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皇
學
館
大
学
の
井
上
兼
一
で
す
。
私
に
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
「
教
科

書
の
な
か
の
社
会
事
業
に
か
か
る
教
材
を
読
む
」
と
い
う
こ
と
で
お
話
し

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
講
師
紹
介
の
と
こ
ろ
で
冬
月
先
生
に
紹
介
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
私
は
学
校
教
育
に
つ
い
て
勉
強
し
て
き
た
も
の
で
す
の

で
、
あ
ま
り
社
会
教
育
や
福
祉
の
分
野
に
つ
い
て
知
識
が
暗
い
人
間
で

す
。
今
回
は
話
題
提
供
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
自
己
紹
介
に
つ
い
て
書
い
て
お
り
ま
す
。
皇
學
館
大

学
に
「
皇
室
と
福
祉
」
研
究
会
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
こ
に
参
加
を
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
素
朴
な
疑
問
な
ん
で
す
が
、「
戦
前

期
の
子
ど
も
た
ち
は
、
社
会
事
業
・
福
祉
に
関
す
る
教
育
内
容
を
学
ぶ
機

会
は
あ
っ
た
の
か
？
」
と
い
う
疑
問
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
調
べ
て
い
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
以
前
に
光
明
皇
后
に
関
す
る
論
文
を
ま
と
め
る
機
会
が

あ
り
、
今
回
の
報
告
で
も
国
定
教
科
書
の
中
で
社
会
事
業
や
慈
善
活
動
に

関
す
る
教
材
に
つ
い
て
、
ど
う
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
紹
介
し
て
い
こ
う

と
思
っ
て
い
ま
す
。
光
明
皇
后
に
関
す
る
話
に
つ
い
て
は
レ
ジ
ュ
メ
に
書

い
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
教
科
書
の
中
に
聖
武
天
皇
と
光
明
皇
后
が
扱
わ

れ
る
教
材
が
あ
り
ま
し
た
。
内
容
は
、
聖
武
天
皇
の
御
事
績
が
中
心
で
、

そ
の
終
わ
り
の
と
こ
ろ
に
光
明
皇
后
の
慈
善
活
動
に
つ
い
て
少
し
言
及
さ

れ
る
と
い
う
程
度
で
し
た
。
そ
の
後
、
国
民
学
校
の
国
語
に
光
明
皇
后
を

扱
っ
た
説
話
教
材
が
出
て
き
ま
し
た
。
国
定
教
科
書
の
改
訂
と
教
材
の
変

遷
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ま
と
め
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
今
回
、
他
に

も
教
材
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
、
国
定
教
科
書
を
調
べ
て
み
ま
し

た
。
特
に
修
身
の
教
科
書
を
中
心
に
見
て
い
き
、
レ
ジ
ュ
メ
に
国
定
教
科

書
の
第
一
期
か
ら
第
五
期
に
関
し
て
の
教
材
を
抽
出
し
て
み
ま
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
選
定
す
る
の
が
非
常
に
難
し
く
て
、
こ
れ
は
社
会
事
業
に

関
す
る
教
材
と
言
え
る
の
か
な
と
判
断
に
困
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
一

教
科
書
の
な
か
の
社
会
事
業
に
か
か
る
教
材
を
読
む井 
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応
表
に
整
理
し
て
み
ま
し
た
が
、
あ
く
ま
で
も
仮
の
表
と
い
う
よ
う
に
思

っ
て
く
だ
さ
い
。
修
身
の
教
科
書
を
ず
っ
と
見
て
い
く
と
、
定
番
と
な
る

よ
う
な
教
材
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
き
ま
し
て
、
そ
の
い
く
つ
か
を

紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

皆
さ
ん
に
資
料
を
お
配
り
し
て
お
り
ま
す
が
、
定
番
と
し
て
は
ナ
イ
チ

ン
ゲ
ー
ル
を
扱
っ
た
「
博
愛
」
教
材
、「
皇
后
陛
下
」「
明
治
天
皇
」「
慈

善
」
と
い
う
教
材
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
に
も
地
域
社
会
の
発
展
に
貢
献

し
た
人
物
や
篤
志
家
を
描
い
た
教
材
、
天
然
痘
の
ワ
ク
チ
ン
を
開
発
し
た

ジ
ェ
ン
ナ
ー
の
教
材
を
含
め
て
良
い
の
か
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

