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思
い
ま
す
。

氏
な
ど
、

感
感

想

九
州
大
学
文
学
部
に
四
年
間
在
職
中
、
研
究
に
お
い
て
も
、
教
育
に
お
い
て
も
、
さ
し
た
る
こ
と
も
し
な
い
う
ち
に
退
官
し
た
の

は
汗
顔
の
い
た
り
で
す
。
そ
の
穴
埋
め
に
、

と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

「
文
学
研
究
」
に
感
想
で
も
書
く
よ
う
に
と
も
と

め
ら
れ
て
、
筆
を
と
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
感
想
な
ど
は
い
た
っ
て
不
得
手
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
今
ま
で
日
本
語
系
統
論
に
つ
い
て

諸
学
者
が
発
表
し
た
こ
と
を
ふ
り
か
え
り
、
こ
の
問
題
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
私
な
り
の
考
え
を
の
べ
て
お
き
た
い
と

ア
ル
タ
イ
言
語
学
を
学
ん
だ
私
の
興
味
は
前
か
ら
日
本
語
の
成
立
の
問
題
に
も
向
け
ら
れ
ま
し
た
。
考
え
て
見
れ
ば
ロ
シ
ア
の
言

想

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、

語
学
者
は
ス
ラ
ヴ
言
語
学
に
、
ド
イ
ツ
の
学
者
は
ゲ
ル
マ
ン
言
語
学
に
、

ぞ
れ
共
通
し
て
印
欧
比
較
言
語
学
に
、

が
、
日
本
の
言
語
学
者
な
ら
ば
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
言
え
ば
、

と
系
統
関
係
を
推
測
さ
れ
る
ア
ル
タ
イ
諸
語
）
の
研
究
に
力
を
そ
そ
ぐ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
上
田
万
年
、
藤
岡
勝
二
、

新
村
出
、
安
藤
正
次
、
小
倉
進
平
、
金
田
一
京
助
、
有
坂
秀
世
ら
の
故
人
を
は
じ
め
、
泉
井
久
之
助
氏
、
服
部
四
郎
氏
、
河
野
六
郎

い
ず
れ
も
日
本
語
の
親
族
関
係
の
研
究
に
相
当
の
力
を
そ
そ
ぎ
ま
し
た
。
橋
本
進
吉
や
池
上
禎
造
氏
、
亀
井
孝
氏
ら
の
よ

一
億
の
話
し
手
を
も
つ
日
本
語
（
お
よ
び
そ
れ

フ
ラ
ン
ス
の
学
者
は
ロ
マ
ン
ス
言
語
学
に
、
そ
し
て
そ
れ

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
学
者
は
ウ
ラ
ル
語
族
の
研
究
に
力
を
そ
そ
い
で
い
ま
す

村

山

七

郎
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明
治
の
は
じ
め
日
本
に
滞
在
し
た
英
国
人
ア
ス
ト
ン
(
-
八
九
七
年
）
は
日
本
語
と
朝
鮮
語
と
の
あ
る
程
度
の
親
族
関
係
を
考
え

ま
し
た
が
、

金
沢
庄
一
＿
一
郎

（
一
九
一

0
年
の
学
位
論
文
）

に
な
る
と
、

り
、
大
野
晋
氏
（
一
九
五
七
年
）
は
橋
本
進
吉
の
上
代
八
母
音
説
を
考
慮
し
て
日
・
鮮
比
較
に
新
境
地
を
き
り
ひ
ら
こ
う
と
し
ま
し

た
が
、
そ
の
試
み
は
所
期
の
成
功
を
お
さ
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
現
代
に
お
い
て
朝
鮮
語
の
最
も
深
い
知
識
を
も
つ
河
野
六
郎
氏
（
一

九
七
一
年
）
は
朝
鮮
語
は
日
本
語
と
同
系
と
も
同
系
で
な
い
と
も
い
え
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
で
す
。

ら
、
ラ
ム
ス
テ
ッ
ト
、
李
基
文
氏
（
ソ
ウ
ル
大
学
）
の
努
力
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
語
と
ッ
ン
グ
ー
ス
・
満
洲
語
と
の
関
係
は
い
く
ぶ
ん

