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今
年
度
よ
り
、
本
学
会
会
長
に
就
任
し

ま
し
た
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

本
学
着
任
当
時
、
私
は
情
報
文
化
課
程

に
所
属
し
て
い
ま
し
た
が
、
二
〇
二
〇
年

度
か
ら
国
語
教
育
教
室
の
所
属
に
な
り
ま

し
た
。
担
当
授
業
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
、
学
生
の
い

な
い
キ
ャ
ン
パ
ス
に
時
折
出
向
く
だ
け
で

し
た
。

と
は
い
え
コ
ロ
ナ
禍
で
も
、
遠
隔
授
業

が
実
施
で
き
ま
し
た
。
パ
ソ
コ
ン
等
の
情

報
端
末
利
用
で
多
様
な
資
料
が
提
示
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
振
り
返

り
や
課
題
確
認
も
簡
便
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
一
方
で
、
対
面
で
行
う
こ
と
で
得
ら

れ
る
よ
さ
も
実
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
年
の
三
年
生
数
名
に
遠
隔
授
業
の

感
想
を
聞
い
て
み
た
と
こ
ろ
、「
資
料
が

膨
大
、
読
ん
で
い
る
最
中
に
説
明
が
始

ま
っ
て
し
ま
う
」、「
ノ
ー
ト
を
取
ろ
う
と

思
っ
て
も
、
ス
ラ
イ
ド
資
料
の
展
開
が
早

く
て
書
き
と
れ
ず
、
や
る
気
を
な
く
す
」

と
い
っ
た
声
が
上
が
り
ま
し
た
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
い
ず
れ
検
討
し
た
い
で
す
が
、

内
容
理
解
の
た
め
に
は
、
ノ
ー
ト
を
取
っ

た
ほ
う
が
頭
に
入
る
と
い
っ
た
学
生
が
数

名
い
ま
し
た
。
ノ
ー
ト
を
取
る
習
慣
が
な

い
と
答
え
た
学
生
も
い
ま
し
た
が
、
ノ
ー

ト
を
取
る
習
慣
が
あ
る
学
生
は
、
遠
隔
授

業
で
も
ノ
ー
ト
を
取
る
こ
と
で
内
容
理
解

に
役
立
て
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

「
ノ
ー
ト
を
取
る
こ
と
」
を
板
書
を
写

す
こ
と
と
同
義
と
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

与
え
ら
れ
た
情
報
を
自
ら
再
構
成
す
る
こ

と
こ
そ
が
ノ
ー
ト
を
取
る
こ
と
だ
と
私
は

考
え
て
い
ま
す
。

と
は
言
っ
て
も
最
初
か
ら
再
構
成
で
き

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
小
学
校

低
学
年
で
は
板
書
を
写
す
こ
と
か
ら
始
め

ま
す
。
指
導
者
の
板
書
は
、
学
習
内
容
を

分
か
り
や
す
く
示
し
た
も
の
で
す
か
ら
、

板
書
を
写
す
こ
と
で
再
構
成
す
る
方
法
を
、

学
ん
で
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

構
造
的
に
示
す
に
は
、
適
度
な
余
白
が

必
要
で
、
改
行
や
字
下
げ
、
文
字
の
大
き

さ
や
色
を
変
え
る
な
ど
の
方
法
を
用
い
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
方

法
も
、
板
書
を
写
す
活
動
で
習
得
し
て
い

き
ま
す
。
さ
ら
に
多
様
な
教
科
の
学
習
を

通
し
て
、
内
容
に
応
じ
た
再
構
成
の
方
法

も
学
ん
で
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
写
す
だ
け
で
な
く
、
自
分
で
考

え
た
こ
と
や
調
べ
た
こ
と
、
友
達
の
考
え

を
書
く
と
い
っ
た
経
験
を
積
み
重
ね
、
再

構
成
す
る
力
を
少
し
ず
つ
身
に
付
け
て
い

く
の
で
す
。

ノ
ー
ト
を
取
る
こ
と
を
、
鉛
筆
や
ボ
ー

ル
ペ
ン
で
紙
の
ノ
ー
ト
に
書
く
こ
と
、
と

と
ら
え
が
ち
で
す
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
情
報
端
末
に
入
力
す
る
、
ス

