
文
化
　
第
八
十
二
巻
　
第
三
・
四
号
　
―
秋
・
冬
―  

別
刷

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
発
行

佐
藤
弘
夫
教
授
の
業
績
と
学
風

片
　
岡
　
　
　
龍
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本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
文
化
科
学
専
攻
日
本
思
想
史
専

攻
分
野
の
佐
藤
弘
夫
教
授
は
、
二
〇
一
九
年
三
月
末
日
を
も
っ

て
定
年
に
よ
り
退
職
さ
れ
ま
す
。

佐
藤
先
生
は
一
九
五
三
年
五
月
に
宮
城
県
伊
具
郡
丸
森
町
に

お
生
ま
れ
に
な
り
、
仙
台
第
一
高
等
学
校
を
へ
て
、
一
九
七
二

年
に
東
北
大
学
文
学
部
に
入
学
さ
れ
ま
し
た
。
丸
森
町
は
宮
城

県
と
福
島
県
の
県
境
に
位
置
し
、
先
生
の
ご
先
祖
が
戦
国
時
代

か
ら
幕
末
ま
で
領
主
を
務
め
ら
れ
た
地
で
す
︵
こ
の
地
の
境
界

性
を
主
題
に
、
小
説
家
の
柳
美
里
さ
ん
が
先
生
と
の
共
著
﹃
春

の
消
息
﹄
中
で
﹁
境
界
の
城
﹂
と
題
し
て
、
佐
藤
家
の
歴
史
を

記
し
て
い
ま
す
︶。
先
生
は
こ
の
地
で
十
歳
ま
で
過
ご
さ
れ
た
そ

う
で
す
が
、
そ
の
時
の
自
然
と
の
つ
き
あ
い
や
、
共
同
体
行
事

の
記
憶
が
、
先
生
の
学
問
の
根
底
に
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。

大
学
入
学
当
初
に
は
、
神
秘
思
想
な
ど
へ
の
関
心
か
ら
ド
イ

ツ
文
学
を
専
攻
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
た
よ
う
で
す
が
、
大
学

紛
争
後
の
思
想
的
雰
囲
気
の
な
か
で
、
近
代
に
お
け
る
日
蓮
主

義
の
運
動
に
関
心
を
移
さ
れ
、
卒
業
論
文
﹁
日
蓮
の
思
想
形
成

と
真
言
排
撃
﹂
で
は
、
中
世
の
日
蓮
の
思
想
自
体
へ
と
遡
っ
て

論
じ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
、
直
面
す
る
時
代
の
課
題
に
学

問
を
通
し
て
真
摯
に
向
き
あ
お
う
と
す
る
先
生
の
一
貫
し
た
学

風
の
端
緒
が
、
す
で
に
垣
間
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

一
九
七
六
年
に
同
学
部
︵
日
本
思
想
史
研
究
室
︶
を
卒
業
、

そ
の
ま
ま
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
︵
国

文
学
国
語
学
日
本
思
想
史
学
専
攻
︶
に
進
学
し
、
七
八
年
に
同

課
程
を
修
了
さ
れ
る
と
同
時
に
、
東
北
大
学
文
学
部
附
属
日
本

文
化
研
究
施
設
の
助
手
に
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
先
生

は
博
士
後
期
課
程
を
﹁
飛
び
級
﹂
し
て
、
国
際
的
に
も
錚
々
た

る
研
究
ス
タ
ッ
フ
を
誇
る
研
究
機
関
に
、
一
躍
抜
擢
さ
れ
た

わ
け
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
ど
れ
ほ
ど
先
生
の
学
問
が
早
熟
で

佐
藤
弘
夫
教
授
の
業
績
と
学
風片

　
岡
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あ
っ
た
か
、
い
か
に
周
囲
の
高
い
評
価
を
得
て
い
た
か
を
よ
く