あ
き
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
藤
岡
・
新
村
・
小
倉
・
金
田
一
ら
の
ウ
ラ
ル
・
ア
ル
タ
イ
説
は
ど
う
か
と
見
れ
ば
、

な
類
似
点
を
指
摘
す
る
域
を
あ
ま
り
出
ず
、
そ
の
説
の
学
術
的
基
礎
づ
け
は
ー
新
村
に
そ
の
試
み
が
い
く
ぶ
ん
あ
る
の
を
除
け
ば
ー
_

ほ
と
ん
ど
手
が
つ
い
て
い
な
い
有
様
で
す
。
そ
も
そ
も
ウ
ラ
ル
・
ア
ル
タ
イ
語
族
な
る
も
の
が
確
立
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
服
部
四
郎
氏
は
漠
然
た
る
ウ
ラ
ル
・
ア
ル
タ
イ
説
を
と
ら
ず
、
氏
の
専
門
と
す
る
ア
ル
タ
イ
諸
語
と
の
親
族
関

係
の
可
能
性
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
の
考
え
を
積
極
的
に
証
明
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
行
き
ま
せ
ん
。
氏
は
厳
密
な
比
較
方

法
を
説
き
ま
す
が
、
そ
れ
を
ア
ル
タ
イ
諸
語
と
の
比
較
に
適
用
し
て
成
果
を
あ
げ
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

、
、
、
、

で
な
が
ら
メ
イ
ェ
の
一
九
二
四
年
の
『
史
的
百
語
学
に
お
け
る
比
較
方
法
』
と
服
部
氏
の
「
比
較
方
法
」

「
多
く
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
」
と
答
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

つ
い

う
な
国
語
学
者
も
間
接
に
、
こ
の
問
題
の
究
明
に
言
語
学
者
に
ま
さ
る
と
も
お
と
ら
な
い
貢
献
を
し
て
い
る
こ
と
は
、

ひ
ろ
く
み
と

そ
れ
で
は
日
本
語
の
親
族
関
係
な
い
し
成
立
の
問
題
が
こ
れ
ら
の
学
者
の
努
力
に
よ
っ
て
ど
れ
だ
け
解
決
さ
れ
た
か
、
と
言
え
ば

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

タ
イ
ボ
ロ
ジ
カ
ル

（
一
九
七
一
年
）
と
を
比

つ
い
で
な
が

朝
鮮
語
は
日
本
語
の
分
か
れ
枝
で
あ
る
と
い
う
極
論
と
な
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の
で
す
。

感

想

一
八
五
ー
ニ

0
四
ペ
ー
ジ
を
読
む
必
要
が
あ
り
ま
す
）
。

No. 5
 

の
「
ア
ル
タ
イ
説
の
語
彙
統
計
学
的
評
価
」

す
る
方
は
、

較
し
て
、
理
論
的
に
ど
れ
だ
け
進
歩
を
示
し
て
い
る
か
を
見
る
の
も
興
味
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。

九
五
九
年
）
の
中
の
語
彙
統
計
学
的
考
察
が
日
本
語
系
統
問
題
の
解
明
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
の
意
義
を
も
つ
か
は
私
の
疑
問
と
す
る

C
ミ、
r
e
n
t
A
n
t
h
1
‘
a
p
o
l
o
g
y
,
 
A
p
r
i
l
 1
9
6
2

の

g
l
o
t
t
o
c
h
r
o
n
o
l
o
g
y
や、

J
.
 

