ど
に
つ
い
て
も
、
検
討
す
る
た
め
の

資
料
や
分
析
の
試
み
が
提
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
は
、
た
と
え
ば
『
き
け
わ
だ
つ
み
の
こ
え
』（
岩

波
文
庫
）
の
巻
頭
を
飾
る
遺
書
を
残
し
た
上
原
良
司
な
ど
戦
没
し

た
塾
生
や
塾
員
の
個
別
研
究
、『
三
田
新
聞
』、
政
治
団
体
な
ど
の

学
生
団
体
に
関
す
る
研
究
、
あ
る
い
は
学
徒
出
陣
を
前
に
開
か
れ

た
い
わ
ゆ
る
「
最
後
の
早
慶
戦
」
に
関
す
る
研
究
、
幼
稚
舎
の
疎

開
学
園
に
関
す
る
研
究
、
復
員
し
た
慶
應
義
塾
出
身
者
に
よ
る
自

分
史
の
蓄
積
な
ど
、
個
別
に
は
様
々
な
研
究
や
研
究
資
料
の
蓄
積

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
如
何
に
関
連
づ
け
て
分
析
し
、
慶
應
義

塾
史
、
ま
た
近
現
代
史
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
く
か
、
と
い
う
こ

と
も
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

（
五
）
日
吉
台
地
下
壕

第
五
と
し
て
、
地
下
壕
研
究
を
挙
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

地
下
壕
に
つ
い
て
は
、
日
吉
台
地
下
壕
保
存
の
会
と
い
う
市
民
活

動
の
中
で
研
究
が
蓄
積
さ
れ
ま
し
た
。
地
下
壕
が
如
何
に
構
築
さ

れ
、
使
用
さ
れ
、
そ
こ
で
如
何
な
る
戦
争
指
揮
が
行
わ
れ
た
の
か
、

ま
た
米
軍
に
接
収
さ
れ
た
時
代
を
含
め
た
日
吉
キ
ャ
ン
パ
ス
の
歴

史
に
関
す
る
調
査
の
蓄
積
も
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
オ
ー

ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
蓄
積
や
、
足
で
積
み
上
げ
た
調
査
資
料
を
、

今
後
は
学
内
外
の
様
々
な
資
料
や
研
究
と
関
連
づ
け
な
が
ら
、
よ

り
精
緻
な
研
究
へ
と
深
め
、
慶
應
義
塾
史
の
中
に
位
置
づ
け
て
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ま
す
。

問
題
点
と
展
望

以
上
、
慶
應
義
塾
と
戦
争
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
今
日
ま
で
蓄
積

さ
れ
て
い
る
研
究
の
視
点
を
五
つ
申
し
上
げ
ま
し
た
。
次
に
、
今

後
研
究
を
深
め
て
い
く
上
で
の
問
題
点
と
展
望
と
し
て
四
点
挙
げ

て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
一
）
資
料
収
集
の
必
要
性

第
一
に
、
一
層
の
資
料
収
集
の
必
要
性
で
す
。
戦
時
下
の
資
料

は
、
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、
物
資
不
足
の
中
で
そ
も
そ
も
少

な
く
、
残
っ
て
い
て
も
極
め
て
状
態
が
悪
く
、
ま
た
戦
災
に
よ
っ

て
失
わ
れ
た
重
要
資
料
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
加
え
て
戦
没
者

遺
族
あ
る
い
は
戦
争
体
験
者
の
高
齢
化
・
世
代
交
替
が
進
み
、
急

速
に
失
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

キ
ャ
ン
パ
ス
の
な
か
の
戦
争
遺
跡
│
│
研
究
・
教
育
資
源
と
し
て
の
日
吉
台
地
下
壕
│
│

一
〇
九
（
二
〇
七
）



す
で
に
存
在
す
る
重
要
な
資
料
群
に
は
白
井
厚
研
究
会
に
よ
る

調
査
研
究
と
、
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
資
料
が
あ
り
ま
す
。
資

料
集
積
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
研
究
の
た

め
に
は
不
可
欠
と
考
え
ま
す
。
す
で
に
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
と
し

て
も
、
慶
應
義
塾
の
卒
業
生
向
け
機
関
誌
『
三
田
評
論
』
に
お
い

て
、
資
料
提
供
の
呼
び
か
け
な
ど
の
取
り
組
み
を
始
め
て
お
り
ま

す
。
写
真
、
日
記
、
モ
ノ
資
料
な
ど
、
幅
広
く
収
集
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
二
）
評
価
の
困
難

第
二
に
、
研
究
上
の
大
き
な
問
題
と
し
て
評
価
の
困
難
さ
が
あ

り
ま
す
。
戦
争
に
対
す
る
見
方
に
は
、
今
な
お
様
々
な
政
治
的
立

場
が
存
在
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
研
究
促
進
の
大
き
な
妨
げ
に

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
戦
争
を
ど
う
呼
ぶ
か
と

い
う
こ
と
さ
え
、
多
く
の
議
論
が
あ
る
状
態
で
す
。
ま
た
、
戦
争

体
験
当
事
者
の
人
間
関
係
、
上
下
関
係
等
が
、
残
さ
れ
た
資
料
に

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
慶
應

義
塾
に
お
い
て
は
特
に
小
泉
塾
長
を
巡
る
評
価
、
あ
る
い
は
学
内

の
戦
争
協
力
と
い
う
問
題
を
論
じ
る
上
で
大
き
な
問
題
と
な
る
か

と
思
い
ま
す
。

戦
争
責
任
、
戦
後
の
適
格
審
査
、
公
職
追
放
な
ど
に
関
連
す
る

資
料
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
扱
い
が
求
め
ら
れ
、
資
料
の
利
用
が

