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・
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藤
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本
年
二
〇
一
九
年
の
三
月
に
、
佐
藤
伸
宏
先
生
が
、
定
年

に
よ
り
、
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
分
野

教
授
の
任
を
退
か
れ
る
。
先
生
は
、
東
北
大
学
文
学
部
、
東
北

大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
で
学
ば
れ
た
後
、
一
九
八
一
年
四
月

以
降
、
三
十
八
年
間
の
長
き
に
わ
た
り
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心

女
子
大
学
、
宮
城
学
院
女
子
大
学
、
東
北
大
学
教
養
部
、
東
北

大
学
文
学
部
附
属
日
本
文
化
研
究
施
設
、
東
北
大
学
文
学
部
・

文
学
研
究
科
で
、
研
究
、
教
育
に
当
た
っ
て
こ
ら
れ
た
。
仙
台

に
戻
ら
れ
て
三
十
五
年
、
東
北
大
学
の
教
員
に
な
ら
れ
て
三
十

年
、
東
北
大
学
文
学
部
・
文
学
研
究
科
国
文
学
研
究
室
の
専
任

教
員
と
し
て
二
十
三
年
の
時
を
重
ね
ら
れ
た
。
そ
の
間
、
大
学

運
営
や
、
学
外
の
学
術
、
文
化
の
維
持
、
発
展
に
も
深
く
寄
与

し
て
こ
ら
れ
た
。

先
生
の
御
専
門
は
、
日
本
近
代
文
学
で
あ
る
。
中
で
も
、
日

本
近
代
詩
の
研
究
に
お
い
て
、
か
け
が
え
の
な
い
多
大
な
成
果

を
積
み
重
ね
て
こ
ら
れ
た
。﹁
日
本
近
代
詩
と
は
何
か
﹂
と
い
う

根
源
的
な
問
い
の
も
と
に
、
幅
広
い
独
創
的
な
観
点
か
ら
、
日

本
近
代
詩
の
成
立
、
展
開
、
帰
趨
の
様
相
と
そ
の
意
味
を
明
ら

か
に
す
る
重
要
な
業
績
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。

日
本
近
代
詩
の
展
開
に
重
要
な
画
期
を
も
た
ら
し
た
も
の

に
、
フ
ラ
ン
ス
詩
壇
の
サ
ン
ボ
リ
ズ
ム
︵
象
徴
主
義
︶、
象
徴

詩
が
あ
る
。
そ
の
担
い
手
が
、
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
オ
ド
レ
ー
ル
、

ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
マ
ラ
ル
メ
、
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
、
ア
ル

チ
ュ
ー
ル
・
ラ
ン
ボ
オ
ら
で
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
彼
ら
の
詩

の
受
容
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
上
田
敏

で
あ
る
。
佐
藤
先
生
は
、
一
九
〇
五
年
︵
明
治
三
十
八
年
︶
刊

行
の
訳
詩
集
﹃
海
潮
音
﹄
を
中
心
に
上
田
敏
の
象
徴
詩
の
翻
訳

に
注
目
し
て
い
る
。﹃
海
潮
音
﹄
の
訳
詩
は
、
内
容
、
表
現
に
お

い
て
原
詩
と
の
隔
た
り
が
大
き
い
と
評
さ
れ
る
が
、
先
生
は
、

一
八
八
二
年
︵
明
治
十
五
年
︶
刊
行
の
﹃
新
体
詩
抄
﹄
の
所

佐
藤
伸
宏
教
授
の
業
績
と
学
風佐

　
倉
　
由
　
泰
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収
詩
を
は
じ
め
、
日
本
の
翻
訳
詩
の
歴
史
的
展
開
を
捉
え
た
上

で
、
上
田
敏
の
翻
訳
が
、
原
詩
に
照
応
し
た
、
日
本
の
詩
と
し

て
の
声
調
を
備
え
る
こ
と
を
め
ざ
す
と
い
う
確
か
な
見
識
と
周

到
な
配
慮
に
も
と
づ
く
個
性
的
な
営
為
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
上
田
敏
の
訳
詩
を
精

