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奨
励
に
つ
い
て
の
感
想

人
豆

子

晴

苗
プゴ

聖
学
院
大
学
で
わ
た
し
は
過
去
一
二
年
間
に
(
そ
の
前
の
非
常
勤
時
代
を
加
え
る
と
二
二
年
に
な
る
)

一
二
回
の
奨
励
を
担
当
し
て

き
た
。

そ
の
内
の
一
回
は
創
立
記
念
礼
拝
の
講
演
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
経
験
に
も
と
守
つ
い
た
感
想
を
い
く
つ
か
述
べ
て
み
た
い
。

わ
た
し
は
こ
の
大
学
に
就
任
す
る
前
は
国
立
大
学
の
教
師
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と
は
歴
史
的
事
実
の
他
は
語
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て

「
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
」

の
よ
う
な
態
度
を
強
い
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
聖
学
院
大
学
は
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
精
神
基
盤
に
立
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
は
語
る
の
を
控
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ル
タ
l
の
信
仰
に
つ
い
て
も
講
義
で

き
る
と
思
う
と

と
て
も
幸
福
に
感
じ
た
。

奨
励
の
感
想
を
述
べ
る
準
備
に
さ
い
し
て
わ
た
し
は
手
元
に
書
き
残
し
て
お
い
た
奨
励
の
原
稿
を
集
め
て
み
た
。
奨
励
に
は
チ
ャ
ペ

ル
で
行
な
っ
た
も
の
が
二
一
点
あ
っ
た
が
、

そ
れ
以
外
に
夏
と
冬
の
リ
ト
リ
l
ト
の
晩
祷
で
担
当
し
た
奨
励
も
三
つ
あ
っ
た
。
わ
た
し

は
こ
れ
を
反
省
の
素
材
と
し
て
気
づ
い
た
点
を
述
べ
て
み
た
い
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
奨
励
は
仮
と
じ
の
冊
子
に
ま
と
め
て
聖
学
院
大
学

に
お
け
る
記
念
と
し
て
手
元
に
い
つ
ま
で
も
保
存
し
て
お
き
た
い
。

(
一
)
奨
励
の
主
題
は
で
き
る
か
ぎ
り
身
近
な
生
活
経
験
に
求
め
た
。
わ
た
し
は
最
初
奨
励
を
し
た
と
き
、
「
真
理
は
あ
な
た
が
た
を

自
由
に
す
る
」
(
ヨ
ハ
ネ
八
・
二
二
一
)
と
い
う
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
言
葉
に
つ
て
釈
義
的
に
語
っ
た
。

そ
の
後
、
こ
の
奨
励
内
容
に
つ
い
て
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当
時
三
年
生
で
あ
っ
た
赤
田
君
(
現
在
は
牧
師
と
し
て
東
北
の
地
に
あ
っ
て
活
躍
し
て
い
る
)
に
尋
ね
た
。
彼
か
ら
奨
励
は
抽
象
的
で
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は
な
く
、
具
体
的
な
内
容
が
好
ま
し
く
、
と
く
に
小
話
や
例
話
を
採
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。
実
際
、
福
音

書
の
中
に
は
伝
説
・
語
録
・
小
話
・
た
と
え
話
な
ど
が
満
ち
て
い
る
。
こ
の
点
は
当
時
盛
ん
に
研
究
さ
れ
て
い
た
福
音
書
の
「
様
式

史
」
(
宮
ロ
ロ

m
g岳
付
宮
0
)

研
究
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
「
小
話
」

(
Z
2色
。
)
と
い
う
の
は
短
編
小
説
の
よ
う

な
短
い
話
で
あ
っ
て
、
イ
エ
ス
の
手
に
な
る
「
良
い
サ
マ
リ
ヤ
人
の
話
」
と
か
「
放
蕩
息
子
の
話
」
な
ど
が
こ
れ
に
属
す
。
ま
た
イ
エ

