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私
は
実
は
名
古
屋
大
学
の
卒
業
生
で
す
が
、
入
学
し
た
の
が
一
九
五
六
年
で
、
恐
ら
く
、
こ
の
中
で
一
番
長
老
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
ち
ょ
う
ど
第
一
回
の
『
経
済
白
書
』
が
作
ら
れ
、
そ
の
中
で
「
も
は
や
戦
後
で
は
な
い
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
が
述
べ
ら
れ
ま

し
た
。
あ
れ
は
一
九
五
五
年
の
経
済
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
一
九
五
六
年
に
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
戦
後
の
日

本
を
長
く
規
定
し
て
い
た
五
五
年
体
制
が
ス
タ
ー
ト
し
、
ま
さ
に
そ
れ
と
重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
高
度
成
長
が
始
ま
っ
て
く
る
と

い
う
時
代
を
駆
け
抜
け
て
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、四
年
生
の
と
き
に
伊
勢
湾
台
風
の
直
撃
を
食
い
ま
し
た
。
大
変
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
年
五
五
周
年
の
記
念
に
、

「
そ
れ
ぞ
れ
の
伊
勢
湾
台
風
」
と
い
う
映
画
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
方
と
お
会
い
し
た
と
き
に
話
が
出
た
の
で

す
が
、
い
ろ
い
ろ
取
材
し
、
映
画
が
出
来
上
が
っ
て
か
ら
、
こ
の
伊
勢
湾
台
風
の
と
き
に
学
生
た
ち
が
立
ち
上
が
っ
て
救
援
活
動
を
激

し
く
展
開
し
て
い
っ
た
の
は
、
名
古
屋
大
学
と
日
本
福
祉
大
学
だ
っ
た
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
あ
ら
た
め
て
取
材
し
て
資
料
集
を
作
り

た
い
と
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
方
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
く
し
く
も
、
私
は
そ
の
福
祉
大
学
に
就
職
し
た
わ
け
で
す
が
、
伊
勢

湾
台
風
の
と
き
に
私
は
、
同
じ
名
古
屋
に
い
な
が
ら
日
本
福
祉
大
学
と
い
う
大
学
が
あ
る
の
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

一
　

日
本
福
祉
大
学
と
い
う
大
学

　

日
本
福
祉
大
学
は
小
さ
な
大
学
で
、
一
九
五
三
年
に
中
部
社
会
事
業
短
期
大
学
と
い
う
名
前
で
ス
タ
ー
ト
し
た
と
き
は
、
教
員
が
六

名
、
学
生
数
が
八
〇
名
ぐ
ら
い
で
し
た
。
そ
の
当
時
、「
福
祉
」
と
い
う
言
葉
は
ま
だ
一
般
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
社

会
事
業
、
慈
善
、
救
済
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
て
い
た
時
代
に
、
戦
前
か
ら
の
宗
教
家
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
事
業
の
活
動
家
で
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あ
っ
た
、
鈴
木
修
学
が
創
設
し
ま
し
た
。
こ
の
方
は
日
蓮
宗
の
法
音
寺
と
い
う
お
寺
さ
ん
で
、
そ
の
新
興
宗
教
の
た
め
に
、
戦
前
、
治

安
維
持
法
で
牢
屋
に
ぶ
ち
込
ま
れ
た
と
い
う
経
験
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
社
会
事
業
に
邁
進
し
ま
し
た
。
そ
の
方
の
事
跡
は
あ
る
意
味

で
次
第
に
伝
説
化
し
て
く
る
の
で
す
。

　

寺
の
記
録
を
見
る
と
、
鈴
木
修
学
先
生
は
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
と
一
緒
に
お
風
呂
に
入
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
言
わ
れ
て
も

不
思
議
で
は
な
い
荒
法
師
的
な
雰
囲
気
を
持
っ
た
方
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
き
ち
ん
と
論
証
し
な
い
と
偶
像
化
し
て
し
ま
う
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
事
を
見
誤
る
、
時
代
性
が
分
か
ら
な
く
な
る
と
感
じ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
言
っ
て
も
お
か
し
く
な
い

よ
う
な
雰
囲
気
を
持
っ
た
方
で
し
た
。
そ
の
方
が
、
戦
後
の
、
直
接
的
に
は
浮
浪
児
が
蔓
延
し
て
い
る
時
代
の
中
で
、
社
会
事
業
に
従

事
す
る
人
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
お
寺
の
お
金
を
使
っ
て
小
さ
な
大
学
を
発
足
さ
せ
た
わ
け
で
す
。
配
布
し

