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日
文
研
創
立
三
〇
周
年
お
め
で
と
う
！

陸
　
　
　
留
　
弟

こ
の
度
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
が
創
立
三
〇
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
か
つ
て
同
セ
ン
タ
ー
で
研
究

活
動
を
し
た
者
と
し
て
、
衷
心
よ
り
お
祝
い
の
こ
と
を
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
本
当
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

日
文
研
と
の
付
き
合
い
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
遡
る
事
が
で
き
ま
す
。
最
初
は
一
九
九
四
年
国
際
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
の
受
賞
者
で
あ
る
大
江
健
三
郎
先
生
の
講
演
を
聞
く
た
め
に
足
を
運
び
ま
し
た
。

当
時
、
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
多
数
の
参
加
者
が
あ
り
、
大
変
盛
況
で
し
た
。

本
会
場
で
は
、
数
多
く
の
研
究
者
が
集
ま
り
、
基
調
講
演
を
は
じ
め
、
数
々
の
貴
重
な
研
究
成
果
が
発
表
さ

れ
、
聴
衆
が
終
始
熱
心
に
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。
本
会
場
の
み
な
ら
ず
、
各
分
科
会
で
も
学
術
的
な
反
論
を

含
め
て
活
発
な
討
論
を
展
開
し
た
り
、
参
加
者
か
ら
発
表
者
に
熱
心
な
質
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
り
す
る
場
面

も
多
く
見
ら
れ
、
熱
気
に
溢
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
人
の
研
究
発
表
ば
か
り
で
な
く
、
外
国
人
の
研
究
発
表
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。「
日
本
語
教
育
研
究
」
分
科
会
で
は
、
北
京
大
学
の
孫
宗
光
氏
の
発
表
し
た
研
究
成
果

も
、
ま
た
王
家
驊
氏
の
「
日
本
の
儒
家
と
儒
教
思
想
の
現
状
」
に
関
す
る
発
言
も
と
て
も
示
唆
的
で
、
勉
強
に

な
り
ま
し
た
。
質
疑
応
答
で
は
双
方
か
ら
活
発
に
発
言
が
な
さ
れ
、
予
定
時
間
を
超
え
る
ほ
ど
充
実
し
た
意
見

交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
庭
沿
い
の
廊
下
に
設
け
ら
れ
た
展
示
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
参
加
者
の
皆
様
は
ポ
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ス
タ
ー
な
ど
を
通
じ
て
、
日
文
研
の
概
要
や
そ
の
研
究
内
容
を
真
剣
に
見
学
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
学
術

交
流
と
研
究
に
関
す
る
展
示
は
一
側
面
か
ら
日
文
研
の
活
動
に
お
い
て
も
効
果
的
な
広
報
活
動
の
場
と
な
り
ま

し
た
。

日
文
研
は
、
と
て
も
閑
静
と
し
た
京
都
の
洛
西
に
位
置
し
、
学
問
の
研
究
活
動
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
す
。

数
多
く
の
内
外
の
研
究
者
た
ち
は
、
日
頃
の
研
究
を
重
ね
ら
れ
た
成
果
が
こ
こ
で
報
告
さ
れ
、
お
互
い
に
議

論
を
通
じ
て
、
日
本
研
究
の
諸
成
果
を
交
換
し
て
相
互
刺
激
を
与
え
つ
つ
、
学
問
の
真
理
を
切
磋
琢
磨
に
探
求

し
続
け
て
い
ま
す
。
コ
ー
ヒ
ー
ブ
レ
イ
ク
で
は
、
異
文
化
を
観
察
す
る
こ
と
や
理
解
す
る
こ
と
な
ど
、
研
究
者

の
皆
様
は
和
や
か
な
雰
囲
気
の
中
で
個
々
に
忌
憚
の
な
い
歓
談
、
親
睦
を
深
め
ま
し
た
。

世
界
の
日
本
研
究
者
に
研
究
情
報
の
提
供
な
ど
の
研
究
協
力
を
行
う
こ
と
を
設
立
趣
旨
と
し
て
い
る
の
が
日

