
審
査
委
員
長　
　

斎
藤  

峻
彦　

二
〇
一
一
年
度
に
お
け
る
「
関
交
研
懸
賞
論
文
」
は
応
募
論
文
数
が
比
較
的
少
な
く
、

ま
た
受
賞
作
な
し
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
っ
た
。

応
募
さ
れ
た
論
文
に
つ
い
て
は
、
６
名
の
審
査
委
員
に
よ
る
個
別
の
審
査
の
プ
ロ
セ
ス

を
経
て
、
2
0
1
1
年
1
2
月
1
2
日
に
審
査
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
厳
密
な
審
議
が
行

わ
れ
た
結
果
、「
受
賞
作
な
し
」
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

以
下
で
は
、
今
回
の
応
募
論
文
に
関
す
る
審
査
お
よ
び
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
を
中
心
に
、

当
懸
賞
論
文
の
審
査
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
応
募
さ
れ
た
方
々
に
は
今
回
の
懸
賞
論

文
へ
の
応
募
に
対
し
感
謝
を
表
す
る
と
と
も
に
、
日
頃
か
ら
運
輸
交
通
・
観
光
の
研
究
に

研
鑽
を
積
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
心
か
ら
敬
意
を
表
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。

本
報
告
で
は
、
応
募
作
品
の
う
ち
「
佳
作
」
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た
２
編
の
論
文
を
対
象
に

選
評
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

２
編
の
論
文　

―
Ａ
論
文
と
Ｂ
論
文
―　

は
い
ず
れ
も
真
面
目
に
取
り
組
ま
れ
た
誠
実

な
内
容
の
論
文
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
読
後
に
好
印
象
を
与
え
る
論
文
で
あ
っ
た
。
と
は

い
え
、
好
論
文
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
受
賞
作
に
至
ら
な
か
っ
た
の
か
の

理
由
を
解
説
す
る
こ
と
に
よ
り
、
懸
賞
論
文
応
募
の
さ
い
の
留
意
点
と
し
て
い
た
だ
き
、

2
0
1
2
年
度
の
懸
賞
論
文
へ
の
積
極
的
な
エ
ン
ト
リ
ー
を
呼
び
か
け
る
こ
と
に
し
よ

う
。Ａ

論
文
は
、
関
西
地
方
の
或
る
中
核
都
市
に
お
け
る
福
祉
車
両
を
用
い
た
介
護
保
険
施

設
の
利
用
者
送
迎
に
つ
い
て
、
1
4
7
個
所
の
施
設
に
対
し
郵
送
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実

施
し
、
送
迎
輸
送
の
実
状
や
送
迎
輸
送
の
改
善
へ
の
取
り
組
み
を
必
要
と
す
る
問
題
の
所

在
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
問
題
解
決
策
の
方
向
性
を
探
ろ
う
と
し
た
研
究
で
あ

る
。ア

ン
ケ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
介
護
保
険
施
設
の
約
８
割
が
利
用
者
送
迎
輸
送
に
対
す
る
不

満
を
訴
え
、
送
迎
車
両
の
ハ
ー
ド
面
、
狭
隘
道
路
が
多
い
道
路
イ
ン
フ
ラ
の
状
況
、
道
路

上
で
行
う
乗
降
時
の
危
険
の
大
き
さ
な
ど
、
不
満
の
中
身
が
デ
ー
タ
分
析
を
通
じ
て
明
ら

か
に
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
不
満
の
発
生
に
関
わ
る
政
策
的
な
課
題
を
明
ら
か
に

し
、
自
家
用
車
の
運
転
が
困
難
な
高
齢
者
や
障
害
者
の
「
生
活
の
質
」
を
高
め
る
に
は
、

移
動
の
確
保
だ
け
で
な
く
、
移
動
の
さ
い
の
安
全
や
安
心
に
関
わ
る
諸
課
題
の
改
善
を
は

か
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
移
動
制
約
者
の
社
会
参
加
を
促
す
事
が
重
要
で
あ
る
と
結
論

