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︱
︱
南
山
大
学
の
研
究
機
関
の
足
跡
に
触
れ
て

奥
田
太
郎　

﹃
南
山
大
学
七
十
五
年
史
﹄
編
纂
に
あ
た
り
︑
私
は
︑
自
身
の
所
属
す
る
研
究
所
と
南
山
学
会
に
つ
い
て
の
執
筆
を
担
当
し
た
︒
ど

ち
ら
も
自
分
に
と
っ
て
身
近
な
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
機
会
に
改
め
て
遺
さ
れ
た
史
料
群
を
手
掛
か
り
に
し
て
そ
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て

み
る
こ
と
で
︑
日
々
の
業
務
に
取
り
紛
れ
て
い
る
と
見
失
い
が
ち
な
︑
組
織
や
活
動
内
容
全
体
の
輪
郭
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
︒
な

か
で
も
興
味
深
か
っ
た
の
は
︑
南
山
学
会
の
歴
史
と
︑
そ
の
底
流
に
あ
る
南
山
学
会
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
問
題
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
で

は
︑
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
未
だ
見
ぬ
百
年
史
担
当
者
に
向
け
て
︑
覚
え
書
き
的
な
こ
と
を
書
き
留
め
て
お
こ
う
︒

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
︑﹃
南
山
大
学
五
十
年
史
﹄
で
は
︑
南
山
学
会
に
つ
い
て
一
応
小
さ
な
節
が
立
て
ら
れ
て
お
り
︑
ま
た
︑
部
局

史
の
中
で
も
断
片
的
な
言
及
は
あ
っ
た
も
の
の
︑
十
分
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
た
と
は
言
え
ず
︑
そ
れ
が
詳
細
に
語
ら
れ
る
べ
き
内
実
を

も
つ
の
か
ど
う
か
も
判
然
と
し
な
か
っ
た
︒
そ
も
そ
も
南
山
大
学
の
教
員
に
と
っ
て
南
山
学
会
と
は
︑
着
任
と
と
も
に
毎
月
の
給
与
か

ら
数
百
円
を
天
引
き
さ
れ
る
対
象
で
あ
り
︑
投
稿
権
を
有
す
る
紀
要
の
発
行
元
︵
あ
る
い
は
助
成
元
︶
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
れ
ば
ま

だ
マ
シ
な
方
で
︑
年
に
一
回
懇
親
会
で
酒
食
を
嗜
む
機
会
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
︑
と
し
か
認
識
し
て
い
な
い
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
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い
︒
か
つ
て
は
と
も
か
く
︑
各
領
域
の
専
門
学
会
が
確
立
し
︑
あ
ま
つ
さ
え
乱
立
す
る
現
状
に
あ
っ
て
︑
大
学
内
学
会
の
存
在
意
義
は

ど
の
大
学
に
お
い
て
も
顧
慮
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
︑
と
も
言
え
よ
う
︒

比
較
的
厚
め
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
も
っ
て
関
わ
っ
て
い
る
と
自
負
す
る
私
に
し
て
も
︑
南
山
学
会
が
い
つ
頃
ど
の
よ
う
に
設
立
さ

れ
た
の
か
と
聞
か
れ
て
も
答
え
ら
れ
ず
︑﹃
ア
カ
デ
ミ
ア
﹄
創
刊
号
の
表
紙
も
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
し
︑
そ
う
い
う
こ
と
を
伝
え
て

く
れ
る
先
達
に
も
出
会
っ
て
い
な
い
︒
ま
し
て
や
︑﹃
ア
カ
デ
ミ
ア
﹄
と
い
う
名
を
も
つ
紀
要
が
複
数
存
在
し
て
い
る
一
方
で
︑﹃
南
山

法
学
﹄
や
﹃
南
山
経
済
研
究
﹄
な
ど
︑
南
山
学
会
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
な
い
と
思
し
き
紀
要
も
存
在
し
て
い
る
︑
と
い
う
一
見
奇
妙
な

