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二
〇
〇
二
年
十
二
月
に
大
修
館
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た

『明
鏡
国

*

一

語
辞
典
』

(以
下
、

『明
鏡
』
)

の
編
者
と
編
集
委
員

が
、
全
く

同
じ

顔

ぶ
れ

で
今
度

は

コ
ン
パ
ク
ト

で

ユ
ニ
ー
ク
な
単
行

本
を
出
し
た
。

ち
ま
た

そ

の
名

も

『
問
題

な
日
本
語
』
。
巷

で
は
お
じ

さ
ん
、

お
ば

さ
ん
が

「
最
近

の
若
者

の
こ
と
ば
は

〃
問
題
"
だ
」
。
大
学

で
も
教
授
が

「学

生

の
言
葉
づ
か

い
の
乱

れ
は

"問
題
"
だ
」
と

。
ま

さ
に

"
問
題
"
呼

ば
わ
り

さ
れ

て
い
る
表

現
を
集

め

て

「
問
題
な

日
本
語
」

と

い
う

、

い
く
ぶ
ん

コ
ミ
カ

ル
な
タ
イ

ト
ル
の
本
を
作

る
と

こ
ろ
が
、
茶
化
し

て

い
る
よ
う

に
も
思
え

て
お
も
し
ろ

い
。
取
り
上
げ
た
表
現
は
三
十

五
項
目

。

い
ず

れ
も

「
こ

の
表

現
、

"
問
題

"

じ

ゃ
あ
り

ま

せ

ん

か
?
」
と

い
う
よ
う

な

〔質
問
〕
に
対
す
る

〔答
え
〕
と

い
う
Q
&

A
形
式
を
取

っ
て
い
る
が
、

こ
れ
、
実
際
は

〔質
問
〕
と

い
う

よ
り

ヘ

へ

〔文
句

〕
。

で
、

〔答

え
〕

は

と

い
う

と

、

「
ま

あ
ま

あ
、

そ

ん
な

い
き

り

立
ち

な

さ

ん
な

。

こ

の
表

現

に
も

ち

ゃ
ん

と
わ

け
が

あ

る
ん
だ

か

ら
」

と

い

っ
た

具

合

で

、

〔答

え

〕

と

い
う

よ
り

〔
カ

ウ

ン

セ

リ

ン

グ
〕

み
た

い
な
も

の
。

適

度

に
肩

の
力

が
抜

け

て

い
る
と

こ

ろ

が

い

*

二

*
三

い
。

特

に
と

こ
ろ
ど

こ

ろ

に
添

え

ら

れ

た
、

い

の
う

え

さ
き

こ
さ

ん

*
四

の
マ
ン
ガ
が
、
読
者
を
思

い
き
り
脱
力

さ
せ

て
く
れ

て
楽

し

い
。

*
五

す
ご

い
お

い
し

い

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

若
者
が
話
し
こ
と
ば

で
よ
く
使
う

「
す
ご

い
お

い
し

い
」
、
「
す
ご

ヘ

ヘ

ヘ

へ

い
う

れ

し

か

っ
た

」

の

「
す

ご

い
」
。

そ

れ

を

言

う

な

ら

「す

ご

く

*
六

お

い
し

い
」

だ
ろ
う
、
と
お
じ
さ
ん
た
ち
は
訂
正
し
た
が
る
。

し
か

し
こ
の
本

に
ょ
る
と
、

こ
う

し
た
用
法
は
著

名
な
作
家

の
作
品

に
も

見

ら
れ

る
ら
し

い
。
「
恐

ろ
し

い
沢

山
書

い
た
ね
」

(夏

目
漱

石
)
、

「
も

の
す
ご

い
ま
ず

い
」

(野
坂

昭
如
)
、

「
す

ご

い
立
派

な
干
菓

子
」

(曽

野
綾
子
)

