
　

私
は
今
年
三
月
を
も
っ
て
ひ
と
ま
ず
三
十
四
年
に
わ
た
る

大
学
で
の
教
員
生
活
を
終
え
ま
す
が
、
最
後
に
一
言
だ
け
本

誌
上
で
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
二
十
二
、
三
年
前

の
冷
戦
の
崩
壊
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
と
い
う
経
済
体
制
に

対
す
る
私
の
歴
史
認
識
が
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
で
す
。

　

戦
後
の
経
済
史
学
や
歴
史
学

は
、
程
度
の
差
は
あ
る
も
の
の
、

あ
る
い
は
そ
の
影
響
の
受
け
方

は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
マ
ル
ク

ス
主
義
の
影
響
を
受
け
て
い
ま

し
た
。
冷
戦
の
崩
壊
に
よ
っ
て

経
済
機
能
不
全
国
家
、
人
権
抑

圧
国
家
と
し
て
の
社
会
主
義
の

実
態
が
暴
か
れ
る
と
と
も
に
、

資
本
主
義
と
は
何
か
を
あ
ら
た

め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
残
念
な

こ
と
に
、
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
少
な
か
ら
ぬ
人
び
と

は
、
そ
の
直
前
ま
で
主
張
し
て
い
た
「
社
会
主
義
生
成
期
」

論
と
い
う
世
界
史
認
識
を
急
に
か
な
ぐ
り
捨
て
て
、
あ
れ
は

社
会
主
義
と
は
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
独
裁
国
家
だ
っ
た
と
断

定
し
つ
つ
、
真
の
社
会
主
義
は
い
ず
れ
必
ず
実
現
す
る
と

し
、
資
本
主
義
に
対
す
る
歴
史
認
識
を
深
め
る
と
い
う
学
問

的
営
み
を
放
棄
し
ま
し
た
。
真
の
社
会
主
義
は
必
ず
実
現
す

る
と
主
張
し
て
い
た
そ
の
と
き
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
、
こ

の
三
、
四
年
急
に
「
福
祉
国
家
」
論
（
理
念
自
体
は
支
持
し

ま
す
が
）
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
、
私
は
奇
異

に
感
じ
て
い
ま
す
。
福
祉
国
家
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
資
本
主

義
国
家
の
一
つ
の
タ
イ
プ
だ
か
ら
で
す
。

　

資
本
主
義
と
い
う
経
済
体
制
に
対
す
る
私
の
認
識
が
変
わ

っ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
で
す
。『
資
本
論
』

を
は
じ
め
と
す
る
マ
ル
ク
ス
の
文
献
に
よ
れ
ば
、
資
本
主
義

の
も
と
で
は
社
会
は
資
本
家
階
級
と
賃
金
労
働
者
階
級
の
二

つ
の
階
級
に
分
裂
し
（
中
間
的
利
害
の
消
滅
）、
資
本
家
は

賃
金
労
働
者
の
搾
取
を
通
し
て
資
本
の
蓄
積
を
進
め
、
そ
の

結
果
、
賃
金
労
働
者
は
絶
対
的
に
も
相
対
的
に
も
窮
乏
化
す

る
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
議
論
で
は
、
資
本
家
が
市

場
で
販
売
す
る
商
品
は
、
消
費
者
で
あ
る
賃
金
労
働
者
の
窮

乏
化
の
た
め
に
十
分
に
売
る
こ
と
が
で
き
ず
、
資
本
の
蓄
積

は
進
ま
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
マ
ル
ク
ス

の
主
張
は
、
資
本
主
義
は
革
命
的
に
変
革
さ
れ
る
前
に
、「
自

死
」
す
る
と
い
う
論
理
構
成
を
と
っ
て
い
る
の
で
す
。
マ
ル

ク
ス
の
議
論
が
な
ぜ
こ
う
し
た
矛
盾
し
た
論
理
構
成
を
と
っ

て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
の
経
済
学
が
徹
底
し
た
供
給
サ
イ

ド
の
立
場
に
立
っ
て
お
り
、
需
要
サ
イ
ド
、
消
費
サ
イ
ド
の

視
点
が
完
全
に
抜
け
落
ち
て
い
る
か
ら
で
す
。

　　

ま
た
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
に
立
っ
た
経
済
史
学
（
歴

史
学
）
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
生
史
論
に
つ
い
て
も
、
私

は
疑
問
を
も
っ
て
い
ま
す
。
従
来
の
議
論
で
は
、
資
本
主
義

は
封
建
制
下
の
農
民
が
生
産
力
の
発
展
と
と
も
に
独
立
自
営

農
民
と
な
り
、
そ
の
資
本
制
的
な
両
極

分
解
に
よ
っ
て
、
上
昇
し
た
農
民
は
ブ

ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
な
り
、
没
落
し
た
農

民
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
な
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
資
本
主
義
の

成
立
は
機
械
制
大
工
業
の
誕
生
を
意
味

す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
機
械
制
大
工
業

の
担
い
手
（
紡
績
工
や
機
械
工
）
の
出

身
階
層
は
農
民
だ
っ
た
の
か
、
も
し
そ

う
で
あ
れ
ば
機
械
を
操
作
す
る
た
め
の

熟
練
は
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
身
に
つ

け
た
の
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
わ
き

西成田  豊
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ま
す
。
日
本
の
ば
あ
い
、
機
械
工