状
態
の
秘
密
を
知
っ
て
い
る
は
ず
も
な
か
っ
た
︒
今
回
︑
南
山
学
会
に
関
す
る
執
筆
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
︑
ま
ず
は
︑
こ
う
し
た

素
朴
な
疑
問
の
答
え
を
探
す
こ
と
か
ら
始
め
た
わ
け
で
あ
る
︒

南
山
学
会
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は
︑︵
Ａ
︶﹃
ア
カ
デ
ミ
ア
﹄
な
ど
︑刊
行
さ
れ
た
紀
要
群
︑︵
Ｂ
︶
南
山
学
会
理
事
会
の
会
議
資
料
群
︑

︵
Ｃ
︶
研
究
会
・
総
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
で
配
布
さ
れ
た
資
料
群
︑
の
三
種
類
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
︒︵
Ａ
︶
は
︑
南
山
大
学
図
書

館
に
す
べ
て
収
蔵
さ
れ
て
お
り
︑︵
Ｂ
︶
は
一
九
七
七
年
以
降
の
も
の
に
つ
い
て
は
現
用
資
料
と
し
て
教
育
企
画
・
研
究
推
進
課
︵
前
︑

教
育
・
研
究
支
援
事
務
室
︶
に
保
管
さ
れ)

1
(

︑
ま
た
︑︵
Ｂ
︶
の
最
初
期
の
も
の
と
︵
Ｃ
︶
の
一
部
は
︑
南
山
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
保
管
さ

れ
て
い
る)

2
(

︑
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
︒

今
回
︑
南
山
学
会
に
つ
い
て
の
調
査
を
通
じ
て
︑
南
山
学
会
と
は
そ
も
そ
も
何
の
た
め
の
組
織
な
の
か
︑
と
い
う
積
年
の
疑
問
に
対

す
る
一
定
の
回
答
が
見
え
て
き
た
︒
こ
の
問
い
を
め
ぐ
っ
て
︑
語
ら
れ
る
べ
き
ポ
イ
ン
ト
は
︑︵
１
︶南
山
学
会
創
設
の
狙
い
︑︵
２
︶

南
山
学
会
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
紆
余
曲
折
︑︵
３
︶南
山
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い
う
器
の
意
義
︑
の
三
点
で
あ
る
︒
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︵
１
︶
南
山
学
会
創
設
の
狙
い

南
山
学
会
創
設
の
狙
い
が
最
も
鮮
明
に
読
み
取
れ
る
の
は
︑
一
九
五
二
年
刊
行
の
﹃
ア
カ
デ
ミ
ア
﹄
創
刊
号
に
お
い
て
ア
ロ
イ
ジ
ウ

ス
・
パ
ッ
ヘ)

3
(

が
著
し
た
﹁
創
刊
の
辞
﹂
で
あ
る
︒

わ
が
南
山
大
学
が
︑
ひ
と
つ
の
新
た
な
大
学
と
し
て
偏
え
に
希
念
す
る
と
こ
ろ
は
︑
た
だ
一
つ
︑
速
や
か
に
真
の
意
味
に
お
け
る

大
学
と
し
て
の
学
問
的
地
位
を
学
界
に
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
本
学
が
そ
の
創
立
の
当
初
か
ら
︑
終
始
一
貫
︑
こ
の
希
念
を
失

わ
な
い
こ
と
は
︑
既
に
創
立
第
一
年
度
に
早
く
も
︑
真
の
意
味
に
お
け
る
研
究
所
た
る
人
類
学
研
究
所
を
設
け
︑
さ
ら
に
︑
第
二

年
度
末
に
言
語
学
研
究
所
設
立
の
第
一
歩
と
し
て
音
声
学
研
究
実
験
室
を
設
け
︑
こ
れ
に
続
く
各
種
の
研
究
機
関
の
設
置
計
画
も

