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は
じ
め
に

─
こ
の
本
は
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
か

寺 

﨑　

昌 

男 　

「
職
員
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
招
か
れ
て
行
な
っ
た
連
続
講
義
の
記
録
を
本
に
し
て
公
刊
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
」。
そ
の
願

い
が
実
っ
て
、
本
書
の
出
版
準
備
が
始
ま
り
ま
し
た
。

研
究
グ
ル
ー
プ
の
人
た
ち
は
、
各
々
の
講
義
記
録
に
エ
ッ
セ
イ
を
寄
稿
し
、
座
談
会
や
編
集
準
備
に
も
参
加
す
る
な
ど
、

協
力
を
惜
し
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
他
多
く
の
人
の
力
添
え
の
も
と
に
こ
こ
に
公
刊
が
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

「
大
学
改
革
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
本
は
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
私
も
何
冊
か
の
大
学
関
係
書
を
公
刊
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
同
じ
大
学
・
学
院
に
勤
務
す
る
人
た
ち
に
話
し
か
け
、
討
議
し
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
本
を
つ
く
る
の
は
初
め

て
の
こ
と
で
す
。
誠
に
貴
重
な
経
験
だ
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。

研
究
グ
ル
ー
プ
の
人
た
ち
は
、
二
〇
歳
代
後
半
か
ら
三
〇
歳
代
半
の
事
務
職
や
研
究
協
力
職
の
人
た
ち
で
し
た
。
ま

た
本
書
に
名
の
出
な
い
聴
講
者
の
中
に
は
、
幾
人
か
の
新
入
職
員
の
顔
も
あ
っ
た
こ
と
に
深
い
感
動
を
覚
え
ま
す
。

一
〇
年
後
の
立
教
の
命
運
を
左
右
す
る
人
た
ち
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。

連
続
講
義
が
実
現
し
た
基
盤
に
は
、
企
画
し
た
人
た
ち
が
抱
い
て
い
た
「
自
分
の
勤
務
す
る
大
学
の
こ
と
を
も
っ
と

知
っ
て
お
き
た
い
」
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
（
座
談
会
参
照
）
。
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二
〇
一
四
年
の
春
に
初
め
て
声
を
か
け
ら
れ
た
と
き
、
私
は
「
毎
年
人
事
課
か
ら
頼
ま
れ
る
新
入
職
員
研
修
講
義
の

よ
う
な
こ
と
を
一
度
話
せ
ば
い
い
の
だ
」
と
思
っ
た
も
の
で
す
。

十
数
年
前
に
は
、 

桜
美
林
大
学
大
学
院
で
、
同
僚
の
教
員
と
協
力
し
て
、
現
職
大
学
職
員
対
象
の
「
大
学
ア
ド
ミ
ニ

ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
修
士
課
程
」
と
い
う
新
課
程
づ
く
り
に
挑
戦
し
ま
し
た
。
二
〇
〇
三
年
以
後
一
二
年
間
調
査
役

と
し
て
勤
め
た
立
教
学
院
で
も
、
仕
事
の
相
手
の
ほ
と
ん
ど
は
大
学
・
学
院
の
職
員
の
人
た
ち
で
し
た
。
そ
う
い
う 

経
験
が
あ
っ
た
の
で
、
気
軽
な
返
事
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

他
方
、
中
央
教
育
審
議
会
で
は
、
そ
の
数
年
前
か
ら
大
学
改
革
答
申
の
中
で
職
員
の
役
割
の
重
大
さ
に
つ
い
て
特
に 

強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
永
年
私
が
会
員
で
あ
る
大
学
教
育
学
会
で
も
、
こ
の
数
年
、
急
速
に
職
員

の
入
会
が
増
え
、 

課
題
研
究
等
へ
の
貢
献
も
無
視
で
き
な
い
ほ
ど
大
き
く
な
り
ま
し
た
（
第
Ⅰ
講
参
照
）
。
そ
う
い
う
状

況
で
し
た
か
ら
、「
立
教
で
職
員
の
人
た
ち
が
勉
強
し
た
い
と
い
う
の
な
ら
応
え
な
く
て
は
な
る
ま
い
」
と
、
い
わ
ば

義
務
感
に
動
か
さ
れ
た
よ
う
な
気
持
ち
で
出
か
け
た
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
九
ヶ
月
間
、
一
連
の
講
義
が
や
め
ら
れ
な
く
な
り
、
私
自
身
乗
り
気
の
う
ち
に
続
け
て
し
ま
い
ま