す
が
、
社
会
貢
献
し
た
方
々
の
教
材
と
い
う
の
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
講

談
社
『
日
本
教
科
書
大
系
』
か
ら
教
材
を
印
刷
し
て
お
配
り
し
て
お
り
ま

す
（
資
料
Ｎ
ｏ
．1
〜
6
）。
そ
の
中
か
ら
皇
室
の
皇
后
や
明
治
天
皇
の
記

述
の
部
分
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。
今
画
面
に
示
し
て
い
る
の
は
国
定
第
二

期
の
教
材
で
、
皇
后
陛
下
の
教
材
に
な
り
ま
す
。
右
側
が
「
尋
常
小
学
修

身
書
巻
三
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
尋
常
小
学
校
三
年
生
で
扱
わ
れ
て
い
た

教
材
で
す
。
左
側
が
「
巻
五
」
で
す
の
で
五
年
生
の
教
材
で
す
。
全
部
読

む
と
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。「
巻
三
」
で
は
簡
潔
に
、

皇
后
陛
下
が
傷
病
者
の
た
め
に
病
院
に
お
見
舞
い
に
行
っ
た
と
い
う
、
そ

う
い
う
記
述
で
す
。
し
か
し
、「
巻
五
」
で
は
詳
し
く
丁
寧
に
記
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

「
第
二
課　

皇
后
陛
下

皇
后
陛
下
は
教
育
の
事
に
深
く
御
心
を
用
ひ
さ
せ
給
ひ
、
さ
き
に
東

京
女
子
師
範
学
校
に

　
　

み
が
か
ず
ば
玉
も
鏡
も
な
に
か
せ
ん

　
　
　
　

ま
な
び
の
道
も
か
く
こ
そ
あ
り
け
れ

と
い
ふ
御
歌
を
賜
ひ
、
又
華
族
女
學
校
を
建
て
さ
せ
給
ひ
て
「
金
剛

石
」「
水
は
器
」
の
御
歌
を
賜
へ
り
。

皇
后
陛
下
は
我
が
国
の
産
業
に
も
御
心
を
と
ど
め
さ
せ
給
ひ
、
か
つ

て
宮
中
に
て
蚕
を
養
ひ
給
ひ
し
こ
と
あ
り
。
又
赤
十
字
社
事
業
の
発

達
を
思
召
さ
る
る
こ
と
深
く
し
て
、
日
本
赤
十
字
社
総
会
に
は
常
に

行
啓
あ
ら
せ
ら
る
。

明
治
三
十
七
八
年
戦
役
の
時
、
皇
后
陛
下
は
出
征
軍
人
の
身
の
上
を

思
ひ
や
り
給
ひ
て
御
手
づ
か
ら
包
帯
を
造
り
て
下
し
給
ひ
、
又
傷
病

者
を
病
院
に
御
慰
問
あ
ら
せ
ら
れ
し
な
ど
、
御
仁
徳
の
高
き
は
国
民

の
あ
ふ
ぎ
奉
る
所
な
り
。」

後
半
部
分
を
読
み
ま
す
。「
皇
后
陛
下
は
我
が
国
の
産
業
に
も
御
心
を

と
ど
め
さ
せ
給
い
、
か
つ
て
宮
中
に
て
蚕
を
養
い
給
い
し
こ
と
あ
り
。
ま

た
赤
十
字
社
事
業
の
発
達
を
思
召
さ
る
る
こ
と
深
く
し
て
、
日
本
赤
十
字

社
総
会
に
は
常
に
行
啓
あ
ら
せ
ら
る
。
ま
た
、
明
治
三
十
七
、
八
年
戦
役

の
時
、
皇
后
陛
下
は
出
征
軍
人
の
身
の
上
を
思
い
や
り
給
い
て
御
手
ず
か

ら
包
帯
を
造
り
て
下
し
給
い
、
ま
た
、
傷
病
者
を
病
院
に
御
慰
問
あ
ら
せ

ら
れ
し
な
ど
、
御
仁
徳
の
高
き
は
国
民
の
仰
ぎ
奉
る
と
こ
ろ
な
り
。」
と
、
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昭
憲
皇
太
后
に
関
し
て
こ
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

