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お
わ
り
に

矢
作
直
樹

　

濁
川
孝
志
教
授
の
主
催
に
よ
り
、こ
の
た
び
長
堀
優
先
生
と
不
肖
私
を
交
え
て
「
わ
が
国
、日
本
人
と
は
」

と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
忌
憚
な
く
話
し
合
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
中
か
ら
、
わ
が
国
の
本
来

の
在
り
方
が
や
が
て
世
界
を
愛
と
調
和
の
方
向
に
向
か
う
道
標
と
な
る
こ
と
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

人
が
今
あ
る
こ
と
を
先
祖
に
感
謝
し
、
自
分
が
誰
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
矜
持
と
志
を
持
ち
、
子
孫
た

ち
に
故
郷
・
国
を
引
き
継
ぐ
、
と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
が
な
さ
れ
る
よ
う
願
っ
て
今
回
の
出
版
に
携
わ

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

さ
て
、
量
子
論
の
〝
観
測
問
題
〟
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
身
の
回
り
の
世
界
は
私
た
ち
の
意
識
の



328

集
合
が
作
り
上
げ
る
も
の
で
す
。
昨
今
の
天
変
地
異
も
私
た
ち
の
人
心
の
現
れ
で
す
。

　

わ
が
国
は
〝
天
皇
の
し
ろ
し
め
す
国
〟、
つ
ま
り
天
皇
を
国
民
の
要
と
し
て
皆
が
調
和
し
相
和
し
て
暮
ら

す
こ
と
を
旨
と
す
る
国
で
し
た
。
一
方
、
今
の
世
界
は
、〝
う
し
は
く
〟、
つ
ま
り
統
治
者
と
統
治
さ
れ
る

者
た
ち
と
の
力
に
よ
る
二
項
対
立
の
構
造
で
す
。

　

米
国
主
導
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
勝
国
が
作
っ
た
戦
後
体
制
の
中
で
国
連
は
じ
め
世
界
は
動
い
て

き
ま
し
た
。
わ
が
国
も
国
連
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
第
二
位
と
な
る
分
担
金
負
担
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ

の
国
連
は
今
で
も
わ
が
国
を
〝
敵
国
条
項
（
国
際
連
合
憲
章
第
53
条
と
第
１
０
７
条
）〟
の
対
象
国
に
し
て
い

ま
す
。
敵
国
条
項
と
は
、「
日
本
が
戦
争
を
起
こ
そ
う
と
し
て
い
る
」、
と
判
断
さ
れ
た
だ
け
で
戦
勝
国
側

は
、
国
連
安
保
理
の
決
議
を
経
な
く
て
も
日
本
を
攻
撃
で
き
る
と
い
う
条
項
で
す
。
つ
ま
り
、
世
界
は
わ

が
国
が
国
連
に
参
加
し
て
、「
世
界
の
平
和
と
繁
栄
に
貢
献
（
外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）」
し
て
き
て
62
年
経
っ

て
も
構
造
的
に
待
遇
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

米
国
は
心
底
日
本
を
怖
れ
た
の
で
戦
後
、
日
本
が
再
び
立
ち
上
が
ら
な
い
よ
う
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
り
洗
脳
を

か
け
、
こ
れ
が
思
い
の
ほ
か
功
を
奏
し
て
今
に
至
る
ま
で
解
け
ず
、
わ
が
国
は
独
立
す
る
こ
と
な
く
今
日

ま
で
米
国
の
保
護
国
と
し
て
過
ご
し
て
き
ま
し
た
。
良
し
悪
し
以
前
に
、「
力
こ
そ
正
義
」
の
列
強
の
中
に

あ
っ
て
は
独
立
国
で
な
い
〝
国
〟
の
信
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
こ
こ
で
時
計
の
針
を
も
ど
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
か
ら
い
わ
ゆ
る
〝
独
立
国
〟
に
戻
る
こ
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と
も
現
実
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
で
に
わ
が
国
と
米
国
と
は「
結
合
双
生
児
」の
状
態
に
あ
る
か
ら
で
す
。

米
国
は
外
交
軍
事
で
日
本
を
、
日
本
は
財
務
で
米
国
を
、
支
え
る
こ
と
で
お
互
い
に
存
立
で
き
て
い
る
の

で
今
さ
ら
た
だ
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
、
米
国
を
ひ
い
て
は
世
界
を
日
本
の
よ
う

な
調
和
が
幸
せ
だ
と
思
え
る
よ
う
に
感
化
す
る
こ
と
が
現
実
的
で
し
ょ
う
。

　

わ
が
国
の
こ
の
国
柄
は
、
究
極
、
世
界
が
平
和
に
向
か
っ
て
進
化
し
て
い
く
に
あ
た
り
、
ひ
と
り
わ
が

国
一
国
に
と
ど
ま
ら
ず
、
や
が
て
世
界
が
わ
が
国
の
国
柄
に
近
づ
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
さ
に
そ

れ
が
日
本
の
役
割
～
世
界
調
和
へ
の
羅
針
盤
、
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
私
た
ち
日
本
人
は
ま
ず
自
分
を
知
る
こ
と
が
先
決
で
す
。
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
が
、
学
校
で
教
わ
る
〝
歴
史
〟
は
、
世
界
の
中
で
お
付
き
合
い
し
て
い
く
上
で
基
本
と
な
る
「
戦
勝
国