確
立
し
て
い
る
事
実
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
蓋
し
︑
か
よ
う
な
科
学
的
研
究
に
対
す
る
明
確
な
態
度
こ
そ
︑
大

学
の
真
の
品
位
を
形
成
し
維
持
す
る
た
め
の
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
条
件
で
あ
る
と
の
確
信
に
基
く
の
で
あ
る
︒
／
然
し
な
が
ら
他
方

に
お
い
て
︑科
学
的
研
究
は
常
に
あ
ら
ゆ
る
科
学
的
領
域
に
亙
り
他
の
研
究
と
の
関
連
を
保
つ
べ
き
で
あ
り
︑こ
こ
に
︑当
然
︑︽
研

究
発
表
︾
機
関
が
要
請
せ
ら
れ
る
︒
こ
れ
が
あ
っ
て
初
め
て
研
究
の
成
果
は
広
く
学
界
の
共
有
財
と
し
て
現
実
の
必
要
を
充
た
す

も
の
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
︒
か
く
て
今
日
︑
学
術
雑
誌
た
る
本
誌
︽
ア
カ
デ
ミ
ア
︾
が
わ
が
南
山
大
学
教
授
団
の
研
究
発
表
機

関
と
し
て
公
刊
せ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
近
い
将
来
に
お
い
て
更
に
各
専
攻
部
門
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
発
表
機

関
が
創
刊
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒︵﹃
ア
カ
デ
ミ
ア
﹄
第
一
巻
・
第
一
号
︑
一
九
五
二
年
︑
二
頁
:
傍
線
は
奥
田
に
よ
る
︶

最
初
の
傍
線
部
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
︑
南
山
学
会
の
存
在
意
義
を
最
も
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
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こ
で
は
︑科
学
研
究
が﹁
学
界
の
共
有
財
﹂と
な
る
に
は
︑﹁
他
の
研
究
と
の
関
連
を
保
つ
﹂こ
と
が
必
要
だ
と
明
確
に
主
張
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
構
想
は
︑
同
じ
﹃
ア
カ
デ
ミ
ア
﹄
創
刊
号
の
編
集
後
記
﹁
南
山
学
会
に
つ
い
て
﹂
に
お
い
て
︑
当
時
の
南
山
大
学
の
状
況
を
踏
ま

え
て
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
︒

南
山
大
学
は
昭
和
廿
六
年
現
在
で
は
文
学
部
内
に
英
語
英
文
学
︑
ド
イ
ツ
語
ド
イ
ツ
文
学
︑
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
︑
中
國

語
中
國
文
学
︑
哲
学
︑
教
育
の
各
学
科
及
び
社
会
学
科
︵
法
律
︑
政
治
︑
経
済
︑
社
会
︑
人
類
民
族
︑
言
語
そ
の
他
を
含
む
︶
を

擁
し
︑
学
部
︑
学
科
の
增
設
を
準
備
し
て
お
り
︑
自
ら
南
山
学
会
の
機
関
誌
﹁
ア
カ
デ
ミ
ア
﹂
の
内
容
は
︑
こ
れ
ら
諸
学
を
総

合
包
含
す
る
こ
と
に
な
る
︒
從
つ
て
本
誌
第
三
号
に
予
定
し
て
い
る
﹁
人
間
研
究
﹂
の
特
輯
は
︑
こ
れ
ら
諸
学
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
か
ら
す
る
総
合
的
な
人
間
観
に
よ
つ
て
︑
本
誌
の
特
徴
を
発
揮
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒︵﹃
ア
カ
デ
ミ
ア
﹄
第
一
巻
・
第
一
号
︑

一
九
五
二
年
︑
一
九
二
頁
︶

昨
今
﹁
総
合
知
﹂
が
口
に
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
︑
南
山
学
会
は
︑
設
立
当
初
よ
り
︑
い
わ
ば
﹁
総
合
知
﹂
を
志
向
す
る
学
術
集
団

