
表
題
の
一
文
を
記
す
こ
と
を
学
会
事
務
局
よ
り
求
め
ら
れ
た
。
私
は
テ
ー
マ

の
企
画
者
で
は
な
い
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
と
し
て
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
加
わ

っ
た
の
で
、
そ
う
し
た
立
場
か
ら
、
本
テ
ー
マ
や
発
表
者
へ
の
期
待
を
の
べ
た

い
。
当
日
お
こ
な
わ
れ
た
発
表
と
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
内
容
は
、
こ
こ
で
論

ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
三
氏
が
新
た
に
書

き
下
し
た
本
誌
掲
載
三
論
文
そ
の
ほ
か
に
発
展
的
に
吸
収
さ
れ
、
参
加
者
各
位

共
有
の
問
題
と
な
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

祖
侠
論
は
、
戦
後
の
日
本
思
想
史
研
究
の
う
ち
最
も
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
た

分
野
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
戦
後
何
十
年
か
の
間
、
さ
ま
ざ
ま
に
引
照
さ
れ
て
思

想
史
研
究
の
た
た
き
台
と
な
っ
た
の
は
、
丸
山
真
男
氏
の
『
日
本
政
治
思
想
史

研
究
』
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
丸
山
思
想
史
は
、
荻
生
柤
侠
を
根
本
的
な
鍵
に
し

て
い
た
。
だ
か
ら
、
祖
侠
を
問
う
こ
と
は
、
近
世
日
本
思
想
史
の
構
想
そ
の
も

の
を
問
う
こ
と
と
不
可
分
で
す
ら
あ
っ
た
。
祖
侠
へ
の
位
置
を
決
め
な
い
か
ぎ

り
、
思
想
史
の
構
図
を
積
極
的
に
描
い
た
と
い
え
な
い
と
も
考
え
ら
れ
た
の
で

あ
る
。こ

の
よ
う
な
丸
山
思
想
史
Ⅱ
祖
侠
中
心
史
観
が
妥
当
か
ど
う
か
は
、
問
題
に

特
集
〈
平
成
三
年
度
大
会
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〉
Ｉ
「
祖
侠
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

テ
ー
マ
の
設
定
を
め
ぐ
っ
て

す
べ
き
だ
し
、
ま
た
対
案
と
し
て
の
思
想
史
像
も
、
い
く
つ
か
対
置
さ
れ
て
き

た
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
第
二
部
の
テ
ー
マ
と
な
る
「
民
衆
」
思
想
史
は
欠
か

せ
な
い
も
の
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
。
（
「
民
衆
」
概
念
に
は
、
社
会
史
・
民
俗
学
・

宗
教
史
か
ら
政
治
運
動
史
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
視
角
の
対
象
が
む
す
び
つ
く
が
、

い
ま
は
こ
の
語
で
簡
単
に
一
括
し
て
お
く
。
）

だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
ど
う
し
て
丸
山
思
想
史
Ⅱ
柤
侠
中
心
史
観
は
、
人
び

と
の
物
議
の
焦
点
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
史
観
が
、
戦
後
日

本
人
が
自
分
た
ち
の
実
存
的
な
テ
ー
マ
だ
と
考
え
た
「
主
体
性
」
と
い
う
問
題

に
ま
さ
に
正
面
か
ら
ふ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
丸
山
思
想
史
は
、
あ
る
盤
石

の
体
制
が
、
も
と
体
制
的
で
は
あ
る
が
革
命
的
な
モ
メ
ン
ト
を
孕
ん
で
生
ま
れ

出
た
新
し
い
絶
対
的
な
人
格
に
よ
っ
て
崩
さ
れ
て
い
く
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
そ
う

し
た
ド
ラ
マ
を
担
う
「
主
体
」
が
柤
侠
の
思
想
か
ら
抽
出
さ
れ
て
い
る
。
丸
山

氏
の
定
位
に
お
い
て
も
、
ま
た
柤
侠
自
身
に
お
い
て
も
、
そ
の
主
体
像
は
、
決

し
て
一
筋
縄
で
は
押
さ
え
ら
れ
な
い
両
義
的
な
複
雑
さ
を
抱
え
て
お
り
、
評
価

は
簡
単
で
は
な
い
。
し
か
し
と
も
か
く
、
こ
の
主
体
概
念
へ
の
着
目
に
よ
っ
て
、

古
い
近
世
日
本
が
、
戦
後
の
生
き
た
時
代
精
神
に
呼
応
す
る
も
の
と
し
て
現
わ

れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
作
者
丸
山
氏
の
手
を
も
離
れ
て
熱
い
神
話
と
な
っ
て