の
よ
う

に
。
関

西
方

言

の

「
え

ら

い
き

つ
い
性
格

や
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な
」

と

い

っ
た
表

現
も
古
く
か
ら
あ
り
、
関
西
人
な
ら
年
輩

の
人
で

も
使
う
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
は

「形
容
詞

の
形

を
し
た
副
詞
」

な

の

ヘ

ヘ

へ

だ

と
結

論

づ

け

て

い
る
。

な

か

な

か

お
も

し

ろ

い
。

い
や
、

す

ご

い

お

も

し

ろ

い
で

は
な

い
か
。

*
七

わ
た
し
的

に
は

O
K
で
す

、

、

、

*

八

た
と
え
ば
、

「
わ
た
し
的
に
は
う

れ
し

い
で
す
」

の
よ
う

な
用
法
。

こ
れ
も

よ
く
耳

に
す
る
。
大
学
入
試

の
面
接

で
こ
の

「
わ
た
し
的
に

は
」
を
連
発
す

る
受
験
生

が

い
て
、
か
く
も
高
校
生

の
あ

い
だ

で
は

ヘ

ヘ

へ

ふ

つ
う

の
表
現

に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る

の
か
と
驚

い
た

こ
と
も
あ

る
。

こ

の
本

で
は
ま

ず

こ

の
用
法

の
広

が
り

を
報

告

し

て

い
る
。

「
暮
ら
し
的

に
は
変
わ
り

が
な

い
」

の
よ
う

に
、

そ

の
あ
と

に
述

べ

*
九

よ
う
と
す

る
こ
と
が
ら

の
範
囲
を
限
定
す

る
用
法
。
「
『嫌
な
ら
や
め

*
十

ろ
』

的

な
考

え
」

の
よ
う

に
、

少

々
長

い
句

を

受

け

る

用
法

、

な

ど

な

ど

。

「
～

的

」

と

い
う

こ

と

ば

の
便

利

さ

を

ま

さ

に

フ

ル
活

用

し

て

い
る
と
言

え

る
。

驚
く

の
は
、

こ
れ
ま

た

「
突
拍

子
も

ね

え

こ
と

*
=

を
言

や
あ

が
る
的

に
な

る
」

(
二
葉

亭
四
迷
)
と

の
用
例

が
紹
介

さ

れ
て

い
る
点
だ
。
明
治
時
代

に
も

こ
う

い
う
表
現
は
あ

っ
た

の
だ
。

数
年
前

に
カ

ッ
プ

ラ
ー

メ

ン
の
T
V

コ
マ
ー

シ

ャ
ル
で
、

「
麺
が

全
然

い
い
」
と

い
う

コ
ピ

ー
が
画
面

い
っ
ぱ

い
に
現
れ
、
男
性

タ
レ

ン
ト
が

こ
れ
を
叫

ぶ

の
を

聞

い
て
驚

い
た

こ
と

が
あ

る
。

「
全

然
」

と
く

れ
ば

「
全

然
わ
か
ら
な

い
」
と

か

「
気

分
が
全
然
晴
れ
な

い
」

の
よ
う

に
否
定
表
現

(～
な

い
)
と

い

っ
し

ょ
に
用

い
る
の
が
ふ

つ

う
だ
。
だ
が
、

こ
の
本
に
よ
る
と
、

こ
う

し
た
肯
定
表

現
で

の
用
例

は
、

こ
れ
ま
た
古

く
か
ら
あ

る

の
だ

と

い
う

。

「
下
人

は
始
め

て
明

白

に
、

こ
の
老
婆

の
生
死
が
、
全
然
自
分

の
意
志

に
支
配
さ
れ

て
い

る
と
云
う
事
を
意
識
し
た
」

(芥
川
龍
之
介
)
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
肯
定
表
現

で
の

「全
然
」
は
、
た
だ
程
度
を

強
め

て

い
る
だ
け

で
は
な
く

、
「
相
手

の
心

配
や
否
定

的
な
懸
念

に

*

=
二

反

し

て
」

と

い
う

意

味

に
限
定

さ

れ

て

い
る

の
だ

と

い
う

。

た

し

か

に
そ

の
カ

ッ
プ

ラ
ー

メ

ン

の
麺

の
お

い
し

さ
を

だ

れ
も

が
知

っ
て

い

て
、

い

つ
も

ど

お
り

お

い
し

か

っ
た

、

と

い
う

よ
う

な
時

に

は

「麺

が
全

然

い

い
」
と

は

言

わ

な

い
。
も

っ
と
ま

ず

い
と

思

っ
て

い
た

が
、

食

べ

て
み

る
と

予
想

に
反

し

て
麺

が

お

い
し

い
、

と

い
う

よ
う

な
と

*

一
四

き

に

こ

の
よ
う

に
言

う

。

そ
う

な

る
と

、

こ

の
用
法

は

、

「
と

て
も

」

や

「
非

常

に
」

と

重

な

っ
て
は

お
ら

ず

、

独
自

の
意

味

を

も

っ
て

い

て
、

そ

れ

な

り

の
存

在

価

値

が

あ

る
と

い
う

わ

け
だ

。

一50-一
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本
来

「
あ
げ
る
」

は

「
や
る
」

の
謙
譲
語

で
あ

っ
て
、
尊
敬
す

る

相
手

に
対

す
る
行
為
を
表
す

の
だ
と

い
う

。

つ
ま
り
、

「
猫

に
餌
を

あ
げ

る
」
や

「
花

に
水
を
あ
げ

る
」
は
、
猫

や
花
を
尊
敬

し

て
い
る

か

の
よ
う

な
表
現
と
な

っ
て
し
ま

っ
て
お
か
し

い
わ
け
だ
。
し
か
し

今

で
は
、

こ
の
表
現

に
違
和
感
を
覚
え
る
人

の
ほ
う
が
少
な
く

な

っ

て

い
る
。

「
や

る
」

は
品

が
な

い
こ
と

ば
だ

と
感

じ
ら

れ
る

の
で
、

上
品
な
言

い
方

に
す

る
た

め
に

「
あ

げ
る
」

を
使
う

の
だ
と

い
う

。

つ
ま
り
、
相
手

に
対
す
る
敬
意

は
関
係
な

い
と

い
う

こ
と
だ
。

つ
ま

*

一
六

り
、

こ

の

「
あ
げ

る
」

は
謙

譲

語

で
は

な
く

、

美

化

語

な

の
だ

。

む

し

ろ

、

「
あ

げ

る
」

は
今

や

謙

譲

語

と

し

て
は
使

え

な

く

な

っ

て

い
る

と

い
う

。

た

し

か

に
、

目

上

の
人

に

対

し

て
、

「
先

生

の

カ

*

一
七

バ

ン
を
持

っ
て
あ
げ
ま
す
」
と
言
う

の
は
相
当
失
礼
な
感

じ
だ
。

一

ラ
ン
ク
上

の
謙

譲

語

「
さ

し
あ

げ
ま

す
」

が

ふ

つ
う

に
な

っ
て
、

「
あ
げ
る
」
は
美
化
語

に
降
格
し
た
わ
け
だ
。

「
独

檀

場

(ど

く

せ

ん
じ

ょ
う
)
」

V
S

「
独
壇

場

(ど

く

だ

ん

じ

ょ
う

)
」

ど

っ
ち

?

