
埴原和郎氏のこと

〈埴
原
和
郎
教
授
退
官
記
念
〉

埴
原
和
郎
氏

の
こ
と

梅

原

猛

『日
本
研
究
』
の
第
八
集

の

一
部
を
あ

て
、
埴
原
和
郎
教
授
退
官
記
念

の

論
文
を
載
せ
る
と
い
う
。
埴
原
和
郎
氏

の
学
問
的
業
績
に
つ
い
て
は
、
埴

原
和
郎
氏
に
代
わ

っ
て
、
本

セ

ン
タ
ー
教
授
に
就
任
予
定
の
尾
本
恵
市
氏

が
語
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
埴
原
和
郎
氏
自
ら
が

「私
版

・
日
文

研
創
世
記
」
と
い
う

エ
ッ
セ
イ
を
書
き
、
日
文
研
創
設

の
秘
話
を
語

る
こ

と
に
な

っ
て
い
る
。
序
文
代
わ
り
に
私
も
何

か
書
け
と
い
う
こ
と
に
な

っ

た
が
、
私
に
は
自
然
人
類
学

に

つ
い
て
何
ら
か
の
学
問
的
論
文
を
書
く
ほ

ど

の
知
識
は
も
と
よ
り
な

い
。

そ
れ
で
、
埴
原
氏

の
エ
ッ
セ
イ
と
重
な
る

部
分
も
あ
ろ
う
が
、
い
さ
さ
か
思
い
出
話
を
書

い
て
お
き
た
い
。

埴
原
和
郎
氏
に
つ
い
て
は
二
重
の
思

い
出
が
あ
る
。

一
つ
は
私

の
日
本

古
代

に
関
す
る
理
論

に
関
し
て
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
国
際
日
本
文
化
研

究

セ
ソ
タ
ー
の
創
設

に
関
し
て
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
分
か
ち
難
く
結
び

つ
い
て
い
る
。

一
つ
を
語
る
に
は
他
を
語
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、

一

応
こ
こ
で
は
分
け
て
考
え
た
い
。

埴
原
氏

に
初
め
て
お
目
に
か
か

っ
た
の
は
、

一
九
八

一
年
十
月
の

「天

城

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
お
い
て
で
あ
る
と
埴
原
氏
は
語
る
。
た
ぶ
ん
そ
う

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
今
か
ら
十

一
年
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
何
か
ず

っ
と
前

の
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
は
I
B
M
の
主
催
す
る
、
東
京

の
江

上
波
夫
氏
と
中
根
千
枝
氏
と
京
都

の
上
山
春
平
氏
と
私
が
幹
事
に
な

っ
た

研
究
会

で
あ
る
が
、

一
九
八

一
年

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
三
回
目
で
あ
る
と

記
憶
し
て
い
る
。

私
は
、
そ
の
前
か
ら

一
つ
の
巨
大
な
仮
説
を
立
て
て
い
た
。
日
本

の
基

層
文
化
を
縄
文
文
化
に
お
き
、
そ
の
基
層
文
化

に
以
後
の
日
本
文
化
は
深

い
影
響
を
受
け
た
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
そ
の
縄
文
文
化
は