C
l
a
u
s
o
n
 

K
n
u
t
 
B
e
r
g
s
l
a
n
d
,
 

と
こ
ろ
で
す
（
語
彙
統
計
学
は
有
力
な
学
説
と
な
り
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
後
、
学
説
史
的
な
興
味
か
ら
そ
れ
を
研
究
し
よ
う
と

O
n
 t
h
e
 validity 
of 

お
よ
び

L
.
L
i
g
e
t
i
の
「
ア
ル
タ
イ
説
と
語
彙
統
計
学
」
、

同
誌
1
9
7
1
,

N
 
0
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ま
た
氏
の
『
日
本
語
の
系
統
』

さ
ら
に
泉
井
久
之
助
『
言
語
の
世
界
』

泉
井
久
之
助
氏
の
説
に
つ
い
て
は
後
に
の
べ
ま
す
。
外
国
の
学
者
の
う
ち
で
最
も
光
っ
て
い
る
の
は
近
代
モ
ン
ゴ
ル
学
、

イ
学
の
創
始
者
G
.
J
・
ラ
ム
ス
テ
ッ
ト
(
-
九
一
九
ー
一
九
三

0
年
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
代
理
大
使
と
し
て
東
京
在
住
）
と
、

ア
ル
タ

お
そ
ら

く
外
国
の
日
本
語
研
究
家
と
し
て
最
も
偉
大
な

E
.
D
・
ポ
リ
ワ
ー
ノ
フ
(
-
八
九
一
ー
一
九
三
八
。
氏
の
東
洋
語
研
究
者
用
言
語

学
概
論
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
一
九
二
八
年
、
は
日
本
の
言
語
学
界
に
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
）
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

二
人
と
も
ア
ル
タ
イ
言
語
研
究
家
と
し
て
一
流
で
あ
り
、
後
者
は
五
つ
の
日
本
方
言
を
記
述
し
、
さ
ら
に
南
島
（
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ

ア
又
は
マ
ラ
イ
・
ポ
リ
ネ
シ
ア
）
言
語
学
に
も
通
じ
て
い
ま
し
た
。
前
者
は
一
九
二
四
年
、
在
日
中
、

「
日
本
ア
ジ
ア
協
会
報
」
に

発
表
し
た
論
文
の
な
か
で
日
本
語
と
ア
ル
タ
イ
諸
語
と
の
比
較
の
方
法
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
今
日
見
て
も
立
派
な
も

ひ
と
が
も
し
古
代
日
本
語
の
音
節
が
す
べ
て
母
音
終
り
で
あ
る
こ
と
や
語
頭
に
濁
音
が
立
た
な
い
と
い
う
特
徴
が
ポ
リ
ネ

シ
ア
諸
語
に
も
見
ら
れ
る
ば
あ
い
、
そ
れ
だ
け
で
日
本
語
の
ボ
リ
ネ
シ
ア
的
基
層
を
推
定
す
る
な
ら
ば
、
正
し
く
な
い
で
し
ょ
う
。

ラ
ム
ス
テ
ッ
ト
は
日
本
語
の
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
音
韻
変
化
の
所
産
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
説
い
て
お
り
、
原
始
日
本
語
で
は

H
a
n
s
 V
o
g
t
,
 

V
o
p
r
o
s
y
 
Y
 az
y
k
o
z
n
a
n
i
y
a
 
1
9
6
9
 

/―、
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著
『
メ
ラ
ネ
シ
ア
諸
語
』
を
発
表
し
ま
し
た
）
。

閉
音
節
も
あ
り
え
た
こ
と
、
濁
音
が
語
頭
に
立
ち
え
た
こ
と
を
述
べ
ま
す
が
、
こ
れ
に
賛
成
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

の
ボ
リ
ネ
シ
ア
諸
語
の
音
韻
諸
特
徴
が
歴
史
的
所
産
で
あ
る
こ
と
は
、

で
あ
り
ま
す
。
）

一
九

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
諸
語
と
比
較
し
て
見
れ
ば
た
だ
ち
に
明
ら
か

一
九
二
四
年
に
日
本
語
の
南
島
語
的
要
素
を
指
摘
し
、

島
語
的
要
素
か
ら
成
る
混
合
言
語
で
あ
る
、
と
説
き
ま
し
た
。

混
合
言
語
が
あ
り
う
る
で
し
ょ
う
か
。

メ
イ
エ

（
他
方
、
今
日

日
本
語
は
ア
ル
タ
イ
的
大
陸
的
要
素
と
南

い
っ
た
い
形
態
論
が
二
つ
の
異
系
統
の
言
語
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
の

