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赴
任
し
た
ば
か
り
の
こ
ろ

一
九
七
六
年
四
月
に
神
奈
川
大
学
の
中
国
語
専
任
講
師
と
し
て
赴
任
し
た
︒
そ
れ
ま
で
は
東
北
大
学
文
学
部
中
国
文
学
研
究
室
の

助
手
を
し
て
い
た
︒
中
国
と
の
国
交
回
復
後
の
日
中
交
流
が
本
格
化
し
だ
す
こ
ろ
で
も
あ
り
︑
大
学
の
中
国
語
教
員
が
求
め
ら
れ
て

い
た
時
期
で
あ
っ
た
︒
今
で
は
何
年
も
非
常
勤
講
師
を
続
け
た
後
に
よ
う
や
く
就
職
で
き
る
と
い
う
の
が
普
通
だ
が
︑
比
較
的
容
易

に
専
任
の
職
に
着
け
た
︒
横
浜
に
は
何
の
縁
も
な
く
︑
最
初
は
二
十
号
館
の
裏
の
職
員
用
住
宅
︵
今
は
野
球
部
の
合
宿
所
に
な
っ
て

い
る
と
こ
ろ
︶
に
し
ば
ら
く
い
て
︑
x
子
に
ア
パ
ー
ト
を
探
し
て
住
ん
だ
︒
な
ぜ
x
子
か
と
い
う
と
︑
駅
を
降
り
る
と
空
が
大
き
く

広
が
っ
て
い
る
の
が
気
に
入
っ
て
︑
こ
こ
に
し
よ
う
と
決
め
た
︒
そ
の
こ
ろ
は
個
人
研
究
室
と
い
う
の
も
無
く
︑
研
究
室
は
わ
た
し

を
公
募
で
採
用
し
て
く
れ
た
沼
上
先
生
と
相
部
屋
で
あ
っ
た
し
︑
授
業
が
終
わ
る
と
白
楽
駅
ち
か
く
の
居
酒
屋
に
直
行
し
た
も
の

だ
っ
た
︒
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学
内
は
大
学
紛
争
の
余
燼
が
ま
だ
燻
っ
て
い
る
有
様
で
︑
教
授
会
で
も
刺
々
し
い
議
論
に
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
だ
っ
た
︒
学
生

の
実
力
行
使
︵
ス
ト
ラ
イ
キ
と
称
す
る
学
園
封
鎖
︶
に
よ
り
︑
期
末
試
験
が
実
施
で
き
ず
に
︑
レ
ポ
ー
ト
提
出
に
切
り
替
わ
っ
た
り

し
た
︒
学
生
が
騒
ぎ
を
起
こ
し
そ
う
に
な
る
た
び
︑
若
手
の
教
員
は
ち
か
く
の
別
館
と
称
す
る
宿
泊
所
に
泊
ま
り
待
機
さ
せ
ら
れ
た
︒

神
奈
川
大
学
創
立
者
の
米
田
氏
が
辞
め
て
ま
だ
間
の
無
い
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︑
学
内
は
ア
ナ
ー
キ
ー
な
雰
囲
気
に
満

ち
て
い
た
︒﹁
学
生
自
治
会
﹂
の
団
体
交
渉
に
応
じ
た
学
生
部
長
が
︑
学
費
値
上
げ
の
白
紙
撤
回
を
迫
ら
れ
授
業
料
が
上
げ
ら
れ
な

く
な
り
︑
一
時
︑
国
立
大
学
並
の
授
業
料
に
な
っ
て
話
題
に
な
っ
た
︒
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
沼
上
先
生
が
退
職
さ
れ
︑
そ
の
後
任
に

鈴
木
陽
一
氏
が
赴
任
さ
れ
た
︒
よ
う
や
く
海
外
研
修
に
出
か
け
ら
れ
る
条
件
が
で
き
︑
一
九
八
四
年
︑
神
奈
川
大
学
と
の
交
流
事
業

で
知
り
合
っ
た
北
京
鋼
鉄
学
院
の
先
生
の
紹
介
に
よ
り
︑
北
京
師
範
大
学
に
進
修
生
と
し
て
留
学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
も
う
三
十

八
歳
に
な
っ
て
い
た
︒

2

北
京
師
範
大
で
の
研
修

始
め
て
長
期
に
中
国
に
滞
在
で
き
る
機
会
を
与
え
ら
れ
︑
は
や
る
気
持
ち
で
北
京
に
旅
立
っ
た
︒
大
学
は
中
国
語
学
科
を
卒
業
し