こ

の
本

の
ほ
と

ん
ど

の

ペ
ー
ジ

に

「使

う

の
は

ど

っ
ち

?
」

と

い

*

一
八

う

ミ

ニ
コ
ラ

ム

が
あ

る

。
全

部

で
百

八
編

。

さ

て

、
問

題

。

「
映

画

の
話
と

な

る
と
彼

の

(独

檀

場

・
独

壇

場

)

だ

な
」

は
、

ど

ち

ら

が

正

解

か

。
も

と

も

と

は

「
独

檀
場

」

が
正

し

い
。

「
檀

(せ

ん
)
」

の

字
は

「
ほ

し

い
ま

ま
」

の
意
だ

が
、
「
壇
」

と
誤
読
し
た

の
が
そ

の

ま
ま
定
着

し
た
と

い
う

こ
と
だ
。

さ
ら

に
、
「
今

で
は
、
小
説

や
新

聞

で
も

『独
壇
場
』

が
優
勢

で
誤
用
と
断
じ
が
た

い
状
況
だ
」

と
記

さ
れ

て
い
る
。
だ
れ
か
数
人
だ
け
が
勘
違

い
し

て
い
る
だ
け
な
ら
誤

用
だ
が
、
多

く

の
人
が
そ
れ
を
使
う
よ
う

に
な
る
と
誤
用

で
は
な
く

*

一
九

な

る
と

い
う

こ
と

だ
。わ

け

へ
ん
な

日
本
語
に
も
理
由
が
あ
る

読
者

の
皆

さ
ん
は

〃学
者
"
と

い
う
と

ど

の
よ
う

な
人
種
を

思

い

浮
か

べ
る
だ

ろ
う

か
。
若
者

こ
と
ば
を

や
り
玉

に
あ
げ
た
が
る

"大

学
教
授
"

の
よ
う

な
規
範
性

の
高

い
人
種

、

つ
ま
り
、
規
則
を
重
視

し
て
人

の
行
動
を
抑
制
し

よ
う

と

い
う
意
識

が
強

い
入
種
と

い
う

イ

メ
ー
ジ
が
多

か
れ
少
な
か
れ
あ
る
と
思
う

。
こ
の
本

の
編
者
た
ち
も

い
わ
ゆ
る

〃
学
者
"

