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全
国
に
販
売
代
理
店
設
定 

 

阪
大
教
授
か
ら
開
発
依
頼
を
受
け
た
商
品
、
性
能
良
好

で
関
西
中
心
に
販
売
が
進
ん
で
来
た
の
で
全
国
総
合
病
院

で
中
央
検
査
部
の
あ
る
と
こ
ろ
を
中
心
に
販
売
す
る
こ
と

に
し
た
。 

 

先
ず
試
薬
販
売
店
を
主
に
都
道
府
県
一
販
売
代
理
店
制

度
に
、
大
阪
道
修
町
に
あ
る
和
光
純
薬
、
片
山
化
学
等
の

全
国
販
売
店
組
織
を
参
考
に
、
武
田
薬
品
系
列
の
和
光
純

薬
、
既
に
取
引
の
あ
る
片
山
化
学
へ
訪
問
、
全
国
販
売
組

織
網
を
開
示
し
て
い
た
だ
い
た
。 

 

販
売
進
行
次
第
で
東
京
、
福
岡
に
営
業
所
を
設
置
す
る

こ
と
に
し
た
。 

 

先
ず
阪
大
教
授
、
東
京
国
立
第
一
病
院(

現
東
京
国
立

総
合
病
院)

の
先
生
か
ら
紹
介
状
を
頂
い
て
の
訪
問
、
検

査
部
長
等
の
先
生
方
は
丁
重
に
面
談
し
て
い
た
だ
き
な
が

ら
も
販
売
は
順
調
に
進
ま
な
か
っ
た
。 

 

そ
れ
で
私
の
義
理
の
兄
弟
で
大
手
製
薬
会
社
の
営
業
を

担
当
し
た
方
に
、
何
故
販
売
が
順
調
に
進
ま
な
い
の
か
教

え
て
ほ
し
い
と
訪
問
し
た
。
そ
の
答
え
は
一
・
学
閥
、

二
・
地
域
性
を
考
え
る
様
教
示
さ
れ
た
。 

 

四
国
地
区
販
売 

 

四
国
四
県
は
各
々
学
閥
が
異
な
り
地
域
性
が
は
っ
き
り

し
て
い
る
。 

徳
島
県
・
・
大
阪
大
学
、
関
西
地
域 

 
 

香
川
県
・
・
岡

山
大
学
、
岡
山
地
域 

愛
媛
県
・
・
広
島
大
学
、
広
島
地

域 
 

高
知
県
・
・
東
京
大
学
、
関
東
地
域 

 

こ
の
様
に
大
学
の
系
列
性
が
強
く
、
そ
の
中
で
も
高
知

県
は
四
国
山
脈
に
囲
ま
れ
情
報
が
遅
く
な
る
と
の
考
え
で

最
先
端
情
報
の
入
る
関
東
各
大
学
、
薬
品
会
社
の
方
向
性

を
持
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
様
に
四
国
地
区
の
攻
略
は
こ
れ
を
基
本
に
戦
略
を

取
る
よ
う
教
え
て
も
ら
っ
た
。 

 

そ
の
一
例
と
し
て
高
知
県
で
東
京
の
医
学
部
教
授
を
招

い
て
の
医
学
学
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
当
社
と
東

京
本
社
の
あ
る
医
薬
品
会
社
に
ス
ポ
ン
サ
ー
依
頼
が
あ

り
、
関
西
の
医
学
部
に
は
依
頼
し
な
い
様
で
あ
る
と
。
そ

の
後
こ
れ
を
参
考
に
戦
略
を
練
り
順
調
に
拡
大
出
来
た
。 

 

九
州
地
区
販
売 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

九
州
全
地
区
は
四
国
四
県
の
様
な
地
域
性
は
無
く
関

西
、
関
東
大
学
の
先
生
何
れ
か
ら
も
容
易
に
受
け
入
れ
て

い
る
。
試
薬
販
売
に
つ
い
て
は
大
阪
道
修
町
と
の
取
引
が

中
心
で
あ
っ
た
。
割
合
順
調
に
全
県
設
定
す
る
こ
と
が
出

来
た
。
但
し
沖
縄
は
米
軍
統
治
地
区
で
海
外
出
張
、
輸
出

で
あ
っ
た
。 

 

名
古
屋
・
中
部
地
区
販
売 

 

名
古
屋
・
中
部
地
区
は
日
本
の
中
心(

臍)

で
あ
る
と
の

意
識
が
強
く
、
ト
ヨ
タ
、
ス
ズ
ケ
ン(

医
薬
総
合
販
売
会

社
日
本
一)

が
そ
の
一
例
、
常
に
関
東
方
向
性
で
関
西
を

や
や
劣
視
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
阪
大
教
授
の
紹
介
で

訪
問
、
丁
重
で
あ
る
が
前
へ
進
ま
な
か
っ
た
。 

 

義
兄
弟
の
医
薬
販
売
責
任
者
の
言
葉
と
し
て
、
関
西
の

教
授
で
は
無
く
関
東
の
大
学
教
授
の
紹
介
で
訪
問
す
る
よ

う
に
進
言
さ
れ
実
行
し
た
と
こ
ろ
即
順
調
に
販
売
促
進
出

来
た
。 

 

北
海
道
地
区
販
売 

 

北
海
道
地
区
は
ほ
と
ん
ど
関
東
か
ら
の
仕
入
れ
が
中

心
、
更
に
北
海
道
は
本
島
と
は
遠
く
運
賃
等
の
加
算
で
北

海
道
価
格
と
し
て
定
価
に
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
算
し
て
販

売
し
て
い
た
。
当
社
は
全
国
同
一
価
格
制
を
取
っ
て
い
た

の
で
そ
れ
な
り
に
貢
献
出
来
た
と
思
う
。
北
海
道
の
人
は

言
葉
尻
に
何
度
も
「
本
島
の
人
」
と
今
も
脳
裏
に
残
っ
て

い
る
。 

 