た
と
い
っ
て
も
︑
十
数
年
間
ほ
と
ん
ど
中
国
語
を
話
す
機
会
が
無
か
っ
た
の
で
︑
コ
ト
バ
の
聞
き
取
り
に
苦
労
し
た
︒
留
学
生
食
堂

で
料
理
を
皿
に
盛
っ
て
く
れ
る
お
ば
さ
ん
の
し
ゃ
べ
る
コ
ト
バ
が
と
て
も
速
く
感
じ
ら
れ
面
食
ら
っ
た
︒
北
京
の
生
活
に
少
し
慣
れ

て
く
る
と
︑
毎
週
の
よ
う
に
自
転
車
に
乗
っ
て
京
劇
を
見
に
い
っ
た
︒
劇
場
の
あ
る
市
中
心
部
ま
で
自
転
車
で
三
十
分
く
ら
い
で
行

け
た
の
で
︑
前
も
っ
て
切
符
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
劇
場
に
い
き
︑
そ
の
数
日
後
ま
た
見
に
行
く
と
い
う
︑
面
倒
な
こ
と
を
し
て
い
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た
︒
自
転
車
で
北
京
の
大
通
り
や
路
地
を
走
り
回
る
の
が
楽
し
か
っ
た
︒
そ
の
こ
ろ
は
車
が
少
な
く
︑
人
々
は
み
な
自
転
車
に
乗
っ

て
暮
ら
し
て
い
た
︒

北
京
師
範
大
で
二
人
の
先
生
の
教
え
を
受
け
た
︒
前
半
は
︑﹃
紅
樓
夢
﹄
が
専
門
の
張
俊
先
生
︑
後
半
は
民
俗
学
︵
民
間
文
学
︶

の
張
紫
晨
先
生
で
あ
る
︒
一
年
の
研
修
期
間
中
に
二
人
の
先
生
の
ご
指
導
を
仰
ぐ
と
い
う
の
は
︑
私
の
た
っ
て
の
希
望
で
実
現
し
た

も
の
で
︑
異
例
な
こ
と
で
あ
っ
た
︒
張
俊
先
生
か
ら
は
︑
馮
夢
竜
の
文
章
の
講
読
︑
張
紫
晨
先
生
に
は
馮
夢
竜
編
纂
の
﹁
山
歌
﹂

︵
明
代
の
民
謡
︶
の
解
説
を
お
願
い
し
た
︒
ま
た
︑
そ
れ
と
並
行
し
て
︑
当
時
ま
だ
助
教
だ
っ
た
︑
蘇
州
出
身
の
厳
明
先
生
︵
現
在
︑

上
海
師
範
大
教
授
︶
に
蘇
州
語
の
手
ほ
ど
き
を
お
願
い
し
た
︒
そ
の
こ
ろ
の
私
は
︑
馮
夢
竜
研
究
が
自
分
の
仕
事
だ
と
考
え
て
い
た

の
で
あ
る
︒
中
国
語
学
科
が
で
き
る
と
︑
学
科
の
授
業
と
小
説
研
究
を
両
立
さ
せ
る
の
は
難
し
い
と
判
断
し
て
こ
の
方
面
の
研
究
は

断
念
す
る
こ
と
に
し
た
︒

当
時
の
中
国
社
会
は
︑
ま
だ
社
会
主
義
時
代
の
色
彩
が
色
濃
く
残
っ
て
お
り
︑
着
て
い
る
服
は
男
女
と
も
黒
か
紺
あ
る
い
は
灰
色

で
あ
り
︑
華
美
な
服
装
を
し
て
目
立
つ
と
冷
や
か
さ
れ
そ
う
な
雰
囲
気
が
あ
っ
た
︒
ま
だ
ま
だ
貧
し
く
て
︑
給
料
は
い
く
ら
も
ら
っ

て
い
る
の
か
が
話
題
に
な
っ
て
本
当
の
金
額
を
い
っ
た
り
す
る
と
︑
中
国
人
に
と
っ
て
は
想
像
を
絶
す
る
額
に
な
る
の
で
︑
少
な
目

に
い
っ
て
ご
ま
か
す
よ
う
に
し
て
い
た
︒

留
学
か
ら
帰
国
し
た
翌
年
の
一
九
八
五
年
の
春
︑
馮
夢
竜
の
学
会
が
福
建
省
の
片
田
舎
で
あ
る
寿
寧
県
で
開
催
さ
れ
た
時
︑
日
本

か
ら
出
か
け
て
参
加
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒
福
建
省
と
浙
江
省
と
の
内
陸
部
境
界
近
く
に
あ
る
寿
寧
ま
で
は
︑
福
州
か
ら
バ
ス
を
乗

