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「
研
究
熱
心
で
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
と
い
う
表
現
に
私
が
初
め
て
接
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
今
か
ら
半
世
紀
近

く
前
の
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
、
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
や
不
当
処
分
に
端
を
発
す
る
学
生
運
動
が
大
き
な

盛
り
上
が
り
を
見
せ
、
旧
態
依
然
た
る
大
学
の
あ
り
方
が
指
弾
さ
れ
た
。
そ
ん
な
中
で
、
「
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」

が
、
学
者
の
あ
り
方
と
し
て
批
判
的
に
言
及
さ
れ
た
。
こ
の
批
判
は
専
ら
象
牙
の
塔
に
安
住
す
る
学
者
の
「
非
社
会
性
」
に
向
け

ら
れ
た
。
し
か
し
返
す
刀
で
、
産
業
界
と
癒
着
し
た
実
学
的
学
問
の
「
社
会
性
」
に
も
向
け
ら
れ
た
。
後
者
が
当
時
の
「
産
学
協

同
」
批
判
で
あ
る
。
爾
来
半
世
紀
、
研
究
者
と
社
会
の
あ
る
べ
き
関
係
は
、
当
時
の
「
産
学
協
同
」
批
判
か
ら
現
在
の
「
産
官
学

連
携
」
推
進
へ
と
百
八
十
度
転
換
し
た
。
こ
の
様
変
わ
り
に
応
じ
て
、
「
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
に
向
け
ら
れ
た
視

線
も
、
お
そ
ら
く
複
雑
・
微
妙
に
変
化
し
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

日
露
戦
争
後
の
あ
る
時
期
か
ら
こ
の
「
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
と
い
う
表
現
に
、
当
時
の
日
本
を
代
表
す
る
物
理

学
者
・
長
岡
半
太
郎
の
名
前
が
結
び
つ
け
ら
れ
、｢

日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
と
は
長
岡
半
太
郎
の
こ
と
で
あ
る｣

と
い
う

｢

噂｣

が
流
布
し
た
。
こ
の
噂
は
、
第
二
次
大
戦
前
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
常
識
―
―
実
際
は
、
誤
っ
た
常
識
―
―
で
あ
っ
た
。
し
か
し
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（
一
）
こ
の
表
現
の
肯
定
的
含
意 

 

さ
て
、
そ
も
そ
も
こ
の
「
学
者
」
が
人
々
に
両
面
価
値
的(

a
m
b
i
v
a
l
e
n
t
)

な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
最
初
か

ら
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
肯
定
的
な
含
意
と
し
て
ま
ず
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
真
理
追
究
の
た
め
の
精
神

集
中
で
あ
る
。
ひ
た
す
ら
実
験
室
で
研
究
に
専
念
す
る
姿
は
、
目
の
前
の
不
思
議
に
子
供
の
よ
う
に
魅
了
さ
れ
て
い
る
、
純
粋
無

垢
な
研
究
者
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
よ
う
な
精
神
集
中
も
過
度
と
な
れ
ば
、
市
民
生
活
に
支
障
を
来
し
、
「
変

人
奇
人
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
レ
ッ
テ
ル
自
体
両
価
的
で
あ
り
、
温
か
い
眼
差
し
が
向
け
ら
れ
る

場
合
も
あ
れ
ば
、
忌
み
嫌
わ
れ
て
邪
険
に
扱
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
―
―
映
画
の
タ
イ
ト
ル
で
も
、
「
博
士
の
愛
し
た
数
式
」
（
二

〇
〇
五
、
同
名
の
原
作
小
説
は
小
川
洋
子
著
、
二
〇
〇
三
）
と
「
博
士
の
異
常
な
愛
情
」
（
一
九
六
四
）
と
で
は
「
博
士
」
の
ニ

ュ
ア
ン
ス
は
正
反
対
で
あ
る
―
―
。
ま
た
こ
の
精
神
集
中
は
、
し
ば
し
ば
金
銭
欲
、
名
誉
欲
、
権
力
欲
の
否
定
と
し
て
理
解
さ
れ

る
。
現
実
に
は
こ
れ
ら
の
欲
望
を
満
た
す
た
め
の
精
神
集
中
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
の
だ
が
、
一
般
に
、
こ
れ
ら
の
欲
望
を

邪
念
と
し
て
退
け
、
ひ
た
す
ら
真
理
追
究
に
邁
進
す
る
「
清
廉
潔
白
」
な
学
者
像
が
想
い
描
か
れ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
「
学
者
」
と
し
て
明
治
期
の
人
々
が
長
岡
半
太
郎
を
想
い
描
い
た
こ
と
は
第
二
節
で
見
る
と
し
て
、
長
岡
半
太
郎

自
身
常
々
精
神
集
中
の
重
要
性
を
強
調
し
て
止
む
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
そ
の
長
岡
が
大
阪
帝
国
大
学
総
長
と
し
て
行
っ
た
「
宣

誓
式
訓
示
」
（
一
九
三
三
年
四
月
二
〇
日
、
『
随
筆
』
三
九
〇
頁
）
で
、
自
ら
に
ま
つ
わ
る
「
噂
」
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
精

神
集
中
の
例
と
し
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
日
本
人
解
剖
学
者
を
あ
げ
て
い
る
。
実
験
に
熱
中
し
て
い
た
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
、

途
中
で
ふ
と
ゆ
で
卵
を
食
べ
た
く
な
り
、
卵
を
ゆ
で
て
い
る
つ
も
り
で
気
が
つ
い
た
ら
代
わ
り
に
計
時
器
を
鍋
に
入
れ
、
計
時
器

の
代
わ
り
に
卵
を
手
に
し
て
い
た
、
と
い
う
。
ま
た
独
逸
の
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
が
イ
エ
ナ
で
、
書
き
上
げ
た
『
精
神
現
象
学
』
を

郵
便
で
出
版
社
に
送
ろ
う
と
し
た
ら
、
戦
争
中
で
あ
っ
た
た
め
に
郵
便
局
は
閉
鎖
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
帰
途
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
進
軍

に
出
合
っ
て
「
世
界
精
神
が
行
く
」
と
叫
ん
だ
。
そ
れ
自
体
有
名
な
話
で
あ
る
が
、
「
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が

こ
こ
で
の
味
噌
で
あ
る
。
端
的
に
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
あ
る
日
本
人
解
剖
学
者
の
例
で
あ
る
が
、
彼
の
名
前
は
明

逆
に
戦
後
に
生
を
受
け
た
人
々
の
間
で
、
こ
の
噂
を
耳
に
し
て
い
た
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
、
と
い
う
の
も
事
実
で
あ
る
。
か
く

い
う
私
も
、
「
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
と
い
う
表
現
こ
そ
半
世
紀
前
か
ら
耳
に
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
長
岡
半
太
郎

と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
た
か
だ
か
数
年
程
前
か
ら
で
あ
る
（
一
）

。 

 

こ
の
小
論
で
は
、
ま
ず
「
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
と
い
う
表
現
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
る
（
第
一
節
）
。
次

い
で
、
こ
の
表
現
と
長
岡
半
太
郎
と
の
関
連
を
考
え
る
（
第
二
節
）
。
最
後
に
こ
の
関
連
の
範
囲
内
で
、
長
岡
半
太
郎
の
人
柄
を

考
え
る
（
第
三
節
）
。
用
い
た
資
料
は
主
と
し
て
、
長
岡
自
身
の
著
書
と
し
て
、
長
岡
半
太
郎
著
、
随
筆
、
一
九
三
六
年
、
改
造

社
（
略
称
『
随
筆
』
）
、
長
岡
の
伝
記
と
し
て
、
藤
岡
由
夫
監
修 

板
倉
聖
宣
、
木
村
東
作
、
八
木
江
里
著
、
長
岡
半
太
郎
伝
、

一
九
七
三
年
、
朝
日
新
聞
社
（
略
称
『
伝
』
）
と
、
板
倉
聖
宣
著
、
長
岡
半
太
郎
、
朝
日
評
伝
選
十
、
一
九
七
六
年
、
朝
日
新
聞

社
（
略
称
『
評
伝
』
）
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
娘
婿
の
、
岡
谷
辰
治
（
と
き
は
る
）
著
、
長
岡
半
太
郎
博
士
、
近
代
日
本
の
科
学

者
、
第
三
巻
、
一
九
四
二
年
、
人
文
閣
（
略
称
「
博
士
」
）
と
、
永
野
繁
二
、
長
岡
半
太
郎
論
、
『
科
学
知
識
』
、
一
九
四
六
年

五
、
六
月
号
、
四
〇-

四
八
頁
（
略
称
「
論
」
）
な
ど
を
用
い
た
。 

 

第
一
節 

「研
究
熱
心
で
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」の
両
価
性 

 

単
な
る
表
現
上
の
問
題
で
あ
る
が
、
「
研
究
熱
心
で
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
に
は
異
な
る
表
現
が
存
在
す
る
。
「
日

露
戦
争
」
（
一
九
〇
四
・
二-

一
九
〇
五
・
九
）
の
代
わ
り
に
、
「
旅
順
陥
落
と
日
本
海
海
戦
」
（
そ
れ
ぞ
れ
一
九
〇
五
・
一
・
二

と
一
九
〇
五
・
五
・
二
七-

二
八
）
が
来
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
「
学
者
」
の
代
わ
り
に
、
「
科
学
者
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る
。 
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あ
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）
著
、
長
岡
半
太
郎
博
士
、
近
代
日
本
の
科
学

者
、
第
三
巻
、
一
九
四
二
年
、
人
文
閣
（
略
称
「
博
士
」
）
と
、
永
野
繁
二
、
長
岡
半
太
郎
論
、
『
科
学
知
識
』
、
一
九
四
六
年

五
、
六
月
号
、
四
〇-

四
八
頁
（
略
称
「
論
」
）
な
ど
を
用
い
た
。 

 

第
一
節 

「研
究
熱
心
で
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」の
両
価
性 

 

単
な
る
表
現
上
の
問
題
で
あ
る
が
、
「
研
究
熱
心
で
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
に
は
異
な
る
表
現
が
存
在
す
る
。
「
日

露
戦
争
」
（
一
九
〇
四
・
二-

一
九
〇
五
・
九
）
の
代
わ
り
に
、
「
旅
順
陥
落
と
日
本
海
海
戦
」
（
そ
れ
ぞ
れ
一
九
〇
五
・
一
・
二

と
一
九
〇
五
・
五
・
二
七-

二
八
）
が
来
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
「
学
者
」
の
代
わ
り
に
、
「
科
学
者
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る
。 
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隠
し
革
」
を
つ
け
て
脇
目
も
振
ら
ず
目
の
前
の
事
象
（
「
日
々
の
要
求
」
）
に
沈
潜
す
る
こ
と
（
「
事
象
へ
の
献
身
」H

i
n
g
a
b
e a

n 
d
i
e S

a
c
h
e

）
が
、
学
者
と
し
て
の
不
可
欠
な
資
質
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
講
演
の
主
旨
か

ら
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
盾
の
半
面
に
過
ぎ
な
い
。
目
の
前
の
事
象
へ
の
精
神
集
中
と
は
本
来
、
抑
え
が
た
い
関
心
の
拡
大
を
前
提

と
し
、
そ
の
拡
大
す
る
関
心
を
禁
欲
的
に
制
御
す
る
と
い
う
意
志
の
力
動
的
な
営
み
で
あ
る
。
は
じ
め
か
ら
、
禁
欲
す
べ
き
関
心

の
広
が
り
を
も
た
ず
に
徒
に
「
目
隠
し
革
」
を
付
け
れ
ば
、
学
問
と
文
化
の
意
味
喪
失
が
避
け
ら
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
も
う
一
つ
の
、
そ
し
て
よ
り
重
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ
た
は
ず
だ
（
ち
ょ
う
ど
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
お
い
て
、

フ
ァ
ウ
ス
ト
の
弟
子
「
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
」
が
そ
の
悪
し
き
典
型
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
）
。 

 

六
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
象
牙
の
塔
に
立
て
こ
も
る
「
専
門
馬
鹿
」
的
学
者
像
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
と
一
見
正
反
対
の
、
「
産
学
協
同
」
に
邁
進
す
る
学
者
像
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
学
者
は
、
も
は
や
「
日
露
戦
争
を

知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
で
は
な
い
。
む
し
ろ
学
問
に
対
す
る
社
会
の
要
請
を
受
け
止
め
、
そ
れ
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
学
者
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
と
き
の
「
社
会
の
要
請
」
は
、
実
際
に
は
「
産
業
界
の
要
請
」
で
し
か
な
い
と
受
け
止
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、

産
学
協
同
批
判
が
生
じ
た
所
以
が
あ
っ
た
。
実
学
的
な
工
学
や
、
法
学
、
経
済
学
な
ど
で
、
公
害
な
ど
の
住
民
運
動
に
対
し
て
、

企
業
の
お
先
棒
を
担
い
で
い
る
と
見
ら
れ
た
学
者
が
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
そ
の
現
代
版
が
「
原
子
力
ム
ラ
住
民
」
へ
の
批
判

で
あ
る
）
。
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
の
燃
え
上
が
っ
て
い
る
最
中
、
「
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
で
は
な
く
、
端
的
に
言
え
ば

「
戦
争
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
学
者
」
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

「
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
に
対
す
る
戦
後
の
批
判
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
戦
前
に
は
批
判
は
存
在

し
た
の
か
、
し
た
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
か
、
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
産
業
立
国
と
軍
備
拡
張

と
い
う
国
是
か
ら
し
て
、
日
本
の
基
礎
科
学
が
非
実
用
的
で
役
立
た
ず
だ
と
い
う
批
判
は
、
戦
前
の
産
業
界
と
軍
部
か
ら
た
え
ず

投
げ
か
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
特
に
第
一
次
大
戦
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
製
薬
、
化
学
、
光
学
な
ど
の
製
品
の
輸
入
が
途
絶
え
、

代
替
品
製
造
が
日
本
の
工
学
技
術
に
と
っ
て
急
務
と
な
っ
た
が
、
彼
我
の
技
術
力
の
差
を
埋
め
る
の
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
で
あ

ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
（
二
）
。
臨
床
医
学
に
自
ら
の
適
性
を
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
こ
の
人
が
、
あ
る
人
の
勧
め
で
解
剖
学
者
と
な

り
、
後
に
一
流
の
解
剖
学
者
と
な
っ
た
と
い
う
。
寝
て
も
覚
め
て
も
解
剖
学
に
勤
し
ん
だ
た
め
に
、
「
日
清
戦
争
を
知
ら
な
か
っ

た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

実
験
に
熱
中
の
あ
ま
り
、
自
ら
の
結
婚
式
に
出
る
の
を
忘
れ
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
持
ち
主
は
、
長
岡
の
弟
子
で
の
ち
に

東
北
帝
国
大
学
教
授
、
同
総
長
と
な
り
、
Ｋ
Ｓ
磁
石
鋼
の
発
明
で
有
名
な
本
多
光
太
郎
（
一
八
七
〇-

一
九
五
四
）
で
あ
る
。
式
に

新
郎
が
い
な
い
の
で
、
関
係
者
が
大
学
の
実
験
室
に
ま
で
来
て
当
人
を
探
し
当
て
た
と
い
う
（
『
伝
』
二
三
八
頁
）
。
今
で
も
本