で
は
あ

る
が
、
こ

の
本

が
行

っ
て
い
る
試

み
は

と

い
う
と
、

一
見
、
規
則

か
ら
外

れ
て

い
る
と
見
え

る
も

の
か
ら
隠

さ
れ
て

い
る
規
則
を
発
見
し
た
り
、
あ

る

い
は
、
た
し
か
に
規
則

か

ら
外
れ

て
い
る
が
、
ど
う

し

て
そ

の
よ
う
な
現
象

が
発
生

し
た

か
と

い
う
理
由
を
発
見
し
た
り
し

て
い
る
。
こ

の
本

の
帯

に
は

「
へ
ん
な

わ

け

日
本
語

に
も

理
由

が
あ

る
。
」
と
書

い
て
あ
る
。

い
わ
ば
、

こ

の
編

者
た
ち
は
若
者

の
こ
と
ば

の

〃乱

れ
"
を
容
認
し
、
む
し

ろ
そ
れ

に

理
屈
を
与
え

て
弁
護
し
よ
う
と

し
て

い
る
と
も
言
え

る
。
そ
う

し

て

一51一



こ

の
本
は
、
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ

っ
ぽ

い
Q
&
A
に
で
き
あ
が

っ
た
と

い
う

わ
け
だ
。
た
だ
頭

が
固

い
だ
け

の
学
者
よ
り
も
な

ん
だ
か
あ
り

が
た
く
は
な

い
か
i

実

は
本
来
、
言
語
学
者
と

い
う

の
は
そ
う

い

う

も

の
な

の
で
は

あ

る

が
。

辞
書
を
読
む
楽
し
み

　
ニ
　

も
と
も
と

『明
鏡
』

は
、
規
範
性

よ
り
も
記
述
性
を
重
視
し
た
点

*

一
二

に
特
徴

の
あ

る
国
語
辞
典

で
あ
る
か
ら
、

こ
う

し
た
最
新

の
語
法
も

積
極
的

に
取
り
入

れ

て

い
る
。
た
と
え
ば
、

「
す
ご

い
」

の
項
①

の

語
釈

に
、
語
法
と
し

て

「話
し
言
葉

で
は
、

『す
ご

い
』

の
ま
ま

で
、

『す

ご
く
』

同
様
、
連
用
修
飾

に
使
わ
れ
る

こ
と

が
あ

る
」
と
あ

る
。

そ
う

い
う

用
法
が
良

い
か
悪

い
か

で
は
な
く
、
事
実

そ
う

い
う
言
語

実
態

が
あ

る

の
だ
か
ら
そ
れ
を
記
述
し
て

い
る
の
で
あ

る
。

こ
ん
な

ふ
う

に
、

こ

の
本
が
取
り
上
げ

て

い
る
語
彙
が

『明
鏡
』

に
ど

の
よ

う

に
記
さ
れ
て

い
る
か
、
試
し

に
引

い
て
み
る
の
も

お
も
し

ろ

い
の

で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
新

し

い
日
本
語

に

つ
い
て
考
え

る
楽
し
み
と

*
二

二

辞
書
を
読

む
楽

し
み
が
セ

ッ
ト
で
味

わ
え

る
と
思
う

。

目
次

一
覧

親
し
み
や
す

い
本
だ
と
思
わ
せ

て
く
れ
る
要
因
は

マ
ン
ガ
だ
け

で

は

な

い
。

目

次

も

そ
う

だ

。

目

次

の

ペ
ー
ジ

を

開

い
て

み

る
と

、

ま

ず

項

目

が
ち

ゃ
ん
と

列

に
な

っ
て
並

ん

で

い
な

い
。

マ

ン
ガ

の
吹

き

出

し

の
よ
う

な

枠

に

入

っ
て
、

ペ
ー

ジ

の
あ

ち

こ
ち

に

ふ
わ

ふ
わ

浮

い
て

い
る
感

じ

だ

。

こ
う

い
う

レ
イ

ア

ウ
ト
を

考

え

る
編

集

者

も

な

か
な

か

の
も

の
だ

。
お
ま

け

に
、
ペ
ー
ジ

の
順
番

に
な

っ
て

い
な

い
。

こ

の
本

、
前

か
ら

順
番

に
読

む

の
が

い
い

の
か
、

目
次

を
見

て

お
も

し
ろ
そ
う

な

ペ
ー
ジ
を
拾

っ
て
読
め
ば

い
い
の
か
ー

ま
あ
、
読
者

の
自

由

だ

が
。

さ

ら

に
、
各

項

目

に
短

い
こ
と

ば

が
添

え

ら

れ

て

い

る
。

「
な

の
で
」

の
吹

き

出

し

の
そ

ば

に
、

「
日
本

語

は

難

し

い
。
な

の

で
、
辞

書

を

引

き

ま

し

た

。

『な

の

で
』

っ
て
接

続

詞

?

」

と

書

い
て
あ

る

。
ど

う

い
う

用

法

の
こ
と

か

が

わ

か

っ
て
、

し

か

も
楽

し

い
感

じ

。
う

ま

く

で
き

て

い
る
。

書

評

に

目

次

へ
の
評

を

書

く

な

ん

て

い
う

の
も

珍

し

い

こ
と

だ

が
、

せ

っ
か
く

な

の
で
、

こ

の
目
次

を

ふ

つ
う

の
目

次

に
直

し

た
も

の
を

こ

こ
に
載

せ

る

こ
と

に
す

る
。

項

目
番

号

は
も

と

も

と

つ

い
て

い
な

い
が

、

こ

こ

で
は

便

宜

的

に

つ
け

た

。

つ

い
で

に

、

分

野

を

、

〔
形
態

〕
、

〔活

用

〕
、

〔
語
彙

〕
、

〔敬

語

〕
、

〔統

語

〕
、

〔表

記

〕
、

〔新

語

法

〕
、

〔ぼ

か

し
〕

の
八

種

に

(あ

く

ま

で
便
宜

的

に
)

分

け

た

ラ

ベ

ル
と

、
筆

者

名

も

添

え

て
お

い
た
。

現

時

点

で
は
誤

用

、

あ

る

い

は

な

る

べ

く

使

わ

な

い
方

が

よ

い
表

現

と

さ

れ

て

い
る

も

の

に
、

「
*
」

と

印

を

つ
け

て
お

い
た

。

少

し

は

こ

の
本

の
読

者

に
役

立

て

ば
と

思

う

。
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一 一 一 一 一 〇 一 一 〇 一 九 八 七 六 五 四

九 八 七 六 五 四 三 ニ ー ○

お
ビ

ー

ル
を

お
持

ち

し
ま

し

た

*

〔
敬

語

〕

(
北
原

)

一
二

全
然

い
い

〔統
語
〕

(小
林
)

一
七

私

っ
て
…
…
じ

ゃ
な

い
で
す
か

*

〔新

語
法
〕

(
砂
川
)

二
ニ

コ
ー

ヒ
ー

の

ほ
う

を

お
持

ち

し

ま

し

た

〔
ぼ

か

し
〕

(鳥

飼

)

二
六

　
ニ
　ニ

こ
ち
ら
～
に
な
り
ま
す

*

〔敬
語
〕

(矢
澤
)

三
〇

よ
ろ
し
か

っ
た

で
し

ょ
う

か

〔敬
語
〕

(北
原
)

三
五

っ
て

い
う

か

*

〔新
語
法
〕

(砂
川
)

三
九

な

の
で

*

〔新
語
法
〕

(矢

澤
)

四
四

ホ
ニ
　

理
由
は
特

に
な

い
で
す

〔活
用
〕

(鳥
飼
)

四
七

知
ら
な
さ
そ
う
だ

〔活

用
〕

(小
林
)

五

二

い
た
だ

い
て
く
だ
さ

い

〔敬
語
〕

(北
原
)

五
六

ふ

い
ん
き
/

ふ
ん

い
き

〔形
態
〕

(鳥
飼
)

六
〇

真

っ
茶

〔語
彙
〕

(小
林
)

六
四

や
む
お
え
な

い

〔表
記
〕

(小
林
)

わ
た
し
的

に
は

O
K
で
す

〔ぼ
か
し
〕

す
ご

い
お

い
し

い

〔統
語
〕

(矢
澤
)

お
連
絡
/
ご
連
絡

〔敬
語
〕

(北
原
)

メ
イ

ル
/
メ
ー
ル

〔表
記
〕

(鳥
飼
)

こ
ん
に
ち
わ
/

こ
ん
に
ち

は

〔表
記
〕

六
八

(砂
川
)

七
六

八
〇

八
七

(鳥
飼
)

七

一

九
〇

訪 輩 ≡ぎ元 八 七 六 五 四 二_一 ・ ○

台
風
が
上
陸
す

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す

〔統
語
〕

(小
林
)

九

四
お
ざ
な
り
/
な
お
ざ
り

*

〔語
彙
〕

(小
林
)

九
八

　
ニ
　

二
個
上

の
先
輩

*

〔語
彙
〕

(北
原
)

一
〇

二

昔

、
そ

の
公
園

で
遊

ん
だ

と
き

が
あ

る

*

〔統

語
〕

(鳥

飼
)

一
〇
六

と

ん
で
も
あ
り
ま

せ
ん

〔活
用
〕

(矢
澤
)

=

一

猫

に
餌
を
あ
げ

る

〔敬
語
〕

(北
原
)

二

四

お
連

れ
様

が
お
待

ち

に
な

っ
て
お

り
ま

す

*

〔敬

語

〕

(小
林
)