北
海
道
の
営
業
は
九
州
沖
縄
全
域
を
抱
え
た
位
の
地
域

で
二
泊
三
日
以
上
の
営
業
が
常
、
更
に
冬
季
営
業
は
困
難

で
北
海
道
価
格
は
当
然
と
責
任
者
は
豪
語
し
て
い
た
。 

 

何
度
も
北
海
道
の
代
理
店
へ
同
行
販
売
を
行
っ
た
が
範

囲
が
広
い
の
で
毎
日
営
業
担
当
者
が
交
代
、
毎
日
同
じ
説

明
を
繰
り
返
し
数
日
の
訪
問
で
と
う
と
う
ダ
ウ
ン
し
て
し

ま
っ
た
。
但
し
広
々
と
し
た
広
大
な
農
地
、
延
々
と
続
く

玉
蜀
黍
畑
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
農
場
、
自
衛
隊
射
撃
訓
練
場

が
ス
ズ
ラ
ン
の
開
花
時
期
の
み
道
民
に
開
放
、
北
大
の
羊

ヶ
丘
見
学
、
美
味
し
い
食
べ
物
、
広
大
な
北
大
、
時
計
台

前
の
ホ
テ
ル
宿
泊
等
楽
し
い
思
い
出
が
沢
山
あ
る
。 

 

北
海
道
営
業
を
終
え
東
北
地
区
販
売
へ
進
ん
だ
が
一
日

ホ
テ
ル
で
休
養
し
た
覚
え
が
あ
る
。 

 

東
北
地
区
販
売 

 

東
北
六
県
何
れ
も
関
東
方
向
、
仕
入
れ
先
も
関
東
、
大

学
、
業
者
の
方
何
れ
も
物
静
か
な
方
ば
か
り
、
但
し
大
変

親
切
、
例
え
ば
大
学
や
試
薬
販
売
店
へ
の
行
き
先
を
訪
ね

る
と
何
と
同
行
案
内
し
て
く
れ
恐
縮
し
た
思
い
出
が
あ

る
。
反
面
ホ
テ
ル
に
入
る
と
必
要
以
上
の
会
話
は
な
く
私

か
ら
の
一
方
会
話
と
な
り
話
が
続
か
な
か
っ
た
。 

 

そ
の
後
全
国
に
代
理
店
制
度
が
完
了
、
山
梨
県
を
除
い

て
全
国
へ
出
張
し
た
。
一
泊
以
上
の
出
張
時
、
必
ず
実
行

し
た
事
は
営
業
後
ま
た
は
夜
間
に
必
ず
広
く
町
歩
き
す
る

事
と
名
物
と
言
わ
れ
る
食
事
を
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
そ

れ
は
病
院
担
当
者
、
代
理
店
の
人
々
と
親
密
な
会
話
が
出

来
る
ネ
タ
探
し
で
あ
る
。
良
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
名
物

に
旨
い
も
の
無
し
」
と
は
い
え
高
知
県
で
は
鯨
の
舌
、
熊

本
で
は
馬
刺
、
鹿
児
島
で
は
オ
コ
ゼ
の
フ
ラ
イ
、
岡
山
、

長
野
で
は
果
物
、
北
海
道
で
は
牛
乳
、
玉
蜀
黍
他
沢
山
あ

っ
た
。 

 

全
国
出
張
は
苦
し
い
こ
と
多
い
な
が
ら
も
多
く
の
人
、

情
報
、
ご
馳
走
と
楽
し
か
っ
た
思
い
出
が
沢
山
あ
り
未
だ

に
脳
裏
に
残
っ
て
い
る
。 
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転
落
事
故
を
目
前
に
し
て 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

会
長 

 

宮
﨑
訓
胤 

  

大
阪
か
ら
の
帰
宅
時
、
乗
り
換
え
の
為
階
段
を
降
り 

て
い
た
時
、
私
の
前
の
高
齢
者
が
突
然
足
を
滑
ら
せ 

滑
落
。
そ
の
前
に
い
た
若
い
女
性
の
肩
に
つ
か
ま
り 

 

転
落
し
、
女
性
は
高
齢
者
の
下
敷
き
に
な
り
、
二
人
共
動

か
な
く
な
っ
た
た
め
救
急
車
が
出
動
し
大
騒
ぎ
と
な
っ

た
。 

こ
の
事
故
の
こ
と
は
今
も
頭
か
ら
離
れ
な
い
。 

 

何
時
ど
こ
で
こ
の
様
な
事
故
に
巻
き
込
ま
れ
る
か
解
ら

な
い
。
幼
児
や
若
者
の
場
合
は
比
較
的
に
軽
い
け
が
で
済

む
こ
と
が
多
い
が
、
高
齢
者
に
な
る
と
怪
我
の
程
度
が
重

く
な
る
傾
向
に
あ
り
、
な
か
に
は
頭
を
強
打
し
死
に
至
る

ケ
ー
ス
や
怪
我
が
原
因
で
一
生
介
護
が
必
要
に
な
る
ケ
ー

ス
も
あ
る
。
事
故
の
背
後
に
は
「
焦
り
の
心
理
」
が
あ

る
。
焦
り
や
気
の
緩
み
が
転
倒
に
つ
な
が
る
故
一
歩
一
歩

確
認
し
ゆ
っ
く
り
行
動
に
移
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

私
も
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
や
太
極
拳
で
足
腰
を
鍛
え
て
い
る
つ