多
の
母
校
で
あ
る
愛
知
県
の
あ
る
高
校
で
は
、
郷
土
の
偉
人
と
し
て
本
多
の
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
り
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
。

ま
た
、
長
岡
、
本
多
ら
の
す
さ
ま
じ
い
ば
か
り
の
研
究
ぶ
り
は
、
長
岡
の
弟
子
で
本
多
の
後
輩
で
も
あ
る
寺
田
寅
彦
の
口
を
介
し

て
、
寺
田
の
弟
子
の
中
谷
宇
吉
郎
ら
に
よ
っ
て
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
（
三
）

。 

 

（
二
）
否
定
的
含
意 

 

両
価
的
な
「
研
究
熱
心
で
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
の
否
定
面
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
は
、
そ
の
非
社
会
性

な
い
し
は
反
社
会
性
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
日
本
の
科
学
者
は
湯
川
秀
樹
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
核
兵
器
廃
絶
を

求
め
る
平
和
運
動
の
先
頭
に
立
っ
て
行
動
し
て
き
た
が
、
彼
ら
を
突
き
動
か
し
た
の
は
、
基
礎
的
・
理
論
的
な
物
理
学
の
研
究
が

核
爆
弾
を
も
た
ら
し
た
、
と
い
う
痛
切
な
反
省
で
あ
っ
た
。
そ
の
反
省
に
立
て
ば
、
「
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
は
、

自
ら
の
研
究
が
ど
の
よ
う
に
応
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
関
心
も
責
任
も
も
た
な
い
学
者
と
受
け
止
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
戦
後
の

あ
る
べ
き
科
学
者
像
は
こ
の
よ
う
な
学
者
を
乗
り
こ
え
る
方
向
で
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。 

 

ま
た
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
学
生
運
動
の
盛
り
上
が
り
の
中
で
批
判
さ
れ
た
の
も
、
一
つ
に
は
、
象
牙
の
塔
に
立
て
こ
も
っ
て

自
ら
の
専
門
分
野
に
し
か
関
心
を
も
た
ず
、
「
専
門
馬
鹿
」
と
侮
蔑
的
に
称
さ
れ
る
研
究
者
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
社

会
学
者
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
晩
年
に
行
っ
た
講
演
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
（
一
九
一
九
）
で
は
、
馬
車
馬
の
如
く
「
目
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隠
し
革
」
を
つ
け
て
脇
目
も
振
ら
ず
目
の
前
の
事
象
（
「
日
々
の
要
求
」
）
に
沈
潜
す
る
こ
と
（
「
事
象
へ
の
献
身
」H

i
n
g
a
b
e a

n 
d
i
e S

a
c
h
e

）
が
、
学
者
と
し
て
の
不
可
欠
な
資
質
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
講
演
の
主
旨
か

ら
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
盾
の
半
面
に
過
ぎ
な
い
。
目
の
前
の
事
象
へ
の
精
神
集
中
と
は
本
来
、
抑
え
が
た
い
関
心
の
拡
大
を
前
提

と
し
、
そ
の
拡
大
す
る
関
心
を
禁
欲
的
に
制
御
す
る
と
い
う
意
志
の
力
動
的
な
営
み
で
あ
る
。
は
じ
め
か
ら
、
禁
欲
す
べ
き
関
心

の
広
が
り
を
も
た
ず
に
徒
に
「
目
隠
し
革
」
を
付
け
れ
ば
、
学
問
と
文
化
の
意
味
喪
失
が
避
け
ら
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
も
う
一
つ
の
、
そ
し
て
よ
り
重
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ
た
は
ず
だ
（
ち
ょ
う
ど
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
お
い
て
、

フ
ァ
ウ
ス
ト
の
弟
子
「
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
」
が
そ
の
悪
し
き
典
型
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
）
。 

 

六
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
象
牙
の
塔
に
立
て
こ
も
る
「
専
門
馬
鹿
」
的
学
者
像
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
と
一
見
正
反
対
の
、
「
産
学
協
同
」
に
邁
進
す
る
学
者
像
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
学
者
は
、
も
は
や
「
日
露
戦
争
を

知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
で
は
な
い
。
む
し
ろ
学
問
に
対
す
る
社
会
の
要
請
を
受
け
止
め
、
そ
れ
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
学
者
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
と
き
の
「
社
会
の
要
請
」
は
、
実
際
に
は
「
産
業
界
の
要
請
」
で
し
か
な
い
と
受
け
止
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、

産
学
協
同
批
判
が
生
じ
た
所
以
が
あ
っ
た
。
実
学
的
な
工
学
や
、
法
学
、
経
済
学
な
ど
で
、
公
害
な
ど
の
住
民
運
動
に
対
し
て
、

企
業
の
お
先
棒
を
担
い
で
い
る
と
見
ら
れ
た
学
者
が
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
そ
の
現
代
版
が
「
原
子
力
ム
ラ
住
民
」
へ
の
批
判

で
あ
る
）
。
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
の
燃
え
上
が
っ
て
い
る
最
中
、
「
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
で
は
な
く
、
端
的
に
言
え
ば

「
戦
争
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
学
者
」
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

「
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
に
対
す
る
戦
後
の
批
判
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
戦
前
に
は
批
判
は
存
在

し
た
の
か
、
し
た
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
か
、
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
産
業
立
国
と
軍
備
拡
張

と
い
う
国
是
か
ら
し
て
、
日
本
の
基
礎
科
学
が
非
実
用
的
で
役
立
た
ず
だ
と
い
う
批
判
は
、
戦
前
の
産
業
界
と
軍
部
か
ら
た
え
ず

投
げ
か
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
特
に
第
一
次
大
戦
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
製
薬
、
化
学
、
光
学
な
ど
の
製
品
の
輸
入
が
途
絶
え
、

代
替
品
製
造
が
日
本
の
工
学
技
術
に
と
っ
て
急
務
と
な
っ
た
が
、
彼
我
の
技
術
力
の
差
を
埋
め
る
の
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
で
あ

ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
（
二
）
。
臨
床
医
学
に
自
ら
の
適
性
を
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
こ
の
人
が
、
あ
る
人
の
勧
め
で
解
剖
学
者
と
な

り
、
後
に
一
流
の
解
剖
学
者
と
な
っ
た
と
い
う
。
寝
て
も
覚
め
て
も
解
剖
学
に
勤
し
ん
だ
た
め
に
、
「
日
清
戦
争
を
知
ら
な
か
っ

た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

実
験
に
熱
中
の
あ
ま
り
、
自
ら
の
結
婚
式
に
出
る
の
を
忘
れ
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
持
ち
主
は
、
長
岡
の
弟
子
で
の
ち
に

東
北
帝
国
大
学
教
授
、
同
総
長
と
な
り
、
Ｋ
Ｓ
磁
石
鋼
の
発
明
で
有
名
な
本
多
光
太
郎
（
一
八
七
〇-

一
九
五
四
）
で
あ
る
。
式
に

新
郎
が
い
な
い
の
で
、
関
係
者
が
大
学
の
実
験
室
に
ま
で
来
て
当
人
を
探
し
当
て
た
と
い
う
（
『
伝
』
二
三
八
頁
）
。
今
で
も
本

多
の
母
校
で
あ
る
愛
知
県
の
あ
る
高
校
で
は
、
郷
土
の
偉
人
と
し
て
本
多
の
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
り
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
。

ま
た
、
長
岡
、
本
多
ら
の
す
さ
ま
じ
い
ば
か
り
の
研
究
ぶ
り
は
、
長
岡
の
弟
子
で
本
多
の
後
輩
で
も
あ
る
寺
田
寅
彦
の
口
を
介
し

て
、
寺
田
の
弟
子
の
中
谷
宇
吉
郎
ら
に
よ
っ
て
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
（
三
）

。 

 

（
二
）
否
定
的
含
意 

 

両
価
的
な
「
研
究
熱
心
で
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
の
否
定
面
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
は
、
そ
の
非
社
会
性

な
い
し
は
反
社
会
性
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
日
本
の
科
学
者
は
湯
川
秀
樹
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
核
兵
器
廃
絶
を

求
め
る
平
和
運
動
の
先
頭
に
立
っ
て
行
動
し
て
き
た
が
、
彼
ら
を
突
き
動
か
し
た
の
は
、
基
礎
的
・
理
論
的
な
物
理
学
の
研
究
が

核
爆
弾
を
も
た
ら
し
た
、
と
い
う
痛
切
な
反
省
で
あ
っ
た
。
そ
の
反
省
に
立
て
ば
、
「
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
は
、

自
ら
の
研
究
が
ど
の
よ
う
に
応
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
関
心
も
責
任
も
も
た
な
い
学
者
と
受
け
止
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
戦
後
の

あ
る
べ
き
科
学
者
像
は
こ
の
よ
う
な
学
者
を
乗
り
こ
え
る
方
向
で
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
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ま
た
一
九
六
〇
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学
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塔
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鹿
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に
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さ
れ
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研
究
者
の
あ
り
方
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あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
社

会
学
者
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
晩
年
に
行
っ
た
講
演
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
（
一
九
一
九
）
で
は
、
馬
車
馬
の
如
く
「
目
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め
た
岡
谷
辰
治
は
一
九
四
二
年
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 

 

日
露
の
役
の
数
年
後
、
あ
る
文
士
の
創
作
の
う
ち
に
「
研
究
に
夢
中
に
な
り
す
ぎ
て
、
旅
順
陥
落
も
日
本
海
大
海
戦
も

知
ら
な
か
っ
た
科
学
者
」
が
登
場
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
さ
あ
事
だ
。
読
者
の
多
く
は
こ
の
科
学
者
の
本
体
を
探
索
し
始
め

た
。
こ
の
よ
う
な
科
学
者
の
存
在
は
不
可
能
な
の
は
常
識
で
も
了
解
で
き
る
も
の
を
、
甲
だ
ろ
う
、
否
乙
だ
と
想
像
を
逞

し
う
し
、
遂
に
こ
れ
は
長
岡
先
生
だ
と
決
定
し
て
し
ま
っ
た
。
爾
来
二
十
年
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
長
岡
博
士
が
現

れ
る
。
甚
だ
妙
な
事
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
「
博
士
」
二
六
四
頁
） 

 

こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
「
あ
る
文
士
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
正
体
を
明
ら
か
と
す
る
手
が
か
り
は
見
い
だ
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た

そ
の
時
期
も
、
「
日
露
の
役
の
数
年
後
」
と
あ
る
だ
け
で
、
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
。
日
露
戦
争
か
ら
お
よ
そ
三
〇
年
後
の

一
九
三
三
年
に
長
岡
は
、
大
阪
帝
大
宣
誓
式
訓
示
で
、
精
神
集
中
の
重
要
性
に
つ
い
て
述
べ
た
先
の
引
用
の
後
で
、
こ
の
噂
に
自

ら
言
及
し
て
い
る
。 

 

…
…
精
神
集
中
の
弊
は
他
を
顧
み
な
い
か
ら
世
間
と
不
通
に
な
っ
て
、
所
謂
井
戸
の
蛙
と
な
る
処
が
あ
る
。
果
た
し
て
前

に
申
し
た
解
剖
の
先
生
も
日
清
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
人
も
あ
っ
た

よ
う
に
消
息
通
は
書
き
た
て
た
が
、
そ
れ
は
全
く
嘘
で
あ
る
。
我
輩
を
阪
大
三
禿
の
一
人
に
し
た
と
同
様
で
あ
る
。
昔
漢

学
者
も
同
じ
譏
を
受
け
た
も
の
と
見
え
て
頼
山
陽
が
「
井
戸
の
蛙
と
譏
ら
ば
譏
れ
花
も
散
り
込
む
月
も
差
す
」
と
都
々
逸
を

口
ず
さ
ん
だ
の
で
判
る
。
此
の
点
大
い
に
警
戒
す
べ
し
。
然
し
大
阪
の
よ
う
な
四
通
八
達
の
地
に
居
れ
ば
、
そ
ん
な
患
い

は
毫
も
な
い
。
諸
君
が
ど
ん
な
精
神
集
中
を
為
し
た
処
で
散
漫
に
な
る
憂
い
は
あ
っ
て
も
、
世
間
と
は
疎
く
な
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
…
（
「
宣
誓
式
訓
示
」
、
一
九
三
三
年
四
月
二
〇
日
、
『
随
筆
』
三
八
九
頁
） 

ろ
う
。
そ
の
た
め
科
学
政
策
と
し
て
、
基
礎
科
学
よ
り
も
応
用
科
学
に
、
理
学
よ
り
も
工
学
に
、
力
を
注
ぐ
べ
き
だ
と
い
う
主
張

は
繰
り
返
し
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
過
程
で
、
「
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
、
基

礎
科
学
や
理
学
の
学
者
を
批
判
す
る
た
め
に
意
図
的
に
流
さ
れ
た
、
と
い
う
可
能
性
は
十
分
存
在
す
る
。
し
か
し
仮
に
そ
の
よ
う

な
意
図
を
産
業
界
や
軍
部
が
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
噂
が
長
岡
半
太
郎
と
い
う
人
物
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
意
図

し
た
と
こ
ろ
を
達
成
す
る
た
め
に
は
却
っ
て
逆
効
果
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
愛
国
主
義
的
な
長
岡
は
、

基
礎
科
学
の
産
業
や
軍
事
技
術
へ
の
応
用
に
も
熱
心
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
噂
の
普
及
に
、
産
業
界
や

軍
部
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
た
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。 

 

第
二
節 

噂
の
主
と
し
て
の
長
岡
半
太
郎 

 

ま
ず
、
一
般
的
な
国
語
辞
典
に
よ
っ
て
長
岡
半
太
郎
を
紹
介
し
よ
う
。｢

長
岡
半
太
郎
、

一
八
六
五-
一
九
五
〇
。
長
崎
の
生
ま
れ
。
ド
イ
ツ
で
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
ら
に
学
ぶ
。
明
治
三

六
年
（
一
九
〇
三
）
土
星
型
原
子
模
型
を
発
表
。
ま
た
地
震
波
の
伝
播
な
ど
の
研
究
に
業
績

を
残
し
た
。
阪
大
総
長
・
学
士
院
長
な
ど
を
歴
任
。
文
化
勲
章
受
章
。｣

（
『
デ
ジ
タ
ル
大
辞

泉
』
、
小
学
館
） 

 

（
一
）
噂
が
流
布
し
た
経
緯 

 

さ
て
本
節
の
課
題
は
、
「
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
と
長
岡
半
太
郎
の
関
係
で

あ
る
が
、｢

こ
の
学
者
と
は
長
岡
半
太
郎
の
こ
と
で
あ
る｣

と
い
う
「
噂
」
が
ど
の
よ
う
に
し

て
流
布
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
長
岡
の
弟
子
で
娘
婿
で
あ
り
阪
大
教
授
を
務
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そ
れ
を
も
と
に
長
岡
の
行
動
を
「
非
科
学
的
、
非
社
会
的
」
と
論
難
し
た
、
と
解
釈
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
コ
ラ
ム
で
永
野
が

