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中
西
千
香
氏
が
院
生
時
代
か
ら
取
り
組
ま
れ
て
い
る
一
連
の
前
置
詞

研
究
の
研
究
成
果
が
こ
の
た
び
上
梓
さ
れ
た
。
本
書
は
前
置
詞
研
究
の

コ
ア
的
要
素
が
詰
ま
っ
た
一
冊
で
あ
り
、
前
置
詞
研
究
で
取
り
上
げ
る

べ
き
事
が
ら
、
さ
ら
に
は
教
学
面
へ
の
応
用
ま
で
多
様
な
示
唆
を
与
え

る
も
の
で
あ
る
。

　

典
型
的
な
前
置
詞
構
文
「
文
型
Ａ
：
Ｎ
Ｐ
１
＋ 

Ｐ
＋
Ｎ
Ｐ
２ 

＋
Ｖ
Ｐ

＋
（
Ｎ
Ｐ
３
）」
に
つ
い
て
、
序
章
で
指
摘
が
あ
る
通
り
、
従
来
の
研
究

で
は
Ｐ（
前
置
詞
）お
よ
び
Ｎ
Ｐ
２（
前
置
詞
目
的
語
）の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
、

さ
ら
に
は
Ｐ
と
Ｎ
Ｐ
２
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
前
置
詞
フ
レ
ー
ズ
に
つ
い

て
着
目
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
著
者
の
主
張
は
、
Ｖ
Ｐ

（
動
詞
フ
レ
ー
ズ
）
部
分
、
即
ち
動
詞
と
さ
ら
に
は
動
詞
を
取
り
巻
く
付

加
成
分
を
も
射
程
と
し
て
こ
そ
、
前
置
詞
へ
の
理
解
が
深
ま
り
、
延
い

て
は
構
文
と
い
う
視
点
で
前
置
詞
の
文
法
的
位
置
や
機
能
を
捉
え
る
こ

動
詞
か
ら
見
え
て
く
る
前
置
詞
の
す
が
た

―
―
研
究
そ
し
て
教
学
へ

干
野　
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一
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と
が
出
来
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
筆
者
も
前
置
詞
研
究
に
取
り
組
ん

で
い
る
の
で
よ
く
分
か
る
が
、
動
詞
フ
レ
ー
ズ
や
構
文
と
い
う
観
点
か

ら
前
置
詞
を
捉
え
る
こ
と
は
、考
察
の
対
象
を「
足
し
算
」で
は
な
く「
か

け
算
」
で
増
や
す
よ
う
な
も
の
で
、
見
る
べ
き
用
例
の
分
量
や
考
察
す

べ
き
点
が
大
幅
に
膨
れ
あ
が
る
の
で
あ
る
。
そ
の
大
変
な
「
仕
事
」
を

効
率
よ
く
行
っ
て
い
る
点
に
本
書
の
価
値
が
あ
る
と
言
え
る
。

　

第
一
章
で
は
前
置
詞
の
定
義
が
な
さ
れ
て
お
り
、
上
述
の
典
型
的
な

前
置
詞
構
文
を
定
め
た
の
ち
、前
置
詞
と
は
「
後
ろ
に
名
詞
性
成
分
（
対

象
と
な
る
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
時
間
、
場
所
、
方
向
な
ど
）
を
と
も
な
っ
て
、
前

置
詞
フ
レ
ー
ズ
を
形
成
す
る
。
通
常
そ
の
後
ろ
に
は
原
則
動
詞
フ
レ
ー

ズ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
置
詞
は
何
ら
か
の
理
由
で
動
詞
の
直
後

に
お
け
な
い
あ
る
い
は
お
か
な
い
名
詞
性
成
分
を
引
き
出
す
た
め
に
用

い
る
」
と
定
義
す
る
。

中
西
千
香
著

現
代
中
国
語
に
お
け
る
前
置
詞
の

機
能
分
化
と
動
詞
と
の
か
か
わ
り
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そ
し
て
、
具
体
的
な
研
究
考
察
と
な
る
第
二
章
で
は
、
ま
ず
前
置
詞