一
万
二
千
年

あ
る
い
は

一
万
三
千
年

の
過
去
に
さ
か
の
ぼ
り
、
約

一
万
年

の
問
日
本
列

島

で
栄
・兄
た
。
日
本
文
化
を
考
え
る
と
き
に
、
こ
の
よ
う
な
約

一
万
年
続

い
た
狩
猟
採
集
文
化
で
あ
る
縄
文
文
化
を
考
え
ね
ぽ
な
ら
ず
、
そ
の
文
化

の
本
質
を
知
り
た
い
と
思

っ
た
。
哲
学
者

の
私
が
知
り
た
い
と
思
う
縄
文

文
化

の
本
質
と
い
う
の
は
、
縄
文
文
化

の
哲
学
で
あ
り
宗
教
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
縄
文
文
化

の
本
質
を
知
り
た
い
と
思

っ
て
い
た
私
は
、
当
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然

ア
イ

ヌ
文
化

に
着
目
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
イ
ヌ
こ

そ
は
悠
久

の
過
去

か
ら
ず

っ
と
最
近
ま
で
日
本
列
島

に
定
住
し
、
狩
猟
採

集
文
化
を
続
け
て
い
る
民
族

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ア
イ

ヌ
は
徳
川
時
代

え

ぞ

ま
で
蝦
夷
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
蝦
夷
は
律
令
時
代

に
は
東
北
地
方

で
大

和
朝
廷

の
支
配
を
受
け
ず

に
生
活
し
、
古
墳
時
代

に
は
少
な
く
と
も
日
本

の
東
半
分
に
存
在

し
、
さ
ら
に
弥
生
時
代

に
は
日
本
全
国
に
存
在
し
て
い

た
民
族
で
あ
る
こ
と
は
確
実

で
あ
る
。
と
す
れ
ぽ
、

ア
イ

ヌ
す
な
わ
ち
蝦

夷
は
縄
文

の
遺
民
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
が
自
然

に
類
推
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

そ
れ
で
し
ば
し
ば
北
海
道

へ
、
私

の
巨
大
な
仮
説
を
も

っ
て
訪
れ
た
が
、

何
度
目
か
に
藤
村
久
和
氏

に
会

い
、
彼

に
ア
イ
ヌ
の
神
に
つ
い
て
の
論
文

を
見
せ
て
も
ら

っ
た
。
す
る
と
、

ア
イ
ヌ
の
神
を
呼
ぶ
名
が
五

つ
あ
る
が
、

そ
れ
ら
は
全
く
日
本

の
古
代
語
と
共
通
な
の
で
あ
る
。
特
に

「
ラ

マ
ト
」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
「
ラ

マ
ト
」
は

「
ヤ
ツ
コ
ラ

マ
ト
」
と
か
い
う
よ

の
り

と

う
に
、
宣
命
や
祝
詞

の
み
で
使
わ
れ
る
言
葉
で
、
謎

の
言
葉
と
さ
れ
て
い

る
。
本
居
宣
長

は
、
ラ
行

の
音

で
始
ま
る
言
葉
が
上
代
に
は
な
い
こ
と
を

考
え
、
こ
の

「
ラ

マ
ト
」
と
い
う
言
葉

は
、
既
に
八
世
紀
に
お
い
て
ほ
と

ん
ど
使
わ
れ
な
く
な

っ
た
超
古
代
語

の
名
残
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
そ

の
場
合
、
「
ヤ
ツ

コ
ラ
マ
ト
」

を

「奴

の
魂
」
と
考

え
れ
ば
ま
こ
と

に
よ

く
理
解
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、

ア
イ
ヌ
語
の
な
か
に
超
古
代
語
が
残

っ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

ア
イ
ヌ
は
神
を
重
ん
じ
る
種
族

で
あ
る
。

ア
イ
ヌ
が
伝
え
る
神
事
は
、

ア
イ

ヌ
が
古
く
か
ら
伝
え
て
き

た
も
の
に
ち
が

い
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ

の

神
を
表
わ
す
名
が
全

て
日
本
の
古
代
語
で
説
明
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
な
か

に
は
七
、
八
世
紀
に
既

に
使
わ
れ
な
く
な

っ
た
超
古
代
語
が
含
ま
れ
て
い

る
と
し
た
な
ら
ば
、

ア
イ

ヌ
語
と
日
本
語
は
同
系
統
の
言
葉

で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
ア
イ
ヌ
語

は
日
本
語
よ
り
は
る
か
に
基
層
日
本

語
で
あ
る
縄
文
語

の
面
影
を
残
し
て
い
る
言
葉
と
考
え
ざ
る
を
得
な

い
。

日
本
語
は
縄
文
語
を
根
底
と
し
な
が
ら
、
土
着

の
縄
文
人

の
使

っ
て
い
た

言
語
が
、
渡
来
し
て
き
た
弥
生
人
に
よ

っ
て
、
た
と
え
ば
語
頭
に
r
音
を

使
う
言
葉
が
発
音
で
き
な
い
の
で
消
失
し
た
よ
う
に
、
音
韻
的
に
訛
り
、

ま
た
文
法
的
に
変
化
し
た
言
葉
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
縄
文
文
化
を
日
本