長
岡
の
「
噂
」
に
言
及
し
た
の
は
上
の
引
用
の
一
箇
所
だ
け
で
あ
り
、
永
野
が
こ
の
噂
を
真
に
う
け
て
い
た
、
と
断
定
で
き
る
か

ど
う
か
に
は
疑
問
が
残
る
。
と
い
う
の
も
、
世
間
に
流
布
し
て
い
る
「
噂
」
に
鉤
括
弧
抜
き
で
言
及
す
る
こ
と
は
ま
ま
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
永
野
の
一
文
は
、
社
会
に
背
を
向
け
社
会
と
隔
絶
し
た
研
究
者
の
あ
り
方
と
、
科
学
行
政
の
責
任

者
―
長
岡
は
「
日
本
学
術
振
興
会
」
理
事
長
と
「
日
本
学
士
院
」
院
長
で
あ
っ
た 

― 

と
し
て
戦
争
遂
行
に
協
力
す
る
研
究
者
の

あ
り
方
、
言
い
換
え
れ
ば
超
俗
性
と
愛
国
主
義
・
民
族
主
義
、
あ
る
い
は
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
図
式
を
用
い
る
な
ら
「
象
牙
の

塔
」
と
「
産
官
共
同
」
と
い
う
、
一
見
水
と
油
の
如
き
二
つ
の
面
が
、
日
露
戦
争
と
太
平
洋
戦
争
と
い
う
通
時
的
な
流
れ
の
中
で
、

長
岡
と
い
う
一
箇
の
人
間
に
具
現
化
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
二
面
が
と
も
に
本
来
の

「
社
会
の
た
め
の
科
学
、
人
民
と
と
も
に
あ
る
科
学
」
と
い
う
理
念
に
背
馳
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
長
岡
を

「
非
科
学
的
、
非
社
会
的
」
と
批
判
し
た
の
は
、
「
噂
」
を
誤
っ
て
真
に
う
け
た
か
ら
だ
け
で
な
く
―
確
か
に
永
野
は
噂
を
真
に
う

け
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
―
、
「
噂
」
に
よ
っ
て
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
、
社
会
に
背
を
向
け
た
研
究
者
の
二
つ
の
あ
り
方
を
と

も
に
批
判
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
永
野
の
批
判
は
、
単
な
る
事
実
誤
認
と
し
て

葬
り
去
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
、
重
要
な
見
識
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

（
二
）
噂
が
流
布
し
た
背
景 

 

そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
「
噂
」
が
世
間
に
流
布
す
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
評
伝
』
（
一
九
六

頁
）
に
よ
れ
ば
、
「
た
し
か
に
、
こ
の
う
わ
さ
は
超
俗
的
な
長
岡
の
風
格
を
し
の
ば
せ
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
研
究
熱
心
で
日
露

戦
争
も
知
ら
な
か
っ
た
科
学
者
に
該
当
し
そ
う
な
超
俗
的
な
科
学
者
と
い
え
ば
、
長
岡
を
第
一
番
に
あ
げ
る
の
は
ご
く
自
然
な
こ

と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
事
実
、
長
岡
は
日
露
戦
争
当
時
、
原
子
模
型
や
津
波
の
研
究
に
没
頭
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
（
『
伝
』
三

〇
一
頁
も
参
照
）
実
際
原
子
模
型
の
研
究
と
日
露
戦
争
と
は
時
期
的
に
完
全
に
一
致
し
て
い
た
。
『
伝
』
（
三
〇
〇
頁
）
に
よ
れ

ば
、
「
長
岡
の
原
子
模
型
の
第
一
論
文
の
載
っ
た
『
東
京
数
学
物
理
学
会
報
告
』
第
二
巻
第
七
号
の
発
行
日
が
一
九
〇
四
年
の
二

 
ま
た
娘
婿
の
岡
谷
は
、
先
の
引
用
文
に
つ
づ
け
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 

 
数
年
前
長
岡
先
生
が
大
阪
帝
国
大
学
総
長
と
し
て
大
阪
に
屡
々
数
日
間
ず
つ
滞
在
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
自
分
も
そ

の
折
は
側
近
者
た
る
喜
び
を
度
々
得
た
。
数
度
若
い
新
聞
記
者
が
「
先
生
は
御
研
究
に
熱
心
で
、
日
露
戦
争
も
ご
承
知
な
か

っ
た
そ
う
で
す
ね
」
と
無
遠
慮
に
問
う
こ
と
に
遭
遇
し
た
。
長
岡
先
生
は
「
僕
は
日
露
戦
争
当
時
、
日
本
に
生
き
て
居
た
よ
」

と
云
っ
て
、
呵
々
大
笑
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
（
「
博
士
」
二
六
四
頁
） 

 

こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
本
気
で
行
わ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
長
岡
が
大
阪
帝
大
総
長
の
頃
（
一
九
三
一-

三
四
）
、
こ
の
「
噂
」

を
真
に
う
け
て
い
る
人
が
新
聞
記
者
の
中
に
も
実
際
に
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
戦
後
の
一
九
四
六
年
に
な
っ
て
も
、
こ
の
「
噂
」

に
言
及
し
た
永
野
繁
二
に
よ
る
「
長
岡
半
太
郎
論
」
が
、
科
学
雑
誌
『
科
学
知
識
』
（
一
九
四
六
年
五
、
六
月
号
）
の
コ
ラ
ム
「
人

物
評
論
」
に
掲
載
さ
れ
た
。 

 

…
…
科
学
者
は
研
究
室
だ
け
の
科
学
で
な
く
、
社
会
の
た
め
の
科
学
、
人
民
と
と
も
に
あ
る
科
学
を
主
張
す
る
に
勇
気
と

真
実
性
を
発
揮
し
て
こ
そ
、
真
の
科
学
者
、
文
化
人
と
い
え
る
筈
だ
。
研
究
室
に
閉
じ
こ
も
っ
て
日
露
戦
争
も
知
ら
な
か

っ
た
と
い
う
非
科
学
的
、
非
社
会
的
な
行
動
は
決
し
て
科
学
者
が
そ
の
文
化
的
使
命
を
全
う
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら

な
い
し
、
官
僚
や
軍
閥
の
た
め
に
人
民
を
ぎ
せ
い
に
す
る
よ
う
な
戦
争
に
科
学
を
全
面
的
に
協
力
せ
し
め
る
こ
と
に
努
力

す
る
の
も
真
の
科
学
者
の
使
命
と
は
い
え
な
い
。
（
永
野
繁
二
、
「
論
」
、
四
三
頁
） 

 

上
述
の
表
現
で
も
っ
て
『
伝
』
（
三
〇
一
頁
）
も
『
評
伝
』
（
一
九
六
頁
）
も
と
も
に
、
永
野
繁
二
が
そ
の
噂
を
「
真
に
う
け
」
、

8



そ
れ
を
も
と
に
長
岡
の
行
動
を
「
非
科
学
的
、
非
社
会
的
」
と
論
難
し
た
、
と
解
釈
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
コ
ラ
ム
で
永
野
が

長
岡
の
「
噂
」
に
言
及
し
た
の
は
上
の
引
用
の
一
箇
所
だ
け
で
あ
り
、
永
野
が
こ
の
噂
を
真
に
う
け
て
い
た
、
と
断
定
で
き
る
か

ど
う
か
に
は
疑
問
が
残
る
。
と
い
う
の
も
、
世
間
に
流
布
し
て
い
る
「
噂
」
に
鉤
括
弧
抜
き
で
言
及
す
る
こ
と
は
ま
ま
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
永
野
の
一
文
は
、
社
会
に
背
を
向
け
社
会
と
隔
絶
し
た
研
究
者
の
あ
り
方
と
、
科
学
行
政
の
責
任

者
―
長
岡
は
「
日
本
学
術
振
興
会
」
理
事
長
と
「
日
本
学
士
院
」
院
長
で
あ
っ
た 

― 

と
し
て
戦
争
遂
行
に
協
力
す
る
研
究
者
の

あ
り
方
、
言
い
換
え
れ
ば
超
俗
性
と
愛
国
主
義
・
民
族
主
義
、
あ
る
い
は
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
図
式
を
用
い
る
な
ら
「
象
牙
の

塔
」
と
「
産
官
共
同
」
と
い
う
、
一
見
水
と
油
の
如
き
二
つ
の
面
が
、
日
露
戦
争
と
太
平
洋
戦
争
と
い
う
通
時
的
な
流
れ
の
中
で
、

長
岡
と
い
う
一
箇
の
人
間
に
具
現
化
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
二
面
が
と
も
に
本
来
の

「
社
会
の
た
め
の
科
学
、
人
民
と
と
も
に
あ
る
科
学
」
と
い
う
理
念
に
背
馳
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
長
岡
を

「
非
科
学
的
、
非
社
会
的
」
と
批
判
し
た
の
は
、
「
噂
」
を
誤
っ
て
真
に
う
け
た
か
ら
だ
け
で
な
く
―
確
か
に
永
野
は
噂
を
真
に
う

け
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
―
、
「
噂
」
に
よ
っ
て
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
、
社
会
に
背
を
向
け
た
研
究
者
の
二
つ
の
あ
り
方
を
と

も
に
批
判
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
永
野
の
批
判
は
、
単
な
る
事
実
誤
認
と
し
て

葬
り
去
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
、
重
要
な
見
識
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

（
二
）
噂
が
流
布
し
た
背
景 

 

そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
「
噂
」
が
世
間
に
流
布
す
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
評
伝
』
（
一
九
六

頁
）
に
よ
れ
ば
、
「
た
し
か
に
、
こ
の
う
わ
さ
は
超
俗
的
な
長
岡
の
風
格
を
し
の
ば
せ
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
研
究
熱
心
で
日
露

戦
争
も
知
ら
な
か
っ
た
科
学
者
に
該
当
し
そ
う
な
超
俗
的
な
科
学
者
と
い
え
ば
、
長
岡
を
第
一
番
に
あ
げ
る
の
は
ご
く
自
然
な
こ

と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
事
実
、
長
岡
は
日
露
戦
争
当
時
、
原
子
模
型
や
津
波
の
研
究
に
没
頭
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
（
『
伝
』
三

〇
一
頁
も
参
照
）
実
際
原
子
模
型
の
研
究
と
日
露
戦
争
と
は
時
期
的
に
完
全
に
一
致
し
て
い
た
。
『
伝
』
（
三
〇
〇
頁
）
に
よ
れ

ば
、
「
長
岡
の
原
子
模
型
の
第
一
論
文
の
載
っ
た
『
東
京
数
学
物
理
学
会
報
告
』
第
二
巻
第
七
号
の
発
行
日
が
一
九
〇
四
年
の
二

 

ま
た
娘
婿
の
岡
谷
は
、
先
の
引
用
文
に
つ
づ
け
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 

 

数
年
前
長
岡
先
生
が
大
阪
帝
国
大
学
総
長
と
し
て
大
阪
に
屡
々
数
日
間
ず
つ
滞
在
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
自
分
も
そ

の
折
は
側
近
者
た
る
喜
び
を
度
々
得
た
。
数
度
若
い
新
聞
記
者
が
「
先
生
は
御
研
究
に
熱
心
で
、
日
露
戦
争
も
ご
承
知
な
か

っ
た
そ
う
で
す
ね
」
と
無
遠
慮
に
問
う
こ
と
に
遭
遇
し
た
。
長
岡
先
生
は
「
僕
は
日
露
戦
争
当
時
、
日
本
に
生
き
て
居
た
よ
」

と
云
っ
て
、
呵
々
大
笑
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
（
「
博
士
」
二
六
四
頁
） 

 

こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
本
気
で
行
わ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
長
岡
が
大
阪
帝
大
総
長
の
頃
（
一
九
三
一-

三
四
）
、
こ
の
「
噂
」

を
真
に
う
け
て
い
る
人
が
新
聞
記
者
の
中
に
も
実
際
に
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
戦
後
の
一
九
四
六
年
に
な
っ
て
も
、
こ
の
「
噂
」

に
言
及
し
た
永
野
繁
二
に
よ
る
「
長
岡
半
太
郎
論
」
が
、
科
学
雑
誌
『
科
学
知
識
』
（
一
九
四
六
年
五
、
六
月
号
）
の
コ
ラ
ム
「
人

物
評
論
」
に
掲
載
さ
れ
た
。 

 

…
…
科
学
者
は
研
究
室
だ
け
の
科
学
で
な
く
、
社
会
の
た
め
の
科
学
、
人
民
と
と
も
に
あ
る
科
学
を
主
張
す
る
に
勇
気
と

真
実
性
を
発
揮
し
て
こ
そ
、
真
の
科
学
者
、
文
化
人
と
い
え
る
筈
だ
。
研
究
室
に
閉
じ
こ
も
っ
て
日
露
戦
争
も
知
ら
な
か

っ
た
と
い
う
非
科
学
的
、
非
社
会
的
な
行
動
は
決
し
て
科
学
者
が
そ
の
文
化
的
使
命
を
全
う
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら

な
い
し
、
官
僚
や
軍
閥
の
た
め
に
人
民
を
ぎ
せ
い
に
す
る
よ
う
な
戦
争
に
科
学
を
全
面
的
に
協
力
せ
し
め
る
こ
と
に
努
力

す
る
の
も
真
の
科
学
者
の
使
命
と
は
い
え
な
い
。
（
永
野
繁
二
、
「
論
」
、
四
三
頁
） 

 

上
述
の
表
現
で
も
っ
て
『
伝
』
（
三
〇
一
頁
）
も
『
評
伝
』
（
一
九
六
頁
）
も
と
も
に
、
永
野
繁
二
が
そ
の
噂
を
「
真
に
う
け
」
、

9



人
気
な
き
事
実
言
語
に
勝
（
た
）
へ
ざ
る
次
第
に
候
。
（
『
伝
』
一
七
五
頁
、
三
〇
〇
頁
も
参
照
） 

  

そ
れ
に
比
し
て
日
露
戦
争
時
に
お
け
る
長
岡
の
言
動
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
研
究
に
追
わ
れ
て
寧
日
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
中
で
旅
順
陥
落
（
一
九
〇
五
・
一
・
二
）
寸
前
の
一
九
〇

四
年
一
二
月
二
五
日
東
京
帝
大
物
理
学
の
集
い
「
ニ
ュ
ー
ト
ン
祭
」
で
、
講
演
「
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
先
生
の
十
周
忌
」
と
題
し
て
行

わ
れ
た
講
演
の
中
で
、
彼
の
日
露
戦
争
に
寄
せ
る
関
心
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。 

 
 

日
露
戦
争
開
始
以
来
、
吾
人
の
耳
朶
に
響
く
は
、
戦
争
の
話
多
く
し
て
、
就
中
旅
順
攻
囲
の
如
き
は
、
学
術
的
な
れ
ば
、