資
料
Ｎ
ｏ
．2
の
明
治
天
皇
に
関
す
る
教
材
に
つ
い
て
、「
天
皇
陛
下
」

と
い
う
教
材
名
で
す
が
、
こ
れ
は
第
二
課
か
ら
三
課
、
四
課
、
五
課
と
分

け
て
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
第
五
課
の
後
半
部
分
に
注
目
し
て
く
だ
さ

い
。「

第
五
課　

天
皇
陛
下
（
つ
づ
き
）

（
前
半
は
省
略
）

陛
下
は
至
仁
至
慈
に
わ
た
ら
せ
ら
れ
て
我
等
臣
民
を
憐
れ
ま
せ
給

ふ
。
天
災
地
変
等
あ
る
時
は
侍
従
を
遣
は
さ
れ
て
臣
民
の
疾
苦
を
な

ぐ
さ
め
、
又
御
救
恤
金
を
下
し
賜
へ
り
。

又
明
治
三
十
年
英
照
皇
太
后
の
大
喪
に
あ
た
り
、
慈
恵
救
済
の
資
と

し
て
御
内
帑
金
四
拾
萬
円
を
各
地
方
に
分
賜
せ
ら
れ
た
り
。
更
に
同

四
十
四
年
二
月
十
一
日
紀
元
節
の
当
日
、
無
告
の
窮
民
の
医
薬
給
せ

ず
し
て
天
寿
を
全
う
せ
ざ
る
こ
と
を
深
く
憐
れ
ま
せ
給
へ
り
。
我
等

臣
民
た
る
者
い
か
ん
ぞ
大
御
心
の
有
り
が
た
き
に
感
泣
せ
ざ
ら
ん

や
。」

「
救
恤
金
を
下
し
賜
へ
り
」「
慈
恵
救
済
の
資
と
し
て
御
内
帑
金
四
拾
萬

円
を
各
地
方
に
分
賜
せ
ら
れ
た
り
」
さ
ら
に
「
明
治
四
十
四
年
二
月
十
一

日
紀
元
節
の
当
日
、
無
告
の
窮
民
の
医
薬
給
せ
ず
し
て
天
寿
を
全
う
せ
ざ

る
こ
と
を
深
く
憐
れ
ま
せ
給
へ
り
」
な
ど
の
叙
述
が
見
ら
れ
ま
す
。
私
は

戦
前
期
の
国
定
教
科
書
の
研
究
を
や
っ
て
き
て
、
何
度
も
読
ん
で
い
る
は

ず
な
ん
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
救
恤
金
や
御
下
賜
金
の
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
今
回
改
め
て
気
付
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
第
三
期

以
降
の
「
天
皇
陛
下
」
に
つ
い
て
、
画
面
の
左
下
に
記
し
て
お
り
ま
す

が
、
教
材
の
表
記
が
簡
素
に
な
る
と
い
う
変
化
が
見
ら
れ
ま
す
。
先
に
紹

介
し
た
国
定
第
二
期
の
教
材
が
非
常
に
詳
し
い
も
の
で
し
た
。

資
料
の
続
き
で
す
が
、
国
定
第
三
期
と
第
四
期
に
つ
い
て
、
こ
の
辺
り

は
内
容
が
共
通
し
て
き
ま
す
。
昭
和
期
に
入
っ
て
教
科
書
の
内
容
に
部
分

修
正
が
施
さ
れ
て
、「
皇
后
陛
下
」
そ
し
て
「
皇
太
后
陛
下
」
と
い
う
教

材
が
登
場
し
ま
す
。
資
料
Ｎ
ｏ
．3
の
「
皇
后
陛
下
」
教
材
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
こ
れ
は
香
淳
皇
后
に
関
す
る
内
容
で
す
。

「
二
十
六　

皇
后
陛
下

（
前
半
は
省
略
）

陛
下
は
、
皇
后
に
お
な
り
あ
そ
ば
し
て
か
ら
、
日
本
赤
十
字
社
の
そ

う
く
わ
い
に
お
出
で
に
な
つ
て
、
し
ご
と
が
し
だ
い
に
と
ゝ
の
つ
て

来
た
こ
と
を
お
ほ
め
に
な
り
、「
み
ん
な
心
を
合
は
せ
て
、
此
の
し

ご
と
を
一
そ
う
進
め
て
行
く
や
う
に
せ
よ
。」
と
い
ふ
、
あ
り
が
た

い
お
ぼ
し
め
し
の
お
こ
と
ば
を
た
ま
は
り
ま
し
た
。

昭
和
六
年
に
満
州
事
変
の
起
つ
た
時
、
陛
下
は
満
州
へ
行
つ
て
居
る

我
が
軍
人
の
身
の
上
を
お
思
ひ
や
り
に
な
つ
て
、
寒
さ
を
し
の
ぐ
た

め
に
、
ま
わ
た
を
た
ま
は
り
、
ま
た
、
ご
じ
し
ん
で
は
う
た
い
を
お
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作
り
に
な
つ
て
、
き
ず
を
受
け
た
人
た
ち
に
た
ま
は
り
ま
し
た
。」