り
継
い
で
い
っ
た
が
︑
こ
ん
な
山
奥
に
ま
で
日
本
軍
が
来
た
ら
し
く
︑
学
会
の
期
間
中
に
戦
争
犠
牲
者
の
慰
霊
式
が
あ
る
と
い
う
の

で
︑
そ
れ
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
た
︒
戦
争
の
傷
跡
が
人
々
の
心
に
な
お
残
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
︒

想い出すままに3
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中
国
語
学
科
創
設

一
九
八
五
年
︑
菅
野
敏
雄
氏
が
理
事
長
に
就
任
す
る
と
︑
学
園
紛
争
の
後
遺
症
で
な
か
な
か
立
ち
直
れ
な
か
っ
た
神
奈
川
大
学
の

教
学
改
革
が
一
気
に
す
す
ん
だ
︒
平
塚
キ
ャ
ン
パ
ス
に
二
つ
の
学
部
新
設
と
外
国
語
学
部
に
中
国
語
学
科
増
設
が
断
行
さ
れ
た
︒
そ

れ
ま
で
は
学
部
内
で
い
ろ
ん
な
新
学
部
構
想
が
打
ち
出
さ
れ
て
は
消
え
て
い
く
︑
足
踏
み
状
態
が
な
が
く
続
い
て
い
た
︒
八
十
年
代

の
は
じ
め
ご
ろ
︑
英
語
英
文
学
科
の
福
田
先
生
が
学
部
長
の
こ
ろ
だ
と
思
う
が
︑
国
際
文
化
学
部
の
構
想
が
検
討
さ
れ
て
い
た
の
で
︑

中
国
語
学
科
増
設
と
い
う
案
は
教
員
の
あ
い
だ
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
は
な
く
︑
菅
野
理
事
長
の
発
意
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
当
時

は
︑
国
交
回
復
し
て
十
年
あ
ま
り
た
ち
︑
戦
争
と
そ
の
後
の
文
化
大
革
命
の
混
乱
で
す
っ
か
り
疲
弊
し
て
い
た
中
国
の
立
て
直
し
に

協
力
し
た
い
と
考
え
た
人
々
が
社
会
の
上
層
部
に
は
お
お
く
い
た
︒
と
く
に
先
の
戦
争
に
動
員
さ
れ
た
人
た
ち
を
中
心
に
︑
中
国
へ

の
贖
罪
感
も
あ
っ
て
︑
中
国
の
経
済
復
興
に
協
力
し
︑
日
中
関
係
が
正
常
に
発
展
す
る
よ
う
に
と
願
う
気
持
ち
が
︑
い
わ
ば
社
会
的

な
雰
囲
気
と
し
て
︑
当
時
の
日
本
に
は
広
範
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
︒

中
国
へ
の
風
当
た
り
が
強
い
昨
今
の
日
本
と
は
ま
る
で
逆
の
風
潮
で
あ
る
︒
最
近
︑
こ
ん
な
グ
ラ
フ
を
ネ
ッ
ト
上
で
見
つ
け
た
の

で
︑
こ
こ
に
載
せ
て
お
く
︵
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
﹃
ガ
ベ
ー
ジ
ニ
ュ
ー
ス
﹄
が
内
閣
府
二
〇
一
六
年
三
月
一
四
日
の
外
交
に
関

す
る
世
論
調
査
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
と
い
う
︶︒
こ
の
グ
ラ
フ
の
一
九
七
八
年
か
ら
中
国
語
学
科
創
設
の
一
九
八
八
年
ま
で
︑
中

国
へ
の
親
近
感
は
︑
な
ん
と
七
〇
％
を
超
え
米
国
へ
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
の
が
︑
天
安
門
事
件
が
起
き
た
一
九
八
九
年
か

ら
一
気
に
下
降
し
て
い
く
︒
そ
れ
に
対
し
ア
メ
リ
カ
へ
の
親
近
感
は
八
〇
％
を
前
後
す
る
だ
け
で
あ
ま
り
急
激
な
変
化
は
な
い
︒
わ
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た
し
に
と
っ
て
は
そ
の
ど
ち
ら
の
傾
向
も
異
常
と
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
る
が
⁝
⁝
︒

当
時
の
中
国
語
の
教
員
は
︑
私
と
鈴
木
陽
一
氏
の
二
人
だ
け
だ
っ
た
が
︑
中
国
語
学
科
を
増
設
す
る
と
言
わ
れ
て
︑
私
た
ち
は

少
々
慌
て
た
︒
わ
た
し
は
四
十
歳
に
な
る
か
ど
う
か
の
歳
だ
し
︑
鈴
木
氏
は
赴
任
し
て
ま
だ
間
も
な
い
三
十
歳
な
か
ば
で
あ
っ
た
︒