の
基
層
文
化
と
考
え
、
そ
の
縄
文
文
化
を

も

っ
と
も
忠
実
に
伝
え
て
い
る
文
化
が
ア
イ
ヌ
文
化
で
あ
り
、
そ

の
次
が

沖
縄
文
化

で
あ
り
、
そ
し
て
本
州
、
四
国
、
九
州
の
文
化
は
そ
れ
と
弥
生

文
化
と
の
混
合
に
よ

っ
て
で
き
た
文
化
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私

の
考

え
続
け
て
き
た
仮
説

で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
見
解

は
学
界

の
常
識
と
は
全

く
相
反
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
学
界
の
常
識

に
よ
れ
ば
、
日
本
文
化
と
ア

イ
ヌ
文
化
は
全
く
関
係

の
な
い
文
化
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
う
い

う
常
識
と
な

っ
た
見
解

は
決
し
て
古
い
も

の
で
は
な
く
、
徳
川
時
代

の
ア

イ
ヌ
研
究
者
は
、

ア
イ

ヌ
語

の
な
か
に
日
本

の
古
語
が
多

い
こ
と
か
ら
、

ア
イ
ヌ
文
化
は
日
本

の
古
い
文
化
を
保
存
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。

し
か
し
金
田

一
京
助
は
こ
の
説
を
真

っ
向
か
ら
否
定
し
、
ア
イ
ヌ
語

は

抱
合
語

で
あ
り
、
膠
着
語
で
あ
る
日
本
語
と
全
く
違
う
と
考
え
た
。
そ
う

考
え
る
と
、
お
び
た
だ
し
い
ア
イ

ヌ
語
と
日
本
語
、
特

に
日
本
古
代
語
と

の
共
通
語
は
、
全

て
文
化

の
高

い
日
本
語
か
ら
文
化

の
低
い
ア
イ
ヌ
語

へ
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埴原和郎氏のこと

と
流
入
し
た
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
ア
イ
ヌ
語

が
日
本
語
と
全
く
違
う
言
語

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
金
田

一
京
助
が
な
ぜ
苦

労
し
て
ア
イ
ヌ
語
を
勉
強
し
、

ユ
ー
カ
ラ
を
翻
訳
し
た
か
。
そ
れ
は
、
た

だ
た
だ
滅
び

つ
つ
あ
る
ア
イ
ヌ
文
化
を
日
本
民
族
と
し
て
哀
れ
に
思

い
、

保
存
し
て
や
る
た
め
な

の
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
ア
イ
ヌ
の
言
語
や
文
化
を

知
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
日
本

の
文
化
や
言
語
を
よ
り
明
ら
か
に
知
る
こ
と

が
で
き

る
と
い
う
意
味
や
、
ア
イ
ヌ
文
化
か
ら
学
び
、
現
代
文
化
を
批
判

す
る
と
い
う
意
味
も
全
く
な

い
の
で
あ
る
。

こ
の
金
田

一
理
論
を
支
え
て

い
た
の
は
児
玉
作
左
衛
門

の

「
ア
イ
ヌ
白

人
説
」

で
あ
る
。
児
玉
作
左
衛
門

の
理
論
に
よ
れ
ぽ
、
ア
イ
ヌ
は
白
人
で

あ
り
、
日
本
人
と
は
全
く
関
係

の
な
い
異
民
族

で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し

て
人
類
学
的
な

「
ア
イ
ヌ
白
人
説
」
と
い
う
異
民
族
理
論
が
言
語
学
的
な

異
言
語
論

で
あ
る
金
田

一
理
論
を
支
え
、
ま
た
逆

に
金
田

一
の
異
言
語
論

が
児
玉

の
異
民
族
論
を
支
え
、

そ
れ
が

一
つ
の
学
界
の
常
識
を
形
成
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
理
論
は
明
治