示
し
て
い
ま
す
。
実
際
に
、
博
士
前
期
課
程
の
と
き
に
卒
業
論

文
の
一
部
を
活
字
化
し
て
発
表
さ
れ
た
﹁
日
蓮
の
後
期
の
思

想
﹂︵
一
九
七
七
年
︶
が
、
日
本
思
想
史
分
野
で
最
も
権
威
の

あ
る
学
術
誌
︵﹃
日
本
思
想
史
学
﹄︶
に
掲
載
さ
れ
た
事
実
か
ら

も
、
そ
れ
は
証
さ
れ
ま
す
。

ひ
き
つ
づ
き
、
一
九
八
五
年
に
盛
岡
大
学
文
学
部
講
師
に
転

任
さ
れ
る
ま
で
の
あ
い
だ
に
、
中
世
仏
教
史
の
再
構
築
を
目
標

に
、﹁
初
期
日
蓮
の
国
家
観
﹂︵
七
八
年
︶、﹁
初
期
真
宗
に
お
け

る
末
法
観
の
変
容
﹂︵
七
九
年
︶、﹁
中
世
仏
教
に
お
け
る
法
然

の
宗
教
の
位
置
﹂︵
八
〇
年
︶、﹁
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
仏
の
観
念

︱
日
蓮
を
中
心
と
し
て
﹂︵
八
一
年
︶、﹁
初
期
日
蓮
教
団
に
お
け

る
国
家
と
仏
教
－
日
像
を
中
心
と
し
て
﹂︵
八
二
年
︶、﹁
中
世
仏

教
に
お
け
る
仏
土
と
王
土
﹂︵
八
三
年
︶
な
ど
の
重
厚
な
論
文

が
、
陸
続
と
発
表
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
ら
最
初
期
の
研
究
の
集
大
成
が
、
先
生
が
三
十
三
歳

の
と
き
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
日
本
中
世
の
国
家
と
仏
教
﹄︵
八
七

年
︶
で
す
。
同
書
は
、
中
世
思
想
史
研
究
を
代
表
す
る
大
隅

和
雄
氏
に
よ
っ
て
吉
川
弘
文
館
の
﹁
中
世
史
研
究
選
書
﹂
の

一
冊
に
推
薦
さ
れ
、
ま
た
、
そ
れ
か
ら
ほ
ぼ
四
半
世
紀
後
の

二
〇
一
〇
年
に
は
、
同
出
版
社
の
﹁
歴
史
文
化
セ
レ
ク
シ
ョ

ン
﹂
と
し
て
再
刊
さ
れ
ま
し
た
。

﹃
日
本
中
世
の
国
家
と
仏
教
﹄
と
い
う
題
名
は
明
ら
か
に
、
中

世
史
の
権
威
で
あ
る
黒
田
俊
雄
氏
の
﹃
日
本
中
世
の
国
家
と
宗

教
﹄︵
七
五
年
︶
を
意
識
さ
れ
た
も
の
で
す
。
黒
田
氏
の
﹁
顕

密
体
制
論
﹂
は
、
そ
れ
ま
で
の
古
典
的
な
﹁
鎌
倉
︵
新
︶
仏
教

論
﹂
を
一
掃
し
、
中
世
思
想
の
研
究
に
た
い
し
て
圧
倒
的
な
影

響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
若
き
先
生
は
、
ま
さ
に
真
正
面
か
ら
黒

田
氏
の
論
に
挑
ま
れ
た
の
で
す
。

政
治
過
程
と
社
会
構
造
の
総
体
を
視
野
に
入
れ
て
、
伝
統
仏

教
が
果
た
し
た
役
割
の
重
さ
を
論
じ
る
﹁
顕
密
体
制
論
﹂
は
、

そ
れ
が
潜
在
的
に
志
向
し
て
い
た
は
ず
の
﹁
新
仏
教
﹂
の
再
評

価
を
十
全
に
達
成
し
て
い
な
い
と
の
先
生
の
鋭
い
着
眼
と
、
そ

の
不
備
を
具
体
的
な
論
証
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
、
中
世
仏
教
の

全
体
像
の
再
構
築
を
め
ざ
さ
れ
た
気
迫
の
大
き
さ
は
、
ま
さ
に

後
学
が
見
習
う
べ
き
姿
勢
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

ひ
き
続
き
執
筆
さ
れ
た
レ
グ
ル
ス
文
庫
の
﹃
鎌
倉
仏
教
﹄

︵
刊
行
は
九
四
年
だ
が
、
実
際
の
執
筆
は
八
八
年
頃
。
︱
ち
く

ま
学
芸
文
庫
版
﹁
補
論
﹂
参
照
︶
も
﹁
新
仏
教
論
﹂
の
再
構
築

を
目
的
と
し
た
も
の
で
す
が
、
同
時
に
法
然
・
親
鸞
・
道
元
・

日
蓮
ら
の
確
立
し
た
宗
教
が
、
実
際
に
人
々
の
あ
い
だ
に
ど
の

よ
う
に
受
容
さ
れ
、
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
の
か
、
す

な
わ
ち
鎌
倉
仏
教
が
名
も
な
き
民
衆
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
生