タ
イ
ラ
ス
ペ
ン
で
書
き
込
む
、
と
い
っ
た

方
法
で
も
再
構
成
し
て
い
る
の
で
、
ノ
ー

ト
を
取
る
活
動
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

録
音
や
写
真
撮
影
で
記
録
す
る
方
法

は
、
そ
の
ま
ま
を
記
録
し
て
い
る
の
で
、

再
構
成
と
は
言
え
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。ノ

ー
ト
を
取
る
活
動
は
、
見
た
こ
と
や

聞
い
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
、
そ
れ
を
文

字
や
記
号
で
表
す
活
動
で
も
あ
り
ま
す
。

自
分
で
ノ
ー
ト
を
取
る
こ
と
は
、
よ
く

学
ぶ
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
は
ず
で

す
。コ

ロ
ナ
禍
以
前
に
、
教
育
学
部
生
を
対

象
と
し
て
、
授
業
で
ノ
ー
ト
を
取
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
調
査
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ノ
ー
ト
を
取
ら
な
い
と
回
答
し
た
学

生
の
理
由
と
し
て
、
そ
の
習
慣
が
な
い
だ

け
で
な
く
、「
自
分
で
ま
と
め
た
ノ
ー
ト

よ
り
、
よ
く
ま
と
め
ら
れ
た
友
達
の
ノ
ー

ト
の
方
が
、
テ
ス
ト
対
策
に
な
る
か
ら
」

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

内
容
が
整
理
さ
れ
た
記
録
が
入
手
で
き

る
の
で
あ
れ
ば
、
自
分
で
ノ
ー
ト
を
取
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
人
が
整
理

し
て
く
れ
た
ノ
ー
ト
が
常
に
手
に
入
る
と

は
限
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
で

ノ
ー
ト
を
取
る
練
習
を
し
て
お
く
こ
と
が

大
事
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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令
和
四
年
度
の
研
究
発
表
会
は
、
令
和

五
年
二
月
二
十
三
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

開
催
方
法
は
、
基
本
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
実

施
し
、
本
部
を
大
学
内
に
設
け
て
そ
こ
か

ら
発
信
す
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
方
式
を
取
り

ま
し
た
。
在
学
生
含
め
百
名
以
上
の
参
加

者
と
と
も
に
、
配
信
場
所
で
の
議
論
だ
け

で
な
く
、
宮
﨑
尚
子
先
生
の
司
会
で
写
真

の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
発
表
と
質
疑

応
答
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

 

以
下
、
概
要
に
つ
い
て
報
告
致
し
ま
す
。

開
会
行
事
で
は
本
年
で
会
長
を
辞
す
る

川
嶋
秀
之
名
誉
教
授
が
、
就
任
時
の
思
い

を
振
り
返
り
、
学
会
誌
の
毎
年
刊
行
と
会

員
相
互
の
親
睦
の
深
ま
り
と
い
う
二
つ
の

願
い
に
つ
い
て
、
お
話
を
さ
れ
ま
し
た
。

総
会
で
は
、
事
務
局
か
ら
昌
子
佳
広
先

生
が
会
則
改
正
に
つ
い
て
提
案
を
さ
れ
、

承
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
本
学
会

報
「
さ
ら
し
ゐ
」
と
学
会
誌
『
茨
城
の
国

語
教
育
』
は
紙
媒
体
を
廃
止
し
、
論
考
や

会
報
内
容
は
国
語
教
室
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ

（http://kokugo.edu.ibaraki.ac.jp/

）

に
掲
載
い
た
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、

学
会
誌
も
毎
年
発
行
と
な
り
ま
す
。
会
費

等
の
改
正
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ウ
ェ
ブ

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

続
い
て
、
本
年
度
内
地
留
学
を
さ
れ
た

お
二
人
の
先
生
の
実
践
研
究
発
表
が
あ
り

ま
し
た
。

藤
田
沙
織
先
生
（
常
陸
太
田
市
立
世
矢

小
学
校
）
の
ご
発
表
は
、「
児
童
一
人
一

人
が
主
体
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
国
語

科
学
習
指
導
の
在
り
方
―
「
書
く
こ
と
」

に
お
け
る
授
業
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ

ン
化
を
通
し
て
―
」と
題
し
て
、カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
を
取
り
入
れ