吾
人
の
特
に
注
意
を
惹
く
こ
と
少
し
と
せ
ず
。
其
戦
争
の
長
引
き
た
る
は
、
収
斂
悪
き
級
数
に
似
て
、
其
要
塞
攻
撃
は
物

理
研
究
の
方
法
に
彷
彿
た
り
と
云
ふ
方
適
当
な
か
ら
ん
か
。
…
…
（
『
伝
』
、
三
〇
一
頁
） 

  

そ
し
て
彼
の
日
露
戦
争
へ
の
関
心
の
強
さ
を
何
よ
り
も
証
し
て
い
る
の
が
、
再
婚
後
授
か
っ
た
五
人
の
息
子
す
べ
て
を
、
日
露

戦
争
に
ち
な
ん
で
命
名
し
た
こ
と
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
娘
婿
の
岡
谷
辰
治
は
「
長
岡
半
太
郎
博
士
」
で
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。 

…
…
万
民
待
つ
に
待
っ
た
か
の
旅
順
陥
落
、
ち
ょ
う
ど
男
子
誕
生
。
依
っ
て
旅
順
の
一
字
を
与
え
て
順
吉
と
名
付
け
ら
れ

た
。
次
は
遼
陽
の
会
戦
で
、
次
子
に
は
遼
吉
。
日
本
海
の
会
戦
の
大
勝
利
に
よ
り
、
又
鐵
嶺
の
大
戦
闘
に
於
け
る
無
比
の

戦
果
に
よ
り
遂
に
敵
は
和
を
乞
い
、
乾
坤
一
擲
の
戦
争
は
輝
か
し
き
勝
利
の
栄
冠
を
祖
国
の
上
に
飾
り
、
戦
陣
は
収
ま
っ

た
。
こ
れ
を
記
念
す
る
為
に
次
に
生
ま
れ
た
男
子
に
鐵
吉
。
…
…
征
戦
幾
十
箇
月
、
遂
に
皇
軍
は
凱
旋
。
…
…
大
軍
の
祖

国
へ
の
凱
旋
。
こ
れ
を
書
経
で
は
「
班
師
振
旅
」
と
も
云
う
。
振
は
こ
の
際
帰
還
即
ち
凱
旋
の
意
で
あ
る
。
依
っ
て
末
子
を

振
吉
と
命
名
せ
ら
れ
た
。
（
「
博
士
」
二
六
二
頁
）
（
四
） 

月
二
日
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
雑
誌Nature

に
長
岡
の
最
初
のl

e
t
t
e
r

が
載
っ
た
の
は
一
九
〇
四
年
二
月
二
五
日
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
そ
の
後
長
岡
は
一
九
〇
五
年
四
月
ま
で
に
土
星
型
原
子
模
型
に
関
す
る
論
文
を
た
て
つ
づ
け
に
七
編
も
発
表
し
た
の
で
あ

る
。
」
『
報
告
』
論
文
とNature

のl
e
t
t
e
r

と
の
間
に
、
一
九
〇
四
年
二
月
八
日
の
ロ
シ
ア
へ
の
宣
戦
布
告
が
入
る
が
、
執
筆

時
期
と
し
て
は
と
も
に
当
然
宣
戦
布
告
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

ま
た
同
時
に
、
「
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
に
先
行
し
て
「
日
清
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
が
実
在
し
た
と
思

わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
三
三
年
に
行
わ
れ
た
長
岡
の
「
宣
誓
式
訓
示
」
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
そ
の
人

は
長
岡
よ
り
も
三
〇
歳
近
く
年
上
で
、
後
に
「
日
本
解
剖
学
の
父
」
と
呼
ば
れ
た
田
口
和
美
で
あ
っ
た
（
二
）

。
日
清
戦
争
を
知
ら
な

か
っ
た
学
者
が
い
た
の
だ
か
ら
、
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
が
い
て
も
、
必
ず
し
も
不
思
議
で
は
な
い
、
と
世
間
が
理
解

し
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
れ
も
不
思
議
で
は
な
い
。 

 

（
三
）
長
岡
自
身
の
日
露
戦
争
に
対
す
る
態
度 

 

解
剖
学
者
田
口
和
美
と
異
な
り
、
長
岡
は
日
清
戦
争
当
時
留
学
先
の
ド
イ
ツ
に
い
た
が
、
遅
れ
て
伝
わ
る
戦
況
の
推
移
に
文
字

通
り
一
喜
一
憂
し
て
い
る
さ
ま
が
、
『
伝
』
の
指
摘
の
よ
う
に
、
一
八
九
五
年
一
月
二
八
日
付
の
手
紙
の
下
書
き
か
ら
読
み
取
れ

る
。
長
岡
の
「
超
俗
性
」
は
、
田
口
和
美
の
そ
れ
と
は
全
く
異
質
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
日
本
と
い
う
国
家
に
開
か
れ
、
明
治
と
い

う
時
代
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

御
地
は
況
日
（
け
い
じ
つ
）
征
清
事
件
に
て
大
分
騒
が
し
く
候
趣
必
然
の
儀
に
奉
存
候
。
小
生
如
き
隔
遠
の
地
に
有
之

て
も
日
本
軍
の
勝
報
に
接
す
る
毎
に
愉
快
に
勝
（
た
）
へ
ず
、
修
学
の
妨
と
な
る
こ
と
な
き
に
非
る
際
、
御
地
に
在
て
は
更

な
る
べ
し
と
奉
想
察
候
、
御
申
越
の
通
、
旅
順
屠
殺
の
件
に
関
し
、
就
中
英
字
新
聞
は
悪
口
罵
詈
を
極
め
、
今
回
の
事
件

に
関
し
、
英
国
程
甚
だ
し
き
嫉
妬
心
を
生
じ
た
る
も
の
は
無
之
相
見
え
、
小
癪
に
て
も
摘
発
せ
ん
と
企
て
居
る
模
様
、
大
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人
気
な
き
事
実
言
語
に
勝
（
た
）
へ
ざ
る
次
第
に
候
。
（
『
伝
』
一
七
五
頁
、
三
〇
〇
頁
も
参
照
） 

  

そ
れ
に
比
し
て
日
露
戦
争
時
に
お
け
る
長
岡
の
言
動
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
研
究
に
追
わ
れ
て
寧
日
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
中
で
旅
順
陥
落
（
一
九
〇
五
・
一
・
二
）
寸
前
の
一
九
〇

四
年
一
二
月
二
五
日
東
京
帝
大
物
理
学
の
集
い
「
ニ
ュ
ー
ト
ン
祭
」
で
、
講
演
「
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
先
生
の
十
周
忌
」
と
題
し
て
行

わ
れ
た
講
演
の
中
で
、
彼
の
日
露
戦
争
に
寄
せ
る
関
心
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。 

 
 

日
露
戦
争
開
始
以
来
、
吾
人
の
耳
朶
に
響
く
は
、
戦
争
の
話
多
く
し
て
、
就
中
旅
順
攻
囲
の
如
き
は
、
学
術
的
な
れ
ば
、

吾
人
の
特
に
注
意
を
惹
く
こ
と
少
し
と
せ
ず
。
其
戦
争
の
長
引
き
た
る
は
、
収
斂
悪
き
級
数
に
似
て
、
其
要
塞
攻
撃
は
物

理
研
究
の
方
法
に
彷
彿
た
り
と
云
ふ
方
適
当
な
か
ら
ん
か
。
…
…
（
『
伝
』
、
三
〇
一
頁
） 

  

そ
し
て
彼
の
日
露
戦
争
へ
の
関
心
の
強
さ
を
何
よ
り
も
証
し
て
い
る
の
が
、
再
婚
後
授
か
っ
た
五
人
の
息
子
す
べ
て
を
、
日
露

戦
争
に
ち
な
ん
で
命
名
し
た
こ
と
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
娘
婿
の
岡
谷
辰
治
は
「
長
岡
半
太
郎
博
士
」
で
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。 

…
…
万
民
待
つ
に
待
っ
た
か
の
旅
順
陥
落
、
ち
ょ
う
ど
男
子
誕
生
。
依
っ
て
旅
順
の
一
字
を
与
え
て
順
吉
と
名
付
け
ら
れ

た
。
次
は
遼
陽
の
会
戦
で
、
次
子
に
は
遼
吉
。
日
本
海
の
会
戦
の
大
勝
利
に
よ
り
、
又
鐵
嶺
の
大
戦
闘
に
於
け
る
無
比
の

戦
果
に
よ
り
遂
に
敵
は
和
を
乞
い
、
乾
坤
一
擲
の
戦
争
は
輝
か
し
き
勝
利
の
栄
冠
を
祖
国
の
上
に
飾
り
、
戦
陣
は
収
ま
っ

た
。
こ
れ
を
記
念
す
る
為
に
次
に
生
ま
れ
た
男
子
に
鐵
吉
。
…
…
征
戦
幾
十
箇
月
、
遂
に
皇
軍
は
凱
旋
。
…
…
大
軍
の
祖

国
へ
の
凱
旋
。
こ
れ
を
書
経
で
は
「
班
師
振
旅
」
と
も
云
う
。
振
は
こ
の
際
帰
還
即
ち
凱
旋
の
意
で
あ
る
。
依
っ
て
末
子
を

振
吉
と
命
名
せ
ら
れ
た
。
（
「
博
士
」
二
六
二
頁
）
（
四
） 

月
二
日
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
雑
誌Nature

に
長
岡
の
最
初
のl

e
t
t
e
r

が
載
っ
た
の
は
一
九
〇
四
年
二
月
二
五
日
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
そ
の
後
長
岡
は
一
九
〇
五
年
四
月
ま
で
に
土
星
型
原
子
模
型
に
関
す
る
論
文
を
た
て
つ
づ
け
に
七
編
も
発
表
し
た
の
で
あ

る
。
」
『
報
告
』
論
文
とNature

のl
e
t
t
e
r

と
の
間
に
、
一
九
〇
四
年
二
月
八
日
の
ロ
シ
ア
へ
の
宣
戦
布
告
が
入
る
が
、
執
筆

時
期
と
し
て
は
と
も
に
当
然
宣
戦
布
告
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

ま
た
同
時
に
、
「
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
に
先
行
し
て
「
日
清
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
が
実
在
し
た
と
思

わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
三
三
年
に
行
わ
れ
た
長
岡
の
「
宣
誓
式
訓
示
」
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
そ
の
人

は
長
岡
よ
り
も
三
〇
歳
近
く
年
上
で
、
後
に
「
日
本
解
剖
学
の
父
」
と
呼
ば
れ
た
田
口
和
美
で
あ
っ
た
（
二
）

。
日
清
戦
争
を
知
ら
な

か
っ
た
学
者
が
い
た
の
だ
か
ら
、
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
が
い
て
も
、
必
ず
し
も
不
思
議
で
は
な
い
、
と
世
間
が
理
解

し
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
れ
も
不
思
議
で
は
な
い
。 

 

（
三
）
長
岡
自
身
の
日
露
戦
争
に
対
す
る
態
度 

 

解
剖
学
者
田
口
和
美
と
異
な
り
、
長
岡
は
日
清
戦
争
当
時
留
学
先
の
ド
イ
ツ
に
い
た
が
、
遅
れ
て
伝
わ
る
戦
況
の
推
移
に
文
字

通
り
一
喜
一
憂
し
て
い
る
さ
ま
が
、
『
伝
』
の
指
摘
の
よ
う
に
、
一
八
九
五
年
一
月
二
八
日
付
の
手
紙
の
下
書
き
か
ら
読
み
取
れ

る
。
長
岡
の
「
超
俗
性
」
は
、
田
口
和
美
の
そ
れ
と
は
全
く
異
質
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
日
本
と
い
う
国
家
に
開
か
れ
、
明
治
と
い

う
時
代
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

御
地
は
況
日
（
け
い
じ
つ
）
征
清
事
件
に
て
大
分
騒
が
し
く
候
趣
必
然
の
儀
に
奉
存
候
。
小
生
如
き
隔
遠
の
地
に
有
之

て
も
日
本
軍
の
勝
報
に
接
す
る
毎
に
愉
快
に
勝
（
た
）
へ
ず
、
修
学
の
妨
と
な
る
こ
と
な
き
に
非
る
際
、
御
地
に
在
て
は
更

な
る
べ
し
と
奉
想
察
候
、
御
申
越
の
通
、
旅
順
屠
殺
の
件
に
関
し
、
就
中
英
字
新
聞
は
悪
口
罵
詈
を
極
め
、
今
回
の
事
件

に
関
し
、
英
国
程
甚
だ
し
き
嫉
妬
心
を
生
じ
た
る
も
の
は
無
之
相
見
え
、
小
癪
に
て
も
摘
発
せ
ん
と
企
て
居
る
模
様
、
大
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い
う
の
は
珍
し
く
、
自
ら
も
語
り
草
と
し
た
（
『
伝
』
一
八-

九
頁
）
。
落
第
の
理
由
は
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
。
「
い
ず
れ
に

せ
よ
長
岡
半
太
郎
が
当
時
と
し
て
も
劣
等
な
小
学
生
と
見
な
さ
れ
て
い
た
方
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
」（
『
伝
』

二
〇-

一
頁
）
ま
た
、
一
八
歳
の
時
に
は
東
京
大
学
物
理
学
科
を
一
年
休
学
し
た
（
『
伝
』
三
九
頁
）
。
そ
の
理
由
は
、
自
然
科
学

研
究
に
東
洋
人
が
果
た
し
て
能
力
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
一
年
間
の
彼
な

り
の
探
求
の
結
果
に
自
信
を
得
て
、
彼
は
物
理
学
に
復
帰
し
た
。
欧
米
に
対
す
る
独
立
自
尊
の
精
神
は
、
同
時
に
人
間
の
卑
屈
さ

に
対
す
る
蔑
視
と
も
な
る
。
長
岡
の
こ
の
よ
う
な
姿
勢
（
エ
ー
ト
ス
）
は
、
寺
田
寅
彦
が
長
岡
に
お
け
る
「
武
士
道
の
名
残
り
」

と
見
な
し
て
い
た
も
の
に
通
じ
る
で
あ
ろ
う
（
六
）

。
こ
の
よ
う
な
「
武
士
道
の
名
残
り
」
に
、
彼
の
所
謂
お
役
人
嫌
い
や
「
総
長
嫌

忌
病
」
（
「
博
士
」
二
九
七
頁
）
も
起
因
す
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
他
方
で
、
自
ら
が
一
箇
の
権
威
と
な
っ
た
暁

に
は
、
自
ら
卑
下
し
他
者
に
阿
る
こ
と
へ
の
自
戒
は
、
徒
に
他
者
へ
の
威
圧
と
な
っ
た
。
権
威
主
義
を
嫌
っ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、

自
ら
が
他
者
を
畏
怖
さ
せ
る
権
威
主
義
の
権
化
と
見
做
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

（
二
）
反
官
僚
主
義
的
、
反
権
威
主
義
的 

 

長
岡
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
独
立
自
尊
へ
の
希
求
は
、
権
威
に
阿
る
こ
と
へ
の
蔑
視
と
な
り
、
彼
の
反
官
僚
主
義
的
、
反
権
威