自
体
の
意
味
派
生
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
動
詞
か
ら
前
置
詞

に
い
た
る
変
遷
（
い
わ
ゆ
る
「
文
法
化
」）
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
一
つ

一
つ
の
前
置
詞
に
は
そ
れ
ぞ
れ
前
置
詞
と
し
て
成
立
す
る
ま
で
の
過
程

が
あ
り
、
そ
の
過
程
に
つ
い
て
、
結
び
つ
く
こ
と
が
可
能
な
動
詞
の
タ

イ
プ
が
拡
大
し
て
い
く
様
子
や
そ
の
成
立
条
件
と
い
う
点
か
ら
詳
細
に

考
察
し
て
い
る
。
と
り
あ
げ
ら
れ
た
前
置
詞
は“
对
”と“
跟
”で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
前
置
詞
は
い
ず
れ
も
動
詞
に
そ
の
源
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
本
書
を
通
じ
て
そ
の
意
味
拡
張
の
有
り
様
を
見
れ
ば
、
動
詞

か
ら
前
置
詞
へ
の
文
法
化
を
考
え
る
上
で
最
適
な
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
い
ず
れ
も
、
豊
富
な
例
文
を
も
と
に
考
察
が
進

め
ら
れ
、「
後
続
の
動
詞
の
性
質
」
や
「
対
象
が
ヒ
ト
か
モ
ノ
か
場
所

か
事
柄
か
に
よ
っ
て
や
対
象
の
範
囲
が
広
い
か
狭
い
か
」
な
ど
が
前
置

詞
選
択
の
鍵
を
に
ぎ
っ
て
い
る
と
し
た
。
同
氏
の
研
究
は
共
時
的
研
究

で
は
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
通
時
的
な
背
景
に
も
意
識
が
向
け
ら
れ
て

お
り
、
言
語
の
変
遷
と
い
う
流
れ
の
中
で
前
置
詞
の
意
味
拡
張
に
つ
い

て
考
察
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

続
く
第
三
章
で
は
、
動
詞
の
特
徴
と
い
う
点
か
ら
前
置
詞
選
択
の
要

因
を
さ
ぐ
る
。
動
詞
を
相
互
動
詞
・
伝
達
動
詞
・
視
覚
動
詞
・
ノ
ン
バ
ー

バ
ル
動
詞
・
心
理
活
動
動
詞
お
よ
び
形
容
詞
と
い
う
、
五
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
け
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
。章
中
で
は
一
つ
の
動
詞
に
対
し
て
、

複
数
の
類
義
の
前
置
詞
を
用
い
る
こ
と
が
出
来
る
場
合
の
各
々
の
使
い

分
け
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
る
。
例
え
ば
、“
你
Ｐ
他
解
释
。（
あ
な
た

が
彼
に
説
明
し
て
く
だ
さ
い
）”
と
い
う
例
文
を
も
と
に
、
Ｐ
に
入
る
可

能
性
の
あ
る
前
置
詞
“
跟
、
向
、
对
、
给
”
の
四
種
に
つ
い
て
、
以
下

の
よ
う
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
考
察
し
て
い
る
（
八
二
頁
）。

　
　

 “
跟
”：
発
話
者
と
の
発
話
の
対
象
と
の
上
下
関
係
を
は
っ
き
り
と

さ
せ
な
い
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
関
係

　
　

 “
向
”：
発
話
者
と
発
話
の
対
象
と
の
関
係
は
実
際
の
上
下
関
係
か

発
話
の
対
象
を
た
て
る
関
係

　
　

 “
对
”：［
＋
焦
点
化
］
ま
た
は
、
発
話
の
対
象
を
引
き
出
す
た
め

の
単
方
向
的
な
も
の

　
　

 “
给
”：
知
識
・
情
報
の
授
与
の
対
象
を
あ
ら
わ
し
、
恩
恵
を
受
け

る
者
と
し
て
の
“
他
”
を
浮
き
立
た
せ
て
い
る

　