緻
に
分
析
し
解
釈
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
上
田
敏
の
訳
詩
と

原
詩
と
を
照
合
し
て
、
そ
の
翻
訳
に
お
け
る
配
慮
や
工
夫
を
的

確
に
検
証
し
て
い
な
く
て
は
提
示
し
得
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
詩
壇

の
象
徴
詩
の
原
文
に
対
す
る
確
か
な
読
解
、
鑑
賞
が
あ
っ
て
は

じ
め
て
可
能
な
成
果
で
あ
る
。
先
生
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か

れ
た
詩
、
詩
論
、
研
究
書
を
は
じ
め
、
海
外
の
文
献
の
読
解
に

も
た
い
へ
ん
旺
盛
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
。
ア
ド
リ
ア
ン
・

マ
リ
ノ
︵A

drian M
arino

︶
に
よ
る
比
較
文
学
の
研
究
書
、

Etiem
ble ou le com

paratism
e m

ilitant

の
翻
訳
、﹃
戦
う
比
較

文
学
﹄︵
勁
草
書
房
、
一
九
八
八
年
一
〇
月
︶
を
、
渡
邊
洋
氏
と

の
共
訳
で
刊
行
さ
れ
て
も
い
る
。

こ
う
し
た
た
い
へ
ん
豊
富
な
翻
訳
の
経
験
も
ふ
ま
え
て
、

先
生
は
、
翻
訳
と
は
い
か
な
る
営
み
で
あ
る
の
か
と
い
う
根

源
的
な
問
題
を
切
実
に
意
識
し
、
そ
こ
に
豊
か
な
可
能
性
を
見

出
す
と
と
も
に
、
本
質
的
で
不
可
避
的
な
困
難
さ
や
不
可
能
性

を
ま
っ
す
ぐ
に
見
据
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
本
質
的
な
困
難
さ

や
不
可
能
性
の
理
解
を
前
提
に
す
る
こ
と
で
、
原
詩
の
声
調
を

日
本
語
の
声
調
に
生
か
そ
う
と
し
た
上
田
敏
の
翻
訳
の
苦
難
と

意
義
が
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
先
生
の
研
究
の
本
領

は
、
思
考
上
の
安
易
な
楽
観
を
徹
底
し
て
排
し
、
考
究
の
目
的

と
方
法
を
的
確
に
見
定
め
、
周
到
に
思
考
を
進
め
る
と
こ
ろ
に

あ
る
。
そ
の
中
で
、
丹
念
な
読
解
と
鑑
賞
に
よ
り
、
詩
作
や
翻

訳
の
機
微
や
滋
味
を
の
び
や
か
に
感
得
し
、
詩
作
や
翻
訳
の
抱

え
込
む
困
難
と
不
可
能
性
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
詩

人
た
ち
、
翻
訳
者
た
ち
の
み
ご
と
な
苦
心
と
工
夫
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。﹃
海
潮
音
﹄
の
文
学
史
、
翻
訳
史
に
お
け
る
意
義

も
そ
の
よ
う
な
読
解
と
考
究
に
よ
っ
て
捉
え
て
い
る
。
上
田
敏

が
象
徴
詩
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
定
義
し
た
の
か

と
い
う
こ
と
の
解
明
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
敏
が
﹃
海
潮

音
﹄
刊
行
の
翌
年
に
発
表
し
た
詩
論
﹁
象
徴
詩
釈
義
﹂
で
、
マ

ラ
ル
メ
の
象
徴
詩
の
理
解
に
も
と
づ
い
て
、
象
徴
詩
の
再
定
義

を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
精
細
に
考
証
し
、
そ
の
苦
心
の
意
義
と

限
界
を
提
示
し
て
い
る
。

先
生
は
、
上
田
敏
の
象
徴
詩
理
解
の
転
回
を
明
ら
か
に
す
る

前
提
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
自
然
主
義
に
対
す
る
批
判
、

否
定
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
へ
の
反
措
定
と
し
て
成
立
し
た
象
徴