た
、
国
語
科
と
図
工
の
融
合
的
な
学
習
活

動
を
実
践
さ
れ
た
ご
発
表
で
し
た
。

古
家
野
理
恵
先
生
（
常
総
市
立
石
下
西

中
学
校
）
の
ご
発
表
は
、「
古
典
に
親
し

む
授
業
づ
く
り
―
中
学
校
第
三
学
年
「
君

待
つ
と
―
万
葉
・
古
今
・
新
古
今
」「
夏

草
―
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
か
ら
」
―
」
と

題
し
て
、
古
典
教
育
の
今
日
的
課
題
を
複

合
的
な
教
材
を
用
い
て
解
決
し
た
実
践
で

あ
り
、
学
習
者
の
主
体
性
を
引
き
出
し
た

取
り
組
み
の
ご
発
表
で
し
た
。

続
い
て
、
令
和
三
年
度
か
ら
本
学
に
就

任
さ
れ
た
李
満
紅
（
り
・
ま
ん
ほ
ん
）
先

生
の
ご
講
話
が
あ
り
ま
し
た
。

 

李
先
生
は
「
奈
良
時
代
前
期
の
日
本
文

学
に
お
け
る
漢
籍
受
容
及
び
和
歌
の
創
造

―
大
伴
旅
人
の
「
型
」
の
意
識
を
中
心
に

―
」
と
題
し
て
講
演
を
さ
れ
ま
し
た
。
先

生
の
専
門
領
域
は
漢
文
学
で
す
が
、
日
本

の
古
典
籍
に
も
造
詣
が
深
く
、
本
講
演
は

漢
籍
と
日
本
の
古
典
を
結
び
つ
け
る
内
容

で
あ
り
、万
葉
人
で
あ
る
旅
人
が
「
短
歌
」

「
長
歌
」「
漢
詩
」「
漢
文
」
と
い
う
「
型
」

に
込
め
た
思
い
を
明
ら
か
に
し
、
文
学
史

研
究
の
起
点
を
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

な
お
、
詳
細
は
令
和
四
年
度
発
行
の
『
茨

城
の
国
語
教
育
』
に
掲
載
さ
れ
ま
す
。

最
後
に
令
和
五
年
度
か
ら
会
長
に
就
任

さ
れ
る
齋
木
久
美
先
生
か
ら
、
今
後
の
本

学
会
へ
の
思
い
に
つ
い
て
お
話
が
あ
り
、

本
学
会
そ
し
て
こ
の
研
究
会
が
同
窓
的
役

割
を
担
い
、
在
学
生
の
み
な
ら
ず
卒
業
生

な
ど
会
員
相
互
の
繋
が
り
を
密
に
し
て
い

き
た
い
と
語
ら
れ
ま
し
た
。
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本
会
は
年
に
二
回(

夏
・
冬)

、
茨
城
大

学
・
附
属
中
・
附
属
小
の
国
語
教
員
が
国

語
教
育
に
つ
い
て
語
り
合
う
会
で
あ
る
。

◎
令
和
四
年
度　

第
一
回

 