（
一
九
二
四
年
）
も
ブ
ル
ー
ム
フ
ィ
ル
ド
（
『
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
』
二
六
ー
四
）
も
そ
の

可
能
性
を
否
定
し
ま
せ
ん
が
、
現
実
は
ど
こ
に
も
見
つ
か
ら
な
い
と
述
べ
て
い
ま
す
。
し
か
し
一
九
六

0
年
代
に
典
型
的
な
混
合
言

語
が
コ
マ
ン
ド
ル
ス
キ
ー
群
島
に
発
見
さ
れ
、
理
論
上
の
み
な
ら
ず
、
じ
っ
さ
い
に
も
混
合
言
語
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ボ
リ
ワ
ー
ノ
フ
説
を
混
合
言
語
不
可
能
の
ド
グ
マ
か
ら
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

が
、
当
時
は
ア
ル
タ
イ
言
語
学
も
南
島
言
語
学
も
今
日
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
彼
の
説
は
十
分
に
展
開
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
ま
た
彼
の
説
に
は
誤
り
も
ふ
く
ま
れ
て
い
ま
す
。

泉
井
久
之
助
氏
の
日
本
語
と
南
島
語
の
比
較
(
-
九
五
二
年
）
は
日
本
語
の
南
島
的
基
層
を
究
明
し
よ
う
と
し
た
日
本
人
の
最
初

の
試
み
で
あ
り
ま
す
。
氏
以
前
、
上
記
の
日
本
の
言
語
学
者
が
南
島
語
の
研
究
を
ほ
と
ん
ど
行
っ
て
い
な
い
の
は
、
他
の
国
の
言
語

学
者
の
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
（
有
名
な
満
洲
語
文
法
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
い
た
ド
イ
ツ
の
ガ
ー
ベ
レ
ン
ツ
は
大

他
方
、
池
上
禎
造
氏
(
-
九
三
二
年
。

日
本
語
の
母
音
調
和
を
有
坂
よ
り
ハ
ッ
キ
リ
述
べ
た
）
、
有
坂
秀
世
(
-
九
三
二
、

三
四
年
）
の
研
究
は
八
世
紀
（
げ
ん
み
つ
に
は
そ
れ
よ
り
や
や
前
）
の
母
音
調
和
を
解
明
す
る
の
に
貢
献
し
ま
し
た
。
今
で
は
両
氏

ポ
リ
ワ
ー
ノ
フ
は
一
九
一
八
、

ポ
リ
ワ
ー
ノ
フ
説
は
も
っ
と
も
勝
れ
て
い
ま
し
た
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感

理
解
は
十
分
で
な
く
、

想
語
構
成
の
分
析
に
無
理
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
日
本
語
の
南
島
語
的
コ
ン
ボ
ネ
ン
ト
に
注
意
を
払
わ
な
い
の

の
発
見
し
た
母
音
調
和
の
形
は
原
始
ア
ル
タ
イ
語
の
そ
れ
の
く
ず
れ
た
形
と
し
て
説
明
す
る
の
が
合
理
的
で
す
。

さ
ら
に
日
本
語
の
動
詞
活
用
体
系
と
ッ
ン
グ
ー
ス
語
の
そ
れ
と
の
密
接
な
関
連
も
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
特

に
活
用
種
類
の
う
ち
で
最
も
有
力
な
四
段
活
用
の
成
立
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
と
と
も
に
四
段
活

用
は
子
音
ス
テ
ム
活
用
で
あ
る
、

と
い
う
一
部
国
語
学
者
の
説
が
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
、
と
私
は
見
て
い
ま
す
。
ま
た
日
本
語
の

存
在
動
詞
は
ア
ル
タ
イ
存
在
動
詞
と
同
源
で
あ
る
よ
う
で
す
。

今
後
、
日
本
語
成
立
の
研
究
は
単
な
る
音
韻
比
較
か
ら
、
形
態
・
音
韻
比
較
お
よ
び
形
態
論
比
較
に
す
す
む
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

近
ご
ろ
ア
メ
リ
カ
の

R
.
A
・
ミ
ラ
ー
氏
（
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
）
が
『
日
本
語
と
他
の
ア
ル
タ
イ
言
語
』
と
い
う
好
著
を
出
し
ま

