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【
關
秉
寅
】　

金
森
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

先
生
の
論
文
を
拝
読
し
ま
し
て
、
こ
の
お
話
は
、
竹
内
先
生
が
マ
ク
ロ

的
観
点
か
ら
お
話
し
く
だ
さ
っ
た
内
容
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

印
象
を
受
け
ま
し
た
。

【
フ
ロ
ア
】　

私
は
外
国
人
で
す
か
ら
、
日
本
の
作
家
で
あ
る
宮
沢
賢
治
に

対
し
て
あ
ま
り
理
解
が
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
一
つ
質

問
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
一
つ
は
、
宮
沢
賢
治
の
文
学
史
に
お
け
る
位
置
、
も
し
く
は
重
要
性

と
い
う
よ
う
な
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
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そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
金
森
先
生
は
な
ぜ
宮
沢
賢
治
を
題
材
と
し
、
そ
の
死
生
観
と
い
う
も
の
を
論
じ
よ
う
と
思
わ
れ
た
の
か
、

宮
沢
賢
治
の
死
生
観
の
特
殊
性
と
い
う
も
の
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
關
】　

先
に
二
つ
目
の
質
問
を
受
け
付
け
て
か
ら
、
ま
と
め
て
金
森
先
生
に
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
フ
ロ
ア
】　

生
と
死
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
苦
し
み
、
じ
た
ば
た
す
る
過
程
で
す
。
先
生
は
イ
ス
ラ
ム
教
の
礼
拝
と
い
う
も
の

に
触
れ
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
礼
拝
と
い
う
も
の
は
あ
る
種
、
自
分
に
対
し
、
そ
し
て
相
手
に
対
し
て
も
死
ん
だ
と
い
う

こ
と
を
教
え
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
過
程
を
通
っ
た
あ
と
で
、
は
じ
め
て
豚
を
使
用
し
て
い
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
い
う
理
解
は
正
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

【
金
森
修
】　

ま
ず
、
二
つ
目
の
質
問
か
ら
。

イ
ス
ラ
ム
教
の
礼
拝
の
話
と
、
豚
の
話
と
で
は
、
直
接
は
違
う
話
で
す
の
で
、
直
接
の
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
、
ざ
っ
と
考

え
て
い
る
と
こ
ろ
な
ん
で
す
が
、
賢
治
の
童
話
の
中
で
、
礼
拝
と
か
儀
式
と
か
い
う
も
の
を
主
題
に
し
た
作
品
は
、
お
そ
ら
く
は

な
い
の
で
は
な
い
の
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
み
な
さ
ん
宗
教
へ
の
ご
関
心
は
高
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
念
の
た
め
に
言
っ
て
お

き
ま
す
と
、
た
と
え
ば
極
楽
世
界
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
お
釈
迦
様
が
幻
想
的
に
出
て
く
る
よ
う
な
話
も
あ
り
ま
す
し
、
先
ほ
ど
か

ら
何
回
も
触
れ
て
い
る
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
も
、
き
わ
め
て
宗
教
的
な
テ
ー
マ―

祈
り
や
命
の
い
と
な
み
と
い
う
よ
う
な
も
の

と
、
銀
河
と
い
う
い
わ
ば
鉱
物
的
な
世
界
と
を
ミ
ッ
ク
ス
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
点
が
、
賢
治

の
特
徴
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

次
に
最
初
の
質
問
に
お
答
え
し
ま
す
。
最
初
に
言
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
が
文
学
史
に
お
け
る
賢
治
の
位
置
な
の
で
す
が
、



第二部

討論

74

正
確
な
こ
と
を
言
う
に
は
、
私
は
あ
ま
り
に
素
人
す
ぎ
ま
す
の
で
、
こ
れ
に
関
し
て
は

な
る
べ
く
言
わ
な
い
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
私
の
個
人
的

印
象
と
し
て
は
、
近
代
詩
、
明
治
以
降
の
詩
の
世
界
の
中
で
、
比
較
的
早
い
時
期
に
、

詩
的
な
言
語
と
し
て
、
た
と
え
ば
「
水
銀
」
や
「
電
灯
」
と
い
っ
た
よ
う
な
、
技
術

的
・
地
質
学
的
な
、
つ
ま
り
科
学
用
語
を
多
用
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、―

そ
こ
に
は
彼
の
知
的
背
景
が
関
係
し
て
い
る
わ
け
で
す
が―

、
普
通
の
叙
情
詩
的
な
、

た
と
え
ば
島
崎
藤
村
な
ど
の
詩
な
ど
に
な
じ
ん
で
い
る
人
に
と
っ
て
は
、
表
現
可
能
性

を
一
挙
に
拡
大
し
た
も
の
と
し
て
映
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
な
ぜ
賢
治
を
使
っ
て
死
生
観
を
論
じ
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
で
す
が
、
竹
内
先
生
も
同
じ
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
生
と
死
の
話
に

関
し
て
、
一
般
的
な
原
理
と
か
、
あ
る
い
は
、
宗
教
的
な
最
終
的
な
一
番
大
事
な
学
説

と
か
は
、
ど
の
文
化
、
ど
の
宗
教
で
も
大
枠
の
意
味
と
い
う
の
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な

い
。
我
々
人
間
存
在
の
基
本
的
事
実
な
の
で
変
わ
ら
な
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
う
い
う
大
枠
の
原
理
原
則
で
は
な
く
て
、
細
か
い
繊
細
な
表
現
形
態
に
こ
だ
わ
る
必

要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
観
点
か
ら
み
る
な
ら
、
文
学
作
品
と
い
う
の

は
、
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
例
証
に
な
る
。
賢
治
を
使
っ
た
の
も
そ
の
考
え
方
が
あ
っ
た

か
ら
、
つ
ま
り
原
理
原
則
の
抽
象
的
な
反
復
を
す
る
だ
け
で
満
足
す
る
こ
と
は
避
け
た

い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。