里
小

住
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学
者
の
関
心
を
支
配
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
い
を
醸
し
出
し
た
の
で
あ
る
。

丸
山
思
想
史
は
、
昭
和
思
想
史
に
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
戦
後
族
生
し
た
「
主

体
性
論
」
の
す
ぐ
れ
た
一
形
態
で
あ
る
。
そ
し
て
、
丸
山
氏
以
降
の
、
研
究
者

た
ち
が
祖
侠
の
核
心
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
も
、
や
は
り
そ
の
主
体
性
問
題
に
あ

っ
た
と
思
う
。
戦
後
思
想
史
の
課
題
で
あ
る
こ
の
問
題
は
、
一
九
七
○
年
以
後

の
戦
後
体
制
の
変
容
と
団
塊
の
世
代
の
成
人
化
と
と
も
に
、
再
び
問
い
直
し
の

俎
上
に
の
ぼ
る
。
か
つ
て
近
代
化
や
革
命
を
め
ぐ
っ
て
構
想
さ
れ
た
「
主
体
性

論
」
が
再
び
呼
び
起
こ
さ
れ
あ
ら
た
な
形
で
決
算
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
や
が
て
思
想
史
研
究
の
世
界
に
お
い
て
、
八
○
年
代
に
か

け
て
の
柤
侠
研
究
の
活
性
化
が
起
こ
っ
て
く
る
。

こ
う
し
て
起
こ
っ
た
七
、
八
○
年
代
の
「
新
柤
係
研
究
」
に
は
た
く
さ
ん
の

研
究
者
が
参
加
し
、
多
く
の
重
要
な
研
究
が
蓄
積
さ
れ
た
。
そ
の
新
柤
侠
研
究

に
含
ま
れ
た
も
の
を
い
ま
十
分
に
と
ら
え
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
発
表
者
で

あ
る
三
氏
は
、
そ
こ
に
流
れ
る
モ
チ
ー
フ
を
あ
る
程
度
代
表
す
る
論
者
だ
と
い

え
る
。
三
氏
は
、
柤
侠
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
あ
る
主
体
性
問
題
に
対
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
き
わ
め
て
鮮
明
な
輪
郭
で
解
答
を
提
出
し
た
。

平
石
直
昭
氏
は
、
「
荻
生
柤
侠
年
譜
考
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
）
の
史
的
実

証
、
「
戦
中
・
戦
後
柤
侠
論
批
判
Ｉ
初
期
丸
山
・
吉
川
両
学
説
の
検
討
を
中

心
に
」
（
東
大
・
社
会
科
学
研
究
三
九
’
一
、
一
九
八
九
年
八
月
）
の
研
究
批
判
・
祖
侠

解
釈
を
ふ
ま
え
て
、
「
祖
侠
学
の
再
構
成
」
（
思
想
七
六
六
、
一
九
八
八
年
四
月
）
で
、

氏
の
柤
侠
の
思
想
的
全
体
像
を
示
し
た
。
八
九
年
論
文
で
、
平
石
氏
は
、
丸
山

柤
侠
論
で
は
、
そ
の
第
一
の
テ
ー
マ
が
、
道
徳
か
ら
の
政
治
意
識
の
独
立
を
扱

っ
て
い
る
が
、
そ
の
「
政
治
的
思
惟
の
優
位
」
「
公
私
の
分
裂
」
分
析
が
不
十

分
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
丸
山
氏
の
第
二
テ
ー
マ
で
あ
る
作
為
論
も
、
祖
侠
の

学
問
方
法
論
と
結
合
さ
れ
ず
に
不
徹
底
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
丸
山
氏
は
、

柤
侠
の
描
か
ん
と
す
る
主
体
性
ｌ
わ
れ
わ
れ
と
し
て
近
代
性
と
し
て
認
め
る

べ
き
も
の
を
十
分
と
ら
え
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
。
そ
の
柤
侠
的
主
体
性
、
近

代
性
の
構
造
を
と
ら
え
た
の
が
八
八
年
論
文
で
あ
る
。
そ
こ
で
氏
は
、
祖
侠
に

は
、
自
然
と
人
為
を
混
渭
す
る
神
話
的
呪
術
的
意
識
を
の
り
こ
え
、
自
然
を
対

象
化
し
仮
構
的
な
人
為
を
定
立
す
る
批
判
的
な
認
識
主
体
の
論
理
が
あ
る
と
す

る
。
（
な
お
、
氏
の
八
七
年
論
文
に
は
、
ほ
か
に
も
、
八
八
年
論
文
に
吸
収
さ

れ
な
い
創
見
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
行
論
上
い
ま
は
措
く
。
）