主
義
が
、
日
本
で
は
自
然
主
義
と
同
時
に
成
立
し
、
自
然
主
義

の
圧
倒
的
な
隆
盛
の
中
で
そ
の
批
判
を
浴
び
た
と
い
う
捻
れ
を

巨
視
的
に
明
快
に
展
望
し
て
い
る
。
日
常
的
な
現
実
の
み
を
実

在
と
見
做
す
立
場
を
退
け
、
そ
の
背
後
や
彼
方
に
不
可
見
の
現

実
が
あ
る
こ
と
を
確
信
し
、
こ
れ
を
形
象
化
す
る
こ
と
を
本
来
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主
張
し
た
は
ず
の
象
徴
主
義
が
、
日
本
で
は
、
現
実
へ
の
直
面

を
回
避
す
る
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
、
否
定
さ
れ
た
と
い
う
状

況
を
、
先
生
は
重
要
な
問
題
と
し
て
直
視
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
状
況
の
渦
中
に
、
上
田
敏
の
訳
詩
、
さ
ら
に
は
、
日
本
の
象

徴
主
義
、
象
徴
詩
の
抱
え
た
多
大
な
苦
難
と
、
そ
れ
を
乗
り
越

え
よ
う
と
し
た
営
為
の
貴
重
な
意
義
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
日
本
の
象
徴
詩
を
め
ぐ
る
大
き
な
展
望
の
中

で
、
上
田
敏
と
並
ん
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
蒲
原
有
明
で
あ

る
。
と
り
わ
け
、
一
九
〇
八
年
︵
明
治
四
十
一
年
︶
に
刊
行
さ

れ
た
、
有
明
の
文
語
定
型
詩
か
ら
成
る
第
四
詩
集
﹃
有
明
集
﹄

を
、
日
本
の
象
徴
詩
の
歴
史
的
展
開
の
中
で
最
重
要
視
し
、
そ

の
詩
作
の
特
質
、
位
相
、
意
義
、
お
よ
び
限
界
を
精
緻
に
論

じ
て
お
ら
れ
る
。
先
生
は
、﹃
有
明
集
﹄
の
詩
作
の
詳
細
な
分

析
、
考
察
を
通
し
て
、
刊
行
直
後
か
ら
現
実
世
界
に
接
し
て
い

な
い
と
い
う
批
判
に
曝
さ
れ
た
こ
の
詩
集
を
、
象
徴
詩
の
創
出

に
お
け
る
比
類
の
な
い
達
成
と
捉
え
直
す
観
点
を
明
確
に
提
示

し
て
い
る
。
有
明
が
、
象
徴
詩
の
理
念
を
、
内
面
の
世
界
を
自

立
的
に
形
象
化
す
る
も
の
と
認
識
し
、
そ
の
理
念
を
詩
作
の
う

ち
に
実
現
し
て
い
る
こ
と
を
跡
付
け
る
論
証
は
、
き
わ
め
て
説

得
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
有
明
の
象
徴
詩

の
確
立
の
画
期
的
な
重
要
性
で
あ
る
。
そ
の
銘
記
す
べ
き
確
立

は
、﹃
海
潮
音
﹄
の
受
容
、
マ
ラ
ル
メ
を
中
心
と
す
る
フ
ラ
ン
ス

象
徴
主
義
の
確
か
な
理
解
、
仏
教
思
想
へ
の
親
炙
と
、
北
村
透

谷
の
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
の
継
承
に
お
い
て
達
成
さ
れ
た
も
の
と
捉

え
て
い
る
。

佐
藤
先
生
は
、
上
田
敏
か
ら
蒲
原
有
明
へ
と
い
う
展
開
を
基

軸
に
し
て
、
日
本
近
代
象
徴
詩
の
進
展
を
の
び
や
か
に
捉
え
て

い
る
。
そ
の
展
望
は
、
日
本
近
代
詩
は
も
と
よ
り
、
日
本
近
代

文
学
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
も
、
大
き
な
見
直
し
を
迫
る
。