の
末
年

に
形
成
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
明
治
三
十
七
、

八
年
戦
争
が
終
わ
り
、
高
揚
し

た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
空
気
と
無
関
係
で

は
な
い
。
や
は
り
日
本
人
は
、

ア
イ
ヌ
の
よ
う
な
原
始
的
と
思
わ
れ
る
民

族
と

一
緒
に
さ
れ
て
は
か
な
わ
な
い
の
で
あ
る
。
自
己
を
ア
イ
ヌ
や
韓
国

と
全
く
切
り
離
さ
れ
た
独
自
な
大
和
民
族
と
考
え
ね
ぽ
、
と
て
も
欧
米
と

対
等
な
文
明
国

の
人
間
と
な
り
得
る
と
は
思
わ
れ
な
か

っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
思
想

の
産
物
な
の
で
あ

る
。

私
は
、
こ
の
金
田

一
理
論
は
ど
こ
か
で
柳
田
國
男

の
転
向
と

つ
な
が

っ

て
い
る
と
思

っ
て
い
る
。
金
田

一
京
助
が

ア
イ
ヌ
研
究
を
志
し
た
の
は
も

や
ま
び
と

と
も
と
柳
田
國
男

の
影
響
に
よ
る
が
、
初
め
は
山
人
の
研
究
を
志
し
、
山

人
こ
そ
日
本

の
原
住
民
で
あ
り
、
ど
こ
か
で
ア
イ
ヌ
と
も
あ
る
い
は
未
解

放
部
落

の
人
と
も

つ
な
が
る
と
考
え
て
い
た
柳
田
は
、
こ
の
よ
う
な
徐
々

に
強
く
な
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
気
運

の
中
で
、
自
己
を
山
人
と

一
体
化

す
る
こ
と
を
や
め
、
自
己
を
常
民
、
す
な
わ
ち
移
住
し
て
き
た
弥
生
農
耕

民
と

一
体
化
す
る
と

い
う
大
き
な
思
想
的
転
向
を
行

っ
た
。

私
は
、
こ
の
転
向
は
少
な
く
と
も
心
理
的
に
は
幸
徳
事
件
と
関
係
が
あ

る
と
思

っ
て
い
る
。
自
己
を
山
人
と

一
体
化
す
る
学
問
の
道
を
た
ど

っ
て

い
く
か
ぎ
り
、
柳
田
は
幸
徳
秋
水
の
よ
う
な
危
険
思
想

の
道
を
た
ど
り
、

や
が

て
破
滅
を
免
れ
な
い
と
思

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
転
向

の
結
果

で
き
た
も
の
が
、
あ
の
稲
作
農
業
を
す
る
人
間
を
日
本
人
と
考
え
る
常
民

民
俗
学
の
体
系
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
ア
イ
ヌ
は
ま
さ
に
日
本
人
に
あ
る
ま

じ
き
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
ア
イ

ヌ
に
代
わ

っ
て
沖
縄
が
柳
田
の
認
識
の
対
象
と
な
り
、
日
本
本
土
と
沖
縄
が
弥
生
農

耕
に
よ

っ
て
結
び

つ
け
ら
れ
る
。

こ
れ
が
有
名
な
柳
田
の

「イ
ネ

の
道
」

い

は

ふ

ゆ
う

の
説
で
あ
る
が
、
伊
波
普
猷
は
柳
田
と
は
反
対

に
、
イ
ネ
は
九
州
か
ら
南

下
し
て
き
た
と
考
え
る
。

私
は
、
こ
の
柳
田
の
北
上
説
に
せ
よ
、
伊
波

の
南
下
説
に
せ
よ
、
弥
生

農
耕
で
も

っ
て
本
土
と
沖
縄
を
結
び

つ
け
る
説

で
あ
り
、
そ
れ
は
大
変
な

誤
謬
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
沖
縄
で
農

耕
が
十
分
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
鎌
倉
時
代
で
あ
り
、
し
か
も

沖
縄
の
島
々
は
山
が
多
く
、
珊
瑚
礁

の
地
盤
で
水
を
貯

め
る
こ
と
が
難
し
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く
、
あ
ま
り
農
耕

に
適
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
沖
縄
文
化
の
基
本
は
最

近
ま
で
漁
労
採
集

に
あ

っ
た
。
あ
の
琉
球
王
朝
と

い
う
大
変
文
化
的

に
高

度
な
王
朝
も
、
経
済
的
に
は
漁
労
の
延
長
上
に
あ
る
貿
易
で
得
ら
れ
た
利

潤
を
国
力

の
基
礎
と
し
て
い
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
沖
縄
と
本
土
を
弥
生
農
耕
に
よ

っ
て
結
び

つ
け
る
柳
田
や
伊
波
の

説
は
必
然
的

に
農
耕
を
し
て
い
な
い
ア
イ
ヌ
の
切
り
捨

て
に
な
り
、

い
っ

そ
う
ア
イ
ヌ
の
異
民
族
説
を
強
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
調
べ