令
和
四
年
七
月
二
十
七
日

茨
城
大
学
教
育
学
部
図
書
館
於

第
一
回
は
「
古
典
の
学
習
を
小
・
中
学

校
で
ど
の
よ
う
に
つ
な
い
で
い
く
か
」
を

テ
ー
マ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
を
伝
え

あ
っ
た
。
大
学
か
ら
は
川
嶋
・
昌
子
・
齊

木
・
宮
﨑
・
李
が
、
附
属
中
か
ら
は
安
が
、

附
属
小
か
ら
は
比
佐
・
菅
原
・
宮
内
（
敬

称
略
）
が
参
加
し
た
。
以
下
は
、
そ
の
一

部
で
あ
る

・
古
典
の
学
習
に
つ
い
て
、
教
育
実
習
生

と
話
を
す
る
と
、

「
内
容
は
、
ほ
と
ん
ど
覚
え
て
い
な
い
」

「
暗
唱
は
、
や
っ
た
気
が
す
る
」

「 

中
学
校
で
古
典
の
時
間
は
苦
痛
だ
っ

た
」

と
い
う
声
を
聞
く
。
古
典
の
学
習
を
、
小

学
校
と
中
学
校
で
は
、
ど
の
よ
う
に
行
っ

て
い
く
の
か
話
し
合
い
た
い
。

〇
暗
唱
に
つ
い
て

・
中
学
生
は
、
小
学
校
の
時
に
「
暗
唱
を

さ
せ
ら
れ
た
」
と
よ
く
口
に
す
る
。
こ
の

「
さ
せ
ら
れ
た
」
と
い
う
意
識
を
変
え
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
生
徒
が
地
域
で
よ
く
目
に
し
て
い
る

よ
う
な
碑
文
や
、
共
感
を
覚
え
る
よ
う
な

も
の
に
触
れ
さ
せ
て
い
き
た
い
。

・
暗
唱
に
、
ど
の
よ
う
な
価
値
が
あ
る
の

か
。
幼
少
期
に
は
、
覚
え
る
こ
と
が
嬉
し

く
て
、
暗
唱
を
す
る
子
ど
も
は
多
い
。
し

か
し
、
高
学
年
や
中
学
生
と
な
っ
た
と
き

に
は
、
覚
え
る
だ
け
と
い
う
の
は
単
に
言

葉
の
パ
タ
ー
ン
を
記
憶
す
る
だ
け
で
、
古

典
の
学
習
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
一

方
で
、
暗
唱
を
テ
ス
ト
に
し
て
い
る
指
導

も
見
か
け
る
こ
と
が
多
い
。

〇
古
典
学
習
に
つ
い
て

・
も
し
か
し
た
ら
、
教
師
の
側
に
も
古
典

に
対
す
る
苦
手
意
識
が
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
文
法
は
一
つ
の
学
習
で
は
あ
る
が
、

古
典
文
法
の
み
を
扱
う
の
で
は
な
く
、小
・

中
学
校
関
係
な
く
、「
も
の
の
見
方
・
感

じ
方
」
を
学
ば
せ
た
い
。
現
代
に
生
き
る

我
々
と
、
古
典
の
世
界
で
は
、
ど
ん
な
共

通
点
が
あ
っ
て
、
ど
ん
な
違
い
が
あ
る
の

か
、
読
ん
で
そ
れ
ぞ
れ
に
考
え
て
ほ
し
い
。

そ
う
し
た
読
み
が
、
古
典
の
世
界
に
入
る

扉
を
見
つ
け
た
り
、
開
い
た
り
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
中
学
校
で
は
、
生
徒
が
小

学
校
で
ど
の
よ
う
な
古
典
の
学
習
を
行
っ

て
き
て
い
る
の
か
把
握
す
る
べ
き
で
あ
る
。

◎
令
和
四
年
度　

第
二
回

 

令
和
五
年
二
月
十
一
日

茨
城
大
学
教
育
学
部
Ａ
棟
二
二
四
号
室
於

第
二
回
は
「
故
郷
」
を
テ
ー
マ
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
考
え
を
伝
え
あ
っ
た
。
大
学
か