こ
の
よ
う
な
示
唆
に
溢
れ
た
論
述
の
結
晶
が
、
著
書
﹃
日
本
近

代
象
徴
詩
の
研
究
﹄︵
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
︶
で

あ
る
。
本
書
に
対
し
て
は
、
二
〇
〇
六
年
四
月
に
、
日
本
詩
人

ク
ラ
ブ
か
ら
﹁
日
本
詩
人
ク
ラ
ブ
詩
界
賞
﹂
が
授
与
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
本
書
の
﹁
後
書
き
﹂
の
中
に
は
、
詩
の
読
解
、

考
究
に
対
す
る
先
生
の
深
遠
な
意
思
が
う
か
が
わ
れ
る
、
次
の

よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　  

　
私
に
と
っ
て
、
詩
を
読
む
喜
び
を
最
も
深
く
豊
か
に
も

た
ら
し
て
く
れ
た
の
が
象
徴
詩
で
あ
っ
た
。
初
め
て
学
ん

だ
フ
ラ
ン
ス
語
を
と
お
し
て
、
辞
書
を
片
手
に
、
お
ぼ
つ

か
な
い
な
が
ら
フ
ラ
ン
ス
象
徴
詩
の
世
界
に
分
け
入
ろ
う

と
し
た
学
生
時
代
の
満
ち
足
り
た
時
間
は
未
だ
忘
れ
が
た

い
。
詩
の
言
葉
の
一
つ
一
つ
が
備
え
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
コ

ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
掘
り
下
げ
、
音
楽
的
効
果
を
測
定
し
な

が
ら
、
そ
の
喚
起
力
や
暗
示
性
を
手
探
り
し
つ
つ
言
葉
の

動
き
そ
の
も
の
を
辿
り
ゆ
く
中
で
、
詩
は
少
し
ず
つ
そ
の

豊
か
な
世
界
を
開
示
し
て
く
れ
る
︱
そ
う
し
た
詩
の
生
成
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の
現
場
に
僅
か
で
も
触
れ
る
こ
と
は
何
も
の
に
も
換
え
が

た
い
喜
び
で
あ
っ
た
。
象
徴
詩
を
読
む
中
で
私
は
そ
の
よ

う
な
愉
悦
を
味
わ
い
続
け
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し

て
日
本
の
近
代
詩
に
目
を
向
け
た
時
、
蒲
原
有
明
の
詩
集

﹃
有
明
集
﹄
に
、
象
徴
詩
と
し
て
の
こ
の
上
な
く
豊
か
な

言
語
的
世
界
を
見
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
収
め
た
論
考
の
中
心
を
な
す
の
は
、
そ
の
よ
う
な
象
徴

詩
を
め
ぐ
る
私
自
身
の
体
験
を
背
景
と
し
て
、
そ
の
愉
悦

の
内
質
を
解
き
明
か
す
べ
く
、
言
葉
が
生
動
的
に
作
用
す

る
現
場
を
注
視
し
つ
つ
、
詩
的
世
界
が
生
成
す
る
機
構
を

可
能
な
限
り
言
語
化
し
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
と
て
も
幸
福
で
か
け
が
え
の
な
い
読
解
と
考
究

の
経
験
が
記
さ
れ
て
い
る
。
文
学
作
品
を
読
む
こ
と
、
考
え
る

こ
と
の
貴
重
な
原
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
経
験
の
蓄
積
に
支
え
ら
れ
た
先
生
の
詩
の
読
解
と
考
究
は
、

﹁
詩
と
は
何
か
﹂
と
い
う
根
源
的
な
問
題
に
も
向
か
っ
て
行
っ

た
。﹃
有
明
集
﹄
を
編
ん
だ
後
の
蒲
原
有
明
の
詩
作
が
文
語
定
型

詩
か
ら
口
語
自
由
詩
へ
と
移
っ
た
よ
う
に
、
自
然
主
義
の
文
芸

思
潮
に
も
促
さ
れ
て
、
日
本
の
近
代
詩
の
主
流
は
、
文
語
定
型

詩
を
離
れ
て
、
文
語
自
由
詩
、
口
語
自
由
詩
、
散
文
詩
へ
と
転

回
し
た
。
そ
れ
は
旧
来
の
制
約
を
脱
し
て
新
た
な
自
由
を
め
ざ

す
試
み
で
は
あ
っ
た
が
、
文
語
、
定
型
と
い
う
制
約
を
離
れ
る

こ
と
は
、
日
本
近
代
詩
が
自
ら
を
詩
た
ら
し
め
て
き
た
根
拠
を

失
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
口
語
自
由
詩
と
は
、
散
文
、
小
説
と