れ
ば
調
べ
る
ほ
ど
、
私
が
学
問
的
認
識

の
結
論
と
し
て
間
違
い
な
い
と
思

わ
れ
る
説
が
学
界
の
常
識
と
矛
盾
せ
ざ
る
を
得
な

い
と
感
じ
た
。

そ
れ
で
、
自
然
人
類
学

の
理
論
と
し
て
児
玉
作
左
衛
門
の
説
が
正
し
い

か
ど
う
か
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
い
る
う
ち
に
、
埴
原
和
郎
氏
を
中
心
と
す
る

自
然
人
類
学
者

の
グ

ル
ー
プ
が
児
玉
理
論
と
は
全
く
違
う
理
論
を
既
に
提

出
し
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
そ
れ
で
そ
の
グ

ル
ー
プ
の

一
人

の
あ
る

学
者
に
話
を
聞

い
た
わ
け
で
あ

る
が
、
彼

の
説
は
明
ら
か
に
私

の
考
え
と

共
通
な
部
分
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
と

一
緒

に
そ
の
説
を
追
究
す

る
こ
と
に
あ
ま
り
関
心
を
示
さ
な
か

っ
た
。
お
そ
ら
く
、
い
つ
も
学
界
の

常
識
と
全
く
反
す
る
異
説
を
提
供
し
、
学
界
の
孤
児
と
い
わ
れ
る
私
と

一

緒

に
仕
事
を
す
る
こ
と
が
自
分

の
学
問
的
生
涯
に
決
し
て
プ
ラ
ス
で
は
な

い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
中
根
千
枝
さ
ん
に
話
す
と
、
埴
原
さ
ん
は
違
う
、
彼
は
自
分
の

学
説
に
忠
実

で
あ
り
、
自
分
の
説
を
は

っ
き
り
言
う
人
で
あ
る
と
言
わ
れ

た
。
そ
れ
で

「天
城

シ
ソ
ポ
ジ

ウ
ム
」

に
よ
ん
だ
わ
け
で
あ
る
が
、
埴
原

氏
は
は

っ
き
り
、
ア
イ
ヌ
は
決

し
て
白
人
で
は
な
く
、
縄
文
人

の
形
質
を

も

っ
と
も
よ
く
受
け
継

い
で
い
る
種
族
で
あ
り
、
そ
の
次

に
縄
文
人

の
形

質
を
受
け
継
い
で
い
る
の
は
沖
縄

の
人
で
あ
り
、
本
土

の
人
は
、
稲
作
農

耕
を
も

っ
て
弥
生
時
代

に
渡
来
し
た
弥
生
人

の
形
質
を
多
分

に
も

っ
た
、

縄
文
人
と
弥
生
人

の
混
血
の
種
族

で
あ
る
と
言
わ
れ
た
。

実
は
、
埴
原
氏
は
既
に
十
年
ほ
ど
前
か
ら
そ
の
よ
う
な
説
を
提
出
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
説
は
多
く
英
語

で
発
表
さ
れ
て
い
た
た
め

に
、
あ
ま
り
日
本
人

に
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
理
論
を

一
般

の
日
本
人
に
も
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
『日
本
人
は
ど

こ
か
ら
き
た
か
』

(小
学
館
)
と
い
う
対
談
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

埴
原
氏
は
、
実
は
日
文
研

の
共
同
研
究
で
も
そ
の
仮
説
を

一
貫
し
て
追

究
し
、
そ
の
仮
説
は
国
際
的
に
も
ほ
ぼ
承
認
を
得

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

埴
原
氏

の
粘
り
強

い
追
究
と
真
理
に
対
す
る
実

に
率
直
な
態
度
に
深
く
敬

意
を
表
す
る
も

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
仮
説

の
人
文
科
学
的
裏
付
け
に
つ
い
て
は
、
遺
憾
な
が

ら
い

っ
こ
う
に
進
ん
で
い
な

い
の
で
あ
る
。
私

は
、
自
然
科
学
に
お
い
て

そ
う

い
う
仮
説
が
ほ
ぼ
間
違

い
な
い
も

の
と
し
て
証
明
さ
れ
た
以
上
、
人

文
科
学

に
お
い
て
も
そ
の
仮
説
は
成
り
立

つ
と
思
う
。
た
と
え
ば
言
語
学

に
お
い
て
、
た
と
え
ば
文
化
人
類
学
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
民
俗
学
に
お