本
郷
隆
盛
氏
は
、
従
来
か
ら
近
世
思
想
研
究
論
に
お
け
る
言
及
の
か
た
ち
で

種
々
祖
侠
に
関
説
し
て
き
た
が
、
「
荻
生
柤
侠
の
公
私
観
と
政
治
思
想
」
（
日
本

思
想
史
学
二
二
、
一
九
九
○
年
）
に
至
っ
て
、
柤
侠
の
全
体
像
を
提
出
し
た
。
こ
の

九
○
年
論
文
は
、
政
治
思
想
と
し
て
の
柤
侠
の
把
握
を
掲
げ
る
。
氏
は
、
柤
侠

の
「
公
・
私
」
観
は
、
全
体
ｌ
個
人
（
社
会
対
個
人
）
と
い
っ
た
い
わ
ば
近
代

社
会
モ
デ
ル
の
概
念
で
は
な
く
、
し
ゞ
ヘ
ル
に
よ
っ
て
は
例
え
ば
家
な
ど
の
共
同

体
を
も
「
私
」
と
し
て
み
る
よ
う
な
領
域
的
概
念
だ
と
す
る
。
こ
の
点
で
は
、

本
郷
氏
は
平
石
八
七
年
論
文
の
丸
山
批
判
と
合
流
す
る
。
し
か
し
さ
ら
に
、
氏

は
、
柤
侠
の
「
公
」
は
幕
法
、
「
私
」
は
国
治
を
意
味
し
、
「
公
」
が
「
私
」
に

優
先
し
「
私
」
を
従
属
さ
せ
て
い
る
も
の
だ
と
指
摘
す
る
。
ま
た
政
治
的
主
体

論
に
お
い
て
も
、
祖
侠
は
、
人
間
の
特
殊
性
・
限
定
性
を
把
握
す
る
か
ぎ
り
に

お
い
て
、
リ
。
コ
リ
ズ
ム
か
ら
の
あ
る
程
度
の
解
放
と
寛
容
の
態
度
を
も
た
ら
し

た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
浮
び
上
が
ら
せ
た
も
の
は
、
役
割
的
全
体
社
会
と
治

者
像
（
「
聖
人
」
）
に
す
ぎ
ず
、
元
来
の
朱
子
学
が
も
っ
て
い
た
理
想
主
義
を
足

な
え
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
柤
侠
の
政
治
制
度
論
は
、
形
式
的

に
は
封
建
論
で
も
、
実
質
的
に
は
、
幕
府
に
お
け
る
郡
県
、
国
治
に
お
け
る
封

一
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建
の
セ
ッ
ト
で
あ
り
、
む
し
ろ
全
体
と
し
て
郡
県
に
吸
収
す
る
構
造
の
も
の
だ

と
す
る
。

本
郷
氏
は
政
治
的
な
構
造
機
能
の
側
面
か
ら
、
平
石
氏
は
認
識
論
・
方
法
論

の
側
面
か
ら
、
柤
侠
を
語
る
。
ふ
た
つ
の
立
論
は
、
平
行
し
て
交
わ
ら
ず
に
両

立
す
る
面
も
あ
る
。
し
か
し
核
心
と
な
る
八
柤
棟
的
主
体
性
Ｖ
に
つ
い
て
は
、

本
郷
氏
の
方
は
、
全
体
主
義
者
・
集
中
主
義
者
の
祖
裸
像
を
提
出
し
、
柤
侠
の

主
体
性
は
為
政
者
に
偏
重
し
た
も
の
だ
と
し
て
辛
く
こ
れ
を
評
価
す
る
。
こ
れ

に
対
し
て
平
石
氏
の
方
は
、
批
判
主
義
者
と
し
て
の
祖
侠
像
を
提
出
し
て
そ
の

思
惟
方
法
に
意
義
を
み
る
の
で
、
祖
侠
に
進
歩
的
評
価
を
与
え
る
。
こ
の
評
価

の
両
極
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
柤
侠
論
者
を
二
派
に
分
け
る
極
で
も
あ
ろ
う
。
一
般

に
「
主
体
性
」
を
論
ず
る
場
合
、
意
志
や
自
我
の
積
極
性
に
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー

ル
を
み
る
主
意
主
義
の
立
場
と
、
反
省
的
対
象
的
な
自
我
・
自
己
意
識
の
成
立

に
そ
れ
を
ゑ
る
批
判
主
義
の
立
場
が
あ
り
う
る
が
、
だ
と
す
る
と
本
郷
氏
は
前

者
、
平
石
氏
は
後
者
で
あ
る
。
（
一
般
に
、
こ
れ
ま
で
歴
史
家
は
前
者
、
哲
学

者
は
後
者
に
傾
き
が
ち
で
あ
っ
た
。
）

緒
形
康
氏
は
、
も
と
も
と
の
専
攻
は
中
国
哲
学
・
中
国
思
想
史
だ
が
、
近
世

儒
教
・
日
本
思
想
史
研
究
に
も
造
詣
が
深
い
俊
英
で
あ
る
。
最
近
は
「
鎖
国
シ

ス
テ
ム
と
近
世
権
力
」
（
日
本
文
学
四
○
、
一
九
九
一
年
一
○
月
）
、
子
安
宣
邦
『
「
事

件
」
と
し
て
の
柤
侠
学
』
批
評
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
日
本
近
世
論
を
全
面

展
開
し
て
い
る
。
氏
の
祖
棟
論
で
最
も
印
象
的
な
も
の
は
、
「
荻
生
祖
侠
の
言

語
論
ｌ
「
読
筍
子
』
か
ら
『
弁
名
』
へ
」
（
寺
小
屋
語
学
文
化
研
究
所
論
叢
二
、
一

九
八
三
年
）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
八
三
年
論
文
で
氏
は
、
言
語
意
識
の
成
立
の
側

面
か
ら
、
中
期
祖
侠
か
ら
い
わ
ゆ
る
祖
侠
学
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を
と
ら
え
た
。

こ
れ
は
、
近
年
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
、
言
語
論
・
言
説
論
と
し
て
祖

侠
を
読
承
抜
こ
う
と
す
る
動
向
の
先
が
け
で
も
あ
っ
た
。
平
石
・
本
郷
氏
よ
り

世
代
的
に
一
回
り
若
い
緒
形
氏
の
タ
イ
プ
の
言
説
論
的
な
研
究
は
、
今
後
も
っ

と
ふ
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

言
説
分
析
の
手
法
は
、
思
想
史
的
に
は
、
西
欧
中
心
主
義
が
相
対
化
さ
れ
近

代
的
な
主
体
へ
の
確
信
が
ゆ
ら
ぎ
は
じ
め
た
と
こ
ろ
に
出
て
き
た
。
こ
こ
で
の

問
題
意
識
は
、
「
イ
デ
ー
か
ら
・
ヘ
ル
ゾ
ー
ン
ヘ
」
（
丸
山
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』

第
二
章
第
三
節
）
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
・
ヘ
ル
ゾ
ー
ン
か
ら
シ
ス
テ
ム
へ
」
で
あ

メ
割
ア
ィ
ア

る
。
つ
ま
り
主
体
を
実
体
化
す
る
の
で
は
な
く
、
主
体
を
つ
つ
む
媒
体
と
し
て

の
言
語
や
生
活
の
様
式
に
関
心
を
注
ぐ
。
現
代
思
想
に
お
け
る
言
語
へ
の
関
心
、

制
度
論
や
構
造
論
・
流
通
論
の
勃
興
、
歴
史
学
で
の
社
会
史
的
視
角
の
台
頭
な

ど
は
、
こ
の
流
れ
に
棹
さ
し
て
い
る
。
柤
侠
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
手

法
が
、
新
し
い
知
見
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
が
、
問
題

は
、
言
説
や
生
の
様
式
に
注
目
す
る
沮
侠
論
が
、
は
た
し
て
「
新
し
い
主
体
性

の
地
平
を
開
く
」
取
り
組
み
な
の
か
、
そ
れ
と
も
文
字
ど
お
り
「
魂
を
失
っ
た
」

営
み
と
な
る
の
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
ま
た
柤
侠
自
身
が
か
か
え
て
い
る

危
う
い
問
題
点
で
も
あ
る
。

主
体
論
と
言
語
論
を
架
橋
す
る
も
の
は
、
柤
侠
に
お
い
て
は
学
問
論
で
あ
る
。

だ
か
ら
問
題
の
真
の
決
着
は
そ
こ
に
掛
か
っ
て
い
る
。
柤
侠
学
問
論
に
つ
い
て

は
、
こ
こ
で
は
取
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
今
後
、
三
氏
を
始
め
と
す
る
研
究
者

の
方
々
の
提
論
や
柤
侠
の
テ
キ
ス
ト
を
さ
ら
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
を
期
し
た

い
と
思
う
。
口
九
九
二
・
八
記
］

（
東
京
理
科
大
学
助
教
授
）

三