ら
は
川
嶋
・
昌
子
・
齊
木
・
鈴
木
・
宮
﨑
・

李
が
、
附
属
中
か
ら
は
安
・
中
村
・
小
林
が
、

附
属
小
か
ら
は
比
佐
・
菅
原
・
宮
内
（
敬

称
略
）
が
参
加
し
た
。
以
下
は
、
そ
の
一

部
で
あ
る

・『
故
郷
』
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
中
国

で
も
定
番
の
教
材
で
、
誰
も
が
読
ん
で
い

る
。
し
か
し
、
日
本
と
違
う
と
こ
ろ
は
、

小
学
校
の
段
階
で
登
場
人
物
の
「
ル
ン
ト

ウ
」
を
主
人
公
に
し
た
絵
本
に
触
れ
さ
せ
、

ル
ン
ト
ウ
へ
の
憧
れ
を
も
た
せ
て
か
ら
中

学
校
で
読
ま
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

生
徒
は
、
事
前
に
ル
ン
ト
ウ
を
知
っ
た
上

で
『
故
郷
』
を
読
む
た
め
、
自
然
と
主
人

公
と
ル
ン
ト
ウ
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
読
む

こ
と
が
で
き
て
い
る
。

日
本
で
も
、
そ
う
し
た
学
習
は
可
能
な

の
か
、
検
討
を
試
み
た
。
宮
崎
と
李
で
、

中
国
で
読
ま
れ
て
い
る
絵
本
を
『
英
雄
ル

ン
ト
ウ
』
と
い
う
名
で
、
日
本
人
向
け
に

作
り
直
し
、
中
村
に
よ
っ
て
附
属
中
学
校

で
授
業
を
行
っ
た
。

〇
授
業
を
行
っ
て
の
実
感

・
第
三
学
年
四
ク
ラ
ス
で
実
施
。
二
ク
ラ

ス
は
先
に
『
故
郷
』
を
学
習
し
、
最
終
時

に
『
英
雄
ル
ン
ト
ウ
』
を
読
む
。
別
の
二

ク
ラ
ス
は
中
国
同
様
、
先
に
『
英
雄
ル
ン

ト
ウ
』
を
読
ん
で
か
ら
学
習
す
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
ク
ラ
ス
で
の
、
単
元
の
導
入
時
と

終
末
で
の
記
述
を
比
較
し
た
。

従
来
の
方
法
で
授
業
を
行
っ
て
も
、
登

場
人
物
の
思
い
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
て

い
た
が
、
先
に
『
英
雄
ル
ン
ト
ウ
』
を
読

ま
せ
た
ク
ラ
ス
の
方
が
、
登
場
人
物
に
寄

り
添
っ
て
読
む
姿
が
見
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、

当
時
の
社
会
情
勢
が
登
場
人
物
に
与
え
た

影
響
な
ど
に
つ
い
て
も
考
え
る
姿
が
見
ら

れ
た
。

〇
教
材
化
に
つ
い
て

・
今
回
作
成
し
た
『
英
雄
ル
ン
ト
ウ
』
が

効
果
的
で
あ
る
こ
と
は
分
か
る
が
、
中
国

の
よ
う
に
小
学
校
で
扱
う
と
な
る
と
、「
な

ぜ
故
郷
だ
け
」と
い
う
疑
問
が
出
る
。「
中

学
校
で
学
習
す
る
か
ら
、
小
学
校
で
も
」

と
い
う
こ
と
で
は
弱
い
。

・『
英
雄
ル
ン
ト
ウ
』
に
よ
っ
て
、
生
徒

の
読
み
に
つ
い
て
道
筋
を
作
っ
て
し
ま
う

可
能
性
も
あ
る
た
め
、
今
後
、
よ
り
研
究

を
深
め
て
欲
し
い
。

 

（
附
属
小
学
校
）

茨
城
国
語
教
育
学
会
活
動
記
録

  
「
茨
城
大
学
・
附
属
中
・
小
の
懇
話
会
」

比
　
佐
　
　
　
中
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教
師
の
資
質
―
人
と
関
わ
る

	

飯
　
島
　
　
　
萌

私
の
大
学
生
活
は
、
入
学
式
も
な
い
ま

ま
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
の
前
で
始
ま
っ
た
。

同
級
生
た
ち
と
初
め
て
直
接
顔
を
合
わ
せ

た
の
は
、
入
学
か
ら
約
五
か
月
後
だ
っ
た
。

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
や
懇

親
会
な
ど
が
何
度
か
行
わ
れ
て
い
た
た
め
、

名
前
と
声
は
知
っ
て
い
る
が
、
表
情
や
背

丈
、
髪
色
な
ど
、
初
め
て
得
る
情
報
が
多

く
、
自
分
が
勝
手
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て

い
る
こ
と
を
自
覚
し
た
り
、
何
度
か
話
し

た
こ
と
の
あ
る
相
手
な
の
に
、
初
対
面
の

よ
う
に
ぎ
こ
ち
な
さ
が
あ
っ
た
り
し
た
。

そ
の
後
も
な
か
な
か
打
ち
解
け
ら
れ
な
い

ま
ま
、
距
離
が
縮
ま
ら
な
い
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
部
分
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
同
学