き
ら
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
、
平
明
か
つ
情
熱
的
な
筆
致
に

よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
す
。

先
生
は
、
学
生
の
指
導
な
ど
の
場
面
で
も
、
専
門
研
究
の
成
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果
を
い
か
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
か
、
ま
た
研
究
は
感
動
に

支
え
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
繰
り
返
し

強
調
さ
れ
ま
し
た
。﹃
鎌
倉
仏
教
﹄
中
の
﹁
彼
ら
は
み
な
、
思
想

家
で
あ
る
前
に
実
践
者
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
象
牙
の
塔
に
閉
じ

籠
っ
て
、
体
系
的
で
ほ
こ
ろ
び
の
な
い
思
想
を
構
築
す
る
こ
と

を
最
終
的
な
目
的
と
は
考
え
な
か
っ
た
﹂、﹁
日
蓮
と
熱
原
の
農

民
た
ち
と
の
魂
を
結
ぶ
絆
に
比
べ
る
と
き
、
プ
ロ
の
僧
侶
間
の

教
理
の
継
受
と
い
っ
た
テ
ー
マ
が
、
い
か
に
色
あ
せ
て
み
え
る

こ
と
か
。︵
中
略
︶
ひ
と
た
び
、
教
団
の
維
持
し
か
頭
に
な
い
聖

職
者
た
ち
の
手
に
も
て
あ
そ
ば
れ
た
教
理
は
、
次
に
は
民
衆
に

と
っ
て
の
抑
圧
の
言
説
と
化
し
て
し
ま
う
﹂
と
い
っ
た
フ
レ
ー

ズ
は
、
鎌
倉
仏
教
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
た
語
で
す
が
、
先
生
ご

自
身
の
学
戒
で
も
あ
り
、
後
続
の
研
究
者
に
た
い
す
る
頂
門
の

一
針
で
す
。

同
書
の
刊
行
以
降
、
先
生
は
研
究
の
重
心
を
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
論
を
射
程
に
置
い
た
中
世
仏
教
史
の
再
構
成
か
ら
、
仏
教

や
神
道
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
列
島
の
精
神
世
界
の
全

体
像
︵
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
︶
の
再
現
へ
と
大
き
く
シ
フ
ト
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
は
、
依
然
と
し
て
黒
田
理
論
の
枠
内
で
精
緻
化
を
競

い
つ
つ
、
し
だ
い
に
先
細
り
し
て
い
く
中
世
思
想
史
研
究
の
将

来
を
予
感
し
、
そ
の
流
れ
に
抗
す
る
た
め
の
準
備
だ
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
際
に
、
二
〇
一
〇
年
に
﹃
日
本
中
世

の
国
家
と
仏
教
﹄
が
再
刊
さ
れ
、
二
〇
一
四
年
に
は
﹃
鎌
倉
仏

教
﹄
も
再
刊
︵
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︶
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
先

生
の
初
期
の
研
究
の
も
つ
先
駆
性
と
時
代
を
超
え
る
学
術
的
価

値
が
、
よ
り
広
範
な
知
識
層
か
ら
あ
ら
た
め
て
再
評
価
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

先
生
は
、
一
九
九
〇
年
に
盛
岡
大
学
文
学
部
助
教
授
に
昇

任
さ
れ
た
後
、
九
二
年
に
東
北
大
学
文
学
部
に
助
教
授
と
し
て

赴
任
さ
れ
ま
し
た
。
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
に
は
、
八
〇
年
代
後

半
か
ら
九
〇
年
代
前
半
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
ら
れ
た
﹃
神
・

仏
・
王
権
の
中
世
﹄
に
よ
っ
て
博
士
︵
文
学
︶
の
学
位
を
東
北

大
学
よ
り
取
得
、
翌
年
に
同
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
に

昇
進
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
ご
在
職
の
間
、
先
生
は

終
始
一
貫
し
て
職
務
に
精
励
さ
れ
、
二
〇
一
一
年
か
ら
一
四
年

ま
で
は
東
北
大
学
デ
ィ
ス
テ
ィ
ン
グ
イ
ッ
シ
ュ
ト
プ
ロ
フ
ェ
ッ

サ
ー
、
ま
た
同
大
学
史
料
館
館
長
︵
二
〇
一
二
～
一
四
︶、
文

学
研
究
科
長
並
び
に
文
学
部
長
︵
二
〇
一
四
～
一
七
年
︶
な
ど

の
要
職
を
歴
任
し
、
大
学
の
運
営
に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
ま
し