も
り
だ
が
、
薬
の
副
作
用
も
あ
る
の
か
よ
く
転
び
そ
う
に

な
る
の
で
次
の
こ
と
を
心
が
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
。 

・
滑
り
に
く
い
溝
が
あ
る
靴
を
履
く
。 

・
重
心
は 

少
し
前
寄
り
で
、
靴
裏
全
体
の
ち
ょ
う
ど
真

ん
中
あ
た
り
に
お
く
。 

・
歩
幅
は
狭
く
し
て
足
裏
全
体
で
着
地
す
る
。 

（
体
に
は
歩
幅
を
広
く
と
る
の
が
良
い
の
だ
が
） 

・
転
倒
し
て
も
大
事
に
至
ら
な
い
よ
う
な
食
生
活 

・
下
半
身
の
筋
肉
を
維
持
す
る
よ
う
な
体
操
。 

・
転
倒
リ
ス
ク
を
軽
減
で
き
る
よ
う
な
生
活
環
境
。 

又
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
事
故
も
同
様
で
す
。
充
分
注
意

を
払
っ
て
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。 

会
員
の
皆
様
い
つ
迄
も
元
気
で
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！ 

 

 

‖
人
生
思
い
出
の
一 ひ

と

コ
マ
‖ 

白
さ
ぎ
チ
ャ
リ
テ
ィ
吟
詠
会
に
参
加
し
て 

水
無
月
支
部 

竹
谷
訓
鳳 

 

平
成
十
七
年
三
月
、
白
鷺
連
合
会
よ
り
チ
ャ
リ
テ
ィ
Ⅰ

吟
詠
会
へ
の
出
場
者
認
定
書
を
頂
き
ま
し
た
。
そ
の
後
白

鷺
連
合
会
の
先
生
か
ら
色
々
と
連
絡
の
手
紙
等
を
頂
き
な

が
ら
平
成
十
八
年
九
月
二
十
四
日
初
め
て
の
リ
ハ
ー
サ
ル

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
私
の
出
場
す
る
舞
台
の
テ
ー
マ
は 

「
故
郷

く

に

恋
お
も
い

い
人
恋
い
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
夢
、
出
会

い
、
日
本
人
の
心
の
原
点
を
綴
っ
た
構
成
舞
台
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。
私
達
の
メ
ン
バ
ー
は
八
名
で
浜
松
一
名
、
大

阪
西
淀
川
四
名
、
名
古
屋
二
名
と
私
、
奈
良
一
名
で
し

た
。 吉

田
松
陰
の
「
斯
く
す
れ
ば
」
の
和
歌
と
「
戦
後
述

懐
」
の
吟
，
宗
良
親
王
の
「
君
の
た
め
」
の
和
歌
の
組
み

合
わ
せ
で
し
た
。
私
は
こ
の
吟
と
和
歌
を
覚
え
る
た
め
中

谷
淞
苑
先
生
が
吟
じ
て
お
ら
れ
る
範
吟
テ
ー
プ
で
、
何
度

も
、
何
度
も
聞
き
、
覚
え
る
べ
く
練
習
し
ま
し
た
。
九
月

二
十
四
日
の
リ
ハ
ー
サ
ル
、
十
月
二
十
八
日
の
リ
ハ
ー
サ

ル
で
は
中
谷
先
生
か
ら
直
接
指
導
を
受
け
吟
の
速
さ
、
音

階
等
の
指
摘
等
を
受
け
た
為
、
八
名
の
メ
ン
バ
ー
は
、
何

度
も
、
何
度
も
練
習
を
し
ま
し
た
。
二
十
八
日
の
練
習
が

終
わ
っ
て
か
ら
も
本
番
前
の
最
後
の
練
習
を
済
ま
せ
て
、

愈
々
、
本
番
当
日
が
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
羽
織
、
袴

に
衣
装
替
え
し
て
八
人
メ
ン
バ
ー
は
再
度
の
練
習
を
し
て

「
よ
し
‼
こ
れ
で
良
い
と
思
う
」
と
心
を
一
つ
に
し
て
夢

の
舞
台
に
入
り
ま
し
た
。
や
は
り
緊
張
が
高
ま
っ
て
来
る

の
が
自
身
で
感
じ
取
っ
て
い
ま
し
た
。 

舞
台
ス
タ
ッ
フ
の
方
が
私
た
ち
の
出
番
が
近
づ
い
て
く

る
と
名
前
を
確
認
し
な
が
ら
出
場
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
伺
っ

て
合
図
を
し
て
く
れ
ま
し
た
の
で
マ
イ
ク
を
握
っ
て
舞
台

に
立
ち
「
戦
後
述
懐
」
吟
じ
ま
し
た
。 

 

十
八
年
前
の
体
験
を
今
、
静
か
に
思
い
出
し
て
い
ま

す
。 

 

早
春
賦
に
よ
せ
て 

 
 
 
 
 
 
 

 

光
輝
支
部 

宮
﨑
訓
伶 

 

ラ
ジ
オ
か
ら
流
れ
て
き
た
軽
快
な
明
る
い
メ
ロ
デ
ィ
ー

の
「
早
春
賦
」 

長
野
県
松
本
へ
主
人
と
の
旅
が
鮮
明
に
甦
る
。JR

穂

高
駅
前
の
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
店
で
自
転
車
を
借
り
一
・
五

