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ょ
す
え
台
響
研
究
の
札
、
在

本
連
載
も
一
端
こ
こ
で
一
区
切
り
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
最
終
回
は
、
本

誌
刊
行
の
母
体
で
あ
る
上
方
文
塞
研
究
の
会
で
あ
る
。

本
会
が
、
研
究
誌
『
上
方
文
塞
研
究
』
創
刊
号
を
刊
行
し
た
の
は
二

0
0

四
年
。
筆
者
が
大
阪
大
学
に
赴
任
し
て
四
年
目
の
こ
と
で
あ
る
。

大
阪
大
学
の
日
本
文
学
研
究
室
に
は
、
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
が
刊

行
す
る
「
語
文
』
、
大
阪
大
学
古
代
中
世
文
学
研
究
会
の
刊
行
す
る
『
詞
林
」

と
い
う
二
つ
の
研
究
誌
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
世
文
学
研
究
の
研
究
成
果

の
発
信
と
い
う
点
で
、
た
と
え
ば
貴
重
な
資
料
紹
介
や
翻
刻
、
発
見
と
報
告
、

長
大
な
論
文
な
ど
を
掲
載
す
る
媒
体
は
な
か
っ
た
。
ま
た
若
手
が
思
い
き
り

自
説
を
披
露
す
る
場
も
欲
し
か
っ
た
。
筆
者
は
、
九
州
で
大
学
院
生
が
中
心

に
な
っ
て
編
集
刊
行
し
て
い
た
『
文
献
探
究
』
や
、
研
究
同
人
誌
「
江
戸
時

代
文
学
誌
』
『
雅
俗
」
な
ど
に
関
わ
っ
た
経
験
か
ら
、
雑
誌
が
人
を
育
て
る

と
い
う
こ
と
を
実
感
し
て
い
た
の
で
、
大
阪
大
学
に
お
い
て
も
機
が
熟
し
た

ら
研
究
誌
を
刊
行
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。

し
か
し
、
大
阪
大
学
の
近
世
文
学
専
攻
の
教
員

・
院
生
だ
け
で
、
雑
誌
を

起
こ
す
の
は
マ
ン
パ
ワ
l
の
点
で
か
な
り
難
し
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

O
B
数
名
に
、
相
談
に
乗
っ
て
も
ら
っ
た
。
二
O
O
三
年
夏
の
学
会
の
折
り

で
あ
っ
た
。
筆
者
は
趣
旨
を
説
明
し
た
。
数
あ
る
研
究
誌
の
中
で
、
存
在
感

を
発
揮
で
き
る
雑
誌
は
、
な
ん
ら
か
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
「近
世
文
学
」

で
は
な
く
、
「
上
方
文
塞
」
と
い
う
こ
と
を
前
面
に
押
し
出
し
た
い
。
そ
の

代
わ
り
、
時
代
は
近
世
に
限
定
し
な
い
し
、
文
学
ば
か
り
で
は
な
く
歴
史
・

美
術
・
思
想
に
領
域
を
広
げ
る
等
々
。
忌
樺
の
な
い
ご
意
見
も
頂
戴
し
た
が
、

幸
い
に
大
筋
で
賛
成
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
後
も
O
B
の
方
々
と
は
メ
ー

ル
な
ど
で
議
論
を
交
わ
し
、
よ
う
や
く
、
同
年
六
月
三
O
日
に
、
大
阪
大
学

の
O
B
の
方
々
向
け
に
、
発
起
人
五
名
の
連
名

(
刊
行
準
備
委
員
会
と
称
し
た
)

で
趣
意
書
を
送
り
、
ご
協
力
を
求
め
た
。

そ
の
趣
意
書
の
一
部
を
こ
こ
に
挙
げ
て
お
こ
う
。

(
入
)

上
方
丈
塞
研
究
の
会

。。
ハU



本
誌
は
、
文
献
的
・
注
釈
的
研
究
を
中
心
に
、
に
関
わ
る
文
芸
研
究

を
、
ジ
ャ
ン
ル
を
横
断
し
、
ま
た
時
代
も
近
世
の
み
に
限
定
せ
ず
に
発
信
す
る
、

総
合
的
上
方
文
芸
研
究
誌
を
め
、
ざ
し
て
い
ま
す
。
「
上
方
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
し

た
研
究
誌
は
案
外
に
少
な
い
の
で
す
が
、
た
と
え
ば
近
世
文
学
の
ど
の
分
野
を
と

っ
て
も
、
あ
る
い
は
絵
問
・
音
楽
・
思
想
史
な
ど
の
隣
接
分
野
を
見
渡
し
て
も
、

「
上
方
」
を
抜
き
に
そ
れ
ら
を
語
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
状
況
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
「
上
方
」
は
「
江
戸
」
と
の
対
置
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
「
上
方
」
を

賞
賛
す
る
形
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
は
、
文
献
的
・
注
釈
的
研
究
を
中
心
に
、
上
方
文
芸
の
魅
力
を
検
証

し
、
日
本
の
、
ひ
い
て
は
世
界
の
日
本
文
学
・
日
本
文
化
研
究
者
へ
向
け
て
発
信

す
る
つ
も
り
で
す
。
誌
名
に
は
「
上
方
」
を
髄
っ
て
い
ま
す
が
、
大
き
な
パ

l
ス

ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
ご
理
解
く
だ
さ
い
。
(
下
略
)