づ
け
た
。

Ｂ
論
文
は
、
近
畿
圏
の
観
光
振
興
を
促
す
た
め
の
各
種
交
通
改
善
策
に
つ
い
て
考
察
し

た
論
文
で
あ
る
。

論
文
で
は
、
ま
ず
観
光
拠
点
の
１
つ
で
あ
る
奈
良
市
中
心
部
を
取
り
上
げ
、
休
日
に
発

生
す
る
激
し
い
自
動
車
交
通
の
渋
滞
現
象
を
取
り
上
げ
、
そ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
自
動

車
交
通
政
策
や
駐
車
場
の
容
量
不
足
に
着
目
、
平
城
遷
都
1
3
0
0
年
記
念
行
事
の
さ
い

に
導
入
し
た
東
大
寺
域
に
お
け
る
道
路
の
一
方
通
行
策
や
パ
ー
ク
・
ア
ン
ド
・
ラ
イ
ド
策

の
徹
底
、
さ
ら
に
は
歩
道
の
整
備
な
ど
に
よ
り
観
光
客
の
満
足
を
高
め
、
観
光
振
興
を
は

二
〇
一
一
年
度
懸
賞
論
文
審
査
報
告
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か
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
提
案
す
る
。
論
文
の
後
半
で
は
、
議
論
の
対
象
を
近
畿
圏
や

公
共
交
通
に
広
げ
、
観
光
振
興
に
は
域
外
か
ら
や
っ
て
く
る
観
光
客
の
交
通
に
対
す
る
不

安
を
減
じ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
、
情
報
の
不
安
、
着
席
に
対
す
る
不
安
、
駐
車
場

に
対
す
る
不
安
な
ど
を
個
別
に
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
周
辺
の
交
通
状
況
に

連
動
さ
せ
視
覚
的
に
わ
か
り
や
す
い
最
適
移
動
経
路
に
関
す
る
情
報
提
供
、
駅
で
の
列
車

案
内
な
ど
に
関
わ
る
情
報
提
供
、
空
い
た
列
車
へ
の
誘
導
策
な
ど
、
観
光
客
に
対
す
る
具

体
的
な
交
通
改
善
手
法
を
提
案
し
た
。

い
ず
れ
の
論
文
も
、
本
懸
賞
論
文
の
募
集
理
念
に
適
合
性
を
有
し
、
ま
た
研
究
に
対
す

る
問
題
意
識
や
着
眼
点
の
よ
さ
、
観
察
力
の
鋭
さ
、
客
観
的
で
簡
潔
な
文
章
表
現
な
ど
、

論
文
と
し
て
備
え
る
べ
き
資
質
の
点
で
高
い
評
価
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
反

面
、
受
賞
作
と
は
な
ら
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
論
文
の
も
つ
イ
ン
パ
ク
ト
の
弱
さ
と
で

も
言
っ
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
読
後
の
好
印
象
は
残
る
も
の
の
、
評
者
に
満
足
感
を
与

え
る
ほ
ど
に
は
著
者
の
意
が
尽
く
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

評
者
の
「
満
足
」
の
源
泉
は
、
論
文
の
新
規
性
や
独
創
性
の
よ
う
な
独
自
性
、
論
理
性
・

学
術
性
の
よ
う
な
学
問
水
準
の
高
さ
、
提
案
・
提
言
力
の
強
さ
、
感
性
の
ゆ
た
か
さ
な

ど
、
こ
の
種
の
研
究
論
文
の
創
作
や
執
筆
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
に
ま
た
が
っ
て
い

る
。
研
究
論
文
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
強
さ
は
、
研
究
全
体
に
流
れ
る
ス
ト
ー
リ
ー
性
の
優
秀