キ
ロ
の
一
本
道
を
走
り
続
け
る
と
大
王
ワ
サ
ビ
園
に
到
着

す
る
。
流
石
日
本
一
の
ワ
サ
ビ
園
、
一
面
に
広
が
る
ワ
サ

ビ
田
の
鮮
や
か
な
緑
色
が
と
て
も
綺
麗
だ
っ
た
。
橋
か
ら

見
下
ろ
す
小
川
の
透
明
な
流
れ
も
素
晴
ら
し
い
。 

サ
イ
ク
ル
店
の
店
主
が
回
り
道
に
な
る
が
是
非
と
も
早

春
賦
の
歌
碑
を
見
て
く
る
と
よ
い
と
教
え
て
く
れ
た
の
で

来
た
道
を
戻
り
平
坦
な
土
手
を
、
川
の
せ
せ
ら
ぎ
や
鳥
の

鳴
き
声
を
聞
き
な
が
木
漏
れ
日
の
中
を
の
ん
び
り
走
る

と
、
こ
の
上
も
な
い
心
地
よ
さ
を
感
じ
る
。
木
々
の
間
か

ら
北
ア
ル
プ
ス
を
眺
め
な
が
ら
走
っ
て
い
る
と
穂
高
川
の

堤
防
沿
い
に
歌
碑
が
見
え
て
き
た
。
あ
の
「
早
春
賦
」
に

歌
わ
れ
た
風
景
が
目
の
前
に
広
が
り
、
こ
こ
で
読
ま
れ
た

詩
な
の
だ
と
感
激
し
口
ず
さ
む
。 

 
 

 

春
は
名
の
み
の 

風
の
寒
さ
や 

谷
の
鶯 

歌
は
思
え
ど 

時
に
あ
ら
ず
と 

声
も
立
て
ず 

時
に
あ
ら
ず
と 

声
も
立
て
ず 

 

氷
解
け
去
り 

葦
は
角
ぐ
む 

 
 

さ
て
は
時
ぞ
と 

思
う
あ
や
に
く 

 
 

今
日
も
き
の
う
も 

雪
の
空 

今
日
も
き
の
う
も 

雪
の
空 
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春
と
聞
か
ね
ば 

知
ら
で
あ
り
し
を 

聞
け
ば
せ
か
る
る 

胸
の
思
い
を 

い
か
に
せ
よ
と
の 

こ
の
頃
か 

い
か
に
せ
よ
と
の 

こ
の
頃
か 

  

北
ア
ル
プ
ス
の
麓
に
あ
る
大
町
は
冬
の
期
間
が
長
く

寒
い
日
が
続
く
。
三
月
ご
ろ
に
な
る
と
暖
か
い
陽
が
差
し

始
め
て
氷
が
解
け
、
よ
う
や
く
春
の
気
配
を
感
じ
る
よ
う

に
な
る
。 

 

ま
だ
か
ま
だ
か
と
春
を
待
ち
遠
し
く
思
う
不
安
な
気
持

ち
の
中
に
も
心
の
奥
に
秘
め
た
力
強
さ
を
感
じ
さ
せ
て
く

れ
る
名
曲
で
す
。 

 

あ
れ
か
ら
早
や
二
十
数
年
、
今
で
も
あ
の
時
の
素
晴
ら

し
い
景
色
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
う
一
度
訪
れ

る
気
力
は
な
い
。
体
力
の
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
、
観
光
客

で
賑
わ
い
、
あ
の
日
の
よ
う
に
静
か
に
心
い
く
ま
で
楽
し

む
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

故
中
野
鷺
訓
師
の
思
い
出 

水
無
月
支
部 

 

玉
置
訓
舟 

 

最
近
、
詩
吟
の
稽
古
の
折
に
竹
谷
訓
鳳
さ
ん
達
等
が
故

中
野
鷺
訓
先
生
の
こ
と
を
よ
く
話
さ
れ
る
の
で
、
私
も
懐

か
し
い
思
い
が
い
っ
ぱ
い
わ
い
て
き
ま
す
。 

古
い
日
記
な
ど
を
探
し
見
て
い
た
ら
、
そ
こ
に
は
故
土

井
鷺
行
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
、
双
仟
誕
生
の
前
後

の
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

そ
し
て
、
そ
の
中
に
中
野
先
生
の
悩
み
、
苦
し
み
な
ど
も

見
え
隠
れ
し
て
い
ま
す
。 

故
中
野
先
生
に
は
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
か
ら
月
一

回
漢
詩
の
作
り
方
を
習
い
ま
し
た
。
又
、
手
紙
の
や
り
取

り
で
作
詩
を
批
評
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

拙
い
私
の
作
詩
を
通
し
て
、
今
一
度
「
双
仟
誕
生
」
前

後
の
一
部
に
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

  

✶
平
成
十
三
年
正
月 

先
生
に
出
し
た
賀
状 

 
 
 
 
 
 

 

迎
春
書
懐 

 
 
 
 

玉
置
行
雲 

 

雖
千
万
敵
意
何
窮 

千
万
の
敵
と
い
え
ど
も
心
何
ぞ
窮

き
わ
ま
ら
ん 

 

起
立
原
存
正
義
中 

起
立
す
る
所
も
正
義
の
中
に
あ
り 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

空
秘
剛
腸
迎
旭
日 

空
し
く
剛ご

う

腸
ち
ょ
う

を
秘
し
旭
日
を
む

こ
う 

咆
天
任
爾
苦
辛
風 

天
に
咆
え
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
苦 

 
 
 
 
 

辛
の
風 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

✶
先
生
か
ら 

 

新
春
に
あ
た
り
立
派
な
詩
、
嬉
し
く
拝
見
。
貴
殿
の
気

持
ち
、
否
決
意
が
ひ
し
ひ
し
と
と
感
じ
ら
れ
て
痛
快
の

極
み
で
す
。
・
・
略
・
・
一
縷

い

ち

る

の
望
み
無
き
に
し
も
非

ず
で
す
が
と
に
か
く
今
月
一
杯
成
り
行
き
を
見
る
要
が

あ
り
ま
す
。 

 

 

✶
平
成
十
三
年
五
月
十
日 

 
 
 
 
 
 

 

贈
鷺
訓
師 
書
懐 

 

玉
置
行
雲 

 

耐
艱

た
い
か
ん

荊
棘
満
花
堆 

 
耐
艱

た
い
か
ん

荊
棘

け
い
き
ょ
く

満
花
堆
づ
た
か
し 

 

辛
苦
忍
冬
香
遍
来 

 