=

九

な

に
げ

に

〔形
態
〕

(矢
澤
)

一
二
三

き
も

い

・
き
し

ょ

い

・
う
ざ

い

〔形
態
〕

(砂

川
)

一

二
八

こ
れ

っ
て
ど
う

よ

〔新
語
法
〕

(砂
川
)

=
二
四

い
う
/

ゆ
う

〔表
記
〕

(鳥
飼
)

=
二
九

違

か

っ
た

・
違
く

て

〔活
用
〕

(北
原
)

一
四
四

み
た

い
な

*

〔
ぼ
か
し
〕

(矢
澤
)

一
四
七

耳
ざ
わ
り

の
よ

い
音
楽

*

〔語
彙
〕

(小
林
)

一
五

一

事

/
こ
と

〔表
記
〕

(鳥
飼
)

一
五
五

話

し
/
話

〔表
記
〕

(鳥
飼
)

一
六
〇
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参
考
文
献

蒲
谷

宏

・
川

口
義

一

・
坂
本
恵

(
一
九
九

八
)

『敬
語
表

現
』

大
修

館
書
店

佐
藤

琢
三

(
　
九
九

入
)

「自

動
詞

ナ
ル
と
計
算
的
推
論
」
、

『国
語

学
』

一
九

二
集
、
国
語
学
会

北
原
保
雄
編

(
二
〇
〇
二
)

『明
鏡
国
語
辞
典
』
大
修
館
書
店

橋
本

五
郎
監
修

(
二
〇
〇
三
)

「
新
日
本
語

の
現
場
」
中
公
新
書

橋
本

五
郎

監
修

(
二
〇
〇
四
)

「
乱

れ

て
い
る
か
?

テ
レ
ビ

の
言
葉

(新

日
本
語

の
現
場
第

2
集
)
」
中
公
新
書

山
岡
政
紀

(
二
〇
〇
四
)

「
日
本
語

に
お
け
る
配
慮
表

現
研
究

の
現

状
」
、

『日
本
語
日
本
文
学
』
第
十
四
号
、
創
価
大
学

日
本

語
日
本
文
学
会

注一二

編
者

は
北
原
保
雄
筑
波
大
学
名
誉
教
授

・
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生

支
援
機
構
理
事
長

(『明
鏡
』
刊
行
時
は
筑
波
大
学
学
長
)
。
編
集
委

員
は
小
林
賢
次
東
京
都
立
大
学
教
授
、
砂
川
有
里
子
筑
波
大
学
教
授
、

辞
書
学
者

の
鳥
飼
浩

二
氏
、
矢
沢
真
人
筑
波
大
学
助
教
授

の
四
氏
。

な
お
、
評
者
は

『明
鏡
』
執
筆
協
力
者
と
し

て
、
主

に
形
容
詞

の
項

目
執
筆
、
校
閲
を
担
当
し
た
。

本
書

が
肩
の
力
が
抜
け

て
い
る

の
に
、
そ
の
書
評
が
力
ん
だ
文
章

で

三

 

四六 五八 七

は
お
も
し
ろ
く
な

い
の
で
、
適
度

に
脱
力
し
た
書
評
に
し
た

い
。
学

術
的
な

コ
メ
ン
ト
は
注
と
し
て
添
え
る
こ
と
に
す
る
。
用
語
法
も
本

文

で
は

「
こ
の
本
」
、
注
で
は

「
本
書
」
と

い

っ
た
使

い
分
け
を
敢

え

て
意
図
的
に
行

っ
て
い
る
。

フ
リ
ー
の
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
。
駄
洒
落

が
得
意
ら
し

い
。

(『ξ

ミ
≦
≦
≦
関
N
出
9
b
o
巨
一ロ
o器
＼
参
照
)

「わ
た
し
的
に
は
O
K
で
す
」
に

「
た
わ
し
的

に
は
桶
で
す
」
と
か
、

「老
骨
に
む
ち
打

つ
」

に

「
ト
ン

コ
ツ
に
む
ち
う
ち
」
と

い
っ
た
駄

洒
落

の
イ
ラ
ス
ト
や
、
若
者

の
言
葉
づ
か

い
を

コ
ミ
カ
ル
に
描

い
た

四
コ
マ
マ
ン
ガ
な
ど
が
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

担
当
は
矢
沢
真
人
氏
。

『明
鏡
』

の
語
釈

で
は

「①
物
事

の
程
度
が
甚
だ
し
く
尋
常
で
な

い

さ
ま
。
②
感
嘆

に
値
す
る
ほ
ど
す
ば
ら
し

い
さ
ま
。
③
身
震

い
す
る

ほ
ど
恐
ろ
し

い
さ
ま
。
」
と
し
て
、
「
古
く
は
③

の
意
。

の
ち
、
②
、

①

と
用
法
を
広
げ
た
」
と

の
但
し
書
き
が
あ

る
。
こ
う

し
た
用
法

の

拡
張
は
そ
う
遠

い
時
代

の
こ
と

で
は
な

い
ら
し
く
、
若
者
が
ほ
め
こ

と
ば
と
し

て

「
す
ご

い
」
を
用

い
る

こ
と
に
は
、
「
キ

ミ
の
作
品
、

す
ご
～

い
!
」

の
よ
う
な
述
語
用
法

で
あ

っ
て
も
違
和
感
を
覚
え
る

と

い
う
人
が
、
今

で
も
年
輩
者

に
は
見
ら
れ
る
。

担
当
は
砂
川
有
里
子
氏
。

言

い
換
え
は
、
「
～
と
し
て
は
」
。
「
わ
た
し
的

に
は
う

れ
し

い
」
を

例
に
取

る
と
、
感
情
形
容
詞
文
に
は
人
称
制
限
が
あ
る
か
ら
、
そ

の

経
験
者
は
第

一
人
称
に
決
ま

っ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
本
編

の
説
明
に

も
あ
る
よ
う

に
、
「他

の
人
は
と
も

か
く
」
と

い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
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九十一