英
語
・
ス
ペ
イ
ン
語
の
教
員
を
除
く
外
国
語
の
教
員
グ
ル
ー
プ
は
︑
Ｄ
Ｆ
Ｃ
Ｒ
と
一
括
さ
れ
学
科
に
準
ず
る
扱
い
を
さ
れ
て
い
た
︒

そ
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
抜
け
て
中
国
語
学
科
だ
け
を
作
る
と
い
う
の
だ
か
ら
︑
一
部
の
先
生
方
か
ら
は
不
興
を
買
っ
た
よ
う
だ
っ
た
︒

外
国
語
学
部
と
い
う
名
称
の
下
の
中
国
語
学
科
と
い
う
と
︑
中
国
語

だ
け
を
教
え
る
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
︑
私
と
鈴
木
氏
と
の
間
で

は
︑
一
般
的
な
中
国
語
学
科
と
中
国
文
学
科
を
折
衷
し
た
よ
う
な
教
育

内
容
を
目
ざ
す
こ
と
で
ほ
ぼ
考
え
が
一
致
し
て
い
た
︒
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

も
そ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
︒
い
ま
か
ら
考
え
る
と
や
や
文
化
面
に

偏
っ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
︒
今
日
の
よ
う
に
︑
中

国
文
化
へ
の
興
味
関
心
ど
こ
ろ
か
︑
中
国
そ
の
も
の
へ
の
関
心
が
薄
ら

ぎ
︑
中
国
や
�
国
へ
の
嫌
悪
感
を
か
き
立
て
る
よ
う
な
本
が
書
店
に
山

積
み
さ
れ
る
事
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
も
っ
と
広
範
囲

に
中
国
や
ア
ジ
ア
の
現
状
を
と
ら
え
教
育
す
る
よ
う
な
こ
と
が
必
要
に

な
っ
て
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

想い出すままに5
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4

わ
た
し
の
先
生

中
国
へ
の
関
心
を
持
っ
た
の
は
︑
高
校
生
の
時
漢
文
の
授
業
を
担
当
し
て
く
れ
た
南
一
郎
先
生
の
お
か
げ
で
あ
る
︒
そ
れ
は
ま
た
︑

ケ
ネ
デ
ィ
ー
が
暗
殺
さ
れ
︑
南
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
ア
メ
リ
カ
の
侵
攻
が
激
し
く
な
っ
て
い
た
こ
ろ
で
︑
何
と
な
く
懐
い
て
い
た
先
進
国

ア
メ
リ
カ
の
イ
メ
ー
ジ
が
裏
切
ら
れ
た
反
動
か
ら
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
と
も
か
く
南
先
生
の
漢
文
の
授
業
は
︑
わ
た
し
に

と
っ
て
︑
受
験
勉
強
の
息
抜
き
の
時
間
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
︒
当
時
︑
先
生
は
も
う
定
年
退
職
し
て
非
常
勤
講
師
と
し
て
教
壇
に

立
っ
て
お
ら
れ
た
の
だ
が
︑
授
業
中
時
々
︑
ご
自
分
が
テ
ー
プ
に
吹
き
込
ん
だ
詩
吟
を
聴
か
せ
て
く
れ
た
︒
わ
た
し
が
中
国
の
こ
と

を
学
ぶ
た
め
に
進
学
し
た
い
と
告
げ
る
と
︑
京
都
大
学
の
吉
川
幸
次
郎
先
生
を
紹
介
し
て
あ
げ
る
と
励
ま
し
て
く
れ
た
︒

一
九
六
五
年
︑
大
阪
外
国
語
大
学
に
入
学
し
て
︑
伊
地
智
善
継
先
生
に
中
国
語
を
教
わ
っ
た
︒
教
育
熱
心
な
先
生
で
︑
後
年
亡
く

な
ら
れ
た
時
︑
あ
る
と
き
か
ら
中
国
語
の
ベ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
に
な
る
と
心
に
決
め
て
い
た
と
い
う
話
を
う
か
が
っ
た
︒
中
国
語

学
会
の
会
長
や
大
阪
外
国
語
大
学
学
長
に
任
ぜ
ら
れ
活
躍
さ
れ
た
︒
三
年
生
に
な
っ
て
音
韻
学
の
�
本
春
彦
先
生
の
ゼ
ミ
に
入
っ
た
︒

ゼ
ミ
と
い
っ
て
も
学
生
は
一
人
だ
け
で
︑
四
年
生
の
人
が
時
々
授
業
に
加
わ
る
と
い
う
の
ど
か
な
も
の
だ
っ
た
︒
学
生
の
お
お
く
は