辛
苦
忍
冬
香
り
あ
ま
ね
く
来
る 

 

今
夕
双
仟
呑
一
椀 

 

今 こ
ん

夕 せ
き

双
仟
吞
む
一
椀 

 
 

高
吟
笑
語
我
心
開 

 
 
 

高
吟
笑
語
我
が
心
を
開
く 

 

✶
先
生
へ
、
私
の
気
持
ち
は
棘
＝
イ
バ
ラ
を
も
め
て
い

る
問
題
と
し
、
忍
冬
＝
ス
イ
カ
ズ
ラ
を
先
生
に
見
立

て
て
作
詩
し
ま
し
た
。 

 

✶
先
生
か
ら 

 
 
 

・
・
略
・
・
貴
殿
の
後
半
二
句
に
「
双
仟
」
と
な
っ

て
嬉
し
い
心
を
表
わ
し
、
結
構
。
私
も
使
い
た
い
の

で
す
が
対
外
的
に
配
慮
し
て
中
野
グ
ル
ー
プ
と
し
て

い
る
の
で
、
「
双
仟
」
を
「
吟
朋
」
と
し
て
ほ
し

い
。 

尚
、
未
筆
な
が
ら
貴
殿
の
新
雅
号
「
訓
舟
」
で
決
定
し

ま
す
。
「
行
雲
」
の
吟
号
は
土
井
鷺
行
先
生
か
ら
頂
い

た
も
の
で
す
。 

  

お
米
作
り
の
日
本
史 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

天
理
西
支
部 

 

仲
西
洲
西 

 

稲
の
栽
培
は
、
原
始
時
代
に
野
生
の
稲
の
種
子
を
ま
い

て
収
穫
し
た
の
が
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
日
本

の
お
米
」
で
あ
る
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
米
の
栽
培
は
、
中
国
大
陸

の
長
江
の
中
・
下
流
域
で
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

稲
作
技
術
の
伝
播
に
は
、
諸
説
が
あ
り
ま
す
が
、
日
本
に

上
陸
し
た
稲
作
は
、
各
地
に
広
が
り
定
着
し
て
い
き
ま
す 

弥
生
時
代
中
頃
に
は
、
東
北
地
方
の
北
部
ま
で
稲
作
が
広

が
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

静
岡
県
の
登
呂
遺
跡
の
弥
生
水
田
は
、
矢
板
や
杭
で
補

強
し
た
畦(

あ
ぜ)

で
き
ち
ん
と
区
分
さ
れ
、
用
水
路
や
堰

(

せ
き)

も
整
備
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
１
２
戸
の
竪
穴
式
住

居
跡
と
、
約
７
万
㎡
の
田
、
２
つ
の
高
床
式
倉
庫
跡
が
発

見
さ
れ
て
い
ま
す
。 

弥
生
時
代
の
農
具
の
ほ
と
ん
ど
は
、
カ
シ
材
を
加
工
し

た
木
製
品
で
す
。
木
鍬(

き
く
わ)

・
木
鋤(

き
す
き)

な
ど

を
使
っ
て
田
を
耕
し
、
干
し
草
な
ど
の
肥
料
は
田
下
駄

(

た
げ
た)

や
大
足(

お
お
あ
し)

に
よ
っ
て
田
ん
ぼ
に
踏
み

込
ま
れ
ま
し
た
。
籾(

も
み)

は
田
ん
ぼ
に
直
に
ま
か
れ
、

稲
が
実
る
と
石
包
丁
で
穂
先
だ
け
刈
り
取
り
ま
し
た
。
脱

穀(

だ
っ
こ
く)

に
は
、
木
臼(

う
す)

と
竪
杵(

た
て
ぎ
ね)

な
ど

が
使
わ
れ
、
穀
物
は
貯
蔵
穴
や
高
床
式
倉
庫
に
保
管
さ
れ
ま

し
た
。 
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古
墳
時
代
に
は
、
水
路
の
整
備
が
行
わ
れ
、
広
範
囲
で
田

ん
ぼ
が
作
ら
れ
生
産
力
が
上
が
り
、
食
糧
が
安
定
し
て
供
給

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
社
会
が
発
達
し
て
各
地
に
豪
族
が

生
ま
れ
ま
し
た
。
水
田
に
牛
の
足
跡
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
家
畜
を
利
用
し
た
農
作
業
が
始
ま
り
、
そ
れ
に
と
も
な

っ
て
馬
鍬(

ま
ぐ
わ
・
マ
ン
ガ)

や
中
国
の
華
北
地
方
の
犂(

す

き
＝
カ
ラ
ス
キ
、
長
床
犂)

も
伝
え
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
ま

た
、
九
州
北
部
を
中
心
に
鉄
製
の
穂
摘
具(

ほ
づ
み
ぐ)

や
鉄

鎌
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
農
具
は
、
田
の
耕
作
が
目

的
の
シ
ン
プ
ル
な
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
が
、
穂
を
刈
る

の
で
は
な
く
、
現
在
の
よ
う
に
根
っ
こ
の
部
分
を
刈
る
や
り

方
が
一
般
的
と
な
り
、
鉄
製
の
鎌
が
普
及
し
て
い
き
ま
す
。 

奈
良
時
代
に
は
田
植
え
が
本
格
化
し
ま
す
。
人
々
は
手
強

い
雑
草
で
あ
る
ヒ
エ
と
戦
い
を
続
け
る
う
ち
に
、
水
田
の
雑

草
を
抜
い
て
か
ら
、
別
の
場
所
で
大
き
く
育
て
た
稲
を
植
え

る
方
法
を
編
み
出
し
ま
し
た
。
次
の
ヒ
エ
が
芽
を
出
し
た
と

き
に
は
稲
は
大
き
く
な
っ
て
お
り
、
倒
伏(

と
う
ふ
く)
も
少

な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
農
地
を
広
げ
る
た
め
に
稲
栽
培
に

向
か
な
い
寒
い
土
地
に
も
、
稲
作
を
広
げ
る
た
め
、
結
果
的

に
は
寒
さ
に
強
い
品
種
が
開
発
さ
れ
ま
し
た
。
田
ん
ぼ
の
面

積
は
、
現
在
の
３
分
の
１
で
あ
る
１
０
０
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
に