と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
に
窺
わ
れ
る)

4
(

︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
一
つ
前
の
引
用
に
お
け
る
二
つ
目
の
傍
線
部
は
︑
個
別
の
専
門
分
野
に
応
じ
た
専
門
的
機
関
誌
の
刊
行
を
予
言
す

る
も
の
で
あ
る
︒
パ
ッ
へ
の
言
葉
の
ト
ー
ン
と
し
て
は
︑﹃
ア
カ
デ
ミ
ア
﹄
で
の
総
合
的
な
学
知
の
発
信
と
両
輪
を
成
す
も
の
と
し
て
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
的
機
関
誌
が
構
想
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
構
想
の
実
現
は
︑
こ
の
時
よ
り
二
十
五

年
の
時
を
経
て
︑
南
山
学
会
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
揺
る
が
す
火
種
と
な
っ
た
︒
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︵
２
︶
南
山
学
会
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
紆
余
曲
折

南
山
学
会
が
現
在
出
版
費
用
を
負
担
し
て
い
る
学
内
紀
要
は
︑
四
つ
の
種
類
の
﹃
ア
カ
デ
ミ
ア
﹄
の
他
に
︑﹃
南
山
法
学
﹄︑﹃
南
山

経
済
研
究
﹄︑﹃
南
山
経
営
研
究
﹄︑﹃
南
山
神
学
﹄︑﹃
南
山
大
学
日
本
文
化
学
科
論
集
﹄︵﹃
南
山
国
文
論
集
﹄
を
継
承
し
た
も
の
︶
が
あ

る
︒
一
見
し
て
わ
か
り
に
く
い
の
は
︑
南
山
学
会
が
刊
行
主
体
で
あ
る
の
は
﹃
ア
カ
デ
ミ
ア
﹄
の
み
で
あ
り
︑
他
の
紀
要
は
そ
れ
ぞ
れ

の
学
会
が
刊
行
主
体
で
あ
っ
て
︑
南
山
学
会
が
そ
こ
に
出
版
費
用
の
助
成
を
し
て
い
る
︑
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
さ

ら
に
や
や
こ
し
い
こ
と
に
︑
刊
行
主
体
と
な
っ
て
い
る
諸
学
会
は
︑
南
山
学
会
内
の
系
列
と
無
関
係
で
は
な
い
ら
し
い
︒
こ
の
謎
に
関

わ
る
経
緯
が
今
回
の
調
査
で
少
し
判
明
し
た
の
で
︑
そ
れ
を
記
し
て
お
き
た
い)

5
(

︒

一
九
七
七
年
︑南
山
大
学
に
法
学
部
が
設
立
さ
れ
る
と
と
も
に
︑南
山
学
会
法
学
系
列
も
立
ち
上
が
り
︑そ
こ
に
属
す
る
会
員
が
﹃
ア

カ
デ
ミ
ア
﹄
と
は
別
の
﹃
南
山
法
学
﹄
を
刊
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
翌
年
︑
一
九
七
八
年
五
月
の
総
会
に
お
い
て
︑
専
門
研
究
の
質

に
責
任
を
も
つ
と
い
う
観
点
か
ら
︑﹃
南
山
法
学
﹄
の
出
版
責
任
を
南
山
法
学
会
と
し
た
う
え
で
︑
南
山
学
会
か
ら
の
出
版
助
成
を
求

め
る
︑
と
い
う
提
案
が
︑
法
学
系
列
よ
り
出
さ
れ
た
︒﹁
近
い
将
来
に
お
い
て
更
に
各
専
攻
部
門
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
発
表
機
関

が
創
刊
せ
ら
れ
る
﹂
と
い
う
パ
ッ
へ
の
予
言
の
内
容
が
こ
こ
で
顕
在
化
す
る
わ
け
で
あ
る)