伊
地
智
先
生
と
か
現
代
文
学
の
相
浦
先
生
の
ゼ
ミ
に
入
っ
た
が
︑
わ
た
し
は
ど
う
も
大
勢
に
靡
く
の
が
嫌
い
で
︑
あ
ま
り
人
気
の
な

い
�
本
先
生
に
つ
い
て
中
国
語
音
韻
論
を
学
ぶ
こ
と
に
し
た
︒
�
本
先
生
は
論
文
な
ど
あ
ま
り
書
か
れ
な
い
が
︑
そ
の
道
で
は
よ
く

知
ら
れ
た
先
生
で
あ
り
︑
後
に
お
お
く
の
音
韻
学
者
を
輩
出
し
た
︒

一
九
六
九
年
四
月
︑
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
中
文
専
攻
に
入
学
し
た
︒
学
園
紛
争
の
た
め
東
大
が
入
学
試
験
を
実
施
で
き
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な
か
っ
た
年
で
あ
り
︑
入
学
し
た
も
の
の
︑
連
日
︑
教
室
が
封
鎖
さ
れ
授
業
で
き
ず
︑
研
究
室
単
位
で
討
論
会
を
す
る
よ
う
な
日
々

が
続
い
た
︒
中
文
の
研
究
室
は
︑
文
学
部
の
建
物
か
ら
離
れ
た
別
棟
に
あ
っ
た
た
め
封
鎖
さ
れ
ず
︑
自
分
た
ち
で
読
書
会
や
囲
碁
な

ど
を
し
て
日
を
過
ご
す
こ
と
が
お
お
か
っ
た
︒
わ
た
し
の
指
導
教
授
は
内
田
道
夫
先
生
で
小
説
史
が
専
門
だ
っ
た
︒
温
厚
で
夫
子
然

と
し
た
先
生
を
慕
う
学
生
が
お
お
く
︑
全
国
的
に
は
紛
争
の
さ
な
か
で
あ
っ
た
が
︑
中
文
の
研
究
室
は
家
庭
的
な
雰
囲
気
に
満
ち
あ

ふ
れ
て
い
た
︒
そ
の
こ
ろ
研
究
室
の
教
員
学
生
卒
業
生
が
挙
げ
て
参
加
し
て
作
っ
た
内
田
道
夫
編
﹃
中
国
小
説
の
世
界
﹄
は
︑
わ
た

し
が
仙
台
に
来
た
翌
年
の
一
九
七
〇
年
十
二
月
の
出
版
で
あ
り
︑
そ
の
こ
ろ
研
究
室
が
一
丸
に
な
っ
て
本
を
出
版
す
る
な
ど
と
い
う

よ
う
な
こ
と
は
︑
全
国
的
に
み
て
も
き
わ
め
て
珍
し
い
こ
と
の
よ
う
だ
っ
た
︒
し
か
し
残
念
な
が
ら
︑
内
田
先
生
は
わ
た
し
が
ド
ク

タ
ー
一
年
の
時
︑
連
合
赤
軍
浅
間
山
荘
事
件
の
年
︑
大
学
紛
争
の
余
波
で
教
授
陣
が
手
薄
に
な
っ
て
い
た
都
立
大
学
に
懇
願
さ
れ
転

出
さ
れ
た
︒

そ
の
後
指
導
教
授
に
な
っ
た
の
は
助
教
授
の
志
村
良
治
先
生
で
︑
文
学
か
ら
中
国
語
学
ま
で
幅
広
く
研
究
さ
れ
て
い
た
︒
志
村
先

生
も
非
常
に
や
さ
し
い
先
生
で
あ
っ
た
が
︑
中
文
の
研
究
室
を
一
人
で
担
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
重
圧
か
ら
で
あ
ろ
う
か
︑
還
暦

を
迎
え
る
前
に
癌
で
亡
く
な
ら
れ
た
︒

5

わ
た
し
の
中
国
文
化
研
究

こ
う
い
う
一
文
に
は
︑
ふ
つ
う
論
文
目
録
な
ど
を
掲
載
す
る
の
が
通
例
な
の
だ
が
︑
現
段
階
で
そ
ん
な
目
録
を
作
る
心
の
余
裕
が

な
い
︒
わ
た
し
自
身
が
多
少
と
も
意
味
あ
る
仕
事
を
し
た
と
思
え
る
こ
と
を
い
く
つ
か
摘
記
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
責
め
を
塞
ぐ
こ
と