達
し
て
い
た
よ
う
で
す
。 

平
安
時
代
、
墾
田
永
世
私
財
法
を
受
け
て
貴
族
や
寺
社
が

開
墾
し
た
荘
園
は
増
え
続
け
、
農
民
は
農
業
を
し
な
が
ら
武

士
と
な
り
、
軍
事
力
を
養
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

鎌
倉
時
代
で
は
お
米
の
生
産
高
も
大
き
く
伸
び
ま
し
た
。

領
主
が
税(

米)

を
早
く
手
に
入
れ
る
た
め
、
早
米
を
作
ら
せ

た
記
録
も
あ
り
ま
す
。
農
家
は
、
牛
や
馬
を
利
用
し
て
土
地

を
耕
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
水
田
に
水
を
引
く
水
車
が
使

わ
れ
、
金
属
製
の
鎌(

か
ま)

、
鍬(

く
わ)

、
鋤(

す
き)

な
ど
を

作
る
鍛
冶
も
生
ま
れ
、
案
山
子(

か
か
し)

も
こ
の
頃
に
登
場

し
ま
す
。 

室
町
時
代
の
末
期
に
は
治
水
と
新
田
開
発
に
よ
り
、
日
本

中
の
川
は
作
り
変
え
ら
れ
、
不
毛
の
土
地
を
緑
の
沃
野(

よ

く
や)

に
変
え
て
い
き
ま
し
た
。
田
植
え
の
合
間
に
笛
や
鉦

(

か
ね)

、
太
鼓
に
あ
わ
せ
て
踊
り
、
歌
う
田
楽(

で
ん
が
く)

が
広
く
社
会
に
浸
透
し
て
い
き
ま
し
た
。 

安
土
桃
山
時
代
に
は
豊
臣
秀
吉
の
太
閤
検
地
に
よ
っ
て
全

国
の
土
地
、
収
穫
量
、
年
貢
量
な
ど
を
定
め
て
記
録
し
、
土

地
台
帳
に
農
民
の
名
を
記
し
ま
し
た
。 

江
戸
時
代
、
お
米
は
年
貢
と
し
て
納
め
ら
れ
、
大
名
は
こ

れ
を
大
坂
や
江
戸
で
売
っ
て
収
入
と
し
ま
し
た
。
大
名
が
も

つ
領
地
の
広
さ
は
石
高(

こ
く
だ
か)

で
表
さ
れ
、
１
石
は
約

１
８
０
リ
ッ
ト
ル(

約
１
５
０
㎏)

で
、
当
時
一
人
が
１
年
間

に
食
べ
る
お
米
の
量
に
あ
た
り
ま
す
。 

こ
の
時
代
、
稲
の
品
種
改
良
が
進
み
ま
し
た
。
民
間
の
篤
農

家(

と
く
の
う
か)

が
、
た
ま
た
ま
冷
害
の
と
き
な
ど
に
田
ん

ぼ
で
元
気
に
育
っ
て
い
る
数
少
な
い
稲
を
取
り
上
げ
て
、
何

年
間
も
繰
り
返
し
栽
培
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
新
品
種
は
お

米
の
収
穫
量
を
増
大
さ
せ
ま
し
た
。 

様
々
な
農
機
具
も
開
発
さ
れ
ま
し
た
。
扱
竹(

こ
き
た
け)

と

い
う
、
竹
の
道
具
に
替
わ
っ
て
千
歯
扱
き(

せ
ん
ば
こ
き)

が

発
明
さ
れ
、
作
業
効
率
を
１
０
倍
以
上
も
高
め
、
全
国
に
普

及
し
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、
耕
作
の
た
め
の
備
中
鍬(

び

っ
ち
ゅ
う
ぐ
わ)

、
お
米
を
選
別
す
る
唐
箕(

と
う
み)

・
千
石

ど
お
し
、
田
畑
に
水
を
引
く
た
め
の
龍
骨
車(

り
ゅ
う
こ
つ

し
ゃ)

、
足
で
踏
ん
で
水
車
を
動
か
す
踏
車(

と
う
し
ゃ)

な
ど

が
発
明
さ
れ
ま
し
た
。 

さ
ら
に
、
肥
料
も
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
江
戸
、
大

坂
、
京
と
い
う
大
都
市
周
辺
の
近
郊
農
業
が
盛
ん
に
な
り
ま

し
た
。
農
民
た
ち
は
農
産
物
を
都
市
に
も
っ
て
行
き
、
糞
尿

を
持
ち
帰
っ
て
肥
料
に
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
し
て
い
ま
し
た
。

他
に
も
油
か
す
、
汚
水
、
緑
肥
、
堆
肥
、
泥
肥
、
魚
の
あ
ら

な
ど
が
使
用
さ
れ
、
と
く
に
干
し
鰯
は
動
物
性
の
肥
料
と
し

て
抜
群
の
効
果
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
災
害
や
害

虫
に
対
す
る
知
識
は
不
足
し
て
お
り
、
虫
送
り
や
鳥
追
い
、

風
祭
り
、
雨
乞
い(

あ
ま
ご
い)

と
い
う
行
事
で
無
事
を
祈
る

し
か
方
法
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
災
害
に
よ
る

凶
作
の
年
も
多
く
、
江
戸
時
代
に
は
１
５
０
回
ほ
ど
の
飢
饉

(

き
き
ん)