主
義
的
な
態
度
へ
と
つ
な
が
っ
た
。
「
一
九
一
八
年
大
学
制
度
会
議
議
事
録
概
要
」
と
題
し
た
自
筆
の
メ
モ
に
は
、
次
の
よ
う
な

彼
の
考
え
が
認
め
ら
れ
て
い
る 

（
『
伝
』
五
一
五
頁
）
。 

 

〔
長
岡
が
大
学
を
卒
業
し
た
〕
明
治
二
〇
年
前
後
教
授
の
候
補
と
し
て
は
空
巣
狙
い
の
観
あ
り
し
事
。
今
日
教
授
た
る
の
困

難
。
何
れ
も
好
個
の
人
物
を
得
難
し
。
工
業
方
面
に
関
係
あ
る
学
科
に
於
て
は
、
多
く
の
点
に
於
て
愚
者
若
く
は
勲
位
に

願
望
あ
る
も
の
に
あ
ら
ざ
れ
ば
容
易
に
教
授
に
な
る
も
の
な
か
ら
ん
。 

殊
に
梯
子
制
度
は
良
教
授
を
得
る
に
益
困
難
を
来
さ
し
む
。
外
国
に
あ
り
て
は
此
の
如
き
梯
子
制
度
は
な
き
も
の
と
考
ふ
。

 
長
岡
は
『
伝
』（
三
〇
一
頁
）
が
称
す
る
よ
う
に
「
研
究
の
鬼
で
あ
る
と
同
時
に
熱
烈
な
る
愛
国
者
・
民
族
主
義
者
で
も
あ
っ
た
。
」

あ
る
い
は
『
評
伝
』
（
一
九
六
頁
）
で
記
す
よ
う
に
、
「
研
究
熱
心
で
超
俗
的
な
科
学
者
で
あ
っ
た
が
、
又
そ
れ
と
同
時
に
熱
烈

な
る
愛
国
者
・
民
族
主
義
者
で
も
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
。 

 

第
三
節 

長
岡
半
太
郎
の
人
柄 

本
節
で
は
、
「
噂
」
に
関
連
す
る
限
り
で
、
彼
の
人
柄
を
眺
め
て
み
よ
う
。 

 

（
一
）
超
俗
的
に
し
て
愛
国
的 

 

長
岡
半
太
郎
は
研
究
に
沈
潜
し
て
、
「
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
」
と
解
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
彼
自
身
も
学
生
た
ち
に

精
神
集
中
の
重
要
性
を
繰
り
返
し
強
調
し
た
。
し
か
し
他
方
で
、
国
難
に
対
し
て
、
明
治
の
人
間
と
し
て
、
あ
る
い
は
士
族
の
出

と
し
て
、
真
正
面
か
ら
全
力
で
立
ち
向
か
っ
て
い
っ
た
。
彼
に
は
田
口
和
美
の
「
日
清
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
」
生
き
方
は
、
お

そ
ら
く
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
精
神
集
中
を
説
い
た
が
、
決
し
て
国
家
・
社
会
か
ら
の
遊
離
を
容
認
し
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
に
生
ま
れ
た
彼
に
は
常
に
、
欧
米
列
強
何
す
る
も
の
ぞ
、
と
い
う
独
立
不
羈
の
意
識
が
あ
っ
た
。

欧
米
・
白
人
種
に
追
い
つ
き
追
い
越
せ
、
と
い
う
の
が
彼
の
骨
身
に
し
み
こ
ん
で
い
た
精
神
（
エ
ー
ト
ス
）
で
あ
っ
た
（
五
）

。
娘
婿

の
岡
谷
辰
治
に
よ
れ
ば
、
長
岡
自
身
が
こ
の
精
神
を
常
々
ル
イ
・
パ
ス
ツ
ー
ル
の
言
葉
で
語
っ
て
い
た
。
「
『
科
学
に
は
国
境
な

し
、
し
か
し
科
学
学
者
〔
マ
マ
〕
は
光
栄
あ
る
祖
国
が
あ
る
。
』
」
こ
れ
は
七
十
猶
予
歳
の
今
日
迄
長
岡
先
生
の
胸
を
去
ら
な
い
も

の
で
あ
る
。
」
（
「
博
士
」
二
六
四
頁
） 

 

長
岡
半
太
郎
は
一
見
秀
才
中
の
秀
才
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
が
、
小
学
校
の
時
に
は
落
第
し
て
お
り
、
小
学
校
で
の
落
第
と
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い
う
の
は
珍
し
く
、
自
ら
も
語
り
草
と
し
た
（
『
伝
』
一
八-

九
頁
）
。
落
第
の
理
由
は
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
。
「
い
ず
れ
に

せ
よ
長
岡
半
太
郎
が
当
時
と
し
て
も
劣
等
な
小
学
生
と
見
な
さ
れ
て
い
た
方
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
」（
『
伝
』

二
〇-
一
頁
）
ま
た
、
一
八
歳
の
時
に
は
東
京
大
学
物
理
学
科
を
一
年
休
学
し
た
（
『
伝
』
三
九
頁
）
。
そ
の
理
由
は
、
自
然
科
学

研
究
に
東
洋
人
が
果
た
し
て
能
力
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
一
年
間
の
彼
な

り
の
探
求
の
結
果
に
自
信
を
得
て
、
彼
は
物
理
学
に
復
帰
し
た
。
欧
米
に
対
す
る
独
立
自
尊
の
精
神
は
、
同
時
に
人
間
の
卑
屈
さ

に
対
す
る
蔑
視
と
も
な
る
。
長
岡
の
こ
の
よ
う
な
姿
勢
（
エ
ー
ト
ス
）
は
、
寺
田
寅
彦
が
長
岡
に
お
け
る
「
武
士
道
の
名
残
り
」

と
見
な
し
て
い
た
も
の
に
通
じ
る
で
あ
ろ
う
（
六
）

。
こ
の
よ
う
な
「
武
士
道
の
名
残
り
」
に
、
彼
の
所
謂
お
役
人
嫌
い
や
「
総
長
嫌

忌
病
」
（
「
博
士
」
二
九
七
頁
）
も
起
因
す
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
他
方
で
、
自
ら
が
一
箇
の
権
威
と
な
っ
た
暁

に
は
、
自
ら
卑
下
し
他
者
に
阿
る
こ
と
へ
の
自
戒
は
、
徒
に
他
者
へ
の
威
圧
と
な
っ
た
。
権
威
主
義
を
嫌
っ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、

自
ら
が
他
者
を
畏
怖
さ
せ
る
権
威
主
義
の
権
化
と
見
做
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

（
二
）
反
官
僚
主
義
的
、
反
権
威
主
義
的 

 

長
岡
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
独
立
自
尊
へ
の
希
求
は
、
権
威
に
阿
る
こ
と
へ
の
蔑
視
と
な
り
、
彼
の
反
官
僚
主
義
的
、
反
権
威

主
義
的
な
態
度
へ
と
つ
な
が
っ
た
。
「
一
九
一
八
年
大
学
制
度
会
議
議
事
録
概
要
」
と
題
し
た
自
筆
の
メ
モ
に
は
、
次
の
よ
う
な

彼
の
考
え
が
認
め
ら
れ
て
い
る 

（
『
伝
』
五
一
五
頁
）
。 

 

〔
長
岡
が
大
学
を
卒
業
し
た
〕
明
治
二
〇
年
前
後
教
授
の
候
補
と
し
て
は
空
巣
狙
い
の
観
あ
り
し
事
。
今
日
教
授
た
る
の
困

難
。
何
れ
も
好
個
の
人
物
を
得
難
し
。
工
業
方
面
に
関
係
あ
る
学
科
に
於
て
は
、
多
く
の
点
に
於
て
愚
者
若
く
は
勲
位
に

願
望
あ
る
も
の
に
あ
ら
ざ
れ
ば
容
易
に
教
授
に
な
る
も
の
な
か
ら
ん
。 

殊
に
梯
子
制
度
は
良
教
授
を
得
る
に
益
困
難
を
来
さ
し
む
。
外
国
に
あ
り
て
は
此
の
如
き
梯
子
制
度
は
な
き
も
の
と
考
ふ
。

 

長
岡
は
『
伝
』（
三
〇
一
頁
）
が
称
す
る
よ
う
に
「
研
究
の
鬼
で
あ
る
と
同
時
に
熱
烈
な
る
愛
国
者
・
民
族
主
義
者
で
も
あ
っ
た
。
」

あ
る
い
は
『
評
伝
』
（
一
九
六
頁
）
で
記
す
よ
う
に
、
「
研
究
熱
心
で
超
俗
的
な
科
学
者
で
あ
っ
た
が
、
又
そ
れ
と
同
時
に
熱
烈

な
る
愛
国
者
・
民
族
主
義
者
で
も
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
。 

 

第
三
節 

長
岡
半
太
郎
の
人
柄 

本
節
で
は
、
「
噂
」
に
関
連
す
る
限
り
で
、
彼
の
人
柄
を
眺
め
て
み
よ
う
。 

 

（
一
）
超
俗
的
に
し
て
愛
国
的 

 

長
岡
半
太
郎
は
研
究
に
沈
潜
し
て
、
「
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
」
と
解
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
彼
自
身
も
学
生
た
ち
に

精
神
集
中
の
重
要
性
を
繰
り
返
し
強
調
し
た
。
し
か
し
他
方
で
、
国
難
に
対
し
て
、
明
治
の
人
間
と
し
て
、
あ
る
い
は
士
族
の
出

と
し
て
、
真
正
面
か
ら
全
力
で
立
ち
向
か
っ
て
い
っ
た
。
彼
に
は
田
口
和
美
の
「
日
清
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
」
生
き
方
は
、
お

そ
ら
く
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
精
神
集
中
を
説
い
た
が
、
決
し
て
国
家
・
社
会
か
ら
の
遊
離
を
容
認
し
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
に
生
ま
れ
た
彼
に
は
常
に
、
欧
米
列
強
何
す
る
も
の
ぞ
、
と
い
う
独
立
不
羈
の
意
識
が
あ
っ
た
。

欧
米
・
白
人
種
に
追
い
つ
き
追
い
越
せ
、
と
い
う
の
が
彼
の
骨
身
に
し
み
こ
ん
で
い
た
精
神
（
エ
ー
ト
ス
）
で
あ
っ
た
（
五
）

。
娘
婿

の
岡
谷
辰
治
に
よ
れ
ば
、
長
岡
自
身
が
こ
の
精
神
を
常
々
ル
イ
・
パ
ス
ツ
ー
ル
の
言
葉
で
語
っ
て
い
た
。
「
『
科
学
に
は
国
境
な

し
、
し
か
し
科
学
学
者
〔
マ
マ
〕
は
光
栄
あ
る
祖
国
が
あ
る
。
』
」
こ
れ
は
七
十
猶
予
歳
の
今
日
迄
長
岡
先
生
の
胸
を
去
ら
な
い
も

の
で
あ
る
。
」
（
「
博
士
」
二
六
四
頁
） 

 

長
岡
半
太
郎
は
一
見
秀
才
中
の
秀
才
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
が
、
小
学
校
の
時
に
は
落
第
し
て
お
り
、
小
学
校
で
の
落
第
と
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「
日
本
に
於
け
る
物
理
学
の
研
究
」
を
著
し
、
こ
の
論
文
の
最
後
で
、
日
本
の
物
理
学
の
不
振
の
主
因
は
指
導
者
の
欠
乏
に
あ
る
と

述
べ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
さ
し
あ
た
っ
て
自
ら
の
責
任
の
自
覚
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
弟
子
や
後
進
に
対
す
る
期
待
の
昂
進

も
伴
っ
て
い
た
。
「
こ
の
こ
ろ
す
で
に
四
七
歳
と
な
っ
て
い
た
長
岡
は
自
己
の
限
界
を
自
覚
し
、
後
進
に
期
待
を
か
け
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
頃
の
長
岡
は
た
い
へ
ん
怒
り
っ
ぽ
く
な
っ
て
い
た
。
…
…
『
雷
親
父
』

と
い
う
綽
名
…
…
。
」
（
『
伝
』
三
九
〇
頁
）
あ
る
い
は
時
期
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
「
長
岡
は
誰
に
向
か
っ
て
も
、
気
に
入

ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
き
な
り
大
声
で
『
バ
カ
ヤ
ロ
ー
』
の
一
喝
を
与
え
、
…
そ
の
た
め
、
長
岡
は
ま
な
弟
子
を
は
じ
め
、
多

く
の
人
々
に
こ
わ
が
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
（
『
伝
』
六
七
一-

二
頁
）
。 

 

長
岡
は
一
九
二
六
年
に
東
大
教
授
を
定
年
退
職
し
た
が
、
そ
の
後
も
地
震
研
究
所
に
籍
を
置
い
て
い
た
。
期
日
は
は
っ
き
り
し

な
い
が
、
長
岡
が
弟
子
で
東
大
教
授
の
寺
田
寅
彦
に
批
判
さ
れ
る
と
い
う
「
特
筆
す
べ
き
一
つ
の
小
事
件
」
（
『
伝
』
五
七
五
頁
）

が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
を
初
め
て
伝
え
た
寺
田
の
弟
子
・
中
谷
宇
吉
郎
に
よ
れ
ば
「
皆
が
強
い
印
象
を
受
け
た
大
事
件
」
で
あ
っ
た
。

中
谷
は
「
坪
井
〔
忠
二
〕
と
宮
部
〔
直
巳
〕
の
諸
兄
」
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、
寺
田
（
一
九
三
五
年
没
）
は
も
と
よ
り
長
岡
（
一

九
五
〇
年
没
）
の
亡
く
な
っ
た
後
の
一
九
五
一
年
三
月
に
漸
く
、
「
三
〇
年
後
の
今
日
」
も
あ
り
あ
り
と
覚
え
て
い
る
と
し
て
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
〔
長
岡
の
講
演
後
〕
寺
田
先
生
が
す
っ
く
り
と
立
ち
上
が
っ
て
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
机
に
両
手
を
つ

い
て
、
少
し
ぶ
る
ぶ
る
震
え
な
が
ら
、
『
先
生
の
今
日
の
ご
講
演
は
、
全
く
出
鱈
目
で
あ
り
ま
す
』
と
い
わ
れ
る
ん
だ
。
い
や
驚

い
た
ね
。
み
ん
な
が
シ
ー
ン
と
し
て
し
ま
っ
た
ん
だ
。
〔
寺
田
―
―
引
用
者
註
〕
先
生
は
真
っ
青
な
顔
を
し
て
お
ら
れ
る
し
ね
。
」

（
『
中
谷
宇
吉
郎
随
筆
選
集
』
、
第
二
巻
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
六
年
、
二
八
七-

二
九
〇
頁
。
『
伝
』
五
七
五-

六
頁
。
同
様
に
、

小
泉
信
三
の
「
又
聞
き
」
参
照
、
『
伝
』
六
五
六
頁
）
寺
田
は
ま
た
、
つ
と
に
一
九
二
四
年
四
月
一
二
日
の
日
記
で
、
「
日
本
で