制
約
さ
れ
る
現
状
が
あ
り
、
資
料
公
開
に
関
す
る
限
界
と
向
き
合

っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
を

ど
の
よ
う
に
研
究
対
象
と
し
て
い
く
か
も
、
大
き
な
課
題
と
い
え

ま
し
ょ
う
。

資
料
を
蓄
積
す
る
と
共
に
、
そ
れ
を
解
釈
し
、
評
価
し
て
い
く

あ
り
方
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
慶
應
義
塾
史
に
限
っ
た
話
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
一
層
議
論
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
三
）
学
術
研
究
の
深
化
の
必
要

第
三
に
、
学
術
研
究
の
深
化
と
漠
然
と
書
き
ま
し
た
が
、
市
民

活
動
を
主
体
と
し
て
蓄
積
さ
れ
た
研
究
が
あ
り
、
ま
た
一
方
で
非

常
に
閉
鎖
的
に
蓄
積
さ
れ
た
大
学
史
研
究
、
あ
る
い
は
様
々
な
戦

争
史
研
究
の
蓄
積
が
あ
り
ま
す
。
大
学
や
諸
団
体
間
、
あ
る
い
は

様
々
な
専
門
分
野
の
研
究
者
の
間
で
の
情
報
交
流
の
中
で
、
研
究

を
一
層
深
化
さ
せ
て
い
く
時
期
に
来
て
い
る
と
考
え
ま
す
。
今
回

の
考
古
学
的
調
査
も
そ
の
一
つ
と
い
え
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
連
携

の
中
で
、
一
層
の
資
料
発
掘
、
あ
る
い
は
資
料
の
公
開
や
利
用
の

促
進
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

（
四
）
教
育
方
法
の
模
索

第
四
に
、
研
究
成
果
を
ど
の
よ
う
に
教
育
現
場
に
還
元
し
て
い

く
か
と
い
う
問
題
で
す
。
幸
い
慶
應
義
塾
で
は
、
戦
前
か
ら
三
田
、

日
吉
、
信
濃
町
な
ど
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
同
じ
土
地
に
存
在
し
、
戦

史

学
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前
よ
り
存
在
す
る
校
舎
も
い
く
つ
か
残
さ
れ
、
そ
れ
に
加
え
て
地

下
壕
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
教
育
に
活
用

し
て
い
く
か
と
い
う
点
も
、
研
究
の
深
化
と
の
両
輪
で
議
論
が
深

め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ま
す
。
ま
た
、
戦
争
に
関
す
る
研
究

成
果
を
、
ど
の
よ
う
な
形
で
学
内
に
残
し
て
い
く
か
、
た
と
え
ば

記
念
碑
（
三
田
の
「
平
和
来
」〔
一
九
五
七
年
〕、「
還
ら
ざ
る
学

友
の
碑
」〔
一
九
九
八
年
〕
な
ど
）、
た
と
え
ば
戦
没
者
名
簿
（
二

〇
〇
七
年
）
と
い
う
形
が
実
現
を
見
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
戦
没

者
追
悼
と
い
う
問
題
と
共
に
、
継
続
的
に
議
論
が
必
要
な
問
題
と

い
え
ま
す
。

さ
ら
に
、
教
育
に
あ
た
っ
て
は
、
研
究
成
果
の
解
釈
、
評
価
を

ど
う
付
与
し
て
い
く
か
も
、
慎
重
に
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
こ
の
問
題
は
、
そ
の
後
の
研
究
教
育
の
広
が
り
を
閉
ざ
し

て
し
ま
う
こ
と
に
も
繋
が
り
か
ね
ず
、
特
に
慎
重
に
議
論
が
重
ね

ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

お
わ
り
に

以
上
、
あ
れ
こ
れ
問
題
提
起
を
並
べ
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
慶

應
義
塾
に
関
連
す
る
戦
争
研
究
の
現
状
と
問
題
点
に
つ
い
て
概
観

し
て
み
ま
し
た
。

端
的
に
申
し
上
げ
て
、
慶
應
義
塾
に
お
い
て
は
、
福
沢
研
究
の

大
き
さ
の
影
で
、
福
沢
没
後
の
学
校
史
研
究
、
特
に
戦
争
期
の
研

究
は
、
極
め
て
手
薄
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
慶
應
義
塾
に
は

独
自
の
文
化
や
思
想
が
存
在
し
、
戦
争
期
の
研
究
に
お
い
て
も
、

そ
れ
は
特
色
を
な
す
も
の
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
十
分
見
据
え
、

な
お
か
つ
過
大
評
価
に
陥
ら
な
い
よ
う
注
意
し
な
が
ら
、
近
代
史

上
の
慶
應
義
塾
の
位
置
や
役
割
、
ま
た
そ
の
限
界
を
も
論
じ
て
い

く
環
境
を
一
層
は
ぐ
く
ん
で
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ま

す
。ま

た
、
日
吉
台
地
下
壕
は
慶
應
義
塾
が
期
せ
ず
し
て
抱
え
た
も

の
と
は
い
え
、
む
し
ろ
そ
れ
を
奇
貨
と
し
て
有
効
に
活
か
し
、
近

代
日
本
史
上
の
大
学
、
ま
た
戦
争
に
つ
い
て
考
え
る
契
機
を
慶
應

義
塾
内
に
お
い
て
積
極
的
に
模
索
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
は
な

い
か
と
考
え
ま
す
。

キ
ャ
ン
パ
ス
の
な
か
の
戦
争
遺
跡
│
│
研
究
・
教
育
資
源
と
し
て
の
日
吉
台
地
下
壕
│
│

一
一
一
（
二
〇
九
）