文
研
で
す
。
今
日
、
研
究
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
進
め
、
国
内
外
の
日
本
研
究
者
の
重
要
な
研
究
拠
点

と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
日
本
の
文
化･

歴
史
を
研
究
す
る
新
し
い
豊
か
な
一
側
面
は
、
日
本
語
教
育
者
の
私
に
と
っ
て

大
き
な
励
み
と
な
り
ま
し
た
。
一
九
九
四
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
き
っ
か
け
で
、
日
文
研
と
の
付
き
合
い
が
始

ま
り
ま
し
た
。

海
外
の
日
本
研
究
者
へ
の
協
力
・
支
援
制
度
を
受
け
、
外
国
人
研
究
員
と
し
て
本
格
的
に
日
文
研
に
お
世
話

に
な
っ
た
の
は
二
〇
〇
六
年
九
月
か
ら
の
一
年
間
で
し
た
。

当
時
「
中
日
茶
文
化
の
違
い
に
つ
い
て
」
を
研
究
テ
ー
マ
に
、
日
文
研
の
優
れ
た
研
究
者
の
方
々
に
恵
ま

れ
、
鈴
木
貞
美
先
生
の
ご
指
導
を
受
け
な
が
ら
研
究
活
動
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
る
意
味
で
、「
茶

の
湯
」
と
同
じ
よ
う
に
日
常
の
俗
世
を
離
れ
、
ち
ょ
う
ど
学
問
の
修
行
に
入
っ
た
よ
う
な
研
究
活
動
の
中
で
体

を
通
し
て
創
造
性
に
富
み
、
進
取
の
精
神
を
会
得
し
て
い
く
も
の
で
す
。
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さ
ら
に
二
〇
一
三
年
四
〜
九
月
に
、
日
本
庭
園
研
究
の
大
家
で
あ
る
白
幡
洋
三
郎
先
生
の
ご
指
導
を
も
と

に
、「
日
本
の
茶
庭
に
つ
い
て
」
研
究
す
る
た
め
に
再
び
外
国
人
研
究
員
と
し
て
日
文
研
に
や
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。
書
斎
で
研
究
に
没
頭
し
、
関
連
文
献
を
リ
サ
ー
チ
す
る
の
み
な
ら
ず
、
日
本
海
に
臨
む
閑
か
な
金
沢
を

気
ま
ま
に
散
策
し
ま
し
た
。
三
大
名
園
の
一
つ
「
兼
六
園
」
の
ほ
か
、
実
際
の
茶
庭
の
環
境
と
場
面
に
お
け
る

茶
人
の
行
動
に
近
づ
き
、
茶
道
思
想
を
解
析
し
よ
う
と
、
金
沢
「
玉
泉
園
」
に
あ
る
裏
千
家
の
茶
庭
「
灑
雪

亭
」
と
そ
こ
の
露
地
な
ど
を
回
っ
て
現
地
調
査
を
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
私
が
日
本
語
教
育
者
と
し
て
日
文
研
に
二
回
に
わ
た
っ
て
お
世
話
に
な
っ
た
の
は
、
い
ず
れ

も
日
本
文
化
の
神
髄
で
あ
る
「
茶
の
湯
」
と
の
出
会
い
の
お
か
げ
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
日
文
研
の
先
生
と

の
出
会
い
は
「M

anpow
er

」、
日
本
文
化
と
の
付
き
合
い
は
「Tea Pow

er

」
の
お
か
げ
で
し
ょ
う
。
研
究
成

果
と
し
て
「
茶
芸
と
茶
道
に
お
け
る
諸
要
素
―
中
国
茶
芸
の
歴
史
、
文
化
、
習
慣
、
特
徴
と
日
本
茶
道
の
型
・