ス
の

「
た
と
え
話
」
に
い
た
っ
て
は
傑
作
ぞ
ろ
い
で
あ
っ
て
、
民
衆
の
理
解
を
得
る
た
め
の
驚
嘆
す
べ
き
手
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
大
学
の
授
業
で
も
大
い
に
生
か
す
べ
き
で
あ
る
と
感
じ
た
。
そ
れ
で
も
奨
励
の
た
め
の
講
話
と
教
室
で
の
授
業
と
は
本
質
を
異
に
し

て
お
り
、

日
常
の
講
義
と
は
違
っ
て
毎
年
一
回
だ
け
担
当
す
る
奨
励
は
わ
た
し
に
は
苦
痛
で
あ
っ
た
。
講
義
で
は
学
生
と
一
緒
に
探
求

し
て
い
る
科
学
や
学
問
を
理
性
的
な
方
法
に
よ
っ
て
把
握
し
、
そ
の
法
則
の
認
識
に
ま
で
い
た
る
よ
う
講
義
内
容
が
準
備
さ
れ
る
。
も

ち
ろ
ん
芸
術
関
係
の
講
義
で
は
感
性
に
よ
る
理
解
の
開
発
が
な
さ
れ
る
に
し
て
も
、
神
の
言
葉
を
信
仰
に
よ
っ
て
聞
い
た
上
で
そ
の
意

味
を
伝
え
る
奨
励
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
奨
励
に
は
講
義
に
な
い
独
特
な
緊
張
感
が
み
な
ぎ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
常
的
な

意
識
と
は
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
礼
拝
に
参
加
し
た
学
生
に
よ
っ
て
も
敏
感
に
感
じ
取
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

(
二
)
チ
ャ
ペ
ル
で
の
奨
励
は
、
教
会
に
お
け
る
説
教
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
核
心
に
お
い
て
「
神
の
前
」

(
8
5自
己

g)
と
い

う
場
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
初
め
か
ら
設
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
聖
書
に
も
と
や
つ
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
っ
て
、
奨
励
者
の
世
界
観
や
人
生
観
を
述
べ
る
こ
と
に
終
始
す
べ
き
で
は
な
い
。
チ
ャ
ペ
ル
は
神
が
現
臨
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
て
、

そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
態
度
が
奨
励
を
す
る
者
と
聞
く
者
と
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
教
師
も
学
生
も
信
仰
を
も
っ
て
神

に
対
向
し
、
神
を
讃
美
し
、
神
の
御
心
を
探
求
し
、
知
り
、
悔
い
改
め
、
心
の
慰
め
を
受
け
る
こ
と
が
礼
拝
に
お
い
て
生
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
は
人
間
的
に
は
原
則
的
に
不
可
能
な
事
態
で
あ
る
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
が
奨
励
に
当
た
っ
て
い
つ
も
当
惑
を
覚
え
る



の
は
避
け
が
た
い
と
い
え
よ
う
。

(
三
)
「
礼
拝
」
は
「
神
仏
な
ど
を
拝
む
こ
と
」
(
広
辞
苑
)
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
英
語
で
は
巧
O
門

ω
F
f
と
も

8
2
Fわ
ぬ
と
も
言
わ
れ
る

が
、
ド
イ
ツ
語
で
は
の
。
片
付

g色
g巴
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
は
己
守
宮
σ
ω
R
i
8
と
同
じ
で
あ
る
が
、

「
神
へ
の
奉
仕
」
と
も
訳
さ
れ
る
。

そ
の
内
容
は
神
の
言
葉
を
聞
き
、
神
の
わ
ざ
を
讃
美
す
る
こ
と
で
あ
る
。
主
体
的
な
近
代
人
に
は
礼
拝
を
「
神
へ
の
奉
仕
」
と
捉
え
る

こ
と
が
理
解
さ
れ
や
す
い
。
聖
学
院
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る