一

一
二

一
三

付
加
す
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
述
語

の
持

つ
公
共
性
を
捨
象
し

て
そ

の
内
容
を
個
別
化
す

る
…機
能
が
あ

る
と
見
ら
れ
る
。
"個
別
化

用
法
"
と
で
も
言
え
よ
う

か
。

「的
」

は
形
容
動
詞
を
作

る
接
尾
語

と
さ
れ
る

(「
比
較
的
、
可
及
的
」
は
副
詞
)
が
、
こ
の
用
法

で
は

「～
的

に
は
」

の
形
し
か
な
く
、
「～
の
は
わ
た
し
的
だ
」
と
か

「わ

た
し
的
な
考
え
方
」
な
ど

の
用
法
は
な

い
。
し
た
が

っ
て
、
品
詞
は

「複
合
提
題
助
詞
」
と

で
も
呼

ぶ
べ
き
も

の
と
な
る
。

言

い
換
え
は
、
「
～
の
う
え
で
は
」
、
「
～
に
か
ん
し
て
は
」
。

〃主
題

限
定
用
法
"
と

で
も
言
え

よ
う
か
。
「結
婚
生
活
は
暮
ら
し
的
に
は

変
わ
り
が
な

い
」

の
よ
う

に
、
二
重
主
題

の
提
示

に
便
利
な
用
法
と

も
言
え
る
。
こ
れ
も
品
詞
と
し
て
は

一
種

の

「複
合
提
題
助
詞
」
。

言

い
換
え
は
、
「
～
と

い
う
よ
う

な
」
、
「
～
と

い

っ
た
」
か
。
他
者

の

発
言
を
そ

の
ま
ま
引
用
す
る
の
で
は
な
く
、
要
約
し
て
象
徴
的
な
表

現

に
し

て
か
ら
引
用
す

る
用
法
と
言
え

よ
う
。
〃
要
約
引
用
用
法
"

と

で
も
言
え
よ
う
か
。
直
接
話
法
と
間
接
話
法

の
中
間
的
な
話
法
と

い
う
意
味
で
、
引
用
話
法
研
究
に
お

い
て
も
興
味
深

い
テ
ー

マ
と
な

る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
用
法
で
は
、
前
述

の
個
別
化
用
法

や
主
題
限
定

用
法
と
違

っ
て
、
連
体
修
飾

や
連
用
修
飾

の
形
が
あ
り
得
る
。
な
お
、

本
書

で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

「
み
た

い
な
」

に
も
同
様

の

"要

約
引
用
用
法
"
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
用
例
は
要
約
引
用
用
法
に
当
た
る
だ
ろ
う
。

担
当
は
小
林
賢
次
氏
。

芥
川

の
用
例

に
は

こ
の
よ
う
な
意
味
は
見

て
と
れ
な

い
の
で
、

一
旦

否
定
と

の
呼
応
が
用
法
と
し

て
定
着
し
た

の
ち

に
、
こ
の
現
代
的
な

一
四六 五

用
法
が
出
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
過
去

の
用
例
と

は
別
物
と
考
え
た

い
。
否
定
と

の
呼
応
と
言

っ
て
も
、
形
態
論
的
な

否
定

辞
と

の
呼

応
に
ま

で
完
全

に
限
定

さ
れ
た
こ
と
は
か

つ
て
な

く
、

「全
然
違
う
」
、

「全
然
か
け
離

れ
て

い
る
」

の
よ
う
な
意
味
論

的
な
否
定
を
含
む
句

に
お

い
て
は
も
と
も
と
使
用
可
能

で
あ

っ
た
。

今
問
題

に
し
て

い
る
現
代
的
用
法
は
、
そ
れ
が
さ
ら
に
、

「
ケ
ガ
は

な

い
?
」
、
「全
然
大
丈
夫
」

の
よ
う

に
、
文
脈
上

の
前
提
を
否
定
す

る
よ
う
な
主
張
を
行
う
ケ
ー
ス
に
ま

で
発

農
し
た
も

の
と
言
え
る
。

い
わ
ば
、
語
用
論
的
な
文
脈
否
定
を
含
む
ケ
ー
ス
に
ま
で
使
用
範
囲

が
拡
大
さ
れ
た
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「全
然

ケ
ガ
は
な

い
よ
」
、
「全
然
心
配
は
要
ら
な

い
よ
」
と
相
手

の
心
配
を
否
定
す
る

つ
も
り

で

「全
然
大
丈
夫
」
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「全
然
」

に
は
、
も
う

一
つ
の
用
法
と
し

て
、

二
つ
の
事
柄
を
比
較

し
て
、
そ

の
差

の
大
き

い
こ
と
を
強
調
す
る
用
法
も
あ
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
用
法
は

「断
然
」
と

の
類
似
に
よ
る
も

の
と

推
定
さ
れ

て
い
る
。
「麺
が
全
然

い
い
」
と

い
う

コ
ピ
ー
も
、
「他
社

製
品
と
比

べ
て
は
る
か
に

い
い
」
と

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
読
み
取
れ
な

く
も
な

い
。
ど
ち
ら
に
解
釈
し
て
も
、
商
品
を

ア
ピ
ー
ル
す
る
効
果

は
あ
る
。
ど
ち
ら
か
に
決
ま
ら
な

い
か
ら
こ
そ

の
多
元
的
な
効
果
も

あ
り
得
る
。

担
当
は
編
者

・
北
原
保
雄
氏
。

日
本
語
の
敬
語

の
種
類
に
は
、
従
来

か
ら
知
ら
れ
る
尊
敬
語
、
謙
譲

語
、
丁
寧
語

の
ほ
か
に
、
最
近

の
研
究
で
美
化
語
、
丁
重
語

の
二

つ

が
追
加

さ
れ

て

い
る
。
美
化
語
と

し

て
は
、
「
お
花
」
や

「
お
米
」
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一
七

一
八

一
九

の
接
頭
辞

「お
」
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
蒲
谷
他

(
一
九
九
八
)