6
(

︒

し
か
し
︑
法
学
系
列
か
ら
の
こ
の
提
案
は
︑
す
ぐ
に
は
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
︒
一
九
七
八
年
十
月
役
員
会
議
に
お
い
て
︑
南
山
学
会

と
系
列
の
学
会
と
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
議
論
が
紛
糾
し
︑
継
続
審
議
と
さ
れ
た
︒
翌
年
︑
一
九
七
九
年
十
二
月
役
員
会
議
に
お
い

て
︑﹁
南
山
学
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
﹂
と
い
う
議
題
が
審
議
さ
れ
︑
一
度
は
系
列
別
の
学
会
の
立
ち
上
げ
と
︑
そ
れ
を
主
体
と
す
る

機
関
誌
の
刊
行
を
認
め
る
方
向
で
話
は
進
ん
だ
が
︑
一
九
八
〇
年
三
月
役
員
会
議
で
︑
人
文
・
自
然
系
列
お
よ
び
文
学
・
語
学
系
列
で

は
そ
こ
に
属
す
る
会
員
の
専
門
の
多
様
性
ゆ
え
に
系
列
別
学
会
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
︑
そ
の
年
の
総
会
へ
の
提
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出
が
見
送
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
そ
の
後
︑
一
九
八
〇
年
十
月
役
員
会
議
に
お
い
て
︑﹁
各
系
列
間
の
学
問
的
性
質
の
相
違
等
の
諸

理
由
に
よ
り
︑
現
行
体
制
を
継
続
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
あ
る
﹂
と
の
認
識
が
改
め
て
示
さ
れ
︑﹃
ア
カ
デ
ミ
ア
﹄
か
ら
独
立
し

た
機
関
誌
の
刊
行
を
認
め
る
方
針
が
決
定
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
一
九
八
一
年
五
月
の
総
会
に
て
︑﹁
各
系
列
の
独
自
性
と
便
宜
性
を
考

慮
す
る
﹂
と
し
て
︑
系
列
か
ら
の
申
請
に
基
づ
い
て
関
連
学
会
の
定
期
刊
行
物
へ
の
出
版
助
成
を
行
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
︒
こ
れ
に

よ
り
︑
一
九
八
一
年
よ
り
﹃
南
山
法
学
﹄
と
﹃
南
山
国
文
論
集
﹄
が
助
成
対
象
と
な
り
︑
続
い
て
一
九
八
二
年
よ
り
﹃
南
山
神
学
﹄︑

一
九
八
六
年
よ
り
﹃
南
山
経
済
研
究
﹄
と
﹃
南
山
経
営
研
究
﹄
が
助
成
対
象
と
な
っ
た
︒

な
お
︑
一
九
八
一
年
の
南
山
学
会
総
会
の
議
事
録
に
は
︑
次
の
よ
う
な
記
録
が
遺
さ
れ
て
い
る
︒

立
松
常
任
理
事
よ
り
﹁
南
山
学
会
会
則
﹂
の
改
正
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
な
提
案
理
由
の
説
明
が
行
な
わ
れ
た
︒
／
現
行
会
則
の

下
で
は
︑﹁
ア
カ
デ
ミ
ア
﹂
の
刊
行
は
南
山
学
会
が
行
な
う
事
業
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
既
に
法
学
系
列
は
別
の
名
称
で
独
自
の
編

集
方
針
に
よ
る
機
関
誌
を
発
行
し
て
お
り
︑
こ
の
よ
う
な
会
則
に
抵
触
す
る
現
状
を
追
認
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
︒
更
に
︑
こ
の

際
︑
南
山
大
学
の
規
模
の
拡
大
に
伴
っ
て
︑
各
系
列
の
独
自
性
と
便
宜
性
を
考
慮
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
り
︑
現
会
則
を
改
定
し

て
︑
各
系
列
が
独
自
の
編
集
方
針
に
基
づ
い
た
機
関
誌
を
発
行
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
︑
発
展
的
な
解
決
策
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
︒
そ
こ
で
︑
現
会
則
の
第
三
条
を
改
正
し
︑
第
三
号
に
﹁
各
系
列
に
属
す
る
学
会
が
行
な
う
出
版
事
業
の
助
成
﹂
の