に
つ
い
て
い
え
ば
、
農
商
務
省
が

一
九
○
三
年
に
発
刊
し
た
『
職

工
事
情
』
の
な
か
に
旧
職
人
層

が
そ
の
技
能
を
通
し
て
機
械
工

に
転
成
し
た
と
、
は
っ
き
り
書

い
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
詳
し

い
こ
と
は
申
し
上
げ
ま
せ
ん
が
、

前
近
代
社
会
に
お
い
て
職
人
層

が
比
較
的
分
厚
く
存
在
し
た
と

こ
ろ
で
資
本
主
義
が
生
成
し
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を

私
は
も
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
具
体
的
に
考
え
る
と
、
資
本
主
義
の
確
立
を

ど
の
よ
う
な
指
標
で
捉
え
る
か
と
い
う
従
来
の
論
争
に
つ
い

て
も
疑
問
を
感
じ
て
い
ま
す
。
論
争
の
一
方
の
当
事
者
は
、

農
業
と
結
び
つ
い
て
い
た
自
給
的
な
家
内
工
業
（
自
給
的
衣

料
生
産
）
が
衣
料
生
産
の
工
場
制
工
業
化
に
よ
っ
て
決
定
的

に
破
壊
さ
れ
、
商
品
経
済
が
全
社
会
的
に
押
し
広
げ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
機
械
制
大
工
業
と
し
て
の
綿

工
業
の
確
立
、
こ
れ
が
資
本
主
義
確
立
の
指
標
で
あ
る
と
し

て
い
ま
す
。
論
争
の
も
う
一
方
の
当
事
者
は
、
生
産
手
段
生

産
部
門
（
機
械
工
業
な
ど
）
と
消
費
資
料
生
産
部
門
（
綿
工

業
な
ど
）
の
二
つ
の
部
門
が
相
互
に
関
連
し
循
環
し
再
生
産

構
造
を
描
く
よ
う
に
な
る
こ
と
、
こ
れ
が
資
本
主
義
確
立
の

指
標
で
あ
る
と
捉
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
資
本
主
義
確
立

論
争
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
解
釈
と
深
く
結
び
つ
い
て
お

り
、
経
済
史
研
究
と
し
て
は
こ
れ
ま
で
紡
績
業
、
製
糸
業
、

織
物
業
、
鉄
鋼
業
、
造
船
業
、
機
械
工
業
な
ど
の
研
究
と
し

て
す
す
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
理
論
と
結
び
つ
い
た
研
究
と
一
歩
距

離
を
お
き
、
資
本
主
義
が
確
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
具
体
的

に
考
え
る
と
、
理
論
で
は
見
え
な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

が
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
資
本
主
義
の

確
立
は
具
体
的
に
い
え
ば
本
格
的
な
工
業
化
社
会
の
成
立
、

機
械
制
工
場
群
の
族
生
を
意
味
し
ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
、

当
時
の
工
場
は
木
造
で
す
か
ら
そ
の
木
材
は
ど
の
よ
う
に
し

て
調
達
さ
れ
た
の
か
、
工
場
を
建
設
し
た
職
人
は
ど
の
よ
う

な
人
び
と
だ
っ
た
か
、
工
場
の
操
業
に
は
道
路
の
整
備
や
上

下
水
道
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
必
要
で
す
か
ら
、
そ
れ
を

担
っ
た
の
は
ど
の
よ
う
な
人
び
と
だ
っ
た
の
か
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
煎
じ
つ
め
れ
ば
、
林
業

や
木
材
加
工
業
、
土
木
建
築
業
の
発
展
な
し
に
は
資
本
主
義

は
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
問
題
は
理
論
的
に
は
想
定
す
る
必
要
が

な
く
、
そ
の
た
め
資
本
主
義
確
立
期
の

林
業
や
土
木
建
築
業
な
ど
に
つ
い
て
の

研
究
は
ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
き
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

こ
う
し
て
考
え
る
と
、
理
論
的
に
は

ネ
グ
リ
ジ
ブ
ル
あ
る
い
は
マ
ー
ジ
ナ
ル

な
問
題
で
あ
っ
て
も
、
具
体
的
に
は
重

要
で
、
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
い
な
い

問
題
群
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
も
の

の
見
方
を
す
れ
ば
、
資
本
主
義
が
確
立

す
る
た
め
に
は
、
前
近
代
社
会
に
お
い

て
職
人
層
が
比
較
的
分
厚
く
存
在
し

て
い
る
こ
と
（
そ
れ
は
そ
の
国
の
文
明
の
在
り
よ
う
と
か
か

わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
）、
都
市
の
発
展
が
あ
っ
た
こ
と

（
土
木
建
築
業
の
技
能
的
蓄
積
）、
都
市
の
比
較
的
近
い
所
に

森
林
資
源
が
豊
富
に
存
在
す
る
こ
と
な
ど
、
地
理
的
・
文
明

史
的
諸
条
件
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
経
済
学
の
分
野

で
理
論
に
対
す
る
歴
史
、
経
済
史
学
は
、
史
実
を
重
視
す
る

学
問
だ
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
が
、
経
済
史
学
自
身
、
あ
る
種

の
理
論
的
こ
だ
わ
り
や
思
想
的
思
い
込
み
が
あ
っ
て
、
本
来

見
え
る
重
要
な
問
題
を
見
え
な
く
し
て
い
る
こ
と
を
、
銘
記

し
た
い
も
の
で
す
。
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