さ
ら
に
、
使
用
時
の
前
提
と
し
て
“
跟
、
向
、
对
”
は
「
疑
問
を
持

つ
人
に
説
明
を
す
る
場
合
に
用
い
る
」
の
に
対
し
、“
给
”
で
は
「
理

解
に
欠
け
て
、
わ
か
ら
な
い
人
、
ま
た
は
そ
の
情
報
を
持
た
な
い
人
に

説
明
を
す
る
場
合
に
用
い
る
」
の
で
あ
る
と
い
う
。
類
義
関
係
に
あ
る

前
置
詞
群
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
簡
潔
に
示

さ
れ
て
い
る
も
の
は
他
書
に
例
を
見
な
い
。

　

ま
た
、氏
は
本
章
で
“
跟
、向
、对
、给
”
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
「
イ

メ
ー
ジ
ス
キ
ー
マ
」
に
よ
る
図
示
を
試
み
て
お
り
、
当
該
箇
所
の
元
と
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な
る
論
文
の
発
表
が
二
〇
〇
四
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
中
国

語
の
記
述
に
お
い
て
「
イ
メ
ー
ジ
ス
キ
ー
マ
」
を
取
り
入
れ
た
か
な
り

早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
現
在
で
も

大
い
に
参
考
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
考
察
・
図
示
に
よ
る
簡
潔
な
記
載

は
教
学
面
に
資
す
る
点
も
多
く
、
後
述
す
る
と
お
り
、
こ
れ
は
氏
の
研

究
動
機
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
第
四
章
で
は
、
動
詞
の
前
後
を
含
む
動
詞
フ
レ
ー
ズ
を
手
が

か
り
と
し
て
、
前
置
詞
選
択
の
契
機
を
さ
ぐ
っ
て
い
る
。
具
体
的
な
考

察
対
象
と
し
て
は
前
置
詞
“
对
”
と
“
把
”
の
使
い
分
け
で
あ
る
。
例

と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
（
一
一
一
頁
）。

　
　

父
母
把
他
管
得
很
严
。（
両
親
は
彼
を
厳
し
く
し
つ
け
た
。）

　
　

 

平
时
妈
妈
对
他
管
得
很
严
。（
ふ
だ
ん
母
は
彼
に
対
す
る
し
つ
け
が
厳

し
い
。）

　

著
者
は
こ
の
二
つ
の
例
文
に
対
し
、
前
者
は
「
対
象
へ
の
働
き
か
け

の
結
果
ま
で
も
感
じ
ら
れ
る
も
の
」
で
あ
り
動
詞
フ
レ
ー
ズ
は
結
果
を

表
し
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、
後
者
は
「
母
親
が
彼
に
対
し
て
ど
の
よ
う

で
あ
る
か
と
い
う
態
度
に
重
点
が
あ
り
」、「
動
作
の
あ
り
方
の
描
写
や

何
ら
か
の
評
価
を
述
べ
て
い
る
」
と
い
う
す
み
わ
け
が
あ
る
と
考
察
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
動
詞
フ
レ
ー
ズ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
に
対
す

る
話
者
の
意
図
が
、
前
置
詞
選
択
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
五
章
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
置
詞
が
用
い
ら
れ
る
文
型
の
タ
イ
プ

な
ど
の
特
徴
か
ら
、
前
置
詞
の
再
分
類
を
試
み
て
い
る
。
前
置
詞
フ

レ
ー
ズ
の
文
中
に
お
け
る
位
置
、
否
定
副
詞
や
助
動
詞
と
の
位
置
関
係

を
考
察
し
、
さ
ら
に
文
頭
に
置
か
れ
た
“
对
～
来
说
”
の
よ
う
な
形
式

ま
で
を
見
る
。
こ
れ
は
“
框
式
介
词
”（
筆
者
注
：「
両
置
詞
」
や
「
挟
置

詞
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
、前
置
詞
の
「
係
り
結
び
」
の
如
き
も
の
）
と
呼
ば
れ
、
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近
年
、
言
語
類
型
論
や
前
置
詞
の
通
時
的
研
究
に
お
い
て
た
び
た
び
話

題
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
序
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