た
資
料
に
記
し
て
お
い
た
よ
う
な
烈
々
な
る
「
建
学
の
精
神
」
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

　

当
時
、
社
会
事
業
と
名
乗
る
短
期
大
学
は
、
日
本
に
は
東
京
と
名
古
屋
と
大
阪
の
三
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
東
京
は
今
、
日

本
社
会
事
業
大
学
に
な
っ
て
い
ま
す
。
大
阪
は
大
阪
府
立
大
学
の
一
学
部
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
一
九
五
七
年
に
日
本
福
祉
大

学
と
い
う
四
年
制
の
、
日
本
で
初
め
て
単
独
の
社
会
福
祉
学
部
を
持
っ
た
大
学
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
の
で
す
。
そ
の
直
後
と
言
っ
て
も

い
い
時
期
に
伊
勢
湾
台
風
の
直
撃
で
す
。
全
学
を
あ
げ
て
救
援
活
動
に
と
り
く
む
、
そ
の
中
で
建
学
の
精
神
が
血
肉
化
し
ま
す
。
教
育

標
語
「
万
人
の
福
祉
の
た
め
に
、
真
実
と
慈
愛
と
献
身
を
」
は
、
そ
う
し
て
作
ら
れ
ま
す
。
当
時
の
話
を
聞
い
て
い
ま
す
と
、
後
に
社

会
福
祉
の
分
野
で
活
躍
さ
れ
る
先
生
方
も
、「『
日
本
福
祉
』
と
は
い
く
ら
何
で
も
大
げ
さ
だ
。
せ
め
て
『
中
部
』
に
し
た
り
、『
社
会
事
業
』

に
し
ろ
」と
か
、い
ろ
い
ろ
意
見
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、ご
上
人
が
頑
と
し
て
頑
張
る
の
で「
日
本
福
祉
大
学
」に
な
っ
た
の
だ
と
。「
今
、

良
か
っ
た
ね
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
今
は
大
学
の
名
前
も
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
今
、「
ふ

く
し
の
総
合
大
学
」
で
登
録
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
皆
さ
ん
は
「
ふ
く
し
の
総
合
大
学
」
と
名
乗
る
と
パ
テ
ン
ト
に
引
っ
掛
か
り
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ま
す
。
そ
う
い
う
前
史
が
あ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
大
学
で
す
。

　

私
は
、
こ
の
大
学
に
赴
任
し
た
の
が
一
九
六
九
年
（
昭
和
四
四
年
）
で
、
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
こ
こ
に
置
い
て
も
ら
い
ま
し
た
。
副
学

長
兼
付
属
高
校
長
を
や
っ
て
い
た
の
で
、
定
年
を
一
年
超
え
て
退
職
し
、
名
誉
教
授
と
い
う
名
前
を
も
ら
い
ま
し
た
。
先
ほ
ど
寺
﨑
先

生
と
話
し
て
い
ま
し
た
が
、
名
誉
教
授
と
言
う
と
給
料
を
も
ら
っ
て
い
る
と
思
う
人
が
時
々
い
る
の
で
す
。
よ
そ
の
大
学
は
い
ざ
知
ら

ず
、
私
ど
も
の
大
学
で
名
誉
教
授
と
い
う
の
は
、
も
う
教
授
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
意
味
の
称
号
で
す
。
知
多
半
島
総
合
研
究
所
の

所
長
は
、
そ
れ
と
は
ま
た
別
で
す
。
来
年
喜
寿
に
な
り
ま
す
が
、
定
年
後
も
含
め
て
、
こ
の
大
学
と
一
緒
に
四
六
年
間
過
ご
し
て
き
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
な
思
い
が
あ
り
ま
す
が
、
今
日
は
寺
﨑
先
生
の
話
に
大
変
感
動
し
ま
し
た
。
も
う
一
〇
年
若
か
っ
た

ら
、
大
学
で
や
ら
せ
ろ
と
言
っ
て
大
学
史
に
取
り
組
む
の
だ
が
な
と
い
う
思
い
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
私
が
注
文
を
つ
け
た
い
と

思
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
名
古
屋
大
学
は
実
際
に
そ
の
よ
う
な
視
点
で
や
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
り
、
大
変
心
強
く
思
っ
た

次
第
で
す
。

二
　

「
大
学
史
」
を
語
る
意
味

　

大
学
史
は
、
価
値
あ
る
も
の
の
発
掘
・
継
承
を
す
る
こ
と
と
、
問
題
点
の
克
服
が
基
本
に
置
か
れ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
自
己
確
認
に
な
っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
し
、
同
時
に
、
そ
れ
を
発
信
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
先
駆
的
に
取