こ
の
後
半
に
、
皇
后
が
日
本
赤
十
字
社
の
総
会
に
お
い
で
に
な
っ
て
、

仕
事
が
次
第
に
整
っ
て
き
た
こ
と
を
お
褒
め
に
な
り
、
み
ん
な
心
を
合
わ

せ
て
こ
の
仕
事
を
一
層
進
め
て
い
く
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
あ
り
が
た
い
思

し
召
し
の
お
言
葉
を
た
ま
わ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
満
州
事
変
後
の
皇
后

の
活
動
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
資
料
Ｎ
ｏ
．4
の
「
皇

太
后
陛
下
」
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
に
は
貞
明
皇
后
の
こ
と
に
つ
い
て
描

か
れ
て
い
ま
す
。

「
第
二
十
一
課　

皇
太
后
陛
下

（
前
半
は
省
略
）

陛
下
は
、
博
愛
・
慈
善
の
事
業
に
深
く
御
心
を
お
用
ひ
に
な
つ
て
、

日
本
赤
十
字
社
総
会
に
は
毎
回
行
啓
あ
ら
せ
ら
れ
、
赤
十
字
社
の
事

業
が
発
達
す
る
や
う
に
お
望
み
に
な
り
ま
し
た
。

大
正
十
二
年
九
月
、
関
東
地
方
に
大
地
震
が
あ
つ
た
時
、
陛
下
は
日

光
の
御
用
邸
に
御
滞
在
中
で
あ
り
ま
し
た
が
、
罹
災
者
の
身
の
上
を

大
そ
う
御
心
配
あ
そ
ば
し
て
、
間
も
な
く
東
京
に
還
啓
あ
ら
せ
ら

れ
、
三
日
に
わ
た
つ
て
、
市
内
の
病
院
や
救
護
所
な
ど
を
御
見
ま
ひ

に
な
り
ま
し
た
。

還
啓
の
日
に
は
、
上
野
駅
に
お
着
き
に
な
る
と
、
宮
城
へ
は
お
帰
り

に
な
ら
ず
、
す
ぐ
上
野
駅
に
成
ら
せ
ら
れ
て
、
市
中
の
焼
け
あ
と
を

御
覧
に
な
り
、
そ
れ
か
ら
東
京
市
の
救
療
所
に
お
立
寄
り
に
な
り
ま

し
た
。
陛
下
は
、
仮
の
病
室
の
こ
と
で
、
雨
の
日
な
ど
は
寒
く
は
あ

る
ま
い
か
と
御
心
配
に
な
り
、
又
、
寝
台
が
余
り
に
粗
末
な
の
で
、

体
が
痛
く
は
な
い
で
あ
ら
う
か
と
御
同
情
あ
そ
ば
さ
れ
ま
し
た
。
又

一
人
の
手
が
折
れ
た
年
よ
り
を
お
い
た
は
り
に
な
つ
て
、
大
切
に
す

る
や
う
に
と
仰
せ
ら
れ
な
ど
し
ま
し
た
。

翌
日
は
、
日
本
赤
十
字
社
病
院
に
行
啓
あ
ら
せ
ら
れ
ま
し
た
が
、
赤

ん
ば
う
の
泣
い
て
ゐ
る
の
を
御
覧
に
な
つ
て
、
牛
乳
の
吸
口
を
御
親

ら
其
の
口
に
ふ
く
ま
せ
て
お
や
り
に
な
り
ま
し
た
。
又
還
啓
の
時
、

地
震
で
親
を
な
く
し
た
子
供
た
ち
が
げ
ん
く
わ
ん
の
前
で
、
お
見
送

り
申
し
上
げ
て
ゐ
る
の
に
御
目
を
と
め
さ
せ
ら
れ
て
、
お
そ
れ
多
く

も
其
の
側
ま
で
お
出
で
に
な
つ
て
お
い
た
は
り
に
な
り
ま
し
た
。

其
の
年
も
暮
に
近
づ
き
、
寒
さ
も
次
第
に
加
つ
て
来
ま
し
た
の
で
、

陛
下
は
た
く
さ
ん
の
綿
入
を
お
作
ら
せ
に
な
つ
て
、
病
院
に
は
い
つ

て
ゐ
る
罹
災
者
に
た
ま
は
り
ま
し
た
。」

日
本
赤
十
字
社
の
こ
と
や
、
大
正
一
二
年
九
月
の
関
東
大
震
災
の
後
に

罹
災
者
を
慰
問
さ
れ
た
御
事
績
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
関
東
大

震
災
の
慰
問
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
写
真
が
残
っ
て
い
て
、
教
科
書
の
挿

絵
と
ま
っ
た
く
同
じ
写
真
が
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
史
実
に

即
し
て
教
材
化
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。「
皇
太
后
陛
下
」
教
材
に
つ
い
て

は
、
教
材
の
配
置
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
記
し
て
い