い
て
そ
う
い
う
仮
説

は
十
分
立
証
さ
れ
る
と
信
じ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
仮
説

の
立
証
は
い
っ
こ
う
に
は
か
ど

っ
て
い
な
い
。

一
つ

に
は
、
私
自
身

の
仕
事
が
そ
の
後
、
あ
る
い
は
国
際
日
本
文
化
研
究

セ
ン

タ
ー
の
創
設
に
追
わ
れ
、
あ
る
い
は
新
し
い
哲
学
の
創
造
を
志
し
、
あ
る

い
は
瓢
箪
か
ら
駒
が
出
た
よ
う
な

ス
ー
パ
ー
歌
舞
伎

の
成
功
に
よ
り
文
学
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埴原和郎氏のこと

の
創
造
を
志
し
、

い
っ
こ
う
に
こ
の
仮
説
に
真
剣

に
取
り
組
む
暇
が
な
い

こ
と
が
原
因
で
あ
る
。

私

に
代
わ

っ
て
誰
か
が
や

っ
て
く
れ
れ
ば

い
い
が
、
や

っ
て
く
れ
そ
う

な
人
も
な
く
、
こ
の
仮
説
に

つ
い
て
強
い
関
心
を
示
す
人
も
少
な
い
。
そ

れ
は
、
日
本
の
人
文
科
学
者
は
巨
大
な
仮
説

の
創
造
と
い
う
こ
と
に
不
向

き
で
あ
る
こ
と
に
も
よ
る
。
日
本

の
人
文
科
学
は
主
と
し
て
移
入
学
か
、

そ
れ
と
も
伝
誦
学

で
あ
り
、
新

し
い
仮
説
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
情
熱

に

一
生
を
捧
げ
る
人
は
ま
こ
と

に
稀

で
あ
る
。

ひ

よ

り

み

学
者
た
ち
は
い
つ
も
学
界

の
状
況
を
日
和
見
し
、
ど
う
い
う
道
を
進

め

ば
自
分
が
安
全

で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
ぼ
か
り
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
移