ω
R
S
E
Z包
R
島
守
「
奉
仕
者
と
し
て
の
指
導
」
も
こ
れ
に
由
来
す
る
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
古
代
末
期
か
ら
礼
拝
は

2
1
5
ロ
2
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
こ
の
用
語
は
「
神
の
耕
作
も
し
く

い
え
よ
う
。
し
か
し
、

は
薫
陶
」
(
直
訳
)
を
音
吟
味
し
、
そ
こ
に
は
神
が
人
間
の
心
に
働
き
か
け
、
わ
た
し
た
ち
の
心
田
を
耕
し
、
教
育
的
に
薫
陶
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
神
と
人
と
の
一
致
に
導
く
と
い
う
考
え
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
礼
拝
で
は
神
が
言
葉
を
授
け
、
人
が
そ
れ
を
理
解
す

べ
く
受
容
す
る
と
い
う
「
授
受
の
関
係
」
が
基
本
姿
勢
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
の
声
の
み
で
は
奨
励
は
成
り
立
た
な
い
。

(
四
)
礼
拝
が
神
の
働
き
を
受
容
す
る
場
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
神
の
わ
ざ
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
わ
た
し
た
ち
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し

大
学
の
奨
励
で
は
語
る
者
と
聞
く
者
と
は
「
学
問
」

と
い
う
共
通
の
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
弁
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
教
師
も
学
生

も
と
も
に
「
学
徒
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
奉
仕
は
教
師
と
学
生
に
共
通
な
学
問
を
通
し
て
と
も
に
神
に
向
か
う
こ
と
に
求
め
ら
れ

る
。
わ
た
し
の
場
合
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
と
人
間
学
と
い
う
学
問
を
通
し
て
学
生
に
関
わ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
点

奨励についての感想

で
は
同
僚
の
諸
先
生
の
奨
励
を
聞
く
の
は
と
て
も
参
考
に
な
っ
た
し
、
ま
た
興
味
を
い
だ
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
自
分
の
ゼ

ミ
の
学
生
を
礼
拝
に
誘
っ
て
み
て
も
、
な
か
な
か
こ
の
誘
い
に
応
じ
て
く
れ
な
い
し
、

た
ま
た
ま
や
っ
て
き
た
学
生
は
授
業
に
お
け
る

わ
た
し
と
奨
励
す
る
わ
た
し
と
の
態
度
の
相
違
に
気
づ
く
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
一
般
の
講
義
の
さ
い
に
も
奨
励
に
は
わ
た
し
自

身
の
思
想
の
核
心
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
礼
拝
に
出
席
し
て
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
こ
と
は
講
義
の
理
解
に
役
立
つ
と
誘
い
続
け
た
こ

と
を
記
憶
し
て
い
る
。
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(
五
)
こ
の
一
二
年
間
に
強
く
感
じ
た
こ
と
は
、
学
生
の
聞
に
世
俗
化
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
学
生
数
の
激
減
と
い
う

214 

少
子
化
だ
け
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
深
刻
な
問
題
は
学
生
の
宗
教
意
識
が
希
薄
化
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
礼
拝
に
参
加
し
て

い
な
い
一
般
学
生
に
世
俗
化
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
わ
た
し
が
教
師
と
な
っ
た
頃
、
大
学
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘

争
の
場
で
あ
っ
た
。
大
学
紛
争
時
代
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
戦
争
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
し
か
し
東
西
の
冷
戦
構
造
が
解
体
す
る
と
、
学

生
の
聞
か
ら
思
想
的
な
関
心
や
精
神
的
な
探
求
が
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
学
生
た
ち
は
漫
画
ブ

l
ム
か
ら
ケ
イ
タ
イ
族
に
変

身
し
て
い
っ
た
。
も
は
や
奨
励
が
絶
望
的
に
な
る
ほ
ど
深
刻
な
状
況
が
出
来
し
た
の
で
あ
る
。
今
日
の
利
益
社
会
に
生
き
る
学
生
は
、