年
は
も
ち
ろ
ん
、
先
輩
・
後
輩
の
皆
さ
ん

と
も
ほ
と
ん
ど
交
流
が
な
い
。
対
面
で
の

活
動
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
国

語
選
修
と
し
て
続
い
て
き
た
行
事
な
ど
も

ほ
ぼ
開
催
さ
れ
な
い
ま
ま
三
年
間
が
経
過

し
て
し
ま
い
、
様
々
な
つ
な
が
り
が
薄
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
実
感
し
て
い
る
。

大
学
生
活
な
ら
で
は
の
人
や
も
の
、
考
え

方
と
の
新
し
い
出
会
い
が
ど
れ
ほ
ど
失
わ

れ
て
い
た
か
と
考
え
る
と
、
多
少
な
り
と

も
悲
し
い
と
感
じ
る
部
分
は
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
生
活
で
、
他
者
と
の
交
流

が
ぐ
ん
と
減
り
、
関
わ
り
方
に
不
安
を
抱

い
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
方
で
は
、

文
章
に
つ
い
て
も
会
話
に
お
い
て
も
、
伝

え
方
に
つ
い
て
よ
く
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た
。
文
字
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で

は
、
感
情
を
乗
せ
ら
れ
な
い
分
、
不
快
感

を
与
え
な
い
よ
う
、
ま
た
情
報
に
誤
解
が

な
い
よ
う
に
と
、
よ
り
一
層
注
意
を
払
う

よ
う
に
な
っ
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
、
大

人
数
を
相
手
に
し
て
自
分
か
ら
話
し
出
す

こ
と
が
怖
く
感
じ
た
り
、
反
応
を
気
に
し

て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
が
増
え
た
。
話

の
切
り
出
し
方
や
、
表
情
の
見
せ
方
で
自

分
の
意
図
し
な
い
印
象
が
伝
わ
っ
て
し
ま

う
こ
と
が
怖
く
な
っ
た
の
だ
。
画
面
と
ば

か
り
向
き
合
い
、
顔
が
見
え
ず
、
対
面
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
勘
が
鈍
っ
た
か

ら
だ
ろ
う
か
。
段
々
と
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
ボ

タ
ン
な
ど
が
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

聞
き
手
の
様
子
が
少
し
わ
か
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
場

に
一
緒
に
い
る
と
き
の
空
気
感
は
再
現
で

き
な
い
。
顔
を
合
わ
せ
て
話
し
て
い
る
と

き
に
は
、
表
情
や
間
合
い
に
助
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
強
く
感
じ
た
。

こ
の
三
年
間
は
期
待
し
た
大
学
生
活
と

は
違
っ
て
い
た
が
、
こ
の
学
年
で
し
か
わ

か
ら
な
い
反
省
や
気
づ
き
が
あ
る
だ
ろ
う
。

コ
ロ
ナ
禍
を
言
い
訳
に
せ
ず
、
残
り
の
一

年
間
は
大
学
で
し
か
学
べ
な
い
こ
と
、
感

じ
ら
れ
な
い
こ
と
、
で
き
な
い
こ
と
に
ど

ん
ど
ん
挑
戦
し
た
い
。
経
験
値
を
増
や
し
、

新
た
な
価
値
観
を
獲
得
し
、
教
師
に
な
る

た
め
の
資
質
を
養
っ
て
い
き
た
い
。

 