前
置
詞
を
構
文
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
で
、
前
置
詞
の

機
能
化
で
あ
り
、「
前
置
詞
フ
レ
ー
ズ
の
中
で
も
最
も
進
化
し
た
も
の
」

で
あ
る
。

　

本
書
に
お
け
る
考
察
の
中
で
、
と
り
わ
け
目
を
引
く
の
が
“
对
”
に

つ
い
て
で
あ
り
、
こ
れ
は
氏
が
「（
前
略
）
前
置
詞
“
对
”
の
動
詞
的

な
動
き
か
ら
文
頭
に
ま
で
く
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
機
能
の
幅
広
さ

に
魅
か
れ
て
、
修
士
論
文
の
テ
ー
マ
と
し
て
選
ん
だ
こ
と
か
ら
は
じ

ま
っ
た
」
と
、
あ
と
が
き
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
本
書
の

き
っ
か
け
で
あ
り
、
前
置
詞
“
对
”
と
そ
の
関
連
表
現
に
つ
い
て
、
と

い
う
の
が
本
書
に
一
貫
す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。“
对
”
を

論
じ
る
上
で
必
要
な
類
義
表
現
・
関
連
表
現
に
言
及
し
て
い
く
中
で
、

最
終
的
に
前
置
詞
と
い
う
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
全
体
像
ま
で
を
カ
バ
ー

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
本
書
で
は
以
上
の
よ
う
に
前
置
詞
研
究
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が

示
さ
れ
た
後
、
さ
ら
に
附
論
、
附
表
に
よ
っ
て
、
本
研
究
の
教
学
面
へ

の
応
用
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
。
著
者
の
中
国
語
教
育
分
野
に
お
け

る
ご
活
躍
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
中

西
氏
は
研
究
の
目
的
を
「
日
本
語
母
語
話
者
ひ
い
て
は
中
国
語
非
母
語

話
者
が
中
国
語
学
習
を
ス
ム
ー
ズ
に
で
き
る
よ
う
手
助
け
を
す
る
た

め
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
、常
に
学
習
者
の
視
点
に
立
っ
た
姿
勢
に
、

氏
の
研
究
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
。
附
論
「
３
．
辞
書
に
ほ
し
い
情
報

と
は
」
で
は
「
理
想
的
な
記
述
（
筆
者
の
提
案
例
）」
と
し
て
、
五
つ
の

常
用
動
詞
を
例
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
前
置
詞
情
報
が
必
要
か
に

つ
い
て
著
者
の
案
が
示
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
「
増
補
」
が
大
い
に
楽

し
み
で
あ
る
。
ま
た
附
表
に
つ
い
て
も
、い
わ
ば
氏
の
学
習
成
果
を「
一

般
公
開
」
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
示
さ
れ
た
動
詞
と

前
置
詞
の
コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
大
変
興
味
深
い
。
今
回
収
録
さ
れ
た
附

表
は
動
詞
か
ら
引
く
例
文
集
と
い
う
体
裁
で
あ
る
た
め
、
今
後
は
、
各

前
置
詞
自
体
の
コ
ア
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
も
併
せ
て
必
要
と
な
る

だ
ろ
う
。
本
書
の
第
二
章
で
見
た
よ
う
な
各
前
置
詞
に
お
け
る
意
味
拡

張
の
全
体
像
を
併
せ
て
示
す
こ
と
で
、
よ
り
効
果
的
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
点
で
は
、前
置
詞
ご
と
の
検
討
に
つ
い
て
“
找
”
や
“
帮
”

な
ど
今
後
さ
ら
に
多
く
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
を
期
待
す
る
次
第
で
あ

る
。

　

最
後
に
、
著
者
の
研
究
姿
勢
の
ル
ー
ツ
と
思
わ
れ
る
部
分
に
つ
い
て

触
れ
て
お
く
。
本
書
で
は
、
類
義
表
現
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
等
に
つ

い
て
、
イ
ン
フ
ォ
マ
ン
ト
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
ま
と
め
ら
れ
た
部
分

が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ほ
ど
細
か
な
違
い
ま
で
、
丁
寧
に
答
え
ら
れ