は
異
な
る
新
た
な
詩
の
原
理
を
模
索
す
る
と
い
う
困
難
に
満
ち

た
営
み
で
あ
っ
た
。
佐
藤
先
生
は
、
明
治
末
か
ら
大
正
期
に
お

け
る
詩
人
た
ち
が
抱
え
た
こ
の
重
大
な
困
難
、
ア
ポ
リ
ア
に
着

目
し
て
、﹃
有
明
集
﹄
の
後
の
日
本
の
近
代
詩
の
展
開
を
解
き
明

か
そ
う
と
さ
れ
た
。

そ
の
考
究
の
大
き
な
集
成
が
、
著
書
﹃
詩
の
在
り
か
︱
口
語

自
由
詩
を
め
ぐ
る
問
い
﹄︵
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
三
月
︶

で
あ
る
。﹁
詩
の
在
り
か
﹂
を
探
り
出
す
こ
と
を
宿
命
づ
け
ら

れ
た
﹁
口
語
自
由
詩
﹂
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
を
前
に
し
て
、
日
本

の
詩
人
が
自
ら
の
︿
詩
﹀
の
根
拠
を
ど
こ
に
見
出
し
た
の
か
と

い
う
問
題
設
定
の
も
と
、
高
村
光
太
郎
、
室
生
犀
星
、
萩
原
朔

太
郎
、
三
富
朽
葉
に
焦
点
を
当
て
、
こ
の
四
人
の
詩
人
の
そ
れ

ぞ
れ
独
自
の
詩
作
の
理
念
、
実
態
と
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
本
書
は
、
光
太
郎
、
犀
星
、
朔
太
郎
、
朽
葉
の
各
人

に
よ
る
個
性
的
、
独
創
的
な
︿
詩
﹀
の
在
り
か
の
模
索
を
丹
念

に
論
じ
た
各
論
に
お
い
て
創
見
と
示
唆
に
溢
れ
て
い
る
上
に
、

そ
の
総
体
が
、
明
治
末
か
ら
大
正
期
を
中
心
と
し
た
日
本
近
代

詩
の
展
開
の
新
た
な
全
体
像
を
明
瞭
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
お

り
、
前
著
﹃
日
本
近
代
象
徴
詩
の
研
究
﹄
と
並
ん
で
、
日
本
近

代
詩
研
究
に
お
け
る
画
期
的
な
著
述
と
な
っ
て
い
る
。

佐
藤
先
生
の
業
績
は
、
こ
の
二
つ
の
著
書
を
は
じ
め
と
す

る
多
く
の
論
述
と
な
っ
て
世
に
示
さ
れ
、
上
田
敏
の
翻
訳
、
島
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崎
藤
村
、
蒲
原
有
明
、
高
村
光
太
郎
、
萩
原
朔
太
郎
、
北
原
白

秋
、
三
木
露
風
、
室
生
犀
星
、
三
富
朽
葉
、
中
原
中
也
の
詩
作

の
意
義
な
ど
を
次
々
と
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
し
か
も
、
先
生

の
鋭
敏
で
確
か
な
詩
の
読
解
、
解
釈
は
、
こ
の
日
本
の
詩
人
た

ち
の
作
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
ら
が
進
ん
で
受
容
し
た
、
フ
ラ
ン

ス
詩
壇
の
人
々
、
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
オ
ド
レ
ー
ル
、
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・

マ
ラ
ル
メ
、
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
、
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ラ

ン
ボ
オ
、
エ
ミ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
ハ
ー
レ
ン
ら
の
詩
作
、
詩
論
の