の
史
観
」で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。多
感
な
子
ど
も
に
、敗
者
で
あ
る
わ
が
国
が
勝
者
に
よ
っ

て
一
方
的
に
悪
者
と
断
罪
さ
れ
た
近
現
代
史
が
盛
り
込
ま
れ
、
そ
も
そ
も
わ
が
国
が
縄
文
時
代
の
よ
う
な

世
界
最
古
の
優
れ
た
文
明
を
持
ち
、
そ
の
後
統
治
体
制
の
変
遷
を
越
え
て
〝
天
皇
の
し
ら
す
国
〟
で
あ
っ

た
と
い
う
国
柄
を
教
え
な
い
歴
史
教
育
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

本
来
、
子
ど
も
に
わ
が
国
の
〝
国
史
〟
を
き
ち
ん
と
教
え
、
先
祖
や
母
国
に
感
謝
の
念
と
誇
り
を
持
て

る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
歴
史
教
育
の
基
本
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
現
状
で
は
、
学
校
教
育
を
是
正
す
る
の



330

は
極
め
て
困
難
で
す
。
ま
し
て
や
、子
ど
も
に
二
つ
の〝
歴
史
〟が
あ
る
こ
と
を
適
切
に
理
解
さ
せ
る
の
は
、

な
お
難
し
い
で
し
ょ
う
。

　

国
史
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
方
々
が
ず
っ
と
以
前
か
ら
様
々
な
取
り
組
み
を
し
て
こ
ら
れ
ま
し

た
。
今
さ
ら
自
分
た
ち
が
屋
上
屋
を
重
ね
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
心
が
け
ね
ば
と
考
え
ま

し
た
。
今
の
時
代
は
地
球
の
曲
が
り
角
で
す
。

　

今
、
そ
れ
ま
で
森
羅
万
象
の
織
り
な
す
も
の
が
形
而
上
学
と
形
而
下
学
と
に
分
け
て
考
え
ら
れ
て
き
た

の
が
、
量
子
論
を
敷
衍
す
る
こ
と
で
同
じ
土
俵
で
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
す
べ
て
は
エ

ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
と
。

　

濁
川
教
授
の
的
確
な
問
題
提
起
に
従
い
、
長
堀
先
生
と
矢
作
が
太
古
か
ら
の
日
本
、
日
本
人
に
つ
い
て

思
う
所
を
自
由
に
語
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

我
が
国
の
先
祖
、
と
く
に
縄
文
の
人
た
ち
は
ま
さ
に
霊
性
の
人
で
し
た
。
中
今
に
生
き
、
高
い
文
明
を

持
ち
、
気
の
遠
く
な
る
ほ
ど
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
平
和
に
暮
ら
し
た
彼
ら
の
英
知
が
今
ま
さ
に
注
目
さ

れ
て
い
ま
す
。
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
霊
性
の
時
代
か
ら
、
理
屈
で
も
の
を
考
え
る
学
び
を
し
て
き
た
こ
の

２
５
０
０
年
を
経
て
、
私
た
ち
は
理
性
と
霊
性
と
を
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
生
き
る
時
代
を
迎
え
つ
つ

あ
り
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
以
後
、
あ
の
よ
う
な
厳
し
い
試
練
の
経
過
で
、
誰
に
教
わ
る
と
も
な
く
、
現
地
の
人
々
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が
み
せ
た
高
い
精
神
性
に
裏
付
け
ら
れ
た
行
動
に
日
本
人
だ
け
で
な
く
世
界
中
の
人
々
が
心
動
か
さ
れ
た

こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
こ
と
で
す
。
意
識
に
刻
ま
れ
た
特
質
は
消
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
教
え
ら
れ

ま
し
た
。

　

日
本
人
の
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
資
質
を
思
い
出
し
、
先
人
た
ち
の
軌
跡
を
知
れ
ば
必
ず
や
よ
い
方

向
に
行
く
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
従
来
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
よ
り
少
し
ば
か
り
踏
み
込
ん
だ

部
分
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
長
堀
先
生
は
、
現
役
医
師
と
し
て
す
る
ど
い
観
察
眼
で
お
迎
え
ま
で
の
患

者
さ
ん
た
ち
の
こ
こ
ろ
の
推
移
や
「
お
迎
え
」
そ
の
と
き
の
様
子
を
捉
え
て
、「
誰
も
心
配
せ
ず
と
も
状
況

を
受
容
し
て
従
容
と
し
て
他
界
し
て
い
く
」
こ
と
を
明
快
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
先
生
独
自
の

行
動
力
に
よ
る
古
の
日
本
の
様
々
な
実
相
に
つ
い
て
も
と
て
も
よ
く
掴
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

今
回
の
本
で
、
私
た
ち
が
読
者
の
皆
様
に
今
と
い
う
大
切
な
と
き
に
生
き
る
意
義
と
す
ば
ら
し
さ
を
感

じ
と
っ
て
い
た
だ
き
前
に
向
い
て
生
き
て
い
か
れ
る
こ
と
に
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
も
資
す
る
こ
と
が
で
き
た

ら
望
外
の
幸
で
す
。