気
・
美
・
禅
」、「
露
地
考
―
中
国
か
ら
み
た
日
本
の
庭
園
美
」、
そ
れ
ぞ
れ
拙
論
を
ま
と
め
ま
し
た
。
ま
さ
に

日
文
研
の
趣
旨
に
ふ
さ
わ
し
い
研
究
協
力
を
受
け
、
研
究
情
報
を
発
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
改

め
て
日
文
研
に
深
く
感
謝
致
し
ま
す
！
本
当
に
恵
ま
れ
て
、
と
て
も
光
栄
に
思
い
ま
す
。

「
三
〇
に
し
て
立
つ
」。
日
文
研
は
創
立
三
〇
周
年
の
節
目
を
迎
え
ま
す
。
情
報
技
術
革
命
に
よ
っ
て
急
速
に

変
貌
す
る
世
界
の
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
研
究
所
と
し
て
先
端
的
で
独
創
的
な
研
究
を
生
み
出
し
続
け
て
い
ま
す
。

今
日
、
日
文
研
が
国
内
外
の
日
本
研
究
者
に
と
っ
て
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
重
要
な
研
究
拠
点
と
な
っ
て
い

る
こ
と
は
、
専
任
研
究
ス
タ
ッ
フ
か
ら
事
務
の
職
員
に
至
る
ま
で
、
セ
ン
タ
ー
が
一
丸
と
な
り
、
長
年
に
努
力

し
続
け
た
賜
物
で
す
。
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
中
に
外
国
人
研
究
者
の
研
究
成
果
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

は
、
わ
れ
わ
れ
外
国
人
研
究
者
に
と
っ
て
こ
の
上
な
い
喜
び
で
も
あ
り
ま
す
。

「
茶
の
湯
」
は
、
た
だ
の
飲
み
物
で
は
な
く
、
日
本
文
化
の
回
帰
点
に
あ
る
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
立
派
な
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文
化
的
回
帰
点
に
は
、
茶
を
入
れ
て
飲
む
こ
と
を
楽
し
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
生
き
て
い
く
上
で
の
目
的
・
考

え
方
、
宗
教
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
人
生
観
、
宇
宙
観
の
よ
う
な
普
遍
的
真
理
が
存
在
し
て
い

ま
す
。

「
茶
の
湯
」
は
日
本
文
化
の
代
表
的
な
存
在
と
し
て
、
深
く
他
の
文
化
形
態
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
日
本
語
の
文
法
と
日
本
人
の
行
動
パ
タ
ー
ン
つ
ま
り
「
型
」
を
複
眼
的
に
見
ま
す
と
、「
挨
拶
行
為
」

に
た
ど
り
着
い
た
の
で
す
。
つ
ま
り
ハ
イ
セ
ン
ス
な
日
本
語
表
現
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
「
茶
の
湯
」
の
作
法
と
日

本
人
の
日
常
的
な
振
る
舞
い
を
考
え
ま
す
と
、
こ
の
「
挨
拶
」
文
化
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

「
挨
拶
は
人
よ
り
先
に
自
分
の
方
か
ら
」
始
ま
る
と
い
う
日
本
文
化
の
す
べ
て
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。

「
す
み
ま
せ
ん
」、「
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
」、「
お
疲
れ
様
で
し
た
」、「
ご
苦
労
様
で
し
た
」、「
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
」、「
先
に
失
礼
し
ま
す
」、「
大
変
結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
」、「
今
日
は
い
い
天
気
で
す
ね
。
え
え
、

い
い
天
気
で
す
ね
」
な
ど
な
ど
、
日
本
文
化
の
神
髄
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

「
茶
の
湯
」
は
、「
挨
拶
」
と
い
う
一
見
簡
単
そ
う
に
聞
こ
え
る
も
の
を
通
じ
て
、
人
類
の
普
遍
的
な
も
の
と