な
ど
。

「腹

が
減

っ
た
。
う
ま

い

め
し
を
食

お
う
」

に
対
応
す

る

「お
な
か
が
す

い
た
。
お

い
し

い

ご
は
ん
を
食

べ
よ
う
」

の
傍
線

の

各
語

は

い
ず
れ
も
美
化
語

で
あ
る
。
本
書

で
も
取
り
上
げ
ら
れ

て
い

る

「桜
が
咲

い
て
お
り
ま
す
」
も
謙
譲
語
で
は
な
く
美
化
語
ま
た
は

丁
重
語
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
件
に

つ
い
て
は
、
謙
譲
語

の
レ
ベ
ル
が
移
行
し
た
の
と
は
別
次

元

の
要
因
が
働

い
て

い
る
と
評
者
は
考
え

る
。
本
書

に
も

「
『あ
げ

る
』
と

い
う
行
為
は
、
相
手
に
恩
恵
を
与
え

る
行
為

で
す
か
ら
、
ど

う
し
て
も
恩
を
着
せ
る
感

じ
を
伴
う
こ
と
に
な
り
、
相
手
を
尊
敬
す

る
こ
と
と
馴
染
ま
な
く
な
る
の
で
し
ょ
う
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

他
者

に
対
す
る
与
益
行
為
を
言
語
的
に
表
現
す
る
こ
と
を
避
け
た
が

る
の
は

一
種
の
配
慮
表
現
と
見
ら
れ
る
。
山
岡

(二
〇
〇
四
)
参
照
。

こ
の
考
え

に
従
え

ば
、
「
さ
し
あ
げ

る
」
を
用

い
て

「
先
生
の
か
ば

ん
を
お
持
ち
し
て
さ
し
あ
げ
ま
す
」
と
し
て
も
、
何
と
な
く

「先
生
」

に
対
し

て
失
礼
な
感
は
免
れ
な

い
。
む
し
ろ

「先
生

の
か
ば
ん
を
持

た
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
」

の
よ
う

に
自
分
を
与
益
者
で
は
な
く
受
益

者
と
す
る
表
現

の
方
が
好
ま
れ
る
。

担
当
者
は
鳥
飼
浩

二
氏
。

コ
ラ
ム
の
企
画
は
テ
レ
ビ

の
料
理
番
組
を

意
識
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

単
に
字
を
誤
読
し
た
と

い
う
よ
り
、
「
檀
」

が
見
慣

れ
な

い
字
で
あ

る
た
め
、
類
似

の

「壇
」

か
ら

「
だ
ん
」
と

い
う
読
み
を
類
推
し
、

「ど
く
だ
ん
じ

ょ
う
」
と

い
う
読

み
の
語

が
定
着
し
た

の
ち
に
、
そ

の
音

か
ら

「
独
壇
場
」
と

い
う
表
記
を
逆

に
類
推
し
た
の
で
は
な

い

二
〇

か
。
と

い
う

の
も
、

「独
断
場
」
と

い
う
表
記
ま

で
も

が
散
見
さ
れ

る
が
、
こ
れ
な
ど
は
字
形
か
ら

の
類
推
で
は
あ
り
得
ず
、
「
ど
く
だ

ん
じ

ょ
う
」
と

い
う
音
か
ら
の
類
推
と
し
か
考
え
ら
れ
な

い
の
で
あ

る
。
果
た
し
て

「独

檀
場

・
独
壇
場

・
独
断
場
」
、
正
用
と
誤
用

の

境
界
線
は
ど
こ
か
、
実
は
難
し

い
問
題
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
落
語

家

の
立
川
談
志
は

「独
断
場
」
と

い
う
名

の
独
演
会
を
開

い
て
い
る
。

さ
ら

に
、
「ど
く
だ
ん
ば
」
と

い
う
読
み
も
あ

る
よ
う
だ

が
、
さ
す

が
に
そ
こ
ま

で
行
く
と
完
全
な
誤
用
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

規
範
的
辞
書
と
記
述
的
辞
書

の
関
係
を
わ
か
り
や
す

く
す
る
た
め

に
、
あ
る
政
治
家
が
原
稿
を
用
意
し
て
記
者
会
見
し
た
と
き

の
、
政

治
家

の
原
稿
と
記
者

の
筆
録

の
関
係

に
た
と
え

て
み
た

い
。
原
稿
ど

お
り
に
話
そ
う
と
す
る
政
治
家

の
態
度
は
規
範
的
態
度

で
あ
り
、
話

し
た
と
お
り
に
記
録
し
よ
う
と
す
る
記
者

の
態
度
は
記
述
的
態
度

で

あ

る
。
同
様

に
、
辞
書

に
記
し
た

「正
し

い
語
法
」
ど
お
り
に
話
者

が
話
す
よ
う
に
作
ら
れ
た
辞
書
が
規
範
的
辞
書

で
あ
り
、
い
っ
ぽ
う
、

話
者
が
実
際

に
使

っ
て
い
る
語
法
を
写
し
取

っ
て
そ
の
実
態
を
ま
と

め
た
辞
書
が
記
述
的
辞
書

で
あ

る
。
文
法

に
お
け
る
規
範
文
法
と
記

述
文
法

の
関
係
も
全
く
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
話
者
は
大
勢

い
る

の
で
、
当
該

の
語
法
、
文
法
が
ど

の
程
度
浸
透
し
て

い
る

の
か
に

つ

い
て
は
、
「
ゆ
れ
」
な
ど

の
中
間
的
な
段
階
が
あ

る
。
そ

の
実
態

に

即
し
て
そ
う

し
た
言
語
現
象
を
現
段
階
で
は
誤
用
で
あ
る
と
認
定
す

る
こ
と
は
記
述
文
法
に
お

い
て
も
あ
り
得
る
。
本
書

に
お

い
て
も
、

表
現

の
存
在
を
認
め
、
そ
の
原
因
を
考
察
し

つ
つ
も
、
現
時
点

で
は

誤
用
と
認
め
る
べ
き
と
し
て
い
る
項
目
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
浸
透
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二