し
た
。
参
加
者
の
熱
意
に
背
中
を
押
さ
れ
て
の
こ
と
で
し
た
。

文
部
科
学
省
で
は
今
年
（
二
〇
一
六
年
）
三
月
三
一
日
付
で
、大
学
に
職
員
の
能
力
向
上
を
義
務
付
け
る
条
文
を
、省
令
・
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大
学
設
置
基
準
に
加
え
ま
し
た
。
念
の
た
め
、
追
加
さ
れ
た
全
文
を
引
い
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

第
四
二
条
の
三

大
学
は
、
当
該
大
学
の
教
育
研
究
活
動
等
の
適
切
か
つ
効
果
的
な
運
営
を
図
る
た
め
、
そ
の
職
員
に
必
要
な
知

識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
、
並
び
に
そ
の
能
力
及
び
資
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
研
修
（
第
二
五
条
の
三
に
規
定
す

る
研
修
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）
の
機
会
を
設
け
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
取
組
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（　

 

）
内
の
「
第
二
五
条
の
三
」
は
、「
当
該
大
学
の
内
容
及
び
方
法
の
改
善
を
図
る
た
め
の
組
織
的
な
研
究
及
び
教
育
」

を
記
し
た
、
教
員
向
け
の
Ｆ
Ｄ
の
実
施
を
要
求
す
る
規
定
の
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
右
の
四
二
条
の
三
は
、
教
員
向
け

の
研
修
と
は
別
に
、
事
務
職
員
向
け
の
研
修
を
行
う
こ
と
を
大
学
に
義
務
付
け
た
も
の
で
、
年
度
末
ギ
リ
ギ
リ
の
公
布

だ
っ
た
た
め
に
マ
ス
コ
ミ
の
話
題
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

何
ご
と
も
「
義
務
化
」
で
推
し
進
め
よ
う
と
い
う
行
政
の
姿
勢
に
は
違
和
感
を
覚
え
ま
す
。
し
か
し
趣
旨
そ
の
も
の

は
、
近
代
日
本
の
大
学
の
歴
史
に
と
っ
て
画
期
的
な
も
の
だ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
明
確
に
表
現
し
た
法
令

は
、
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

私
は
今
年
（
二
〇
一
六
年
）
四
月
に
こ
の
改
正
を
知
っ
た
時
、
本
書
が
語
る
立
教
の
職
員
の
人
た
ち
の
研
究
活
動
が
、

改
正
の
は
る
か
前
か
ら
、
文
字
通
り
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
ス
タ
イ
ル
で
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
、
立
教
大
学
さ
ら
に
は
立
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教
学
院
の
た
め
に
大
い
に
自
慢
し
た
い
思
い
で
し
た
。

た
と
え
省
令
の
定
め
る
公
的
「
研
修
」
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
そ
の
地
下
水
と
し
て
不
可
欠
な
の
は
、
こ

の
よ
う
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
な
勉
強
と
自
発
的
な
研
究
活
動
で
す
。
多
く
の
参
加
者
の
皆
さ
ん
に
重
ね
て
感
謝
し
、
今

後
の
活
躍
に
大
い
に
期
待
し
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
本
の
つ
く
ら
れ
方
や
内
容
が
、
日
本
の
大
学
Ｓ
Ｄ
活
動
の
さ
さ
や
か

な
モ
デ
ル
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
る
な
ら
、
そ
れ
以
上
の
喜
び
は
あ
り
ま
せ
ん
。

最
後
に
、
二
点
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。

第
一
に
、
講
義
の
順
番
は
実
際
の
順
番
と
は
違
っ
て
い
ま
す
。
講
義
は
第
一
回
が
二
〇
一
四
年
六
月
、
最
終
回
が

二
〇
一
五
年
二
月
で
し
た
。「
他
大
学
の
方
た
ち
が
読
ま
れ
る
と
す
れ
ば
大
学
に
関
す
る
共
通
の
話
題
か
ら
入
る
よ
う

に
し
て
お
く
方
が
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
東
信
堂
の
ア
ド
バ
イ
ス
で
「
リ
テ
ラ
シ
ー
」
問
題
を 

（
実
際 

通
り
） 

巻
頭
に
起
き
、
立
教
史
の
講
義
を
後
ろ
に
集
め
ま
し
た
。

第
二
に
、
話
の
中
に
学
内
外
の
人
名
が
多
数
出
て
き
ま
す
が
、
肩
書
き
は
、
す
べ
て
二
〇
一
四
年
度
当
時
の
も
の
に

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

二 

〇
一
六
年
九
月 
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