さ
、
あ
る
い
は
研
究
手
法
と
研
究
結
果
の
整
合
性
や
水
準
の
高
さ
と
い
っ
た
よ
う
に
平
均

点
の
高
さ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
分
析
（
ま
た
は
分
析
手
法
）
の
的
確

さ
や
理
論
の
導
出
（
ま
た
は
検
証
）、
提
言
の
力
強
さ
や
そ
の
内
容
の
有
用
性
、
調
査
方

法
の
緻
密
さ
や
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
の
有
益
性
、
あ
る
い
は
研
究
テ
ー
マ
に
寄
せ

る
情
熱
や
愛
着
の
つ
よ
さ
、
と
い
っ
た
特
定
の
評
価
要
素
に
即
し
て
一
点
豪
華
主
義
の
よ

う
な
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

前
述
の
２
作
品
は
い
く
つ
か
の
評
価
要
素
に
つ
い
て
高
い
評
価
を
受
け
た
も
の
の
、
肝

心
の
研
究
テ
ー
マ
に
深
く
関
わ
る
デ
ー
タ
分
析
や
政
策
課
題
の
精
査
、
そ
れ
に
も
と
づ
く

結
論
の
導
出
に
関
し
て
、
今
ひ
と
つ
の
説
明
努
力
や
深
掘
り
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
の
が
審
査
員
の
指
摘
で
あ
っ
た
。

Ａ
論
文
に
関
し
て
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
質
問
項
目
の
工
夫
や
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
の
分
析

手
法
の
弱
さ
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
得
ら
れ
る
分
析
結
果
を
平
凡
な
も
の
に
し
、
結

論
の
説
得
力
を
弱
め
る
結
果
と
な
っ
た
。
Ｂ
論
文
に
関
し
て
は
、
観
察
力
や
表
現
力
は
優

れ
て
い
る
も
の
の
、
自
ら
の
経
験
や
直
感
に
頼
り
す
ぎ
、
文
献
・
資
料
類
の
調
査
が
不
十

分
で
あ
っ
た
た
め
、
客
観
性
の
高
い
論
述
や
論
理
的
な
考
察
を
欠
く
結
果
に
終
わ
っ
て
い

る
。た

だ
両
論
文
に
共
通
す
る
の
は
、
今
回
の
選
外
は
「
佳
作
」
レ
ベ
ル
の
評
価
と
裏
腹
の

も
の
で
あ
り
、
応
募
者
に
は
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
望
み
た
い
と
い
う
の
が
大
方
の
評
者
の
意

見
で
あ
っ
た
。
受
賞
作
と
な
る
た
め
の
第
一
の
条
件
と
し
て
、
何
は
さ
て
お
き
、
論
文
が

力
作
で
あ
る
と
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
評
者
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
応
募

者
が
受
賞
を
志
す
に
は
、
ま
ず
自
分
の
作
品
を
「
力
作
」
レ
ベ
ル
に
引
き
上
げ
る
努
力
を

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
、
作
品
を
磨
き
直
す
こ
と
を
お
勧
め
し
た
い
。

完
璧
主
義
に
陥
り
、
公
表
に
後
ろ
向
き
に
な
る
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
論
文

全
体
を
見
直
す
過
程
で
、
論
点
整
理
の
必
要
や
論
述
に
お
け
る
過
不
足
が
明
ら
か
と
な

り
、
何
回
か
の
補
正
加
筆
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
論
文
の
完
成
度
が
大
き
く
向
上
す
る
と

い
っ
た
状
況
は
、
論
文
を
書
く
者
で
あ
れ
ば
誰
し
も
が
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
研
究
の

意
図
や
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
他
人
に
的
確
に
伝
え
る
こ
と
は
決
し
て
楽
な
作
業
で

は
な
い
が
、
そ
の
点
で
苦
労
す
る
こ
と
も
ま
た
、
研
究
の
喜
び
を
深
め
、
研
究
の
奥
行
き

の
深
さ
を
味
わ
う
心
の
拠
り
所
と
な
る
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
だ
ろ
う
。
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