一

二
二

度
に

つ
い
て
は
、
聞
き
取
り
調
査
を
行

っ
て
統
計
処
理
す
る
こ
と
も

必
要

で
あ
る
。

こ
う

し
た
特
徴
が

『明
鏡
』
だ
け
に
見
ら
れ

て
、
他

の
辞
書
に
は
な

い
と
ま
で
主
張
す

る
も

の
で
は
な

い
が
、
特
に
そ

の
意
識
を
強
く
持

っ
た
辞
書
だ
と

い
う

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
評
者

に
お

い
て
も
、
項

目
執
筆
に
当

た

っ
て
は
す

べ
て
用
例
検
索
し
、
実
例
で
の
意
味

・
用

法
を
確
認
し

つ
つ
記
述
的

に
執
筆
し
た
。
他

の
辞
書
と

の
比
較
に

つ

い
て
は
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

「全
然
」
の
項

「①

《
下
に
否
定
的
な
表
現
を
伴

っ
て
》
全
面

的
な
否
定
を
表
す
。
②

〔俗
〕
程
度

の
差
が
明
ら
か

で
あ

る
さ
ま
。

③

〔俗
〕
非
常
に
。
と
て
も
。」
と
あ

る
。
肯
定
表
現
で
の
用
法
は
、

俗
用

(俗
語
)
と

の
表
示

つ
き
と
は

い
え
、
②
と
③
と
し
て
、
①
と

は
区
別
さ
れ
て
語
釈
、
用
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
誤
用
で
は
辞
書

に

は
載
せ
な

い
の
で
、
俗
用
で
は
あ

っ
て
も
、
そ

の
よ
う
な
用
法
自
体

は
成
立
し
て
い
る
と
見
な
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
③

の
語
釈
は
物

足
り
な

い
が
、
本
書
が
補
完
し
て
い
る
と
考
え

た
い
。

「あ
げ

る
」

の
項

語
釈
が
四
十
種
に
も
分
か
れ
て

い
る
超
多
義

語
だ
が
、
そ

の
㈲
に
は

「
『
や
る
』
を
上
品

に
い
う
語
。」
と

の
語
釈

に

つ
づ

い
て
、
次

の
よ
う
な
但
し
書
き
が

つ
い
て

い
る
。

「本
来
は

相
手

の
人
を
高
め
て
言
う

べ
き
も

の
と
さ
れ
る
が
、
今
は
む
し
ろ
同

等
ま
た
は
そ
れ
以
下

の
人
に
使
う
。
近
年
は

『金
魚
に
餌
を

や
る
』

『花
に
水
を
や
る
』
な
ど
動
植
物

に
対
し
て
も

い
う

。」

こ
の
点
も
記

述
的

で
あ
る
。

「独
壇
場
」

の
項
ー

見
出
し
語
と
し

て
は
載

っ
て
い
る
が
、
語
釈

二
三

二
四

二
五

の
代
わ
り
に

「↓
ど
く
せ
ん
じ

ょ
う
」
と
書

い
て
あ
る
。
「独
檀
場
」

の
項
に
は

「そ

の
人
だ
け
が
思

い
の
ま
ま

に
ふ
る
ま
う

こ
と
の
で
き

る
場
所
や
場
面
」
と

の
語
釈

の
あ
と
に
、
「
『檀
』
を

『壇
』
と
誤

っ

た
こ
と
か
ら

『独
壇
場
』

の
語
が
生
じ
た
」
と
書

い
て
あ

る
。

佐
藤

(
一
九
九
八
)
で
は
、
「春
男
は
太
郎

の
い
と

こ
に
な
り
ま
す
」

と

い
っ
た
文
を
成
立
さ
せ
る

の
は
、
計
算
的
推
論
と

い
う

一
種

の
認

知
プ

ロ
セ

ス
で
あ
る
と
主
張
し

て
い
る
。

評
者
が
勤
務
す
る
創
価
大
学

の
卒
業
生

・
岸

田
栄
子

は
卒
業

論
文

に
、
動
詞
述
語

の
否
定
形

の
二
種

の
使
用
例
を
比
較
し
、
「
食

べ
ま

せ
ん
」
は
未
来

の
行
為

へ
の
否
定
意
志
、
「食

べ
な

い
で
す
」
は
超

時
的
な
習
慣

の
描
写
と
使

い
分
け

の
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
報
告

し
て
い
る
。

関
西
方
言

に
副
詞

「全
然
」

の
意
味

で
否
定
と
呼
応
す

る

「
い

っ
こ

も
」
と

い
う

の
が
あ

る
。

「
い

っ
こ
も
知
ら

ん
」
、
「
そ

ん
な

こ
と
、

い
っ
こ
も
言
う
て

へ
ん
で
」

の
よ
う

に
用

い
る
が
、
語
源
意
識
と
し

て
は

=

個
も
」

の
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
種

の
表
現
が
標
準
語

に
影

響
し
て
い
る
可
能
性
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

(や
ま

お
か

・
ま

さ

き

、
本

学

教

授

)
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