（
国
語
選
修
四
年
次
）

「
何
か
」
を
追
い
求
め
る
こ
と

　
大
　
塚
　
裕
　
顕

皆
さ
ん
は
今
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
て
い

る
で
し
ょ
う
か
。
教
育
に
つ
い
て
勉
強
し

て
い
る
人
、
学
業
に
精
進
し
て
い
る
人
、

自
分
の
趣
味
に
没
頭
し
て
い
る
人
、
様
々

だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
自
身
の
「
や
り
た

い
こ
と
」
つ
ま
り
、「
理
想
」
を
追
い
求

め
て
生
活
や
自
身
の
人
生
を
過
ご
し
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
違
い

ま
す
。
私
の
大
学
生
活
は
私
に
と
っ
て
の

「
何
か
」
を
追
い
求
め
る
も
の
で
す
。

私
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
ず
っ
と
「
な
ん

で
も
で
き
る
ね
」「
す
ご
い
ね
」「
真
面
目

だ
ね
」
と
言
わ
れ
続
け
て
き
ま
し
た
。
私

は
そ
の
言
葉
を
信
じ
、「
認
め
て
く
れ
る

周
り
の
人
の
た
め
に
」
と
い
う
意
識
で
、

こ
れ
ま
で
の
人
生
を
過
ご
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
あ
る
程
度
「
優
秀
」
に
は
な
れ

た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
周
り
を
優
先

す
る
あ
ま
り
、私
に
は
「
や
り
た
い
こ
と
」

が
何
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

親
元
を
離
れ
自
由
と
な
っ
た
大
学
生
活

で
は
、
自
分
に
と
っ
て
の
「
何
か
」
を
見

つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
よ
う

に
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ

ウ
ィ
ル
ス
の
蔓
延
、
対
面
で
の
活
動
の
禁

止
…
な
ど
の
様
々
な
こ
と
が
障
害
と
な
っ

て
、
私
の
「
何
か
」
を
見
つ
け
さ
せ
て
く

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
中
で
私
は
「
自

分
に
で
き
る
こ
と
は
何
か
」
と
い
っ
た
こ

と
を
考
え
、
行
動
を
続
け
ま
し
た
。
サ
ー

ク
ル
長
と
し
て
活
動
を
行
う
こ
と
、
責
任

を
も
っ
て
様
々
な
活
動
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
と
る
こ
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ

の
参
加
、
教
育
実
習
の
代
表
挨
拶
、
様
々

な
こ
と
を
「
や
っ
て
み
よ
う
」
と
い
っ
た

気
持
ち
で
臨
み
ま
し
た
。そ
し
て
私
は「
教

師
に
な
る
こ
と
」
と
い
う
夢
を
確
立
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

私
と
同
じ
よ
う
に
、「
や
り
た
い
こ
と
」

が
見
つ
か
ら
な
い
人
も
多
く
い
る
と
思
い

ま
す
。
周
り
か
ら
期
待
さ
れ
続
け
て
、
自

分
自
身
の
や
り
た
い
こ
と
を
見
失
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
人
も
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

積
み
重
ね
を
崩
す
こ
と
、
挑
戦
す
る
こ
と

は
と
て
も
勇
気
の
い
る
こ
と
で
す
。
し
か

し
、
今
生
き
て
い
る
人
生
は
自
分
だ
け
の

「
物
語
」
で
す
。
そ
の
「
物
語
」
か
ら
自

分
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
こ
と
を
通
じ
て
、

「
何
か
」
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

私
は
信
じ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
私
は
自
分
の
人
生
を
豊
か
に

す
る
様
々
な
こ
と
を
学
び
つ
つ
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
こ
れ
か
ら
出
逢
っ
て
い
く
子
ど
も

た
ち
に
対
し
て
も
学
び
へ
と
つ
な
げ
る
こ

と
が
で
き
る
肥
料
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
私
に
と
っ
て
は
か

け
が
え
の
な
い
「
宝
物
」
で
も
あ
り
ま
す
。

私
は
こ
れ
を
教
師
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち

の
実
り
の
た
め
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
、

四
年
次
に
な
る
今
、
思
い
を
新
た
に
し
て

い
ま
す
。

 

（
国
語
選
修
四
年
次
）