入
学
や
伝
誦
学
を
や

っ
て
い
て
も
よ
い
ポ

ス
ト
を
得
ら
れ
、
尊
敬
を
も
得

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
そ
う
い
う
危
な
い
新
し
い
仮
説

の
創
造
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
し
よ
う
と

し
な

い
。
そ
れ
は
好
ん
で
学
界

の
孤
児
に
な

ろ
う
と
す
る
よ
う
な
も

の
で
あ

る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
埴
原

氏
の
よ
う
に
真
理
に
対
す
る
強

い
感
覚
を
も
ち
、
率
直
に
自
分
の
意
見
を

言
う
人
は
稀
な

の
で
あ

る
。

国
際
日
本
文
化
研
究

セ
ソ
タ
ー
の
創
設
に
つ
い
て
も
、
埴
原
氏
は
や
は

り
功
績
者

の

一
人
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
所
の
必
要
性
は
前
々
か
ら

桑
原
武
夫
先
生
を
中
心
に
議
論

さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
旦
ハ体
的

な
案

に
な

っ
た
の
は
、
京
都
市

の

「世
界
文
化
自
由
都
市
推
進
委
員
会
」

の
提
案

の

一
つ
に
な
り
、
創
設

の
た
め
の
予
算
が
計
上
さ
れ
た
こ
と
に
始

ま
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
と
も

に
文
部
省
学
術
国
際
局
長
を
し
て
お
ら
れ
た

大
崎
仁
氏

の
ご
配
慮

に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
研
究
所

の
創
設
に
関
す
る
研

究
が
文
部
省

の
科
学
研
究
費

で
認
め
ら
れ
て
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
研
究
会

の
メ
ン
バ

ー
を
桑
原
先
生
と
と
も
に
人
選
し
、
や
は
り
埴

原
氏

に
入

っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
氏
に
メ
ソ
バ
ー
の
一
員
と

し
て
加
わ

っ
て
い
た
だ

い
た
。
こ
の
研
究
会
は

一
月

に

一
度
、
主

に
京
都

で
、
そ
し
て
三
度
に

一
度
は
東
京
で
開
か
れ
た
が
、

メ
ン
バ
ー
は
超
多
忙

な
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
出
席
率

は
大
変
よ
か

っ
た
。

こ
の
経
過

に
つ
い
て
多
少
埴
原
氏
は
語

っ
て
お
ら
れ
る
が
、

い
ず
れ
ま

た
詳
し
く
語
る
と
き
が
あ
ろ
う
。

一
つ
だ
け
話
を
す
れ
ば
、
私
は
、
こ
ん

な
に
日
本
を
代
表
す
る
す
ぐ
れ
た
学
者

た
ち
が
熱
心
な
会
合
を
も

っ
て
下

さ

っ
た
以
上
、
何
が
何

で
も

つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

っ
て
い
た
。

そ
し
て
必
ず

つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
埴
原

氏
を
は
じ
め
参
加
し
て
下
さ
っ
た
メ
ソ
バ
ー
の
多
く
は
、
必
ず

し
も
で
き

・

る
と
は
思

っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

桑
原
先
生
と
梅
原
が

こ
ん
な
に
熱
を
入
れ
る
か
ら
に
は
黙

っ
て
は
い
ら
れ

な
い
と
参
加
し
て
い
た
だ

い
た
わ
け
で
あ

っ
た
。

後

に
創
設
が
決
ま
り
、

一
宴
を
設
け
た
と
き
、
そ

の
席
上
で
、
「私
は

で
き
る
と
は
思

っ
て
い
な
か

っ
た
」
と
埴
原
氏
が
河
合
隼
雄
氏
と
異
口
同

音

に
言
わ
れ
た
の
は
私
に
と

っ
て
大
変

シ
ョ
ッ
ク
で
あ

っ
た
。
埴
原
氏
は

東
京
の
、
河
合
氏
は
京
都

の
私
の
右
手
と
左
手
の
よ
う
に
思

っ
て
い
た
人

た
ち
で
あ
る
。
そ
の
人
た
ち
が
信
じ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

の
は
、
私
に

と

っ
て
は
驚
き
で
あ

っ
た
。
私
は
皆
が

で
き
る
と
思

っ
て
い
る
の
で
、
研

究
所
が
で
き
な
け
れ
ぽ
皆

に
申
し
訳
な
い
と
思

い
、
頑
張

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
私
と
桑
原
先
生
以
外
の
人
は
そ
れ
が
で
き
る
と
は

っ
き
り
信
じ
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て
は
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
ほ
ど
こ
の
セ
ン
タ
ー
の
創
設
は
困
難
極

ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
そ
う
い
う
こ
と
を
私
に
は

一
言
も
言
わ
れ
ず
、
桑
原
先
生

と
私
が
こ
ん
な
に
夢
中
に
な

っ
て
い
る
の

だ
か
ら
、
た
と
え
無
駄
で
あ

っ
て
も
、
労
力
を
提
供
し
て
も
か
ま
わ
な
い

と
思

っ
て
お
ら
れ
た
埴
原
氏
や
河
合
氏

の
友
情
が
ま
こ
と
に
嬉
し
か

っ
た

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
日
文
研

の
創
設
に
は
い
ろ
い
ろ
苦
労
も
あ
る
が
、

そ
の
苦
労
は
結
構
楽
し
か

っ
た
。
私
は
、
こ
の
国
際
日
本
文
化
研
究

セ
ソ

タ
ー
が
日
本

の
た
め
に
も
世
界

の
た
め
に
も
必
要
だ
と
考
、兄
た
。
そ
う
い

う
目
標
を
立

て
る
と
、
後

の
こ
と
は

一
切
目
に
入
ら
な
い
の
が
私

の
も

っ

て
生
ま
れ
た
性
格
で
あ
る
。

一
つ
の
も
の
を
建
て
る
に
は
、
強

い
情
熱
と
、

い
つ
も
冷
め
た
目
で
状

況
を
眺
め
、
状
況
に
応
じ
た
的
確
な
対
処
が
必
要

で
あ
る
。
そ
れ
は
学
者

と
し
て
は
め
っ
た
に
で
き
な
い
仕
事

で
あ
る
。
あ
る
い
は
実
業
家
な
ど
は

い
つ
も
行

っ
て
い
る
こ
と
か
も

し
れ
な
い
が
、
私
に
と

っ
て
は
、
自
分
が

戦
国

の
群
雄

の
一
人
に
な

っ
た
か
の
よ
う
な
気
分
を
味
わ
う
こ
と
の
で
き

る
貴
重
な
経
験
で
あ

っ
た
。
私

は
、
日
文
研
創
設
に
あ
た

っ
て
、
ご
援
助

を
い
た
だ
い
た
多
く
の
人
々
に
心
か
ら
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
学

者
と
し
て
の
私

に
と

っ
て
必
ず

し
も
損
失

で
は
な

い
と
考
、兄
て
い
る
。
私

は
そ
の
な
か
で
生
き
た
人
間
を
実
践
的

に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
る
。

私
は
桑
原
先
生
と
相
談
し
て
、
こ
の
セ
ソ
タ
ー
は
人
文
科
学
、
社
会
科

学

の
学
者
ぼ

か
り
で
は
な
く
、
自
然
科
学
の
学
者
が
四
分

の
一
は
必
要
だ

と
考
え
、
最
初
か
ら
埴
原
氏
を

メ
ソ
バ
ー
の
一
人
と
し
て
予
定
し
て
い
た

が
、
氏
が
日
文
研

に
く
る
こ
と
を
決
断
し
た
の
は
、
酒
席

で
の
私

の
行
動

が
き

っ
か
け
で
あ

る
と
い
う
。
そ
れ
は
祗
園
の
お
茶
屋
で
の
こ
と
で
あ

る

が
、
酒
が
ま
わ

っ
て
埴
原
氏
と
意
気
投
合
し
、
間
に
い
た
芸
者
を
突
き
飛

ぽ
し
て
埴
原
氏

に
抱
き

つ
い
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
私

の
ほ
う
は
全
く
覚

え
て
い
な
い
が
、
埴
原
氏
は
後
々
ま
で
語
り
種
に
し
て
、
梅
原

に
抱
き

つ

か
れ
て
私

の
運
命
は
変
わ

っ
た
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
う

一
つ
、
埴
原
氏

に
総
務
担
当

の
研
究
調
整
主
幹
を
頼
ん
だ
と
き

の

こ
と
で
あ
る
。
総
務

の
研
究
調
整
主
幹

は
い
わ
ば

ナ
ン
バ
ー
ツ
ー
で
あ
る
。

こ
の
主
幹
を
四
年
間
や

っ
て
い
た
だ
い
た
が
、
初

め
の
年
は
ま
だ
東
大
と

兼
任
で
、

一
週
間

に

一
度
、
東
京
か
ら
京
都

に
来

て
、
二
、
三
日
滞
在
し

て
い
た
だ
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
過
酷
な
勤
務
で
あ
る
。

私
は
、
過
酷
で
あ
る
こ
と
を
重
々
知

っ
て
い
た
が
、
埴
原
氏

に
同
情
し
な

か

っ
た
。
中
根
千
枝
さ
ん
が
見

る
に
見
か
ね
て
、

一
週
間

に

一
度
で
は
な

く
二
週
間
に

一
度

の
勤
務

に
す
れ
ぽ
ど
う
か
と
私
に
忠
告
し
た
が
、
私
は

そ
れ
を
埴
原
氏

に
も
誰
に
も
語
ら
な
か

っ
た
。

ナ
ン
バ
ー
ツ
ー
の
地
位

に
い
る
教
官
は
そ
れ
だ
け
の
過
酷
な
勤
務

に
耐

え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
。
私

は
中
根
さ
ん
の
忠
告
を
無
視
し
た
が
、
埴
原

氏
は

一
言
も
愚
痴
を
言
わ
ず

に
そ
の
過
酷
な
勤
務

に
耐
え
て
下
さ

っ
た
。

そ
し
て
そ
れ
が
国
際
日
本
文
化
研
究

セ
ソ
タ
ー
の
評
価
を
高
め
、
今
日

の

よ
う
な
研
究
所
と
し
て
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

埴
原
先
生
、
本
当

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
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