規
定
を
加
え
︑
現
行
の
第
三
号
は
第
四
号
と
す
べ
き
で
あ
る
︒
／
審
議
に
入
り
︑
南
山
学
会
と
各
系
列
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
認

識
す
べ
き
か
に
つ
い
て
議
論
が
展
開
さ
れ
︑
各
系
列
は
南
山
学
会
に
直
接
的
に
従
属
す
る
学
会
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
︑
提
案

の
﹁
各
系
列
に
属
す
る
学
会
﹂
と
い
う
表
現
が
不
明
瞭
で
あ
る
と
し
て
︑新
た
な
提
案
が
な
さ
れ
た
︒
す
な
わ
ち
︑第
三
号
は
︑﹁
ア

カ
デ
ミ
ア
﹂
の
名
称
以
外
の
機
関
誌
を
発
行
す
る
系
列
の
名
称
を
具
体
的
に
列
挙
す
る
こ
と
と
し
︑
当
面
は
﹁
経
済
・
経
営
学
会
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お
よ
び
法
学
会
が
行
な
う
出
版
事
業
の
助
成
﹂
と
す
る
こ
と
で
意
見
の
一
致
を
見
た
︒
な
お
︑
現
在
既
に
発
行
さ
れ
て
い
る
﹁
南

山
国
文
論
集
﹂
に
対
す
る
出
版
助
成
に
つ
い
て
は
︑
現
行
の
第
三
号
で
処
理
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
︒

こ
の
議
事
録
上
の
記
述
か
ら
は
︑一
筋
縄
で
は
進
ま
な
い
当
時
の
状
況
が
偲
ば
れ
る
︒
パ
ッ
へ
の
掲
げ
た﹁
諸
学
の
総
合
包
含
﹂や﹁
学

界
の
共
有
財
﹂
を
も
た
ら
す
﹁
機
関
﹂
と
し
て
の
﹃
ア
カ
デ
ミ
ア
﹄
か
ら
の
路
線
変
更
に
接
し
て
︑
専
門
分
化
路
線
と
総
合
知
路
線
の

間
で
揺
れ
る
南
山
学
会
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
っ
て
穏
や
か
な
ら
ぬ
論
争
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

︵
３
︶
南
山
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い
う
器
の
意
義

﹃
ア
カ
デ
ミ
ア
﹄
刊
行
に
並
ん
で
︑
南
山
学
会
の
重
要
な
活
動
と
し
て
︑
南
山
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
あ
る
︒
こ
の
南
山
学
会
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
考
え
る
う
え
で
︑
参
照
し
て
お
く
べ
き
も
の
と
し
て
︑
一
九
七
〇
年
刊
行
の
﹃
ア
カ
デ
ミ
ア
﹄
南
山
大
学
創
立
二
十
周
年

記
念
号
に
寄
せ
ら
れ
た
沼
澤
喜
市
の
緒
言
が
あ
る
︒

本
学
の
研
究
紀
要
に
﹃
ア
カ
デ
ミ
ア
﹄
の
名
称
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
純
粋
に
し
て
自
由
な
学
問
研
究
へ
の
熱
望
を
反
映
す

る
も
の
で
あ
る
︒
制
度
と
し
て
の
大
学
が
今
後
ど
の
よ
う
に
変
っ
て
ゆ
こ
う
と
も
︑
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
が
大
学
の
生
命
で
あ

り
︑
存
在
理
由
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
さ
い
き
ん
教
育
機
関
と
し
て
の
大
学
の
意
義
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
が
︑
大
学
に
お
け
る
教
育
︱
︱
職
業
教
育
や
人
格
形
成
も
含
め
て
︱
︱
は
︑
ど
こ
ま
で
も
真
の
意
味
で
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
な
研
究
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒︵﹁
大
学
創
立
二
十
周
年
記
念
号
に
よ
せ
て
﹂﹃
ア
カ
デ
ミ
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ア
﹄
第
七
十
六
巻
︑
一
九
七
〇
年
︶