し
た
（
シ
カ
ゴ
大
学
出
版
部
、

一
九
七
一
年
‘
-
―
-
＝
ニ
ペ
ー
ジ
）
。
他
方
ソ
連
の

N
.
A
・
セ
ロ
ミ
ャ
ト
ニ
コ
フ
氏
（
モ
ス
ク
ワ
の

（
モ
ス
ク
ワ
、

一
九
七
二
年
、

東

洋

学

研

究

所

員

）

が

『

古

代

日

本

語

』

一

七

六

ペ

ー

ジ

）

を

発

表

し

ま

し

た

。

前

者

は

ア

ル

タ

イ

比
較
言
語
学
の
見
地
か
ら
日
本
語
の
系
統
の
問
題
を
と
り
あ
っ
か
い
（
音
韻
論
、
形
態
論
）
、
後
者
の
序
論
も
古
代
日
本
語
の
起
源

を
と
り
あ
っ
か
っ
て
い
ま
す
。
二
人
と
も
日
本
の
重
要
な
関
係
文
献
に
目
を
通
し
て
い
て
、
し
ろ
う
と
の
著
述
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ミ
ラ
ー
氏
は
か
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
系
言
語
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
、

現
在
は
ア
メ
リ
カ
随
一
の
日
本
語
学
者
と
し
て
通

り
、
近
年
は
ア
ル
タ
イ
言
語
学
の
研
究
を
ふ
か
め
て
お
り
ま
す
（
氏
は
一
九
六
七
年
、
シ
カ
、
、
コ
大
学
出
版
部
か
ら
、

E
・
ハ
ン
プ
編

集
の
『
言
語
の
歴
史
と
構
造
』
シ
リ
ー
ズ
の
ひ
と
つ
と
し
て
『
日
本
語
』
、
四
二
八
ペ
ー
ジ
を
出
し
ま
し
た
）
。
こ
れ
は
さ
い
き
ん

外
国
で
出
た
日
本
語
系
統
研
究
で
も
っ
と
も
本
格
的
な
研
究
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
古
代
日
本
語
に
た
い
す
る
氏
の

り
ま
す
。

，
 



は
、
ボ
リ
ワ
ー
ノ
フ
、
泉
井
氏
か
ら
の
後
退
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
今
回
の
著
書
は
ア
ル
タ
イ
諸
語
と
の
関
係
に
研
究

を
限
っ
た
の
で
す
か
ら
こ
の
点
は
い
た
し
方
な
い
で
し
ょ
う
。
ミ
ラ
ー
氏
が
南
島
語
的
コ
ン
ポ
ネ
ン
ト
の
究
明
に
た
ち
向
う
こ
と
は

時
間
の
問
題
で
す
。

セ
ロ
ミ
ャ
ト
ニ
コ
フ
氏
の
研
究
の
序
論
は
た
し
か
に
興
味
を
ひ
き
ま
す
が
、
音
韻
法
則
を
無
視
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
多
く
の
言

語
（
そ
の
中
に
は
エ
ス
キ
モ
ー
語
も
）
か
ら
手
当
り
次
第
、
比
較
資
料
を
も
っ
て
く
る
と
い
う
や
り
方
は
氏
の
議
論
の
説
得
力
を
弱

め
ま
す
。
南
島
諸
語
も
ひ
き
あ
い
に
出
す
の
は
よ
い
と
し
て
、
南
島
祖
語
復
元
を
問
題
と
し
な
い
点
は
問
題
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、

の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
ミ
ラ
ー
氏
の
著
書
に
対
す
る
私
の
書
評
ぱ
近
く

れ
ま
す
）
。

今
こ
そ
、

日
本
語
系
統
問
題
に
お
い
て
、
外
国
の
学
者
で
は
こ
の
二
人
が
代
表
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
は
こ
の
二
人
の
研
究
に
相
当

M
o
n
u
m
e
n
t
a
 Nipponica
に
発
表
さ

日
本
の
言
語
学
者
も
、
こ
の
問
題
と
根
本
的
に
と
り
く
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
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