が
あ
り
ま
し
た
。 

明
治
の
世
に
な
る
と
新
政
府
は
、
農
業
技
術
や
農
学
を
学

ぶ
目
的
で
学
者
や
技
術
者
を
欧
米
に
派
遣
し
、
欧
米
の
技
術

者
を
日
本
に
招
き
ま
し
た
。 

稲
の
育
種
に
つ
い
て
は
、
大
正
年
間
の
純
系
淘
汰(

優
れ

た
も
の
を
選
抜
し
て
残
し
て
い
く)

に
よ
っ
て
収
穫
量
は
５

～
１
０
％
増
加
し
ま
し
た
。
更
に
中
期
か
ら
は
交
雑(

品
種

の
か
け
あ
わ
せ)

に
よ
る
育
種
が
試
み
ら
れ
ま
し
た
。 

化
学
薬
品
を
使
っ
た
最
初
の
除
草
は
、
明
治
時
代
の
中

頃
、
欧
米
で
銅
の
化
合
物
に
除
草
効
果
が
発
見
さ
れ
る
と
、

日
本
に
も
伝
わ
り
、
田
ん
ぼ
で
使
用
さ
れ
ま
し
た
。 

同
じ
頃
に
雑
草
取
り
の
田
車
と
い
う
農
機
具
が
発
明
さ
れ

ま
し
た
。
先
端
に
幅
３
０
㎝
ぐ
ら
い
の
、
小
さ
な
水
車
の
よ

う
な
回
転
す
る
筒
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
使
う

た
め
、
稲
は
幅
３
０
㎝
の
間
隔
で
平
行
に
植
え
る
正
条
植
え

が
日
本
中
に
普
及
し
ま
し
た
。 

大
正
の
頃
か
ら
、
人
力
で
動
い
て
い
た
農
業
機
械
が
電
気

や
石
油
を
使
っ
た
動
力
で
動
か
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き

ま
す
。
田
ん
ぼ
の
水
の
揚
水
と
排
水
を
は
じ
め
、
脱
穀
作

業
、
籾
す
り
作
業
、
精
米
作
業
、
製
粉
作
業
、
藁
の
加
工
作

業
な
ど
次
々
と
機
械
化
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。 

１
９
３
３
年(

昭
和
８
年)

頃
、
動
力
に
よ
っ
て
田
ん
ぼ
を
耕

す
動
力
耕
う
ん
機
が
実
用
化
さ
れ
ま
し
た
が
、
太
平
洋
戦
争

に
よ
り
石
油
資
源
が
極
端
に
不
足
し
た
た
め
、
普
及
し
ま
せ

ん
で
し
た
。 

１
９
５
５
年(

昭
和
３
０
年)

以
降
は
、
工
業
の
発
展
に
と

も
な
い
、
農
業
水
利
の
改
良
、
ほ
場
整
備
事
業
が
進
み
ま

す
。
新
し
い
栽
培
技
術
も
展
開
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
お

米
の
収
量
水
準
は
向
上
し
ま
し
た
。
機
械
化
の
普
及
と
相
ま

っ
て
、
水
田
経
営
は
規
模
拡
大
の
方
向
に
見
直
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。 

農
業
の
機
械
化
の
な
か
で
も
、
田
植
機
は
明
治
時
代
か
ら

多
く
の
人
々
が
研
究
を
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
ど
の
田

植
機
も
長
さ
が
３
０
㎝
ほ
ど
の
大
き
な
苗
、
成
苗
を
使
っ
て

い
た
た
め
、
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
１
９

６
５
年(

昭
和
４
０
年)

前
後
に
、
１
０
㎝
程
の
苗
、
稚
苗(

ち

び
ょ
う)

を
植
え
る
田
植
機
が
登
場
し
大
成
功
を
お
さ
め
、

一
気
に
普
及
し
ま
す
。
農
家
の
何
百
年
に
わ
た
る
悲
願
が
達

成
さ
れ
た
の
で
す
。 

ま
た
、
除
草
剤
の
使
用
も
一
般
的
と
な
り
ま
し
た
。
ア
メ

リ
カ
で
開
発
さ
れ
た
２
・
４―

Ｄ
と
い
う
除
草
剤
が
瞬
く
間
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に
日
本
の
田
ん
ぼ
に
普
及
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
夏
の
炎

天
下
で
行
わ
れ
て
い
た
、
腰
を
曲
げ
て
の
長
時
間
の
除
草
作

業
か
ら
多
く
の
女
性
た
ち
を
解
放
し
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、

田
ん
ぼ
１
０
ア
ー
ル
あ
た
り
の
労
働
時
間
は
、
１
９
５
０
年

(

昭
和
２
５
年)
で
は
２
０
７
時
間
で
し
た
が
、
２
０
１
５
年

(

平
成
２
７
年)
に
は
２
３
時
間
ま
で
減
少
し
て
い
ま
す
。 

１
９
６
５
年(

昭
和
４
０
年)

頃
か
ら
、
様
々
な
分
野
で
近
代

化
が
進
み
、
農
業
で
は
機
械
化
や
乾
燥
・
貯
蔵
施
設
の
登
場

な
ど
に
よ
り
米
の
生
産
は
拡
大
し
て
い
き
ま
し
た
。 

現
在
、
日
本
で
は
農
業
人
口
が
減

少
し
、
農
村
の
過
疎
化
が
進
ん
で
い

ま
す
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
農
業
を

続
け
て
い
る
人
々
は
、
後
継
者
不
足

や
都
市
化
に
よ
る
環
境
汚
染
な
ど
と

闘
い
な
が
ら
、
米
作
り
を
基
盤
に
築

か
れ
た
日
本
列
島
の
土
地
・
水
・

緑
、
そ
し
て
文
化
・
環
境
を
一
所
懸

命
に
守
り
続
け
て
い
ま
す
。 

   