る
イ
ン
フ
ォ
マ
ン
ト
は
、
そ
う
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
実
現

す
る
の
は
氏
の
探
求
心
に
よ
る
賜
物
で
あ
ろ
う
。詳
細
な
記
述
か
ら
は
、
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氏
が
イ
ン
フ
ォ
マ
ン
ト
に
対
し
て
、
く
り
か
え
し
質
問
を
重
ね
て
い
る

様
子
が
垣
間
見
え
る
。
中
西
氏
の
研
究
の
特
徴
は
、
常
に
教
学
面
へ
の

応
用
ま
た
は
還
元
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
と
が
き

か
ら
は
同
氏
が
好
奇
心
旺
盛
な
中
国
語
学
習
者
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
分

か
り
、
氏
の
研
究
姿
勢
は
中
国
語
学
習
に
お
け
る
探
求
心
の
延
長
に
あ

る
と
言
え
る
。
本
書
は
、
著
者
が
“
缘
分
”
を
大
切
に
さ
れ
、
研
究
に

勤
し
ん
で
こ
ら
れ
た
真
摯
な
姿
勢
が
あ
っ
て
こ
そ
の
成
果
で
あ
り
、
そ

し
て
我
々
に
は
、氏
の
研
究
成
果
を
享
受
す
る
こ
と
が
出
来
る
“
缘
分
”

が
あ
る
。

　
「
前
置
詞
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
ら
れ
た
一
つ
一
つ
の
も
の
は
、

や
は
り
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
」。
本

書
で
中
西
氏
が
こ
ぼ
さ
れ
て
い
る
こ
の
一
言
に
、
中
国
語
の
前
置
詞
研

究
の
難
し
さ
と
面
白
さ
が
詰
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

（
ほ
し
の
・
し
ん
い
ち　

新
潟
大
学
）

中
国
語
話
者
の
た
め
の
日
本
語
教
育
研
究
会

第
37
回
研
究
会

▼
日
時
：
11
月
12
日
（
土
）
13
時
～
17
時
半
（
12
半
開
場
）

▼
会
場
： 

首
都
大
学
東
京 

南
大
沢
キ
ャ
ン
パ
ス 

本
部
棟
1
階 

大

会
議
室
（
京
王
線
相
模
原
線
「
南
大
沢
」
駅
改
札
口
徒
歩
約
５
分
）

▼
プ
ロ
グ
ラ
ム
：
中
国
語
「
既
然
」
か
ら
見
た
日
本
語
の
論
理
体

系
（
西
畑
美
香
）
／
中
国
人
日
本
語
学
習
者
の
対
の
あ
る
自
他
動

詞
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
―
動
作
主
の
不
注
意
に
よ
る
対
象
の
変

化
を
表
す
場
合
―
（
姚
莎
莎
）
／
日
中
に
お
け
る
「
ほ
め
の
返
答
」

と
「
褒
め
手
の
印
象
度
」
に
つ
い
て
の
比
較
研
究
（
孟
小
渓
）
／

日
本
語
の
テ
形
に
関
す
る
日
中
対
照
研
究
―
中
国
語
話
者
向
け
の

日
本
教
育
文
法
の
視
点
か
ら
―
（
村
松
由
起
子
）
／
中
国
語
話
者

の
情
報
検
索
に
見
ら
れ
る
問
題
点
―
キ
ー
ワ
ー
ド
使
用
を
中
心
に

―
（
于
凌
越
）
／
日
中
感
謝
表
現
の
解
釈
フ
レ
ー
ム
と
コ
ン
テ
ク

ス
ト
化
の
慣
習
―
な
ぜ
「
こ
の
あ
い
だ
は
あ
り
が
と
う
」
が
誤
解

の
原
因
に
な
る
の
か
―
（
市
原
明
日
香
）

▼
申
し
込
み
不
要
・
参
加
費
無
料

▼
お
問
い
合
わ
せ
：
劉
志
偉di82zhi@

yahoo.co.jp
　

U
RL

：https://chuugokugow
ashablog.w

ordpress.com
/