た
。学

外
に
お
い
て
も
、
科
学
研
究
費
委
員
会
専
門
員
、C

O
E

分

野
別
評
価
部
会
委
員
、
日
本
学
術
会
議
連
携
会
員
、
日
本
と
東

ア
ジ
ア
の
未
来
を
考
え
る
委
員
会
委
員
な
ど
を
歴
任
さ
れ
、
日

本
思
想
史
学
会
の
会
長
の
要
職
も
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

海
外
の
国
際
学
会
・
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
招
待
講
演
を
多
数

行
わ
れ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
学
の
客
員
教
員
を
務
め
ら
れ
る
な
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ど
、
思
想
史
を
中
心
と
し
た
学
術
分
野
の
発
展
と
国
際
交
流
の

推
進
に
、
大
き
く
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
の
学
内
外
に
お
け
る
ご
活
躍
は
、
あ
く
ま
で
氷
山
の

一
角
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
先
生
は
日
本
仏
教
の
総

合
的
研
究
の
道
を
開
い
た
日
本
仏
教
研
究
会
︵
一
九
九
二
～

二
〇
〇
一
。
の
ち
日
本
仏
教
綜
合
研
究
学
会
︶
を
、
世
話
人
の

一
人
と
し
て
発
足
、
発
展
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
同
会
は
、
そ
れ

ま
で
ほ
と
ん
ど
交
流
の
な
か
っ
た
日
本
仏
教
研
究
の
諸
領
域

︵
日
本
史
・
仏
教
学
・
宗
教
学
・
民
俗
学
・
美
術
史
な
ど
︶
を

結
び
つ
け
、
従
来
の
日
本
仏
教
研
究
を
革
新
さ
せ
た
、
い
わ
ば

伝
説
的
な
研
究
会
で
、
そ
の
成
果
は
﹃
日
本
の
仏
教
﹄︵
第
Ⅰ
期

六
冊
・
第
Ⅱ
期
三
冊
、
法
蔵
館
︶
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
の
四
年
半
は
、
九
名
の
編
集
委

員
・
二
九
名
の
執
筆
者
を
組
織
し
て
、
日
本
思
想
史
の
定
番
の

入
門
書
と
な
る
﹃
概
説
日
本
思
想
史
﹄︵
二
〇
〇
五
︶
を
刊
行

さ
れ
て
い
ま
す
。
同
書
は
海
外
で
も
翻
訳
さ
れ
、﹁
日
本
思
想

史
﹂
の
市
民
権
を
、
国
内
の
み
な
ら
ず
国
際
的
に
も
確
立
さ
せ

る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
二
〇
一
二
年
か
ら
一
五
年
に
か
け

て
は
、﹃
日
本
思
想
史
講
座
﹄︵
全
五
巻
、
ぺ
り
か
ん
社
︶、﹃
岩

波
講
座
　
日
本
の
思
想
﹄︵
全
八
巻
︶
と
い
う
二
つ
の
講
座
シ

リ
ー
ズ
の
編
集
を
同
時
に
担
当
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
い

ち
い
ち
数
え
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
ほ
ど
の
共
同
の
学
術
活