り
組
ん
で
い
く
部
局
な
い
し
教
員
集
団
は
、
他
の
教
職
員
、
学
生
に
対
し
て
そ
れ
を
呼
び
掛
け
て
い
く
。
そ
こ
か
ら
教
職
員
・
学
生
が
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そ
れ
を
体
現
し
て
い
く
方
向
に
進
ん
で
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。「
語
る
」
か
ら
「
体
現
す
る
」
へ
と
書
き
ま
し
た
が
、

私
学
の
場
合
は
、
こ
う
い
う
建
学
の
精
神
を
中
心
に
学
ん
で
き
て
、「
私
が
こ
う
い
う
仕
事
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
よ
」
と
い
う
こ
と

を
世
の
中
に
体
現
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
と
き
の
拠
り
所
と
し
て
、
そ
れ
は
必
須
の
教
養
だ
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

た
だ
、
国
公
立
と
私
学
は
違
い
が
あ
り
ま
す
。
私
学
は
何
と
い
っ
て
も
建
学
の
精
神
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
先
ほ
ど
寺
﨑
先
生
か

ら
お
話
が
あ
り
ま
し
た
、
ま
ず
い
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
そ
の
ま
ま
や
る
と
、「
い
ま
ど
き
何
だ
」
と
い
う
反
動
が
あ
る
場
合
も
あ
る

わ
け
で
す
。
そ
れ
は
そ
の
時
代
の
中
で
そ
う
い
う
も
の
が
作
ら
れ
た
わ
け
だ
か
ら
、
今
の
段
階
だ
と
そ
れ
を
ど
う
読
み
替
え
る
の
か
、

ど
う
作
り
替
え
る
の
か
、
ど
う
克
服
す
る
の
か
。
こ
う
い
う
こ
と
を
含
め
て
、
私
学
は
や
は
り
こ
こ
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。

三
　

「
名
古
屋
大
学
史
」
へ
の
期
待

　

し
か
し
、
名
古
屋
大
学
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
ご
報
告
で
、
全
く
安
心
し
ま
し
た
。
日
本
の
大
学
史
の
中
で
名
古
屋
大
学

の
歴
史
を
考
え
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
は
さ
て
置
い
て
も
、
少
し
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
で
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
も
う

一
つ
が
、
こ
の
地
域
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
を
検
討
す
る
。
ど
ち
ら
も
入
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
非
常
に
感
動
し
て
聞
か
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
私
的
な
感
想
と
し
て
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
で
す
が
、
名
古
屋
大
学
は
、
な
ぜ
第
八
高
等
学
校
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
仙
台
へ
行

く
と
、飲
み
屋
の
女
将
が
「
第
二
高
等
学
校
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、こ
こ
は
学
都
だ
。
名
古
屋
は
何
高
で
す
か
。
そ
し
て
何
都
で
す
か
。」
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と
言
う
の
で
す
。「
う
ち
は
八
高
」
だ
と
言
っ
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
の
が
地
域
の
誇
り
と
し
て
あ
る
の
で
す
。
確
か
に
名
古
屋
市

の
マ
ー
ク
は
丸
八
で
す
が
、
な
ぜ
後
ろ
の
方
な
の
だ
ろ
う
。
四
、五
、六
、七
高
が
な
ぜ
帝
大
と
結
び
付
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え

た
り
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
国
策
と
の
関
係
、
地
域
の
あ
り
方
と
の
関
係
を
解
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
名
古
屋
大
学
は
私
が
入
っ
た
と
き
は
、
文
字
通
り
、
タ
コ
足
大
学
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
あ
ち
こ
ち
に
校
舎
が
分
散
し

て
い
て
、
何
と
も
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
全
学
サ
ー
ク
ル
は
学
内
で
や
れ
な
い
中
で
、
私
は
男
声
合
唱
に
入
っ
て
燃
え
て
い
た
わ
け
で

す
が
、
練
習
す
る
に
も
外
へ
行
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
私
が
学
び
始
め
た
こ
ろ
は
、
ま
さ
に
高
度
成
長
の
真
っ
た
だ
中
で
、
名
古
屋
大
学
の
発
展
計
画
は
工
学
部
を
中
心
に
回
っ

て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
の
意
味
は
、
地
域
構
造
と
の
関
係
で
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
歴
史
的
な
制
約
と
文
学
部
の
移
転
の
と
き
。
こ
れ
も
分
か
ら
な
い
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
が
、
元
八
高
の
跡
に

教
養
部
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
教
養
部
の
門
は
今
ど
こ
に
あ
る
か
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
今
は
明
治
村
の
正
門
で
す
。
私
の
い
た
史
学