想い出すままに7



に
し
た
い
︒

︵
1
︶﹃
仙
台
に
お
け
る
魯
迅
の
記
録
﹄︵
一
九
七
八
年
︑
平
凡
社
︶

仙
台
で
東
北
大
中
文
の
助
手
を
し
て
い
た
時
に
︑
教
養
部
の
教
員
だ
っ
た
阿
部
兼
也
先
生
の
指
導
の
も
と
︑
魯
迅
︵
本
名
︑
周
樹

人
︶
の
仙
台
時
代
の
記
録
を
発
掘
調
査
す
る
の
に
協
力
従
事
し
た
︒
そ
の
頃
に
は
︑
ま
だ
仙
台
医
専
時
代
の
魯
迅
の
同
級
生
が
数
名

存
命
中
で
あ
っ
た
の
で
︑
そ
の
方
々
か
ら
話
を
聞
い
た
り
︑
東
北
大
︵
仙
台
医
専
は
の
ち
東
北
大
医
学
部
に
吸
収
合
併
さ
れ
た
︶
の

事
務
文
書
を
保
管
し
て
い
る
倉
庫
に
入
り
込
ん
で
︑
医
専
関
係
の
書
類
を
か
り
出
し
て
徹
底
的
に
調
べ
た
︒
阿
部
先
生
は
︑
毛
筆
で

書
か
れ
た
和
綴
じ
の
事
務
文
書
を
一
枚
一
枚
は
が
し
︑
写
真
に
と
り
︑
そ
れ
を
ま
た
元
ど
お
り
綴
じ
直
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
︑

学
生
を
動
員
し
て
行
っ
た
︒
阿
部
先
生
の
調
査
の
徹
底
ぶ
り
に
は
舌
を
巻
い
た
も
の
だ
っ
た
︒
わ
た
し
な
ど
毛
筆
で
く
ね
く
ね
と
書

か
れ
た
文
書
を
見
た
だ
け
で
諦
め
て
投
げ
出
し
た
く
な
る
よ
う
な
書
類
が
お
お
か
っ
た
︒
こ
の
調
査
活
動
を
通
じ
て
︑
仙
台
時
代
の

周
樹
人
の
事
跡
に
つ
い
て
︑
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
事
実
や
資
料
が
多
数
発
見
・
発
掘
さ
れ
︑
社
会
的
に
も
お
お
き
な
反

響
を
呼
ん
だ
︒
わ
た
し
が
執
筆
担
当
し
た
の
は
第
四
章
﹁
藤
野
先
生
﹂
で
あ
る
︒

︵
2
︶﹁
馮
夢
竜
と
開
読
の
変
﹂︵
一
九
八
八
年
︑﹃
東
方
学
﹄
第
七
十
五
輯
︶

明
治
大
学
の
非
常
勤
講
師
と
し
て
︑
中
国
語
を
教
え
に
行
っ
て
い
た
時
の
こ
と
︑
控
え
室
の
テ
ー
ブ
ル
の
向
か
い
に
坐
っ
て
居
ら

れ
た
山
根
幸
夫
先
生
︵
明
代
史
の
大
家
︶
が
親
し
く
話
し
か
け
て
く
だ
さ
り
︑
東
方
学
会
の
会
員
に
な
る
よ
う
勧
め
て
く
れ
︑
ご
親

切
に
も
推
薦
人
に
な
っ
て
い
た
だ
け
る
と
い
う
︒
そ
れ
で
は
と
入
会
の
手
続
き
を
し
た
の
だ
が
︑
年
に
何
千
円
も
の
会
費
を
払
う
の

だ
か
ら
論
文
を
寄
稿
し
よ
う
と
一
念
発
起
し
て
︑
投
稿
し
た
の
が
こ
の
論
文
で
あ
る
︒
内
容
は
︑
内
閣
文
庫
に
蔵
さ
れ
て
い
た
馮
夢

竜
の
﹃
智
囊
補
﹄
は
︑
そ
れ
ま
で
ま
だ
誰
に
も
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
版
本
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
の
で
︑
そ
の
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﹃
知
囊
補
﹄
序
の
内
容
お
よ
び
本
文
に
挿
入
さ
れ
た
馮
夢
竜
の
評
語
を
︑
そ
の
当
時
の
蘇
州
で
起
こ
っ
た
知
識
人
が
主
体
と
な
っ
た

民
衆
暴
動
﹁
開
読
の
変
﹂
と
の
関
連
で
読
み
取
り
分
析
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
自
ら
掘
り
出
し
た
新
資
料
を
使
っ
た
点
が
評
価
さ
れ

た
の
か
︑
一
九
八
八
年
度
の
東
方
学
会
賞
を
い
た
だ
い
た
︒
後
に
も
先
に
も
賞
な
ど
と
い
う
も
の
を
も
ら
っ
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て

で
あ
る
︒

︵
3
︶﹃
中
国
通
俗
文
芸
へ
の
視
座
﹄︵
一
九
九
八
年
︑
東
方
書
店
︶

中
国
語
学
科
創
設
十
周
年
事
業
の
一
環
と
し
て
こ
の
書
を
編
集
し
た
︒
言
語
編
︑
歴
史
編
︑
文
学
編
の
三
冊
を
同
時
に
編
集
出
版

で
き
た
の
は
︑
学
科
教
員
の
協
同
の
賜
物
だ
が
︑
学
科
創
設
の
勢
い
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
わ
た
し
は
文
学
編
で
あ

る
こ
の
書
に
﹁
民
話
と
小
説
︱
白
蛇
伝
の
場
合
︱
﹂
と
い
う
一
文
を
執
筆
掲
載
し
た
︒
現
在
に
伝
わ
る
民
話
と
明
末
の
白
話
小
説

﹁
白
娘
子
永
鎭
雷
峰
塔
﹂
と
か
ら
︑
白
蛇
伝
説
話
の
形
成
過
程
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
︒
民
話
と
い
う
も
の
は
︑
時
代
的
に
は
新
し

も
の
だ
が
︑
説
話
の
古
い
内
容
が
そ
こ
に
残
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
︑
こ
の
一
文
を
草
す
る
過
程
で
実
感
し
た
︒
語
り

物
の
弾
詞
﹁
雷
峰
塔
﹂
や
芝
居
の
伝
奇
﹁
雷
峰
塔
﹂
な
ど
と
も
関
連
づ
け
︑
民
間
で
の
白
蛇
伝
伝
承
を
総
合
的
に
研
究
す
る
の
は
な

お
興
味
あ
る
課
題
だ
と
思
っ
て
い
る
︒

民
話
研
究
と
い
う
の
は
本
来
は
現
地
調
査
に
基
づ
く
資
料
採
集
が
基
本
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
︑
外
国
人
に
と
っ
て

中
国
の
民
話
を
直
接
採
集
す
る
の
は
難
し
い
︒
ど
う
し
て
も
中
国
で
採
集
・
記
録
さ
れ
た
出
版
物
に
基
づ
く
研
究
に
な
り
︑
隔
靴
搔

痒
の
感
じ
が
ぬ
ぐ
え
ず
︑
本
格
的
に
と
り
組
め
な
か
っ
た
︒
表
向
き
は
専
門
は
中
国
民
話
研
究
と
称
し
な
が
ら
︑
あ
ま
り
十
分
な
研

究
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
残
念
と
い
う
し
か
な
い
︒

︵
4
︶﹃
オ
ニ
考
﹄︵
二
〇
一
六
年
︑
辺
境
社
︶

想い出すままに9



二
〇
〇
一
年
に
﹁
オ
ニ
︵
於
邇
︶
の
由
来
と
﹃
儺
﹄﹂
と
い
う
論
文
を
岩
波
書
店
の
﹃
文
学
﹄
に
発
表
し
た
︒
オ
ニ
の
語
源
に
つ

い
て
は
︑﹃
和
名
抄
﹄
の
﹁
隠
﹂
の
字
音w

en

か
ら
で
た
も
の
と
い
う
通
説
が
あ
る
が
︑
そ
の
箇
所
は
お
そ
ら
く
源
順
の
原
本
に
は

無
か
っ
た
も
の
と
考
え
︑
あ
ら
た
め
て
そ
の
語
源
を
追
究
し
た
結
果
︑
南
北
朝
期
の
中
国
で
発
生
し
た
﹁
遣
瘟
﹂
儀
礼
の
﹁
瘟
﹂
の

字
音
が
和
語
化
し
て
オ
ニ
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
主
張
し
た
︒
こ
の
論
文
を
書
い
た
の
を
き
っ
か
け
に
︑
日
本
の
伝
承
文
化
の
な

か
に
中
国
民
間
文
化
が
思
い
の
ほ
か
に
お
お
く
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
り
︑
も
っ
ぱ
ら
そ
う
い
う
角
度
か
ら

中
国
の
民
間
文
化
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

一
九
八
〇
年
代
は
︑
文
革
中
の
ブ
ラ
ン
ク
を
埋
め
る
よ
う
に
学
術
界
も
活
況
を
呈
し
た
︒
民
俗
学
も
公
認
さ
れ
︑
さ
ま
ざ
ま
な
民

俗
文
化
の
調
査
活
動
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
れ
ま
で
は
迷
信
と
い
わ
れ
て
閑
却
さ
れ
て
い
た
︑
亡
魂
で
あ
る
﹁
鬼
﹂
の

研
究
も
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
︒
と
く
に
疫
鬼
を
は
ら
う
﹁
儺
儀
﹂
と
い
う
古
代
の
宗
教
儀
礼
が
中
国
の
辺
鄙
な
と
こ
ろ
で
は
今
な
お

残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
︑
内
外
の
研
究
者
が
﹁
儺
文
化
﹂
研
究
の
た
め
調
査
に
出
か
け
た
︒
そ
の
先
駆
者
の
一
人
が
︑
経
営
学

部
の
廣
田
律
子
教
授
で
あ
り
︑
彼
女
に
案
内
さ
れ
私
も
何
回
か
調
査
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
︑﹁
儺
儀
﹂
と
い
う
も
の
が
ど
う
い

う
も
の
か
に
つ
い
て
︑
初
歩
的
な
認
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
︒
そ
の
経
験
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑﹁
儺
儀
﹂
が
日
本
に
は
ど
の
よ

う
に
伝
わ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
意
識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
︒
そ
の
意
味
で
廣
田
教
授
か
ら
受
け
た
学
恩
は
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど

大
き
い
︒
あ
ら
た
め
て
感
謝
の
意
を
こ
こ
に
表
し
て
お
き
た
い
︒﹁
儺
﹂
は
日
本
で
は
追
儺
と
称
さ
れ
︑
お
も
に
宮
廷
儀
礼
と
し
て

の
大
儺
の
研
究
は
あ
る
が
︑
中
国
で
﹁
郷
人
儺
﹂
と
い
わ
れ
る
民
間
の
﹁
儺
儀
﹂
の
研
究
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
︒
日
本
各
地
の
所

謂
﹁
鬼
追
い
﹂
の
習
俗
が
そ
れ
に
相
当
す
る
の
だ
ろ
う
が
︑
そ
れ
と
の
比
較
研
究
が
立
ち
後
れ
て
い
る
︒

退
職
間
際
に
な
っ
て
︑
著
作
が
一
冊
も
な
い
の
は
や
は
り
寂
し
い
こ
と
だ
と
思
い
︑
こ
れ
ま
で
書
い
た
論
文
を
い
く
つ
か
選
び
一
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冊
に
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
︒
上
記
の
﹁
オ
ニ
︵
於
邇
︶
の
由
来
と
﹃
儺
﹄﹂
を
中
心
に
︑
中
国
民
間
の
漢
語
が
そ
の
ま
ま
日
本
の

民
間
基
層
文
化
に
入
っ
て
和
語
化
し
た
と
い
う
仮
説
を
テ
コ
に
し
て
︑
日
本
の
伝
承
文
化
の
J
の
解
明
に
立
ち
向
か
い
︑
さ
さ
や
か

な
が
ら
一
定
の
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
︑
自
分
で
は
思
っ
て
い
る
︒

6

最
後
に

つ
い
最
近
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
が
︑
出
身
地
の
香
川
県
は
古
代
の
渡
来
系
氏
族
秦
氏
が
お
お
く
い
た
と
こ
ろ
だ
そ
う
で
あ
る
︒
そ

う
言
わ
れ
る
と
思
い
当
た
る
節
が
少
な
く
な
い
︒
秦
氏
と
徐
福
伝
承
は
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
︑
そ
の
あ
た
り
を
中

心
に
︑
日
本
の
伝
承
文
化
の
な
か
に
潜
む
中
国
伝
来
の
文
化
を
探
る
こ
と
を
続
け
て
い
き
た
い
︒
前
に
引
用
し
た
グ
ラ
フ
に
見
え
る
︑

日
本
人
の
一
五
％
近
く
が
中
国
に
は
親
し
み
を
感
じ
な
い
と
い
う
の
は
︑
こ
れ
ま
で
の
長
い
日
中
間
の
交
流
の
歴
史
に
照
ら
し
て
考

え
る
な
ら
や
は
り
異
様
で
あ
り
︑
日
本
の
将
来
に
と
っ
て
け
っ
し
て
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
︒
日
中
両
国
の
人
々
の
間
で

の
意
思
疎
通
の
改
善
に
少
し
で
も
寄
与
で
き
る
よ
う
な
仕
事
を
今
後
も
続
け
て
い
き
た
い
︒

四
十
年
あ
ま
り
も
お
世
話
に
な
っ
た
神
奈
川
大
学
と
中
国
語
学
科
の
す
べ
て
の
人
々
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
︒
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
︒

︵
二
〇
一
六
年
十
二
月
︶

想い出すままに11
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