事
務
局
だ
よ
り 

 

◎
令
和
六
年
度
双
仟
吟
詠
会
総
会 

 
 
 

日 

時 

令
和
六
年
二
月
四
日
（
日
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

十
時
三
十
分
開
会 

場 

所 

天
理
教
旭
日
大
教
会 

出
席
者 

十
五
名 

委
任
状
二
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

♦
令
和
五
年
度
行
事
報
告
．
会
計
報
告 

会
計
監
査
報
告
。 

♦
令
和
六
年
度
行
事
計
画
案
．
会
計
予
算
案
． 

総
て
の
議
案
が
可
決
承
認
さ
れ
た
。 

 

◎
令
和
六
年
度
春
季
昇
段
免
許
授
与
者 

 

 
 
 
 
 

 
 

二
段
免
許 

 
 

上
田
美
知
子 

 
 
 
 
 
 
 

四
段
免
許 

 
 

多
川 

洲
美

 
 

五
段
免
許 

 
 

仙
田 

洲
博

 
 

 

〃 
 
 
 

 

仲
西 

洲
西

 
 

六
段
免
許 

 
 

登   
 

洲
光

 
 

九
段
免
許 

 
 

宮
﨑 

訓
伶 

 
 
 
  

♦
昇
格
授
与
者 

 
 
 
 
   

 

師
範
代 

 
 
 

仲
西 

洲
西

 
 

 
 

〃 
 
 
 
 
 
 
 

登 
 
 
 

洲
光

 
 

上
師
範 

 
 

 

吉
川 

訓
雅 

 
 
 
 
   

 
 

〃 
 

 
    

宮
﨑 

訓
伶 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

♦
関
吟
本
部
よ
り
慶
祝
表
彰
授
与
者 

 
 
 

 
 

 
 

 

卒
寿 

 
 

 
 
 

村
田 

訓
洲 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

〃 
 
 
 

 

角 
 

訓
昌 

 
 
 
 
 
 
 

傘
寿 

 
 

 
 
 

川
口 

訓
穂 

 
 

 
 

〃 
 

     

宮
﨑 

訓
伶 

 
 
 
 
 
 
 
  

〃 
 
     

柴
田 

洲
正

 
 

 
 

 
 
 
 
   

 
♦
双
仟
吟
詠
会
よ
り
慶
祝
表
彰
授
与
者 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

古
稀 

 
 

 
 

和
田 

洲
華 

 

◎
第
六
十
三
回
白
さ
ぎ
吟
詠
の
集
い
競
吟
大
会 

日 

時 
令
和
六
年
四
月
六
日
（
土
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

九
時
三
十
分
開
会 

 

 
 
    

場 

所 
 

尼
崎
エ
ー
リ
ッ
ク 

 
 
 
 
 
 

 

✶
出
吟
者 

傘
寿
②
の
部 

竹
谷
訓
鳳 

 

◎
令
和
六
年
度
天
理
連
合
会
練
成
大
会
＆
理
事
総
会 

 

日 

時 

令
和
六
年
四
月
二
十
一
日
（
日
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

十
時
三
十
分
開
会 

場 

所 

天
理
教
旭
日
大
教
会 

 
 
 

 

✶
双
仟
吟
詠
会
よ
り
十
二
名
参
加 

 
 

 

 

◎
令
和
六
年
度
第
二
十
三
回 

双
仟
吟
詠
会
練
成
大
会 

日 

時 

令
和
六
年
五
月
二
十
九
日
（
水
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

十
時
開
会 

場 

所 

天
理
教
旭
日
大
教
会 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

出
吟
者 

十
四
名 

 
 

 
 

✶
終
了
後
、
懇
親
会
が
実
施
さ
れ
た
。 

 

◎
第
四
十
六
回
指
導
者
級
吟
士
権
者
決
定
大
会
、
第
二
十

回
準
師
範
、
師
範
代
競
吟
大
会
、
第
九
回
指
導
者
級
和

歌
の
部
競
吟
大
会
、
第
三
回
シ
ニ
ア
の
部
競
吟
大
会 

 
 
 
 

日 

時 

令
和
六
年
八
月
二
十
五
日
（
日
） 

 
 
 
 

場 

所 

た
け
ま
る
ホ
ー
ル
（
生
駒
市
） 

 
 
 
 

出
吟
者 

シ
ニ
ア
の
部 

竹
谷
訓
鳳
（
優
勝
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

◎
令
和
六
年
度
全
国
指
導
者
級
吟
士
権
者
決
定
吟
詩
大
会 

 
 
 
 

日 

時 

令
和
六
年
十
二
月
八
日
（
日
） 

 
 
 
 

場 

所 

高
槻
城
公
園
芸
術
文
化
劇
場
北
館 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
旧 

高
槻
現
代
劇
場
） 

 
 
 
 

出
吟
者 

シ
ニ
ア
の
部 

 

竹
谷
訓
鳳 

  

編
集
後
記 

 

昨
年
は
地
震
で
幕
明
け
し
ま
し
た
。
さ
て
、
令
和
七
年

は
ど
の
様
な
年
の
幕
開
け
に
な
る
の
で
し
ょ
う
？ 

望
ま

ぬ
災
害
、
事
故
、
事
件
は
い
つ
の
時
代
に
で
も
、
つ
き
ま

と
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
ら
に
負
け
な
い
強
い
体
と
精
神
を

鍛
錬
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
今
年
一
年
も
素

敵
な
日
々
を
、
そ
し
て
、
年
齢
を
重
ね
て
い
け
た
ら
い
い

で
す
ね
！ 

 

本
会
創
立
二
十
五
周
年
記
念
大
会
の
成
功
を
め
ざ
し
て 

会
員
の
心
を
結
集
し
ま
し
ょ
う
‼ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