し
て
日
本
文
化
を
発
信
し
続
け
て
い
ま
す
。
敢
え
て
「
茶
の
湯
」
を
研
究
し
た
成
果
は
な
に
か
と
自
問
す
れ

ば
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
収
穫
の
一
つ
で
し
た
。
も
う
一
つ
、
と
て
も
深
い
感
銘
を
覚
え
て
い
る
の
は
「
茶
気
」

と
の
こ
と
で
す
。

「
こ
の
茶
の
茶
気
は
重
い
」。
中
国
語
的
な
解
釈
を
す
れ
ば
、
茶
葉
の
入
れ
す
ぎ
、
濃
過
ぎ
と
の
意
味
合
い
で

す
。
で
す
が
、「
茶
気
」
と
い
う
単
語
は
日
本
語
に
な
る
と
、
使
い
方
も
意
味
合
い
も
違
っ
て
き
ま
す
。
例
え

ば
「
あ
の
男
は
茶
気
が
な
い
」。
つ
ま
り
、
あ
の
男
は
風
雅
、
俳
諧
と
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
が
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。（「T

he B
ook O

f Tea

」
岡
倉
覚
三
よ
り
）。
い
つ
か
の
日
か
、「
立
派
な
茶
気
人
」
と
か
の
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よ
う
な
挨
拶
用
語
が
生
ま
れ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
日
、
二
〇
〇
あ
ま
り
の
国
、
七
〇
億
を
超
え
た
人
口
と
い
う
世
界
で
は
、
ほ
と
ん
ど
と
言
え
る
ほ
ど
、
お

茶
が
世
界
中
で
喜
ば
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
中
国
浙
江
省
杭
州
産
の
龍
井
茶
は
、
Ｅ
Ｕ
に
「
中
国
銘

茶
」
と
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
日
本
の
宇
治
茶
も
世
界
的
な
ブ
ラ
ン
ド
品
と
し
て
好
か
れ
て
い
て
、
パ
リ

の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
来
客
招
待
の
一
品
と
さ
れ
る
ほ
ど
、
魅
力
的
で
す
。

茶
は
、「
文
明
の
植
物
」
と
さ
え
称
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
単
な
る
飲
料
の
範
疇
を
超
え
、
心
臓
病
や
癌
の
防

止
や
脂
肪
減
少
な
ど
に
も
効
果
的
で
あ
る
と
研
究
成
果
に
立
証
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
和
敬
静
寂
」
と
い

う
茶
の
理
念
は
人
々
の
精
神
的
な
世
界
に
浸
透
し
て
い
ま
す
。「
好
い
茶
、
好
い
水
、
好
い
器
」
の
三
つ
の

「
好
」
を
持
っ
て
楽
し
む
中
国
の
茶
藝
文
化
、「
茶
室
、
茶
庭
と
茶
道
具
」
の
型
を
掲
げ
な
が
ら
、「
修
身
養
心
」

を
趣
旨
と
す
る
日
本
の
茶
道
文
化
が
世
界
中
に
広
げ
ら
れ
つ
つ
あ
る
の
は
、
茶
の
葉
か
ら
生
ま
れ
た
魅
力
的
な

魔
法
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
魅
力
的
な
植
物
を
、
根
を
深
く
、
幹
を
太
く
、
葉
を
大
き
く
育
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
し
て
ま
た
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
美
味
し
く
お
茶
を
飲
み
ま
し
ょ
う
。

日
文
研
へ
の
感
謝
の
意
を
持
っ
て
、
ま
た
い
つ
の
日
か
、
も
う
一
度
日
文
研
の
研
究
室
で
日
本
茶
を
点
て
て

「
茶
の
湯
」
と
い
う
日
本
文
化
を
研
究
す
る
日
を
想
像
し
な
が
ら
、
中
国
茶
「
龍
井
」
を
啜
り
続
け
て
い
ま
す
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
元
外
国
人
研
究
員
）