科
学
殊
に
物
理
学
が
駄
目
な
の
は
学
界
の
長
老
ら
の
不
見
識
に
よ
る
こ
と
が
多
い
と
思
う
。
…
…
流
行
の
も
の
で
な
け
れ
ば
物
理

で
な
い
よ
う
に
考
え
て
居
る
ら
し
い
。
そ
れ
を
追
っ
か
け
る
方
が
時
代
に
遅
れ
て
居
る
。
却
っ
て
一
向
流
行
ら
ぬ
時
代
お
く
れ
の

や
う
な
事
を
平
気
で
や
っ
て
居
て
こ
そ
新
し
い
生
面
を
切
り
開
く
余
地
は
あ
る
の
で
あ
る
。
」
（
『
伝
』
五
一
六
頁
。
寺
田
寅
彦

此
弊
の
一
掃
せ
ざ
る
間
は
大
学
の
萎
靡
振
る
は
ざ
る
は
当
然
で
あ
る
。
誰
か
劣
等
な
る
老
教
授
の
下
に
屈
服
す
る
こ
と
を

快
し
と
す
る
も
の
あ
ら
ん
。
誰
か
其
研
究
を
劣
等
な
る
人
に
掣
肘
せ
ら
る
る
を
好
む
も
の
あ
ら
ん
。 

 

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
梯
子
制
度
」
な
る
も
の
は
、
地
方
で
功
成
り
名
を
遂
げ
た
教
授
を
ベ
ル
リ
ン
大
学
や
東
京
大
学
が
招
聘

す
る
や
り
方
で
、
「
転
任
主
義
」
と
も
言
わ
れ
る
。
長
岡
の
考
え
で
は
、
教
授
は
研
究
の
第
一
線
を
自
ら
担
う
者
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
学
生
に
範
を
垂
れ
る
と
同
時
に
学
生
に
課
題
を
与
え
て
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
必
ず
し
も
研
究
能
力
の
衰
微
し

た
老
教
授
が
、
例
え
ば
文
部
大
臣
に
な
っ
た
数
学
者
・
菊
池
大
麓
や
東
大
総
長
に
な
っ
た
物
理
学
者
・
山
川
健
次
郎
の
よ
う
に
、

顕
職
に
就
く
こ
と
を
批
判
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
研
究
能
力
な
き
ま
ま
、
現
職
の
教
授
職
を
奉
ず
る
こ
と
に
弊
害
を

見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
（
『
評
伝
』
一
六
九
頁
）
。
そ
の
意
味
で
「
研
究
中
心
の
実
力
主
義
」
（
『
評
伝
』
一
九
八
頁
）
を
主
張

し
た
。
そ
の
良
き
例
を
、
二
八
歳
で
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
キ
ャ
ベ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
研
究
所
所
長
に
抜
擢
さ
れ
た
Ｊ
・
Ｊ
・
ト
ム

ソ
ン
や
、
や
は
り
若
く
し
て
抜
擢
さ
れ
た
ア
ン
リ
・
ポ
ン
カ
レ
に
見
い
だ
し
た
（
『
随
筆
』
一
七
二
頁
）
。
そ
し
て
彼
自
身
は
、

あ
く
ま
で
研
究
者
と
し
て
自
ら
立
つ
べ
く
、
大
阪
帝
大
総
長
へ
の
要
請
を
拒
め
る
限
り
拒
ん
だ
の
で
あ
り
、
自
ら
の
信
念
を
戯
れ

に
「
総
長
嫌
忌
病
」
と
呼
ん
だ
。
ま
た
彼
の
勲
章
嫌
い
も
知
る
人
ぞ
知
る
で
あ
り
、
『
評
伝
』
（
二
三
五
頁
）
は
、
長
岡
が
自
ら

の
勲
章
を
焼
い
た
と
い
う
話
を
伝
え
て
い
る
。
「
地
位
と
か
名
誉
と
か
い
え
ば
、
か
れ
は
政
府
か
ら
も
ら
う
数
々
の
勲
章
に
も
関

心
を
も
た
な
か
っ
た
。
い
や
そ
う
い
う
も
の
に
は
強
い
反
感
を
持
っ
て
い
た
と
い
っ
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
九
一
五
年
と
一

九
一
六
年
と
一
九
一
八
年
の
東
京
帝
大
理
科
大
学
の
卒
業
記
念
写
真
に
は
、
勲
章
を
つ
け
た
教
授
た
ち
が
並
ん
で
写
っ
て
い
る
が
、

一
人
長
岡
だ
け
は
勲
章
を
つ
け
ず
、
気
む
ず
か
し
そ
う
な
顔
を
し
て
写
っ
て
い
る
。
」
（
『
伝
』
五
一
五
頁
） 

 

（
三
）
自
ら
が
権
威
と
化
す 

 

『
伝
』
（
三
八
八-

九
〇
頁
）
に
よ
れ
ば
、
『
梯
子
制
度
』
を
批
判
し
た
先
の
自
筆
メ
モ
の
五
年
前
の
一
九
一
三
年
に
長
岡
は
、
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「
日
本
に
於
け
る
物
理
学
の
研
究
」
を
著
し
、
こ
の
論
文
の
最
後
で
、
日
本
の
物
理
学
の
不
振
の
主
因
は
指
導
者
の
欠
乏
に
あ
る
と

述
べ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
さ
し
あ
た
っ
て
自
ら
の
責
任
の
自
覚
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
弟
子
や
後
進
に
対
す
る
期
待
の
昂
進

も
伴
っ
て
い
た
。
「
こ
の
こ
ろ
す
で
に
四
七
歳
と
な
っ
て
い
た
長
岡
は
自
己
の
限
界
を
自
覚
し
、
後
進
に
期
待
を
か
け
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
頃
の
長
岡
は
た
い
へ
ん
怒
り
っ
ぽ
く
な
っ
て
い
た
。
…
…
『
雷
親
父
』

と
い
う
綽
名
…
…
。
」
（
『
伝
』
三
九
〇
頁
）
あ
る
い
は
時
期
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
「
長
岡
は
誰
に
向
か
っ
て
も
、
気
に
入

ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
き
な
り
大
声
で
『
バ
カ
ヤ
ロ
ー
』
の
一
喝
を
与
え
、
…
そ
の
た
め
、
長
岡
は
ま
な
弟
子
を
は
じ
め
、
多

く
の
人
々
に
こ
わ
が
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
（
『
伝
』
六
七
一-

二
頁
）
。 

 

長
岡
は
一
九
二
六
年
に
東
大
教
授
を
定
年
退
職
し
た
が
、
そ
の
後
も
地
震
研
究
所
に
籍
を
置
い
て
い
た
。
期
日
は
は
っ
き
り
し

な
い
が
、
長
岡
が
弟
子
で
東
大
教
授
の
寺
田
寅
彦
に
批
判
さ
れ
る
と
い
う
「
特
筆
す
べ
き
一
つ
の
小
事
件
」
（
『
伝
』
五
七
五
頁
）

が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
を
初
め
て
伝
え
た
寺
田
の
弟
子
・
中
谷
宇
吉
郎
に
よ
れ
ば
「
皆
が
強
い
印
象
を
受
け
た
大
事
件
」
で
あ
っ
た
。

中
谷
は
「
坪
井
〔
忠
二
〕
と
宮
部
〔
直
巳
〕
の
諸
兄
」
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、
寺
田
（
一
九
三
五
年
没
）
は
も
と
よ
り
長
岡
（
一

九
五
〇
年
没
）
の
亡
く
な
っ
た
後
の
一
九
五
一
年
三
月
に
漸
く
、
「
三
〇
年
後
の
今
日
」
も
あ
り
あ
り
と
覚
え
て
い
る
と
し
て
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
〔
長
岡
の
講
演
後
〕
寺
田
先
生
が
す
っ
く
り
と
立
ち
上
が
っ
て
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
机
に
両
手
を
つ

い
て
、
少
し
ぶ
る
ぶ
る
震
え
な
が
ら
、
『
先
生
の
今
日
の
ご
講
演
は
、
全
く
出
鱈
目
で
あ
り
ま
す
』
と
い
わ
れ
る
ん
だ
。
い
や
驚

い
た
ね
。
み
ん
な
が
シ
ー
ン
と
し
て
し
ま
っ
た
ん
だ
。
〔
寺
田
―
―
引
用
者
註
〕
先
生
は
真
っ
青
な
顔
を
し
て
お
ら
れ
る
し
ね
。
」

（
『
中
谷
宇
吉
郎
随
筆
選
集
』
、
第
二
巻
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
六
年
、
二
八
七-

二
九
〇
頁
。
『
伝
』
五
七
五-

六
頁
。
同
様
に
、

小
泉
信
三
の
「
又
聞
き
」
参
照
、
『
伝
』
六
五
六
頁
）
寺
田
は
ま
た
、
つ
と
に
一
九
二
四
年
四
月
一
二
日
の
日
記
で
、
「
日
本
で

科
学
殊
に
物
理
学
が
駄
目
な
の
は
学
界
の
長
老
ら
の
不
見
識
に
よ
る
こ
と
が
多
い
と
思
う
。
…
…
流
行
の
も
の
で
な
け
れ
ば
物
理

で
な
い
よ
う
に
考
え
て
居
る
ら
し
い
。
そ
れ
を
追
っ
か
け
る
方
が
時
代
に
遅
れ
て
居
る
。
却
っ
て
一
向
流
行
ら
ぬ
時
代
お
く
れ
の

や
う
な
事
を
平
気
で
や
っ
て
居
て
こ
そ
新
し
い
生
面
を
切
り
開
く
余
地
は
あ
る
の
で
あ
る
。
」
（
『
伝
』
五
一
六
頁
。
寺
田
寅
彦

此
弊
の
一
掃
せ
ざ
る
間
は
大
学
の
萎
靡
振
る
は
ざ
る
は
当
然
で
あ
る
。
誰
か
劣
等
な
る
老
教
授
の
下
に
屈
服
す
る
こ
と
を

快
し
と
す
る
も
の
あ
ら
ん
。
誰
か
其
研
究
を
劣
等
な
る
人
に
掣
肘
せ
ら
る
る
を
好
む
も
の
あ
ら
ん
。 

 

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
梯
子
制
度
」
な
る
も
の
は
、
地
方
で
功
成
り
名
を
遂
げ
た
教
授
を
ベ
ル
リ
ン
大
学
や
東
京
大
学
が
招
聘

す
る
や
り
方
で
、
「
転
任
主
義
」
と
も
言
わ
れ
る
。
長
岡
の
考
え
で
は
、
教
授
は
研
究
の
第
一
線
を
自
ら
担
う
者
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
学
生
に
範
を
垂
れ
る
と
同
時
に
学
生
に
課
題
を
与
え
て
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
必
ず
し
も
研
究
能
力
の
衰
微
し

た
老
教
授
が
、
例
え
ば
文
部
大
臣
に
な
っ
た
数
学
者
・
菊
池
大
麓
や
東
大
総
長
に
な
っ
た
物
理
学
者
・
山
川
健
次
郎
の
よ
う
に
、

顕
職
に
就
く
こ
と
を
批
判
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
研
究
能
力
な
き
ま
ま
、
現
職
の
教
授
職
を
奉
ず
る
こ
と
に
弊
害
を

見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
（
『
評
伝
』
一
六
九
頁
）
。
そ
の
意
味
で
「
研
究
中
心
の
実
力
主
義
」
（
『
評
伝
』
一
九
八
頁
）
を
主
張

し
た
。
そ
の
良
き
例
を
、
二
八
歳
で
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
キ
ャ
ベ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
研
究
所
所
長
に
抜
擢
さ
れ
た
Ｊ
・
Ｊ
・
ト
ム

ソ
ン
や
、
や
は
り
若
く
し
て
抜
擢
さ
れ
た
ア
ン
リ
・
ポ
ン
カ
レ
に
見
い
だ
し
た
（
『
随
筆
』
一
七
二
頁
）
。
そ
し
て
彼
自
身
は
、

あ
く
ま
で
研
究
者
と
し
て
自
ら
立
つ
べ
く
、
大
阪
帝
大
総
長
へ
の
要
請
を
拒
め
る
限
り
拒
ん
だ
の
で
あ
り
、
自
ら
の
信
念
を
戯
れ

に
「
総
長
嫌
忌
病
」
と
呼
ん
だ
。
ま
た
彼
の
勲
章
嫌
い
も
知
る
人
ぞ
知
る
で
あ
り
、
『
評
伝
』
（
二
三
五
頁
）
は
、
長
岡
が
自
ら

の
勲
章
を
焼
い
た
と
い
う
話
を
伝
え
て
い
る
。
「
地
位
と
か
名
誉
と
か
い
え
ば
、
か
れ
は
政
府
か
ら
も
ら
う
数
々
の
勲
章
に
も
関

心
を
も
た
な
か
っ
た
。
い
や
そ
う
い
う
も
の
に
は
強
い
反
感
を
持
っ
て
い
た
と
い
っ
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
九
一
五
年
と
一

九
一
六
年
と
一
九
一
八
年
の
東
京
帝
大
理
科
大
学
の
卒
業
記
念
写
真
に
は
、
勲
章
を
つ
け
た
教
授
た
ち
が
並
ん
で
写
っ
て
い
る
が
、

一
人
長
岡
だ
け
は
勲
章
を
つ
け
ず
、
気
む
ず
か
し
そ
う
な
顔
を
し
て
写
っ
て
い
る
。
」
（
『
伝
』
五
一
五
頁
） 

 

（
三
）
自
ら
が
権
威
と
化
す 

 

『
伝
』
（
三
八
八-

九
〇
頁
）
に
よ
れ
ば
、
『
梯
子
制
度
』
を
批
判
し
た
先
の
自
筆
メ
モ
の
五
年
前
の
一
九
一
三
年
に
長
岡
は
、
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『
随
筆
』
の
「
旅
行
記
断
片
」
で
は
満
蒙
を
行
く
列
車
の
中
で
、
「
史
記
」
や
「
文
選
」
を
自
在
に
操
っ
て
蘇
武
、
李
陵
、
王
昭
君

を
活
写
し
、
岡
谷
辰
治
を
感
嘆
さ
せ
て
い
る
（
「
博
士
」
二
六
七-

八
頁
）
。
し
か
し
、
こ
と
国
家
や
社
会
に
関
す
る
見
識
に
お
い

て
は
、
全
く
精
彩
を
欠
い
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
『
伝
』
や
『
評
伝
』
に
散
見
さ
れ
る
が
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
の
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
と

の
会
談
に
お
い
て
一
際
そ
の
印
象
が
強
い
。 

 

一
九
一
〇
年
七
月
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
の
「
輻
射
学
万
国
会
議
」
の
後
、
長
岡
は
本
多
光
太
郎
と
と
も
に
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の

ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
を
訪
問
し
た
。
「
長
岡
は
こ
の
時
招
か
れ
て
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
の
自
宅
に
も
行
き
、
雑
談
を
交
わ
し
た
が
、
そ
の
と