原
文
に
も
及
ん
で
い
る
。
先
述
の
と
お
り
、
比
較
文
学
の
研
究

書
の
翻
訳
の
御
業
績
も
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
先
生
の
読
解
、
考
究
の
成
果
の
う
ち

で
世
に
現
れ
て
い
る
も
の
は
未
だ
ご
く
一
部
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
詩
に
限
ら
ず
、
小
説
、
戯
曲
、
短
歌
、
俳
句
、
評
論
の
読

解
、
解
釈
に
お
い
て
も
、
論
述
に
至
っ
て
い
な
い
貴
重
な
発
見

を
次
々
と
積
み
重
ね
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
先
生
の
文

学
研
究
者
と
し
て
の
力
量
、
知
見
は
測
り
知
れ
な
い
。
先
生
が

蔵
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
深
い
識
見
こ
そ
、﹁
叡
智
﹂
と
称
す
る

に
ふ
さ
わ
し
い
と
、
私
は
思
う
。
こ
れ
か
ら
も
、
豊
か
な
思
考

に
支
え
ら
れ
た
滋
味
深
い
読
解
、
考
究
を
示
し
続
け
て
い
た
だ

き
た
い
と
切
に
願
う
。

そ
れ
は
、
先
生
の
教
え
を
受
け
た
多
く
の
卒
業
生
、
修
了

生
の
願
い
で
も
あ
る
。
先
生
の
底
知
れ
ぬ
力
量
、
識
見
は
、

多
年
に
わ
た
る
教
育
に
お
い
て
、
着
実
に
生
か
さ
れ
て
き
た
。

先
生
に
は
、﹁
文
学
と
は
何
か
﹂
と
い
う
深
く
切
な
る
問
い
が

あ
る
。
そ
の
問
い
に
根
ざ
し
て
、
授
業
や
学
生
と
の
面
談
の
場

で
発
せ
ら
れ
る
ア
ド
バ
イ
ス
に
は
、
驚
く
ほ
ど
の
的
確
さ
と
説

得
力
が
あ
る
。
こ
う
し
た
先
生
の
透
徹
し
た
思
考
に
学
ん
で
の

ち
、
社
会
で
旺
盛
に
活
躍
し
て
い
る
卒
業
生
、
修
了
生
は
、
学

界
に
限
ら
ず
、
実
に
多
い
。
先
生
の
﹁
文
学
と
は
何
か
﹂
と
い

う
根
源
的
な
問
い
は
、
卒
業
生
、
修
了
生
が
個
人
と
し
て
、
社

会
人
と
し
て
、
教
育
者
、
研
究
者
と
し
て
活
動
す
る
上
で
の
か

け
が
え
の
な
い
思
考
を
喚
起
し
続
け
て
い
る
。
先
生
の
研
究
者

と
し
て
の
深
遠
な
洞
察
力
は
教
育
の
場
で
尊
い
成
果
を
も
た
ら

し
て
き
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
れ
か
ら
も
先
生
の
読
解
と
思
索

に
触
れ
た
い
と
い
う
願
い
は
強
い
。

今
、
世
の
中
で
は
、
目
に
見
え
る
わ
か
り
や
す
さ
を
求
め
る

傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
。
教
育
、
研
究
の
場
で
も
、
共
通
の
指

標
を
設
け
、
達
成
度
を
数
値
化
す
る
こ
と
が
推
し
進
め
ら
れ
よ

う
と
し
て
い
る
。
先
生
が
、
長
い
時
間
の
中
で
叡
智
を
注
い
で

捉
え
て
こ
ら
れ
た
、
慎
ま
し
く
深
遠
な
も
の
の
尊
さ
も
看
過
さ

れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
風
潮
の
中
に
あ
る

か
ら
こ
そ
、
先
生
が
た
い
せ
つ
に
さ
れ
た
、
立
ち
止
ま
っ
て
静

か
に
考
え
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
く
り
返
し
て
行
き
た
い
。

佐
藤
伸
宏
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら

も
お
元
気
に
御
活
躍
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
祈
り
願
っ
て
お
り

ま
す
。