た
だ
「
金
だ
、
金
、
だ
」
と
叫
ぶ
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
(
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
l
の
『
ベ
ニ
ス
の
商
人
』
に
登
場
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
)
と
な
る
危
険

性
に
曝
さ
れ
て
い
る
。
イ
エ
ス
が
「
あ
な
た
が
た
は
神
と
富
と
に
仕
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
マ
タ
イ
六
・
二
四
)
と
言
っ
て
い
る
よ

う
に
、
拝
金
主
義
に
転
落
し
た
日
本
人
の
心
は
荒
廃
し
、
神
に
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
は
全
く
な
い
。
そ
れ
で
も
わ
た
し
は
心
や
良
心
の

な
い
人
は
い
な
い
と
信
じ
て
、
神
の
意
識
の
根
源
を
「
霊
性
」
に
求
め
て
き
た
。
そ
の
さ
い
「
良
心
」

P
E
R
-
g
E
)
と
は
語
源
的
に

も
「
他
の
も
の
に
繋
が
る
知
」
(
の

S
E
R
F
S
E
)
で
あ
っ
て
、
習
俗
や
道
徳
と
並
ん
で
神
に
繋
が
る
意
識
で
あ
る
こ
と
を
、

つ
ま
り
「
神

の
前
で
の
意
識
」

で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
さ
い
聖
学
院
の
理
念
に
説
か
れ
て
い
る

「
霊
性
の
教
育
」
が
わ
た
し
に

と
っ
て
大
き
な
励
ま
し
と
な
っ
た
。

(
六
)
霊
性
は
人
間
の
心
に
具
わ
っ
て
い
る
一
つ
の
作
用
で
あ
る
。
そ
れ
は
宗
教
心
や
信
心
を
意
味
す
る
。
心
の
認
識
作
用
に
は
「
感

性
・
理
性
・
霊
性
」
が
古
来
説
か
れ
て
き
た
。
人
び
と
は
感
性
を
も
っ
て
外
的
な
世
界
の
認
識
を
、
理
性
を
も
っ
て
科
学
的
な
世
界
と

自
己
の
認
識
を
、
霊
性
を
も
っ
て
神
の
認
識
を
求
め
て
き
た
。
感
性
と
理
性
が
肥
大
化
す
る
に
応
じ
て
霊
性
は
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
、
覆

い
を
か
け
ら
れ
、
弱
体
化
し
て
い
っ
た
。
大
学
に
お
け
る
奨
励
は
こ
う
し
た
恐
る
べ
き
荒
廃
の
影
響
下
に
あ
る
学
生
に
語
り
か
け
る
状

況
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
実
際
、
大
部
分
の
学
生
は
社
会
の
影
響
を
大
き
く
受
け
な
が
ら
わ
た
し
た
ち
の
も
と
に
き
て
い
る
。
し
か
も



学
生
は
心
身
の
成
長
途
上
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、

そ
の
全
人
格
的
な
発
展
を
考
慮
し
な
が
ら
彼
ら
に
語
り
か
け
る
の
が
教
育
的
な
奨
励
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
心
身
を
も
っ
て
行
為
す
る
精
神
の
中
に
霊
性
を
覚
醒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
心
身
に
関
わ

る
以
上
、

人
間
の
自
然
本
性
と
そ
の
現
実
の
状
況
に
深
く
関
わ
ら
な
い
よ
う
な
、
孤
立
し
た
啓
示
神
学
は
問
題
で
あ
っ
て
、

そ
の
語
る

内
容
は
理
念
的
に
な
っ
て
学
生
の
頭
の
遥
か
上
を
通
過
す
る
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
以
上
、
二

O
O
七
年
二
月
二
二
日
に
開
催
さ
れ
た
「
二

O
O
六
年
度
全
学
礼
拝
懇
談
会
」
に
お
け
る
発
表
)

奨励についての感想
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