動
に
お
い
て
、
先
生
は
何
度
も
泊
ま
り
が
け
を
含
む
会
議
を
重

ね
、
熱
く
飛
び
交
う
議
論
を
、
上
手
に
ま
と
め
て
い
か
れ
ま
し

た
。こ

の
よ
う
な
多
忙
な
ご
業
務
の
あ
い
ま
に
、
先
生
は
単
著
だ

け
で
も
十
三
冊
、
共
編
著
を
ふ
く
め
る
と
五
十
冊
を
優
に
超
え

る
著
書
、
さ
ら
に
二
百
本
近
く
の
論
文
、
百
回
を
超
え
る
学
術

講
演
と
い
う
、
同
分
野
の
他
の
研
究
者
の
追
随
を
許
さ
な
い
膨

大
な
研
究
成
果
を
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
学
内

外
の
激
務
の
よ
う
す
を
傍
ら
で
眺
め
て
い
た
者
に
と
っ
て
は
、

ま
さ
に
奇
跡
と
し
か
表
現
し
よ
う
の
な
い
も
の
で
す
。

二
〇
〇
〇
年
に
は
、﹃
神
・
仏
・
王
権
の
中
世
﹄︵
九
八
年
︶

を
も
と
に
し
た
﹃
ア
マ
テ
ラ
ス
の
変
貌
︱
中
世
神
仏
交
渉
史
の

視
座
︱
﹄
を
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
書
に
お
い
て
も
先
生

は
、
最
新
の
問
題
意
識
に
基
づ
く
最
先
端
の
研
究
を
、
い
か
に

多
く
の
人
々
と
共
有
で
き
る
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
さ

れ
、
特
に
中
世
的
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
印
象
づ
け
る
多
く
の
図
像

や
風
景
写
真
を
掲
載
し
、
ま
た
﹁
あ
る
個
人
的
な
回
想
﹂
と
題

す
る
エ
ピ
ロ
ー
グ
に
、
幼
少
時
の
異
世
界
︵
？
︶
経
験
を
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
試
み
は
、
の
ち
に
続
く
﹃
偽
書
の
精
神
史
︱
神

仏
・
異
界
と
交
感
す
る
中
世
︱
﹄︵
二
〇
〇
二
年
︶、﹃
霊
場
の

思
想
﹄︵
〇
三
年
︶、﹃
起
請
文
の
精
神
史
︱
中
世
世
界
の
神
と

仏
︱
﹄︵
〇
六
年
︶、﹃
神
国
日
本
﹄︵
〇
六
年
︶、﹃
死
者
の
ゆ
く

え
﹄︵
〇
八
年
︶、﹃
ヒ
ト
ガ
ミ
信
仰
の
系
譜
﹄︵
一
二
年
︶、﹃
死
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者
の
花
嫁
︱
葬
送
と
追
想
の
列
島
史
︱
﹄︵
一
五
年
︶
な
ど
に
も

引
き
継
が
れ
、
先
生
が
各
地
の
霊
場
な
ど
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
し
て
カ
メ
ラ
に
収
め
ら
れ
た
印
象
的
な
写
真
と
、
本
論
に
深

み
を
与
え
る
個
人
的
経
験
が
、
ど
の
よ
う
に
巧
み
に
散
り
ば
め

ら
れ
て
い
る
か
、
そ
こ
に
籠
め
ら
れ
た
学
術
的
含
意
を
推
察
す

る
こ
と
は
、
新
刊
が
出
る
ご
と
の
後
学
の
ひ
そ
か
な
楽
し
み
と

な
り
ま
し
た
。

二
〇
〇
〇
年
を
少
し
回
っ
た
、
五
十
路
の
坂
を
越
そ
う
と

さ
れ
る
頃
か
ら
、
先
生
は
﹁
残
さ
れ
た
研
究
者
と
し
て
の
人
生

を
賭
け
る
べ
き
テ
ー
マ
﹂
を
、﹁
死
﹂
と
﹁
カ
ミ
﹂
と
い
う
二

つ
の
課
題
に
定
め
ら
れ
た
と
言
い
ま
す
︵﹃
ヒ
ト
ガ
ミ
信
仰
の

系
譜
﹄﹁
あ
と
が
き
﹂︶。
上
記
の
著
書
群
は
、
ま
さ
に
こ
の
二

つ
の
課
題
の
核
心
に
、
一
歩
一
歩
近
づ
い
て
い
か
れ
た
痕
跡
で

す
。
特
に
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
を
契
機
に
、
先
生
は

﹁
死
﹂
と
﹁
カ
ミ
﹂
と
い
う
人
類
永
遠
の
テ
ー
マ
を
さ
ら
に
深

め
ら
れ
、
世
界
レ
ベ
ル
で
の
最
先
端
の
研
究
を
展
開
さ
れ
て
い

ま
す
。

先
生
の
ご
研
究
の
特
色
は
、
骨
太
の
議
論
と
明
晰
な
論
理

展
開
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
専
門
領
域
を
超
え
て
﹁
人
間
と

は
何
か
﹂
と
い
う
人
文
科
学
の
根
本
的
問
題
に
挑
戦
し
よ
う
と

い
う
壮
大
な
学
問
意
欲
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
ま
す
。
次
の
よ
う

に
、
先
生
は
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

　  

　
到
達
す
べ
き
終
着
点
は
見
え
ま
せ
ん
。
正
し
い
答
え
も

最
初
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
終

着
点
や
正
答
が
果
た
し
て
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
さ
え
不

明
で
す
。
ゴ
ー
ル
そ
の
も
の
を
見
つ
け
る
こ
と
が
答
え
で

は
な
く
、
問
い
を
発
見
す
る
こ
と
が
学
問
の
究
極
の
目
的

で
す
。
そ
し
て
専
門
の
研
究
者
も
含
め
て
ほ
と
ん
ど
の
人

は
、
目
的
地
も
答
え
も
発
見
で
き
な
い
ま
ま
に
、
中
途
で

研
究
を
終
え
ざ
る
を
え
な
い
の
が
こ
の
学
問
の
特
性
な
の

で
す
。
／
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
一
定
時
間
没
頭
し

積
み
上
げ
た
学
問
的
な
訓
練
が
無
駄
に
な
る
と
は
思
い
ま

せ
ん
。
先
人
の
残
し
た
知
識
や
知
恵
に
対
す
る
根
底
的
な

問
い
か
け
は
、
人
間
の
偉
大
さ
と
尽
き
る
こ
と
の
な
い

学
識
に
対
す
る
深
い
畏
敬
の
念
を
呼
び
覚
ま
し
て
く
れ
ま

す
。
私
た
ち
に
自
身
の
無
知
を
痛
感
さ
せ
る
と
同
時
に
、

真
に
尊
敬
す
べ
き
も
の
が
実
在
す
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
、

人
生
に
対
す
る
謙
虚
な
姿
勢
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。︵﹃
起

請
文
の
精
神
史
﹄﹁
あ
と
が
き
﹂︶

﹁
死
﹂
と
﹁
カ
ミ
﹂
を
テ
ー
マ
に
し
た
先
生
の
著
書
の
多
く

が
、
諸
外
国
語
に
翻
訳
さ
れ
、
国
内
外
に
多
く
の
愛
読
者
を

も
っ
て
い
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
人
生
に
た
い
す
る
謙
虚
な
姿

勢
と
、
学
問
に
た
い
す
る
深
い
信
頼
を
も
っ
て
、
人
類
普
遍
の

テ
ー
マ
に
挑
戦
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。



三
〇

150

な
お
、
先
生
の
単
著
に
は
ほ
か
に
、﹃
日
蓮
︱
わ
れ
日
本
の

柱
と
な
ら
む
︱
﹄︵
〇
三
年
︶、﹃
日
蓮
﹁
立
正
安
国
論
﹂：
全
訳

注
﹄︵
〇
八
年
︶
と
い
う
日
蓮
関
係
の
二
冊
が
あ
り
ま
す
が
、
前

者
は
伝
記
、
後
者
は
訳
注
で
あ
っ
て
、
卒
業
論
文
以
来
の
日
蓮

の
思
想
に
関
す
る
諸
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
執
筆
さ
れ
た
ご
著
書

の
中
に
は
、
意
図
的
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
い

ず
れ
日
蓮
で
大
き
な
論
文
集
を
ま
と
め
た
い
と
の
構
想
が
あ
る

か
ら
だ
そ
う
で
す
。

先
生
に
た
い
す
る
一
般
的
な
評
価
と
し
て
は
、︿
中
世
人
の

精
神
世
界
を
中
心
に
、
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
変
容
を
軸
と
し
て
、

古
代
か
ら
現
代
に
及
ぶ
射
程
を
も
つ
斬
新
な
日
本
思
想
史
像
の

構
築
者
﹀
と
で
も
ま
と
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
そ

れ
は
ま
だ
先
生
の
学
問
の
全
貌
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。﹁
死
﹂
と

﹁
カ
ミ
﹂
と
い
う
二
つ
の
柱
を
も
と
に
、
ま
た
﹁
日
蓮
﹂
の
思

想
と
運
動
と
い
う
源
泉
か
ら
、
日
本
思
想
史
と
い
っ
た
枠
組
み

を
遙
か
に
凌
駕
し
て
、
ど
の
よ
う
な
雄
壮
な
山
脈
が
人
類
の
知

的
地
平
に
隆
起
し
て
く
る
の
か
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
だ
そ
れ
を

注
意
深
く
見
守
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
す
。