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る
よ
う
に
、「
博
愛
」
と
い
う
道
徳
的
価
値
に
即
し
た
教
材
と
し
て
ナ
イ

チ
ン
ゲ
ー
ル
を
描
い
た
教
材
が
ほ
と
ん
ど
の
修
身
教
科
書
に
登
場
し
て
い

ま
す
。
こ
の
教
材
の
後
に
皇
太
后
陛
下
の
教
材
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は

日
本
赤
十
字
社
や
慈
善
事
業
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
関
連
さ
せ
る

意
味
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

話
を
戻
し
て
、「
慈
善
」
教
材
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
和
気
広
虫
、
石
井

十
次
、
瓜
生
岩
と
い
う
人
物
教
材
が
あ
り
ま
す
。「
慈
善
」
と
い
う
教
材

名
が
つ
い
て
お
り
ま
す
が
、
内
容
は
い
ず
れ
も
孤
児
救
済
に
力
を
尽
く
し

た
こ
れ
ら
の
人
物
に
つ
い
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
修
身
教
科
書

の
す
べ
て
の
期
を
通
し
て
、
共
通
し
て
登
場
し
て
お
り
ま
す
。
登
場
す
る

人
物
が
広
虫
だ
っ
た
り
石
井
だ
っ
た
り
人
物
の
変
化
は
あ
り
ま
す
が
、

「
孤
児
救
済
」
と
い
う
一
貫
し
た
テ
ー
マ
で
教
材
が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
、
個
人
的
な
発
見
で
驚
き
ま
し
た
。
教
材
を
読
み
上
げ
る
時
間
が
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
配
布
資
料
を
各
自
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

レ
ジ
ュ
メ
の
終
わ
り
の
と
こ
ろ
に
三
点
書
い
て
お
り
ま
す
が
、
上
級
学

校
へ
進
学
す
る
機
会
が
乏
し
か
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
、
教
科
書
は
子
ど
も

た
ち
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
学
校
に
通

っ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
身
近
な
教
科
書
と
い
う
の
は
、
社
会
を
知

る
一
つ
の
メ
デ
ィ
ア
、
媒
体
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
そ

れ
ら
を
通
じ
て
世
の
中
に
つ
い
て
学
ん
で
い
っ
た
と
考
え
ま
す
。
二
つ
目

に
つ
い
て
、
教
科
書
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
の
事
績
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お

り
、
子
ど
も
た
ち
は
社
会
事
業
・
慈
善
活
動
に
つ
い
て
学
校
の
中
で
学
ん

で
お
り
ま
し
た
。
教
材
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
史
実

に
即
し
て
そ
の
功
績
と
い
う
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
し
た
。

三
つ
目
に
つ
い
て
、
修
身
に
お
け
る
道
徳
的
諸
価
値
と
そ
の
ロ
ー
ル
モ
デ

ル
が
提
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
を
通
じ
て
実
社
会
で

の
生
き
方
を
学
ん
で
い
た
の
が
、
戦
前
期
の
修
身
教
育
の
特
徴
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
な
、
と
思
う
と
こ
ろ
で
す
。
二
〇
分
と
い
う
こ
と
で
早
口
に

な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
報
告
を
終
わ
ら
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。