き
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
は
『
日
本
の
満
州
に
対
す
る
態
度
を
揶
揄
し
、
諧
謔
交
じ
り
で
頗
る
論
ぜ
ら
れ
た
』
と
い
う
。
当
時
既
に
日
本

の
侵
略
政
策
は
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
長
岡
は
『
放
射
能

做
（
さ
）
と
東
洋
政
策
と
は
あ
ま
り
関
係
は
な
い
よ
う
だ
が
、
英
国
人
は
通
で
あ
る
こ
と
が
分
る
』
と
記
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス

市
民
の
普
通
の
政
治
感
覚
も
ま
る
で
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
て
も
長
岡
が
い
か
に
政
治
に
つ
い
て
無
関
心
・

無
知
で
あ
っ
た
か
が
分
か
る
。
」
（
『
評
伝
』
二
一
六
頁
。
二
七
一
頁
で
は
さ
ら
に
、
「
長
岡
は
、
日
本
の
帝
国
主
義
政
策
が
ま

ち
が
っ
て
い
る
こ
と
を
、
海
外
の
科
学
者
か
ら
直
接
聞
く
機
会
も
も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
」
と
付
け

足
し
て
い
る
。
同
様
に
『
伝
』
三
二
八
頁
参
照
） 

 

原
子
爆
弾
投
下
や
戦
局
に
つ
い
て
も
、
長
岡
は
決
し
て
明
る
く
な
か
っ
た
。
長
岡
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
昭
和
二
〇
年
八
月
六
日

広
島
に
落
と
さ
れ
た
「
特
殊
爆
弾
」
が
原
子
爆
弾
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
九
日
の
技
術
院
の
会
議
に
お
い
て
否
定
的
な
見

解
を
表
明
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
「
全
部
がU

2
3
5

か
ら
で
き
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
」
と
い
う
推
測
に
基
づ
い
て
い
た
。
彼
は

米
国
の
経
済
力
と
技
術
力
に
、
結
果
と
し
て
言
え
ば
、
無
知
で
あ
っ
た
。
同
時
に
和
平
工
作
を
、
「
戦
争
に
ケ
リ
を
付
け
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
挙
動
」
、
「
降
伏
に
一
歩
を
踏
み
出
し
た
傾
向
が
懸
念
」
と
表
現
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
に
お
い
て

も
彼
は
、
和
平
工
作
に
対
し
て
は
懐
疑
的
で
あ
っ
た
（
『
伝
』
六
七
六
頁
、
『
評
伝
』
二
七
〇
頁
）
。
ま
た
、
『
評
伝
』
に
よ
れ

ば
、
「
敗
戦
後
、
長
岡
は
『
だ
ま
さ
れ
た
』
と
思
っ
た
。
長
岡
は
早
く
か
ら
軍
を
批
判
し
、
日
本
の
科
学
技
術
の
弱
さ
を
よ
く
知

全
集
第
十
二
、
五
八
八
頁
、
一
九
三
七
年
、
岩
波
書
店
）
こ
の
「
学
界
の
長
老
」
に
は
、
『
伝
』
に
よ
れ
ば
、
長
岡
も
入
る
と
い

う
。 

 

湯
川
秀
樹
は
長
岡
が
阪
大
総
長
の
時
代
に
物
理
学
の
講
師
を
勤
め
た
が
、
「
長
岡
半
太
郎
先
生
の
こ
と
な
ど
」
で
長
岡
に
対
す

る
「
敬
愛
の
念
」
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
「
…
…
長
岡
先
生
は
誰
で
も
頭
ご
な
し
に
叱
り
つ
け
る
こ
わ
い
先
生
だ
と
い
わ

れ
て
い
た
の
で
、
元
来
人
見
知
り
の
強
い
私
に
は
、
余
計
に
近
寄
り
に
く
く
思
わ
れ
た
」
と
記
し
て
い
る
（
『
続 

わ
が
師
わ
が

友
』
、
筑
摩
書
房
、
一
九
五
一
年
、
二
〇
〇
頁
）
。
湯
川
は
ま
た
『
伝
』
序
文
で
、
長
岡
半
太
郎
を
「
見
識
と
独
創
の
人
」
と
呼

び
、
長
岡
の
「
独
創
」
に
つ
い
て
は
、
一
九
〇
三
年
の
土
星
型
原
子
核
模
型
を
世
界
に
先
駆
け
て
提
唱
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

「
見
識
」
に
つ
い
て
は
、
「
実
例
的
に
い
え
ば
、
あ
る
学
者
の
業
績
を
そ
の
才
能
と
人
物
の
一
体
と
し
て
把
握
し
、
そ
の
長
短
に
つ

い
て
一
言
の
も
と
に
断
案
を
下
す
…
…
。
一
種
爽
快
の
感
」
と
ま
と
め
、
さ
ら
に
次
の
如
く
付
け
足
す
。
「
た
だ
し
先
生
の
断
案

が
否
定
的
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
萎
縮
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
学
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
聞
く
。
そ
れ
を
思
え
ば
、
先
生
の
見

識
は
功
の
ほ
か
に
罪
を
も
伴
っ
て
い
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
」 

 

先
に
引
用
し
た
永
野
繁
二
に
よ
れ
ば
、
「
〔
長
岡
半
太
郎
〕
博
士
は
今
年
と
っ
て
八
十
二
歳
。
正
に
老
人
の
域
に
達
し
た
人
で

あ
る
が
、
い
ま
だ
に
斯
界
に
に
ら
み
を
き
か
し
て
い
る
。
い
ち
ど
こ
の
人
に
に
ら
ま
れ
た
が
最
後
一
生
涯
う
か
ば
れ
な
い
と
い
う

正
に
封
建
的
学
閥
の
神
様
み
た
い
な
人
で
あ
る
。
東
大
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
各
地
の
帝
大
の
理
学
部
の
教
授
に
な
る
に
は
、
長
岡

博
士
に
一
度
う
か
が
い
を
た
て
る
と
い
う
ほ
ど
の
ボ
ス
的
封
建
的
存
在
と
な
っ
て
い
る
と
ま
で
い
わ
れ
る
。
」（
永
野
繁
二
、
「
論
」
、

四
〇
頁
）
長
岡
は
こ
の
四
年
後
の
一
九
五
〇
年
十
二
月
十
一
日
享
年
八
五
歳
で
研
究
中
に
急
逝
し
た
。
長
岡
が
望
ん
で
い
た
か
ど

う
か
は
別
に
し
て
、
彼
が
「
ボ
ス
的
存
在
」
と
周
囲
か
ら
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

（
四
）
長
岡
の
社
会
的
見
識 

 

長
岡
は
科
学
的
見
識
で
は
も
と
よ
り
日
本
で
も
最
高
の
知
性
の
一
人
と
目
さ
れ
て
い
た
。
同
時
に
漢
文
学
の
素
養
も
深
く
、
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『
随
筆
』
の
「
旅
行
記
断
片
」
で
は
満
蒙
を
行
く
列
車
の
中
で
、
「
史
記
」
や
「
文
選
」
を
自
在
に
操
っ
て
蘇
武
、
李
陵
、
王
昭
君

を
活
写
し
、
岡
谷
辰
治
を
感
嘆
さ
せ
て
い
る
（
「
博
士
」
二
六
七-

八
頁
）
。
し
か
し
、
こ
と
国
家
や
社
会
に
関
す
る
見
識
に
お
い

て
は
、
全
く
精
彩
を
欠
い
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
『
伝
』
や
『
評
伝
』
に
散
見
さ
れ
る
が
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
の
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
と

の
会
談
に
お
い
て
一
際
そ
の
印
象
が
強
い
。 

 

一
九
一
〇
年
七
月
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
の
「
輻
射
学
万
国
会
議
」
の
後
、
長
岡
は
本
多
光
太
郎
と
と
も
に
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の

ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
を
訪
問
し
た
。
「
長
岡
は
こ
の
時
招
か
れ
て
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
の
自
宅
に
も
行
き
、
雑
談
を
交
わ
し
た
が
、
そ
の
と

き
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
は
『
日
本
の
満
州
に
対
す
る
態
度
を
揶
揄
し
、
諧
謔
交
じ
り
で
頗
る
論
ぜ
ら
れ
た
』
と
い
う
。
当
時
既
に
日
本

の
侵
略
政
策
は
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
長
岡
は
『
放
射
能

做
（
さ
）
と
東
洋
政
策
と
は
あ
ま
り
関
係
は
な
い
よ
う
だ
が
、
英
国
人
は
通
で
あ
る
こ
と
が
分
る
』
と
記
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス

市
民
の
普
通
の
政
治
感
覚
も
ま
る
で
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
て
も
長
岡
が
い
か
に
政
治
に
つ
い
て
無
関
心
・

無
知
で
あ
っ
た
か
が
分
か
る
。
」
（
『
評
伝
』
二
一
六
頁
。
二
七
一
頁
で
は
さ
ら
に
、
「
長
岡
は
、
日
本
の
帝
国
主
義
政
策
が
ま

ち
が
っ
て
い
る
こ
と
を
、
海
外
の
科
学
者
か
ら
直
接
聞
く
機
会
も
も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
」
と
付
け

足
し
て
い
る
。
同
様
に
『
伝
』
三
二
八
頁
参
照
） 

 

原
子
爆
弾
投
下
や
戦
局
に
つ
い
て
も
、
長
岡
は
決
し
て
明
る
く
な
か
っ
た
。
長
岡
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
昭
和
二
〇
年
八
月
六
日

広
島
に
落
と
さ
れ
た
「
特
殊
爆
弾
」
が
原
子
爆
弾
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
九
日
の
技
術
院
の
会
議
に
お
い
て
否
定
的
な
見

解
を
表
明
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
「
全
部
がU

2
3
5

か
ら
で
き
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
」
と
い
う
推
測
に
基
づ
い
て
い
た
。
彼
は

米
国
の
経
済
力
と
技
術
力
に
、
結
果
と
し
て
言
え
ば
、
無
知
で
あ
っ
た
。
同
時
に
和
平
工
作
を
、
「
戦
争
に
ケ
リ
を
付
け
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
挙
動
」
、
「
降
伏
に
一
歩
を
踏
み
出
し
た
傾
向
が
懸
念
」
と
表
現
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
に
お
い
て

も
彼
は
、
和
平
工
作
に
対
し
て
は
懐
疑
的
で
あ
っ
た
（
『
伝
』
六
七
六
頁
、
『
評
伝
』
二
七
〇
頁
）
。
ま
た
、
『
評
伝
』
に
よ
れ

ば
、
「
敗
戦
後
、
長
岡
は
『
だ
ま
さ
れ
た
』
と
思
っ
た
。
長
岡
は
早
く
か
ら
軍
を
批
判
し
、
日
本
の
科
学
技
術
の
弱
さ
を
よ
く
知

全
集
第
十
二
、
五
八
八
頁
、
一
九
三
七
年
、
岩
波
書
店
）
こ
の
「
学
界
の
長
老
」
に
は
、
『
伝
』
に
よ
れ
ば
、
長
岡
も
入
る
と
い

う
。 

 

湯
川
秀
樹
は
長
岡
が
阪
大
総
長
の
時
代
に
物
理
学
の
講
師
を
勤
め
た
が
、
「
長
岡
半
太
郎
先
生
の
こ
と
な
ど
」
で
長
岡
に
対
す

る
「
敬
愛
の
念
」
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
「
…
…
長
岡
先
生
は
誰
で
も
頭
ご
な
し
に
叱
り
つ
け
る
こ
わ
い
先
生
だ
と
い
わ

れ
て
い
た
の
で
、
元
来
人
見
知
り
の
強
い
私
に
は
、
余
計
に
近
寄
り
に
く
く
思
わ
れ
た
」
と
記
し
て
い
る
（
『
続 

わ
が
師
わ
が

友
』
、
筑
摩
書
房
、
一
九
五
一
年
、
二
〇
〇
頁
）
。
湯
川
は
ま
た
『
伝
』
序
文
で
、
長
岡
半
太
郎
を
「
見
識
と
独
創
の
人
」
と
呼

び
、
長
岡
の
「
独
創
」
に
つ
い
て
は
、
一
九
〇
三
年
の
土
星
型
原
子
核
模
型
を
世
界
に
先
駆
け
て
提
唱
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

「
見
識
」
に
つ
い
て
は
、
「
実
例
的
に
い
え
ば
、
あ
る
学
者
の
業
績
を
そ
の
才
能
と
人
物
の
一
体
と
し
て
把
握
し
、
そ
の
長
短
に
つ

い
て
一
言
の
も
と
に
断
案
を
下
す
…
…
。
一
種
爽
快
の
感
」
と
ま
と
め
、
さ
ら
に
次
の
如
く
付
け
足
す
。
「
た
だ
し
先
生
の
断
案

が
否
定
的
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
萎
縮
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
学
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
聞
く
。
そ
れ
を
思
え
ば
、
先
生
の
見

識
は
功
の
ほ
か
に
罪
を
も
伴
っ
て
い
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
」 

 

先
に
引
用
し
た
永
野
繁
二
に
よ
れ
ば
、
「
〔
長
岡
半
太
郎
〕
博
士
は
今
年
と
っ
て
八
十
二
歳
。
正
に
老
人
の
域
に
達
し
た
人
で

あ
る
が
、
い
ま
だ
に
斯
界
に
に
ら
み
を
き
か
し
て
い
る
。
い
ち
ど
こ
の
人
に
に
ら
ま
れ
た
が
最
後
一
生
涯
う
か
ば
れ
な
い
と
い
う

正
に
封
建
的
学
閥
の
神
様
み
た
い
な
人
で
あ
る
。
東
大
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
各
地
の
帝
大
の
理
学
部
の
教
授
に
な
る
に
は
、
長
岡

博
士
に
一
度
う
か
が
い
を
た
て
る
と
い
う
ほ
ど
の
ボ
ス
的
封
建
的
存
在
と
な
っ
て
い
る
と
ま
で
い
わ
れ
る
。
」（
永
野
繁
二
、
「
論
」
、

四
〇
頁
）
長
岡
は
こ
の
四
年
後
の
一
九
五
〇
年
十
二
月
十
一
日
享
年
八
五
歳
で
研
究
中
に
急
逝
し
た
。
長
岡
が
望
ん
で
い
た
か
ど

う
か
は
別
に
し
て
、
彼
が
「
ボ
ス
的
存
在
」
と
周
囲
か
ら
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

（
四
）
長
岡
の
社
会
的
見
識 

 

長
岡
は
科
学
的
見
識
で
は
も
と
よ
り
日
本
で
も
最
高
の
知
性
の
一
人
と
目
さ
れ
て
い
た
。
同
時
に
漢
文
学
の
素
養
も
深
く
、
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局
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
逸
話
が
残
っ
て
い
る
。
」 

（h
t
t
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/
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.
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i
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a
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c
h
i
v
e
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5
1
6
2
9
6
5
5
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h
t
m
l