科
の
校
舎
も
、
今
は
明
治
村
に
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
東
山
に
移
転
す
る
と
き
に
、
設
置
基
準
で
、
こ
れ
以
上
の
も
の
を
造
れ
な
い
。
狭

く
な
っ
た
の
で
す
。
経
済
学
部
は
桜
山
か
ら
東
山
へ
移
る
と
き
広
く
な
っ
た
。
設
置
基
準
を
は
る
か
に
オ
ー
バ
ー
し
た
。
だ
か
ら
僕
ら

は
、
簡
単
に
動
か
な
い
ぞ
と
言
っ
て
頑
張
っ
た
の
で
す
が
、
今
は
設
置
基
準
を
ど
う
満
た
す
か
で
す
が
、
当
時
は
設
置
基
準
以
上
の
も

の
は
造
っ
て
は
な
ら
な
い
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
は
学
内
の
政
治
関
係
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
を
私
な
ど
は
感
じ
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
関
わ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
今
日
見
せ
て
い
た
だ
い
て
あ
ら
た
め
て
確
認
し
ま
し
た
。
名
古
屋
大
学
で
文
系
出
身
の
総
長
・
学

長
は
、
松
坂
佐
一
先
生
だ
け
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
ぜ
ひ
解
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
学
長
、
総
長
の
先

生
方
の
そ
れ
ぞ
れ
が
立
派
な
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
疑
い
ま
せ
ん
が
、
民
主
的
な
投
票
の
結
果
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
、
大
学
の
構
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造
問
題
と
教
職
員
の
意
識
の
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

時
間
が
押
し
て
き
て
い
ま
す
。
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
使
う
と
必
ず
時
間
が
延
び
ま
す
。
こ
れ
は
原
則
と
し
て
そ
う
な
の
で
、
私
は
確

信
犯
と
し
て
使
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
お
顔
を
見
て
話
し
た
い
。
う
な
づ
い
て
く
れ
る
と
う
れ
し
い
の
で
す
が
、
娘
か
ら
、「
目
が
合
っ

て
う
ん
と
言
う
け
れ
ど
、
あ
れ
は
分
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
ね
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
山
折
哲
雄
と
い
う
哲
学
の
先
生
が
、
日

本
の
教
授
学
を
破
壊
し
た
の
は
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
私
は
そ
こ
ま
で
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
確
信
犯
と
し
て

使
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

　

私
ど
も
の
大
学
の
建
学
の
精
神
は
、
伊
勢
湾
台
風
で
直
撃
を
受
け
た
中
で
試
さ
れ
る
。
本
当
に
そ
れ
を
学
ぶ
現
場
が
被
災
地
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
を
当
時
の
学
生
た
ち
が
言
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
今
伝
統
と
し
て
ず
っ
と
伝
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
名
古
屋
大
学

の
伝
統
と
聞
い
た
瞬
間
、
電
灯
を
思
い
起
こ
し
、
だ
か
ら
L
E
D
だ
な
と
思
っ
た
り
し
ま
し
た
が
、
う
ち
の
卒
業
生
に
は
そ
う
い
う

大
物
は
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
で
頑
張
っ
て
い
る
、
尊
敬
す
べ
き
た
く
さ
ん
の
人
材
が
出
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
で
、

ど
の
よ
う
な
現
場
で
、
ど
の
よ
う
に
働
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
学
術
の
面
だ
け
で
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
所
で
試
さ
れ
る
の
だ
と

い
う
こ
と
を
先
ほ
ど
来
つ
く
づ
く
と
感
じ
て
い
た
次
第
で
す
。

　

後
ほ
ど
の
討
論
で
発
言
す
る
機
会
が
あ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
、
そ
ん
な
小
さ
な
大
学
で
、
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
こ
と
を
や
っ

て
い
た
の
で
、
面
白
そ
う
だ
か
ら
出
て
こ
い
と
い
う
こ
と
で
、
堀
田
さ
ん
が
呼
ん
で
く
だ
さ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
勝
手
な
こ
と

を
申
し
上
げ
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
名
古
屋
大
学
の
大
学
史
は
、
立
派
だ
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

京
都
大
学
の
展
示
は
、私
は
博
物
館
学
も
や
っ
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、こ
れ
は
こ
れ
で
大
変
興
味
深
く
拝
見
し
ま
し
た
。
今
度
行
っ

た
ら
一
度
寄
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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（
ふ
く
お
か
・
た
け
し
　

日
本
福
祉
大
学
知
多
半
島
総
合
研
究
所
）
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