こ
の
緒
言
が
書
か
れ
た
の
は
半
世
紀
前
の
こ
と
だ
が
︑
仮
に
そ
の
こ
と
を
伏
せ
て
最
近
書
か
れ
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
も
誰
も
そ
れ

を
疑
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
に
︑
こ
の
緒
言
が
示
し
た
問
題
意
識
は
現
在
に
至
る
も
共
有
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
さ

て
お
き
︑
興
味
深
い
の
は
︑
南
山
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
︑
共
通
テ
ー
マ
の
も
と
毎
年
開
催
さ
れ
る
と
い
う
現
在
の
よ
う
な
形
態
に
な

っ
た
の
は
︑
残
存
す
る
資
料
を
確
認
す
る
限
り
︑
一
九
七
三
年
以
降
︑
つ
ま
り
︑
上
記
の
沼
澤
の
緒
言
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
後
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
︒
詳
細
に
つ
い
て
は
︑﹃
南
山
大
学
七
十
五
年
史
﹄
に
歴
代
テ
ー
マ
一
覧
を
掲
載
し
た
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
が
︑

南
山
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
︑
当
初
か
ら
︑
沼
澤
の
言
う
よ
う
な
﹁
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
﹂
路
線
と
︑﹁
教
育
機
関
と
し
て
の
大

学
の
意
義
﹂
路
線
が
拮
抗
し
て
お
り
︑
や
が
て
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
差
し
掛
か
る
と
︑
後
者
の
路
線
が
大
勢
を
占
め
る
に
至
る
︒
以

後
︑
南
山
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い
う
器
は
︑
パ
ッ
ヘ
や
沼
澤
が
掲
げ
た
﹁
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
﹂
に
お
け
る
﹁
総
合
知
﹂
が
現
出

す
る
場
と
は
や
や
離
れ
た
用
途
で
用
い
ら
れ
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

こ
う
し
て
︑
南
山
学
会
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
︑
一
方
で
は
︑﹃
ア
カ
デ
ミ
ア
﹄
か
ら
の
独
立
志
向
に
見
ら
れ
る
専
門
分
化
と
︑

他
方
で
は
︑
南
山
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
傾
向
に
見
ら
れ
る
フ
ァ
カ
ル
テ
ィ
・
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
化
と
に
引
き
裂
か
れ
な

が
ら
︑﹁
総
合
知
﹂
現
出
の
場
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
︒
こ
の
経
緯
と
︑
そ
れ
を
経
て
現
在
直
面
す
る
事
態
は
︑
南
山
学
会
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
論
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
多
様
な
専
門
分
野
の
担
い
手
か
ら
成
る
集
団
と
し
て
の
大
学
に
お
い
て
研
究
を
す
る
と
は
い
か
な
る

こ
と
か
︑
と
い
う
大
学
論
一
般
に
ま
で
波
及
す
る
争
点
を
構
成
す
る
︒

今
後
︑
南
山
大
学
創
立
百
年
に
向
け
て
︑
パ
ッ
ヘ
や
沼
澤
が
構
想
し
た
﹁
総
合
知
﹂
現
出
の
場
と
し
て
の
南
山
学
会
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
を
再
構
築
す
る
の
か
否
か
が
︑
改
め
て
問
わ
れ
る
四
半
世
紀
と
な
る
だ
ろ
う
︒﹃
南
山
大
学
七
十
五
年
史
﹄
編
纂
の
一
翼
を
担
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う
べ
く
︑
遺
さ
れ
た
史
料
に
触
れ
た
こ
と
で
︑
図
ら
ず
も
そ
う
し
た
課
題
を
改
め
て
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

　
　
　
　
　