、
二
〇
一
四
年
七
月
一
九
日
確
認
） 

（
三
）
例
え
ば
、
中
谷
宇
吉
郎
、
『
冬
の
華
』
、
先
生
を
囲
る
話
、
一
五 

本
多
先
生
と
一
緒
に
実
験
さ
れ
た
頃
、
中
谷
宇
吉
郎
選

集
、
第
一
巻
、
一
九
六
六
年
、
朝
日
新
聞
社
、
一
三
七-

八
頁
（
同
じ
文
章
が
、
中
谷
宇
吉
郎
、
寺
田
寅
彦
の
追
想
、
甲
文
社
、
一

九
四
七
年
、
一
九
四-

七
頁
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
）
。 

（
四
）
正
確
に
は
、
順
吉
は
一
九
〇
四
年
二
月
一
〇
日
誕
生
で
、
そ
の
日
に
ロ
シ
ア
に
宣
戦
布
告
さ
れ
た
。
旅
順
陥
落
は
一
九
〇

五
・
一
・
二
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
順
吉
、
遼
吉
に
次
い
で
寛
吉
が
一
九
〇
九
年
八
月
二
日
に
生
ま
れ
た
が
夭
死
。
「
寛
城
の
戦

い
」
に
因
む
（
『
評
伝
』
一
九
七
頁
、
『
伝
』
三
〇
二
頁
）
。 

（
五
）
岡
谷
辰
治
は
、
第
二
節
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
長
岡
の
五
人
の
息
子
の
名
前
が
皆
日
露
戦
争
に
因
ん
で
い
た
、
と
い
う
こ
と

を
述
べ
る
に
際
し
て
、
長
岡
が
如
何
に
熱
烈
な
愛
国
者
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
次
の
よ
う
に
強
調
し
て
い
る
。｢

日
露
戦

争
当
時
学
生
で
あ
っ
た
人
に
聞
け
ば
、
先
生
は
常
に
教
壇
に
実
験
室
に
皇
国
の
宇
内
（
う
だ
い
）
に
比
な
き
国
体
な
る
所
以
を
説

き
、
外
遊
幾
度
か
の
体
験
に
よ
り
東
亜
は
日
本
人
の
手
で
盟
主
と
し
て
治
む
べ
き
こ
と
を
叫
ば
れ
た
も
の
だ
と
云
ふ
。
」
（
「
博

士
」
二
六
二
頁
）
こ
の
表
現
に
は
、
日
露
戦
争
当
時
な
の
に
既
に｢

大
東
亜
戦
争｣

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
岡

谷
の
一
章
を
収
め
た
書
物
（
『
近
代
日
本
の
科
学
者
』
第
三
巻
）
が
一
九
四
二
年
八
月
刊
行
で
あ
り
、
太
平
洋
戦
争
に
突
入
し
て

間
も
な
い
当
時
の｢

ほ
と
ぼ
り｣

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
『
伝
』
（
三
〇
二
頁
）
は
、
こ
の
箇
所
は｢

大
東
亜
戦

争｣

時
代
の
「
つ
け
た
り
」
か
、
と
想
像
し
て
い
る
。 

（
六
）
中
谷
宇
吉
郎
、
『
日
本
の
こ
こ
ろ
』
、
長
岡
と
寺
田
（
一
九
五
一
年
三
月
）
、
中
谷
宇
吉
郎
選
集
、
第
二
巻
、
朝
日
新
聞
社
、

一
九
六
六
年
、
二
八
七
頁
。 

 

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
日
本
の
戦
争
目
的
の
正
し
さ
と
日
本
の
勝
利
を
信
じ
、
戦
争
反
対
や
和
平
交
渉
の
促
進
を

主
張
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
長
岡
は
社
会
や
政
治
の
問
題
に
は
ま
る
で
暗
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
『
評
伝
』
二
七
〇
頁
）
「
だ

ま
さ
れ
た
」
と
い
う
述
懐
の
出
典
は
、
必
ず
し
も
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
も
し
も
そ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
、
日
本
の
学
術
行
政
の

ト
ッ
プ
に
立
つ
人
間
の
歴
史
に
対
す
る
理
解
度
は
、
一
般
の
庶
民
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

  

長
岡
半
太
郎
と
「
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
と
の
関
連
を
こ
れ
ま
で
尋
ね
て
き
た
。
確
か
に
、
長
岡
半
太
郎
は
「
日

露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
日
中
戦
争
や
太
平
洋
戦
争
に
つ
い
て
、
そ
の
社
会
的
意
味
を
認
識

し
て
い
た
の
か
、
少
な
く
と
も
認
識
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
疑
問
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
最
高
の
知
性
の
一
人
と
目
さ
れ
る
長

岡
半
太
郎
は
、
「
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
国
家
と
政
府
が
起
こ
す
戦
争

に
対
し
て
無
知
で
あ
っ
た
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
彼
は
最
後
ま
で
、
本
当
の
意
味
で
「
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
で
あ
り
続
け
た

の
か
も
し
れ
な
い
。 

  

（
註
） 

（
一
）
野
崎
敏
郎
氏
（
仏
教
大
学
）
の
一
九
一
一
年
の
私
信
に
教
示
を
得
た
。 

（
二
）
こ
の
解
剖
学
者
は
田
口
和
美
（
一
八
三
九-

一
九
〇
四
）
の
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
田
口
は
「
医
学
校

生
徒
」
と
し
て
、
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
に
行
わ
れ
た
日
本
初
の
篤
志
解
剖
の
執
刀
者
と
な
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
小
説
家
吉

村
昭
の
『
梅
の
刺
青
』
（
一
九
九
九
年
、
吉
村
昭
『
島
抜
け
』
、
新
潮
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
、
所
収
）
に
描
か
れ
て
い
る
。
後
に

東
京
大
学
の
初
代
解
剖
学
教
授
と
な
り
、
一
八
九
三
年
に
は
日
本
解
剖
学
会
を
創
設
し
て
初
代
会
頭
に
就
く
な
ど
、
わ
が
国
の
近

代
解
剖
学
の
歴
史
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。
彼
に
は
「
新
聞
も
読
ま
ず
に
解
剖
学
の
み
ひ
た
す
ら
に
研
究
し
、
日
清
戦
争
も
終
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局
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
逸
話
が
残
っ
て
い
る
。
」 

（h
t
t
p
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l
o
g
.
l
i
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/
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s
/
5
1
6
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9
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5
.
h
t
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、
二
〇
一
四
年
七
月
一
九
日
確
認
） 

（
三
）
例
え
ば
、
中
谷
宇
吉
郎
、
『
冬
の
華
』
、
先
生
を
囲
る
話
、
一
五 

本
多
先
生
と
一
緒
に
実
験
さ
れ
た
頃
、
中
谷
宇
吉
郎
選

集
、
第
一
巻
、
一
九
六
六
年
、
朝
日
新
聞
社
、
一
三
七-

八
頁
（
同
じ
文
章
が
、
中
谷
宇
吉
郎
、
寺
田
寅
彦
の
追
想
、
甲
文
社
、
一

九
四
七
年
、
一
九
四-

七
頁
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
）
。 

（
四
）
正
確
に
は
、
順
吉
は
一
九
〇
四
年
二
月
一
〇
日
誕
生
で
、
そ
の
日
に
ロ
シ
ア
に
宣
戦
布
告
さ
れ
た
。
旅
順
陥
落
は
一
九
〇

五
・
一
・
二
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
順
吉
、
遼
吉
に
次
い
で
寛
吉
が
一
九
〇
九
年
八
月
二
日
に
生
ま
れ
た
が
夭
死
。
「
寛
城
の
戦

い
」
に
因
む
（
『
評
伝
』
一
九
七
頁
、
『
伝
』
三
〇
二
頁
）
。 

（
五
）
岡
谷
辰
治
は
、
第
二
節
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
長
岡
の
五
人
の
息
子
の
名
前
が
皆
日
露
戦
争
に
因
ん
で
い
た
、
と
い
う
こ
と

を
述
べ
る
に
際
し
て
、
長
岡
が
如
何
に
熱
烈
な
愛
国
者
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
次
の
よ
う
に
強
調
し
て
い
る
。｢

日
露
戦

争
当
時
学
生
で
あ
っ
た
人
に
聞
け
ば
、
先
生
は
常
に
教
壇
に
実
験
室
に
皇
国
の
宇
内
（
う
だ
い
）
に
比
な
き
国
体
な
る
所
以
を
説

き
、
外
遊
幾
度
か
の
体
験
に
よ
り
東
亜
は
日
本
人
の
手
で
盟
主
と
し
て
治
む
べ
き
こ
と
を
叫
ば
れ
た
も
の
だ
と
云
ふ
。
」
（
「
博

士
」
二
六
二
頁
）
こ
の
表
現
に
は
、
日
露
戦
争
当
時
な
の
に
既
に｢

大
東
亜
戦
争｣

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
岡

谷
の
一
章
を
収
め
た
書
物
（
『
近
代
日
本
の
科
学
者
』
第
三
巻
）
が
一
九
四
二
年
八
月
刊
行
で
あ
り
、
太
平
洋
戦
争
に
突
入
し
て

間
も
な
い
当
時
の｢

ほ
と
ぼ
り｣

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
『
伝
』
（
三
〇
二
頁
）
は
、
こ
の
箇
所
は｢

大
東
亜
戦

争｣

時
代
の
「
つ
け
た
り
」
か
、
と
想
像
し
て
い
る
。 

（
六
）
中
谷
宇
吉
郎
、
『
日
本
の
こ
こ
ろ
』
、
長
岡
と
寺
田
（
一
九
五
一
年
三
月
）
、
中
谷
宇
吉
郎
選
集
、
第
二
巻
、
朝
日
新
聞
社
、

一
九
六
六
年
、
二
八
七
頁
。 

 

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
日
本
の
戦
争
目
的
の
正
し
さ
と
日
本
の
勝
利
を
信
じ
、
戦
争
反
対
や
和
平
交
渉
の
促
進
を

主
張
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
長
岡
は
社
会
や
政
治
の
問
題
に
は
ま
る
で
暗
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
『
評
伝
』
二
七
〇
頁
）
「
だ

ま
さ
れ
た
」
と
い
う
述
懐
の
出
典
は
、
必
ず
し
も
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
も
し
も
そ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
、
日
本
の
学
術
行
政
の

ト
ッ
プ
に
立
つ
人
間
の
歴
史
に
対
す
る
理
解
度
は
、
一
般
の
庶
民
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

  

長
岡
半
太
郎
と
「
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
と
の
関
連
を
こ
れ
ま
で
尋
ね
て
き
た
。
確
か
に
、
長
岡
半
太
郎
は
「
日

露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
日
中
戦
争
や
太
平
洋
戦
争
に
つ
い
て
、
そ
の
社
会
的
意
味
を
認
識

し
て
い
た
の
か
、
少
な
く
と
も
認
識
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
疑
問
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
最
高
の
知
性
の
一
人
と
目
さ
れ
る
長

岡
半
太
郎
は
、
「
日
露
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
国
家
と
政
府
が
起
こ
す
戦
争

に
対
し
て
無
知
で
あ
っ
た
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
彼
は
最
後
ま
で
、
本
当
の
意
味
で
「
戦
争
を
知
ら
な
か
っ
た
学
者
」
で
あ
り
続
け
た

の
か
も
し
れ
な
い
。 

  

（
註
） 

（
一
）
野
崎
敏
郎
氏
（
仏
教
大
学
）
の
一
九
一
一
年
の
私
信
に
教
示
を
得
た
。 

（
二
）
こ
の
解
剖
学
者
は
田
口
和
美
（
一
八
三
九-

一
九
〇
四
）
の
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
田
口
は
「
医
学
校

生
徒
」
と
し
て
、
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
に
行
わ
れ
た
日
本
初
の
篤
志
解
剖
の
執
刀
者
と
な
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
小
説
家
吉

村
昭
の
『
梅
の
刺
青
』
（
一
九
九
九
年
、
吉
村
昭
『
島
抜
け
』
、
新
潮
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
、
所
収
）
に
描
か
れ
て
い
る
。
後
に

東
京
大
学
の
初
代
解
剖
学
教
授
と
な
り
、
一
八
九
三
年
に
は
日
本
解
剖
学
会
を
創
設
し
て
初
代
会
頭
に
就
く
な
ど
、
わ
が
国
の
近

代
解
剖
学
の
歴
史
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。
彼
に
は
「
新
聞
も
読
ま
ず
に
解
剖
学
の
み
ひ
た
す
ら
に
研
究
し
、
日
清
戦
争
も
終
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長岡半太郎と「日露戦争を知らなかった学者」 

 

 

細 見 博 志 
 

概 要 

戦前の日本を代表する物理学者・長岡半太郎には、生前から、「研究熱心

の余り日露戦争があったということを知らなかった」、という「噂」が立て

られていた。この噂は全く事実無根であるようだが、噂として戦前は広く世

間に流布していた。それにしても、そもそもこの噂は長岡半太郎を褒めてい

るのか、貶しているのか、はたまた、 長岡半太郎の盛名を借りて、基礎

的・理論的な自然科学者のあるべき姿を訴えたのか、逆に彼らの世間知らず

ぶりを揶揄しているのか。拙論では、長岡半太郎の随筆と伝記などの限られ

た資料から、この噂とその背景を考える。この考察がひいては、日本におけ

る学問・科学と社会の関係史の、一つのケース・スタディとなれば幸いであ

る。 



 

長岡半太郎と「日露戦争を知らなかった学者」 

 

 

細 見 博 志 
 

概 要 

戦前の日本を代表する物理学者・長岡半太郎には、生前から、「研究熱心

の余り日露戦争があったということを知らなかった」、という「噂」が立て

られていた。この噂は全く事実無根であるようだが、噂として戦前は広く世

間に流布していた。それにしても、そもそもこの噂は長岡半太郎を褒めてい

るのか、貶しているのか、はたまた、 長岡半太郎の盛名を借りて、基礎

的・理論的な自然科学者のあるべき姿を訴えたのか、逆に彼らの世間知らず

ぶりを揶揄しているのか。拙論では、長岡半太郎の随筆と伝記などの限られ

た資料から、この噂とその背景を考える。この考察がひいては、日本におけ

る学問・科学と社会の関係史の、一つのケース・スタディとなれば幸いであ

る。 
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Hantaro Nagaoka and 
‘Russo-Japanese War not-knowing scientist’ 

 

 

Hiroshi HOSOMI 
 

Summary 

Nagaoka Hantaro (1865-1950) was a leading physicist of the prewar Japan.  His 

enthusiasm for physics was so famous, that a rumor was going around him after the 

Russo-Japanese War (1904-05) that he was unaware of that war because of his hard 

work.  Of course the rumor was groundless, but it was a fact that the rumor spread 

out immediately, continued persistently and many people believed it real in the 

prewar Japan.  We did not focus in the reality or unreality of the rumor, but in the 

so-called social function of it.  It is our problem to see whether the people hearing 

the rumor respected or despised such a scientist, and then how the public opinion of 

Japan considered the attitude of the basic scientists toward society and war.  Our 

hope is that this report be considered as a case study of the science history whict 

reflects the relation between science and society. 
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