や
や
力
の
入
り
す
ぎ
た
趣
意
書
で
、
今
読
む
と
気
恥
ず
か
し
い
。
そ
れ
で

も
、
多
く
の
方
々
に
ご
協
力
の
お
申
し
出
を
い
た
だ
き
、
創
刊
号
を
出
せ
る

手
応
え
を
つ
か
ん
だ
。
表
紙
の
意
匠
は
、
絵
心
の
あ
る
大
学
院
生
に
依
頼
し

た
。
規
約
を
作
り
、

I
S
S
N
を
取
得
し
た
。
会
員
は
二
十
五
名
で
出
発
。

創
刊
号
は
無
料
配
布
す
る
の
で
、
多
く
の
会
員
が
会
費
以
外
に
資
金
譲
助
を

申
し
出
て
く
だ
さ
っ
た
。

創
刊
号
は
、
ニ

O
O
四
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
刊
行
に
あ
た
っ
て
、
懐

徳
堂
記
念
会
の
研
究
出
版
助
成
を
受
け
た
。
そ
し
て
、
島
津
先
生
に
創
刊
号

巻
頭
論
文
を
賜
っ
た
。
先
生
は
な
ん
と
会
員
に
な
っ
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。

創
刊
号
に
は
発
起
人
に
名
を
連
ね
た
全
員
が
寄
稿
し
た
。
五
百
部
を
印
制
。

筆
者
ら
は
、
ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
、
六
月
の
日
本
近
世
文
学
会
会
場
で
、
用

意
し
た
二
百
部
を
配
布
す
る
準
嬬
を
整
え
た
。
日
曜
日
の
間
性
一
休
み
前
に
ア
ナ

ウ
ン
ス
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
、
一
冊
残
ら
ず
配
布
で
き
、
そ
の

よ
約
半
数
の
方
に
次
号
以
後
を
予
約
し
て
い
た
、
だ
い
た
。
こ
の
時
は
、
本
当

に
嬉
し
か
っ
た
。
力
を
得
て
俳
文
学
会
・
歌
舞
伎
学
会
・
演
劇
研
究
会
な
ど

で
も
配
布
し
た
。

そ
の
後
、
近
世
文
学
会
の
会
員
名
簿
を
頼
り
に
、
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を

出
し
て
案
内
す
る
な
ど
、
広
報
に
つ
と
め
た
。
執
筆
会
員
・
購
読
会
員
が
二

0
0名
を
越
え
れ
ば
、
研
究
誌
と
し
て
は
一
応
名
の
知
ら
れ
た
も
の
に
な
る

だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
そ
れ
は
予
想
よ
り
阜
く
達
成
さ
れ
た
。
当
初
は
大
阪
大

学
出
身
者
が
メ
ン
バ
ー
の
多
く
を
占
め
て
は
い
た
が
、
そ
れ
以
外
の
方
に
も

入
会
を
呼
び
か
け
、
ま
た
申
し
出
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
阪
大
関
係
以
外

の
会
員
も
か
な
り
増
、
え
た
。

ニ
O
O九
年
一
一
一
月
に
は
、
肥
田
給
三
先
生
の
講
演
会
を
後
援
し
、
そ
の
内

容
を
第
七
号
に
掲
載
し
た
。
会
員
外
の
方
に
ご
寄
稿
を
求
め
た
の
は
こ
れ
が

初
め
て
で
あ
っ
た
。

発
足
以
来
八
年
、
会
員
は
徐
々
に
増
え
、
現
在
で
は
、
執
筆
会
員
五
七
名
、

購
読
会
員
一
七
八
名
に
な
っ
て
い
る
(
二
O
二
年
四
月
現
在
)
。
会
の
経
営

は
近
年
よ
う
や
く
安
定
し
て
き
た
。
懸
案
の
会
費
の
値
下
げ
も
実
現
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
本
会
は
、
合
評
会
と
会
員
会
議
を
年
一
回
七
月
に
行
う
。
こ
の
合

評
会
こ
そ
、
本
会
の
醍
醐
味
で
あ
ろ
う
。
合
評
会
の
議
論
が
楽
し
み
で
、
東

京
な
ど
遠
方
か
ら
も
会
員
が
来
る
。
参
/
加
者
は
大
体
十
数
名
か
ら
二
十
名
だ

ろ
う
か
。
来
て
損
す
る
こ
と
は
絶
対
に
な
い
。
合
評
は
三

1
四
時
間
か
け
て

じ
っ
く
り
行
う
。
前
も
っ
て
読
ん
で
お
か
な
い
と
議
論
に
つ
い
て
行
け
な
い

の
で
、
皆
き
っ
ち
り
読
ん
で
く
る
。
そ
の
徹
底
ぶ
り
に
は
、
筆
者
は
い
つ
も

驚
か
さ
れ
る
。
執
筆
者
の
知
ら
な
か
っ
た
事
実
の
指
摘
、
論
と
し
て
の
矛
盾

の
追
及
、
文
学
史
観
を
賭
け
て
の
激
し
い
議
論
、
そ
れ
ら
は
本
市
均
一
に
勉
強
に

な
る
。
普
段
、
静
か
な
雰
囲
気
の
中
で
牧
歌
的
と
も
い
え
る
演
習
に
慣
れ
て

い
る
院
生
に
は
い
い
意
味
で
刺
激
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。

入
会
・
購
読
な
ど
の
お
問
い
合
わ
せ
は
奥
付
を
御
覧
下
さ
い
。

(
飯
倉
洋
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