註

︵
1
︶　
﹃
南
山
学
会
理
事
会
議
事
録︵
一
九
七
七
~
一
九
九
八
年
度
︶﹄︑
お
よ

び
︑
そ
れ
以
降
の
二
〇
二
一
年
度
ま
で
の
議
事
録
が
保
管
さ
れ
て
い

る
︒
古
い
資
料
と
し
て
は
こ
れ
ら
の
他
に
︑﹃
南
山
学
会
関
連
書
類
︵
昭

和
四
〇
~
四
五
年
度
︶﹄︑﹃
南
山
学
会
会
員
業
績
活
動
︵
一
九
六
九
~

一
九
八
四
︶﹄︑﹃
南
山
学
会
総
会
︵
一
九
八
八
~
一
九
九
三
年
度
︶﹄︑﹃
南

山
学
会
総
会
︵
一
九
九
四
年
度
~
二
〇
〇
一
年
度
︶﹄︻
表
記
マ
マ
︼
な

ど
が
保
管
さ
れ
て
い
る
︒︵
二
〇
二
一
年
四
月
九
日
確
認
︶

︵
2
︶　

予
備
室
Ｇ
-
１
﹁
南
山
学
会 

昭
和
二
十
年
~
﹂
と
い
う
ボ
ッ
ク
ス

の
な
か
に
︑
昭
和
二
十
年
代
︑
昭
和
三
十
年
代
︑
昭
和
四
十
年
代
︑
昭

和
五
十
年
代
の
資
料
が
断
片
的
に
遺
さ
れ
て
い
る
︒

︵
3
︶　

南
山
大
学
初
代
学
長
パ
ッ
へ
の
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
に
は
様
々
な
表

記
が
存
在
す
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑﹃
ア
カ
デ
ミ
ア
﹄
に
記
載
さ
れ
た
表

記
を
用
い
て
い
る
︒

︵
4
︶　

も
ち
ろ
ん
︑
当
初
寄
せ
集
め
的
な
構
成
で
ス
タ
ー
ト
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
状
況
を
糊
塗
す
る
た
め
の
強
弁
だ
っ
た
︑
と
い
う
厳
し
い
見
方

も
あ
り
え
よ
う
が
︑
大
学
創
設
間
も
な
い
時
期
に
あ
っ
て
︑
そ
れ
に
尽

き
な
い
も
の
が
多
少
な
り
と
も
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
む
し
ろ
現
実
的

で
あ
ろ
う
︒

︵
5
︶　

こ
れ
以
降
の
記
述
は
︑﹃
南
山
学
会
理
事
会
議
事
録
︵
一
九
七
七
~

一
九
九
八
年
度
︶﹄
の
該
当
史
料
に
依
拠
し
て
い
る
︒

︵
6
︶　

こ
の
予
兆
は
︑
一
九
七
五
年
に
あ
っ
た
︒
創
刊
以
来
︑
一
つ
の
﹃
ア

カ
デ
ミ
ア
﹄
の
中
で
各
系
列
の
担
当
号
が
持
ち
回
り
で
刊
行
さ
れ
る
形

態
を
と
っ
て
い
た
が
︑
こ
の
年
よ
り
︑
文
学
・
語
学
編
︑
人
文
・
自
然

科
学
編
・
保
健
体
育
編
︑
経
済
・
経
営
学
編
の
三
つ
の
﹃
ア
カ
デ
ミ
ア
﹄

に
分
か
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
並
行
し
て
刊
行
す
る
形
態
に
移
行
し
て
い
る
︒

学
部
増
設
を
重
ね
る
南
山
大
学
の
巨
大
化
に
伴
っ
て
︑
南
山
学
会
内
で

の
専
門
分
化
へ
の
要
望
が
強
ま
る
な
か
︑
こ
の
流
れ
に
決
定
打
を
加
え

た
の
が
法
学
系
列
か
ら
の
提
案
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒


