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ジ
ェ
ー
ム
ズ
館（
１
９
１
４
年
竣
工 

国
・
登
録
有
形
文
化
財
）

　

今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
に
あ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
館
の
建
築
に
は
、

太
平
洋
戦
争
中
も
帰
国
せ
ず
約
60
年
に
わ
た
り
同
志
社

の
女
子
教
育
に
情
熱
を
注
い
だ
女
性
宣
教
師
メ
リ
ー・フ

ロ
ー
レ
ン
ス・デ
ン
ト
ン
と
ア
メ
リ
カ
の
篤
志
家
ウ
イ
リ
ス・

ジ
ェ
ー
ム
ズ
家
と
の
交
流
が
深
く
関
係
し
て
い
る
。

　

ジ
ェ
ー
ム
ズ
家
は
19
世
紀
後
半
か
ら
20
世
紀
に
か
け
て

ア
メ
リ
カ
屈
指
の
富
豪
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
教
養
が

あ
り
信
仰
篤
い
家
柄
で
、特
に
夫
人
は
同
志
社
の
女
子
教

育
に
対
し
て
一
貫
し
て
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
。寄
宿
舎

及
び
教
師
館
建
築
の
た
め
の
寄
付
が
最
初
で
、次
が
女
子

教
育
の
飛
躍
を
願
っ
て
立
案
さ
れ
た
専
門
学
部
用
の
新
校

舎
の
た
め
の
10
万
ド
ル
の
寄
付
で
あ
っ
た
。こ
の
額
は
、京

都
日
出
新
聞
紙
上
に「
到
底
も
日
本
人
の
真
似
の
出
来
な

い
芸
当
」と
報
じ
ら
れ
た
ほ
ど
巨
額
で
あ
っ
た
。

　

着
工
し
た
段
階
で
東
西
両
端
の
翼
部
４
教
室
は
経
費

不
足
の
た
め
切
り
捨
て
ね
ば
な
ら
な
い
と
判
明
し
た
と
き

に
デ
ン
ト
ン
か
ら
夫
人
に
送
ら
れ
た
訴
え
に
対
し
、さ
ら
に

６
千
ド
ル
の
小
切
手
が
即
座
に
送
ら
れ
て
き
た
。添
え
ら

れ
た
手
紙
に
は「
女
学
校
の
た
め
に
こ
れ
ま
で
送
ら
れ
た

寄
付
は
す
べ
て
ジ
ェ
ー
ム
ズ
夫
人
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、

ア
ー
サ
ー・ジ
ェ
ー
ム
ズ
氏（
子
息
）か
ら
送
ら
れ
た
大
学

（
同
志
社
大
学
）へ
の
寄
付
金
と
混
同
し
な
い
で
く
だ
さ

い
」と
の
但
し
書
き
が
入
っ
て
い
た
。日
本
の
女
子
教
育
を

ひ
た
す
ら
支
援
し
よ
う
と
し
た
ア
メ
リ
カ
人
女
性
の
厚

意
と
熱
意
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

ま
た
、ジ
ェ
ー
ム
ズ
館
は
、近
代
日
本
を
代
表
す
る
建
築

家
の
１
人
武
田
五
一
に
よ
っ
て
設
計
さ
れ
、彼
の
手
記
の
な

か
に
は「
ミ
ス・デ
ン
ト
ン
と
の
特
殊
な
関
係
か
ら
依
頼
さ
れ

た
も
の
で
、ま
た
日
本
に
対
す
る
デ
ン
ト
ン
女
史
の
熱
意
に

動
か
さ
れ
て
引
き
受
け
た
も
の
で
す
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ジ
ェ
ー
ム
ズ
館
は
２
０
０
１
年
に
保
存
的
改
修
工
事
が

行
わ
れ
、１
０
０
年
以
上
経
っ
た
現
在
で
も
講
義
室
と
し

て
使
わ
れ
て
い
る
。
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創
立
20
周
年
を
迎
え
て

神
田 

直
弥
　
東
北
公
益
文
科
大
学
学
長

　
本
学
は
21
世
紀
に
作
ら
れ
る
新
し
い
大
学
と
し
て

「
公
益
」を
大
学
名
に
掲
げ
、２
０
０
１
年
に
開
学
し

た
。２
０
２
１
年
に
創
立
20
周
年
を
迎
え
た
が
、公
益

に
対
す
る
社
会
の
要
請
の
高
ま
り
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ

て
い
る
。国
連
加
盟
国
が
達
成
に
向
け
て
取
り
組
ん
で

い
る
Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
は
、公
益
の
実
現
に
他
な
ら
な
い
。本
学

の
理
念
で
あ
る「
尊
重
し
調
和
へ
」は
、公
益
を
考
え
る

上
で
の
重
要
な
視
点
で
あ
る
。変
化
の
激
し
い
予
測
困

難
な
時
代
に
お
い
て
、個
々
が
尊
重
さ
れ
、調
和
の
と
れ

た
社
会
の
実
現
に
向
け
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
で
き

る
人
材
の
育
成
に
引
き
続
き
取
り
組
ん
で
い
く
。
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学
習
者
主
体
教
育
に
お
け
る 

講
義
外
教
育
の
重
要
性

杉
林 

堅
次 

城
西
国
際
大
学
学
長

１
． 

大
学
教
授
は
消
え
、大
学
淘
汰
が
進
む
？

２
０
２
１
年
１
月
30
日
号
の『
週
刊
東
洋
経
済
』の「
消
え
る
仕

事
18
」の
記
事
の
中
に
大
学
教
授
が
入
って
い
た
。戦
後
す
ぐ
か
ら

わ
が
国
の
大
学
進
学
率
が
増
加
し
続
け
た
が
、１
９
９
２
年
か
ら

18
歳
人
口
が
減
り
始
め
、今
か
ら
10
年
以
上
前
に
大
学
は「
全
入

時
代
」に
突
入
し
た
。そ
の
結
果
、入
学
者
の
学
力
低
下
が
深
刻
に

な
っ
た
大
学
が
多
い
の
に
、大
学
は
、い
ま
だ
国
内
の
18
歳
市
場
し

か
み
て
い
な
い
。そ
の
こ
と
が
原
因
し
て
か
、残
念
な
が
ら
、わ
が
国

の
大
学
の
世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
は
、欧
米
は
も
と
よ
り
中
国
の
大
学
に

も
大
き
く
水
を
あ
け
ら
れ
た
。『
週
刊
東
洋
経
済
』で
は
、極
論
か

も
し
れ
な
い
が
、「
我
が
国
で
は
こ
れ
か
ら
大
学
の
淘
汰
が
進
み
、

大
学
教
授
も
消
え
て
い
く
」と
書
か
れ
て
い
る
。本
稿
で
は
、大
学

は
こ
れ
か
ら
ど
う
す
べ
き
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

２
． 

進
展
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
教
育
の
影
響

こ
の
た
び
の
全
世
界
を
巻
き
込
ん
だ
コロ
ナ
禍
で
は
、多
く
の
国

で
学
び
の
継
続
の
た
め
遠
隔
・
オ
ン
ラ
イ
ン
教
育
が
進
ん
だ
。ま

た
、Ａ
Ｉ
の
爆
発
的
進
展
に
よ
って
自
動
翻
訳
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
機

能
が
年
々
進
歩
し
て
き
た
の
で
、現
在
Ｗｅ
ｂ
上
に
溢
れ
る
英
語

だ
け
で
な
く
、中
国
語
、フ
ラ
ン
ス
語
、ス
ペ
イ
ン
語
な
ど
の「
動
画

オ
ン
デ
マ
ン
ド
教
材
」は
、日
本
語
字
幕
を
付
け
れ
ば
わ
が
国
の
高

等
教
育
機
関
で
も
十
分
活
用
で
き
る
よ
う
に
なって
き
た
。近
い
将

来
に
は
、さ
ら
に「
吹
き
替
え
動
画
教
材
」も
簡
単
に
作
成
で
き
る

よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。こ
の
よ
う
な
環
境
下
に
な
れ
ば
、「
一
つ
の
教

科
に
関
し
て
、素
晴
ら
し
い
講
義
を
す
る
教
授
が
世
界
で
一
人
い

れ
ば
、事
足
り
る
」と
い
う
極
論
も
出
て
こ
よ
う
。

キ
ャ
ン
パ
ス
は
い
ら
な
い
、Ｗｅ
ｂ
で
す
べて
対
応
可
能
と
も
な
れ
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ば
、世
の
中
の
大
学
が
す
べて
オ
ン
ラ
イ
ン
大
学
化
す
る
。一
般
の
大

学
で
も
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
を
形
成
す
る
こ
と
に
よって
、教
員
の
人
件

費
を
減
ら
す
こ
と
を
考
え
始
め
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。卒
業
に

必
要
な
単
位
数
が
１
２
４
の
、あ
る
４
年
制
学
部
を
想
定
し
て
み
よ

う
。１
科
目
２
単
位
の
教
科
が
必
要
単
位
数
の
２・５
倍
あ
る
と
す

る
と
１
５
５
科
目
に
な
る
が
、同
じ
よ
う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
提
供

す
る
10
大
学
の
各
対
象
学
部
で
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
を
形
成
す
る
場
合

は
、な
ん
と
１
大
学
で（
１
５
５
÷
10
な
の
で
）15
〜
16
科
目
程
度
担

当
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。講
義
だ
け
を
考
え
れ
ば
、計
算
上
で
は

各
大
学
の
対
象
学
部
に
５
〜
６
人
の
教
員
が
い
れ
ば
十
分
回
せ
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
。し
か
し
、大
学
教
育
に
お
い
て
、そ
も
そ
も
講
義

自
体
が
ど
の
程
度
有
用
な
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

３
． 

理
系
学
部
の
研
究
室
教
育
の
有
用
性

原
点
に
戻
って
、「
教
員
の
仕
事
」に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。学

校
教
育
法
に
よ
れ
ば
、教
授
、准
教
授
、助
教
は「
学
生
を
教
授

し
、そ
の
研
究
を
指
導
し
、又
は
研
究
に
従
事
す
る
」と
書
か
れ
、

講
師
は「
教
授
又
は
准
教
授
に
準
ず
る
職
務
に
従
事
す
る
」と
さ

れ
て
い
る
。ま
た
、大
学
教
員
の
基
本
的
配
置
は
、教
授
、准
教
授
、

助
教
で
あ
り
、講
師
は
そ
こ
に
は
含
ま
れ
な
い
。講
師
は
、学
生
への

研
究
指
導
や
自
ら
の
研
究
に
は
対
応
し
な
く
て
も
よ
い
と
も
読
め

る
。し
か
し
、世
の
中
の
多
く
の
人
は
、教
授
、准
教
授
、講
師
、助

教
は
同
一
の
仕
事
に
従
事
す
る
者
で
、講
師
は
教
育
や
研
究
の
実

績
で
助
教
か
ら
昇
格
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。こ
れ
は
、大
学
の

教
育
が「
講
義
が
中
心
で
あ
る
」と
短
絡
的
に
考
え
て
い
る
せ
い
で

は
あ
る
ま
い
か
。講
師
を
、講
義
専
門
職
と
し
て
、教
授
な
ど
と
は

別
の
役
割
と
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

教
授
、准
教
授
、助
教
の
仕
事
は
授
業（
講
義
や
実
習
準
備
、期

末
試
験
作
成
、成
績
評
価
を
含
む
）、ゼ
ミ
の
指
導（
学
生
の
生
活

指
導
、就
職
指
導
含
む
）、学
生
への
研
究
指
導
、自
ら
の
研
究
、論

文
作
成
・
発
表
な
ど
が
含
ま
れ
る
。前
述
し
た
よ
う
に
、講
義
に
は

オ
ン
ラ
イ
ン
教
材
が
Ｗｅ
ｂ
上
に
溢
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、こ
れ
か
ら

の
大
学
教
員
の
教
育
業
務
は
、講
義
負
担
が
減
少
す
る
分
、講
義

中
心
か
ら「
講
義
以
外
の
機
会
も
利
用
し
た
教
育
」を
重
要
視
す

る
よ
う
に
変
わって
い
く
の
で
は
な
い
か
。

２
０
１
２
年
８
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
で
は
、こ
れ
か
ら

は「
教
員
と
学
生
が
意
思
疎
通
を
図
り
つ
つ
、一
緒
に
な
って
切
磋

琢
磨
し
、相
互
に
刺
激
を
与
え
な
が
ら
知
的
に
成
長
す
る
場
を
創

り
、学
生
が
主
体
的
に
問
題
を
発
見
し
解
を
見
い
だ
し
て
い
く
能

動
的
学
修（
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
、以
下
Ａ
Ｌ
と
略
記
す
る
）
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への
転
換
が
必
要
で
あ
る
」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。従
来
は
、教
員
が

学
修
者
に
対
し
て
一
方
的
に
講
義
を
し
て
き
た
が
、こ
れ
か
ら
は
学

修
者
の
積
極
的
な
授
業
への
参
加
を
促
す
Ａ
Ｌ
に
す
る
べ
き
だ
と

言
わ
れ
る
。発
見
学
習
、問
題
解
決
学
習
、体
験
学
習
、調
査
学
習

な
ど
を
、教
室
内
で
の
グ
ル
ー
プ
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、デ
ィ
ベ
ー

ト
、グ
ル
ー
プ
・
ワ
ー
ク
な
ど
で
学
修
者
が
能
動
的
に
学
ぶ
こ
と
に

よ
って
、認
知
的
、倫
理
的
、社
会
的
能
力
、教
養
、知
識
、経
験
な

ど
の
汎
用
的
能
力
が
向
上
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。す
な
わ
ち
、

従
来
の「
受
動
的
な
授
業
・
学
習
」と
は
真
逆
の「
積
極
的
・
能

動
的
な
授
業
・
学
習
」に
す
る
べ
き
だ
と
言
わ
れ
る
。し
か
し
、こ

の
よ
う
な
議
論
が
活
発
に
な
る
に
し
た
が
い
、私
は「
何
を
い
ま
さ

ら
」と
感
じ
る
。

理
系
学
部
の
卒
業
研
究
の
多
く
は
、は
る
か
昔
か
ら
Ａ
Ｌ
に
な
っ

て
い
た
。理
系
学
部
で
は
４
年
次
に
研
究
室
配
属
を
す
る
こ
と
が

多
い（
な
お
、６
年
制
の
薬
学
部
な
ど
で
は
主
に
４
〜
６
年
次
に
配

属
と
し
て
い
る
）。大
学
院
も
充
実
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、研
究
室

に
は
４
年
次
学
生
だ
け
で
な
く
、修
士
・
博
士
課
程
の
大
学
院
生

は
も
ち
ろ
ん
、時
に
は
ポ
ス
ド
ク
や
研
究
生
も
配
属
し
て
い
る
。こ

の
研
究
室
で
、教
員（
講
座
制
で
は
通
常
１
〜
４
名
程
度
、学
科
目

制
で
は
１
名
）、ポ
ス
ド
ク
や
研
究
生
、大
学
院
生
、そ
し
て
学
部
４

年
次
学
生
が
一
緒
に
な
って
、そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
の
教
育
と
研
究
に

切
磋
琢
磨
し
て
い
る
。各
学
生
・
院
生
が
研
究
発
表
や
主
に
外
国

語
で
書
か
れ
た
研
究
論
文
の
紹
介
な
ど
を
行
い
な
が
ら
、毎
日
を

過
ご
す
。例
え
ば
、当
該
分
野
に
関
す
る
学
習
・
実
験
の
仕
方
、実

験
ノ
ー
ト
の
書
き
方
、実
験
結
果
の
ま
と
め
方
、研
究
論
文
の
読
み

方
・
書
き
方
、研
究
発
表
資
料
の
作
成
法
や
研
究
発
表
法
な
ど
、

研
究
室
で
行
う
様
々
な
こ
と
は
先
輩
か
ら
学
ぶ
。ま
さ
に
ピ
ア
サ

ポ
ー
ト
で
あ
る
。ま
た
、難
解
な
部
分
の
指
導
や
最
終
発
表
資
料

な
ど
の
作
成
に
は
教
員
も
入
って
指
導
を
行
う
。こ
う
し
て
、教
育

の
場
は「
講
義
室
や
実
習
室
」か
ら「
研
究
室
」に
、ま
た
、教
員
か

ら
大
勢
の
学
生
へ
の「
一
方
的
教
育
」は
教
員
、ポ
ス
ド
ク
、研
究

生
、大
学
院
生
と
５
〜
15
名
程
度
の
学
部
４
年
生
が
一
緒
に
なって

行
う「
教
え
教
わ
る
教
育
」に
変
わ
る
。３
年
次
ま
で
の
受
動
的
な

講
義
と
学
生
実
習
中
心
の
教
育
か
ら
１
８
０
度
異
な
る「
研
究
室

で
の
学
習
」に
な
る
こ
と
や
、考
え
る
こ
と
の
重
要
性
、答
え
が
な

い
問
題
への
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
多
く
な
る
こ
と
な
ど
の
た
め
、配
属
直

後
の
学
生
に
は
、異
な
っ
た
学
習
法
への
戸
惑
い
や
そ
の
た
め
の
失

敗
も
数
多
い
。し
か
し
、初
歩
的
な
こ
と
は
教
員
で
は
な
く
院
生
に

聞
く
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
安
心
感
か
ら
か
、学
生
の
実
力
は
、４

年
次
の
ほ
ん
の
数
か
月
で
新
入
生
か
ら
３
年
次
分
で
学
ん
だ
こ
と
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を
凌
駕
す
る
レ
ベ
ル
に
到
達
す
る
こ
と
も
多
い
。ま
た
、こ
の
時
期

に
研
究
倫
理
の
考
え
方
、先
輩
・
後
輩
・
教
員
間
の
コ
ミュニ
ケ
ー

シ
ョン
の
取
り
方
、研
究
室
で
の
時
間
の
使
い
方
な
ど
も
学
ぶ
こ
と

が
で
き
る
。こ
れ
ら
は
ま
さ
に「
積
極
的
・
能
動
的
な
授
業
・
学

習
」法
で
あ
る
。さ
ら
に
、後
輩
への
指
導
が
、研
究
室
に
配
属
さ
れ

て
１
〜
３
年
ほ
ど
の
大
学
院
生
に
高
い
学
習
効
果
を
も
た
ら
す
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。こ
れ
も
こ
の
教
育
方
法
の
も
う
一
つ
の
メ
リ
ッ

ト
だ
。ま
さ
に
、「
教
え
る
こ
と
が
も
っ
と
も
効
率
的
な
学
習
法
」を

地
で
行
く
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、研
究
室
制
度
の
欠
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。比
較

的
狭
い
組
織
環
境
下
で
教
育
が
実
施
さ
れ
る
の
で
、ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
が
生
じ
や
す
い
。研
究
室
で
は
と
も
す
れ

ば
教
授
が
絶
対
的
存
在
と
な
り
得
る
の
で
、准
教
授
や
助
教
が
自

分
自
身
の
独
創
的
な
研
究
を
考
え
る
動
機
や
機
会
を
奪
わ
れ
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
。学
生
を
奴
隷
の
よ
う
に
使
い
デ
ー
タ
を
作
成

さ
せ
る
と
いっ
た
ブ
ラ
ッ
ク
研
究
室
な
ど
が
存
在
す
る
な
ど
と
も
聞

い
て
い
る
。し
か
し
、研
究
室
サ
イ
ズ
に
近
い
学
科
や
コ
ー
ス
な
ど

に
あ
って
も
、教
育
方
法
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
同
程
度
に
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
事
案
が
出
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、教
員
・

学
生
双
方
の
信
頼
感
の
醸
成
が
大
変
重
要
で
あ
る
し
、そ
の
た
め

Ｆ
Ｄ
／
Ｓ
Ｄ
を
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、そ
れ
ほ
ど
有
効
で
あ
る
な
ら
、な
ぜ
１
年
次
ま
た
は
リ
ベ

ラ
ル
ア
ー
ツ
教
育
が
終
了
し
た
２
年
次
後
期
な
ど
か
ら
研
究
室
で

の
教
育
を
中
心
と
し
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
を
持
つ
方
も
お
ら
れ

よ
う
。そ
の
よ
う
な
制
度
に
なって
い
る
理
由
の
一
つ
は
、同
一
学
部

や
学
科
で
あ
って
も
学
ぶ
領
域
・
科
目
が
多
い
の
で
、研
究
室
の
教

員（
講
座
制
で
も
せ
い
ぜ
い
４
名
）だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い
た
め

で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
、学
生
が
２
〜
３
か
月
お
き
に
複
数
の
研
究
室

を
巡
回
す
る
方
法
を
採
用
す
れ
ば
、現
在
の
研
究
室
の
教
員
数
で

も
対
応
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。し
か
し
、こ
れ
を
行
う
に
は
い
ま

よ
り
教
員
負
担
が
著
し
く
増
え
る
。特
に
本
方
法
を
ス
タ
ー
ト
し

た
初
年
度
の
教
員
負
担
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

４
． 

講
義
外
教
育
に
重
点
を

教
員
が
担
う
業
務
は
教
育
業
務
以
外
で
も
、学
部
学
科
や
研
究

科
の
教
授
会
や
委
員
会
活
動
、学
内
貢
献
や
地
域
貢
献
、そ
し
て

自
ら
の
研
究
が
あ
る（
学
生
への
研
究
指
導
も
含
む
）。私
大
教
員

に
は
入
試
広
報
業
務
や
父
母
会
対
応
の
業
務
も
あ
ろ
う
。ま
た
、

学
部
長
・
学
科
長
・
研
究
科
長
な
ど
に
あ
って
は
学
部
や
研
究
科
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ガ
バ
ナ
ン
ス
業
務
も
加
わ
る
。本
学
の
教
員
の
教
育
外
業
務
は
国

公
立
大
学
や
学
生
数
が
多
い
大
手
私
学
に
比
べ
、は
る
か
に
多
い
と

思
う
。感
謝
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、教
育
外
業
務
が
い
く
ら
忙
し
く
て
も
、教
員
は
教
育

に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。ま
た
、教
育
内
容
は
時
代
と
共
に

変
わ
る
。特
に
科
学
や
情
報
を
専
門
と
す
る
領
域
で
は
、自
ら
も
真

摯
に
研
究
に
向
き
合
って
い
な
い
と
、知
識
の
切
り
売
り
し
か
で
き

な
く
な
る
し
、そ
の
う
ち
爆
発
的
な
科
学
の
進
展
に
も
対
応
で
き

な
い
教
育
し
か
施
せ
な
く
な
る
。

最
近
、「
学
習
者
主
体
の
教
育
」の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
も
っ
と
も
大
切
な
の
は
、学
生
個
人
ま
た
は
グ
ル
ー
プ

への
教
育
で
は
な
い
か
。私
の
長
い
教
員
生
活
を
思
い
起
こ
す
と
、

学
生
個
人
も
し
く
は
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
教
育
や
研
究
指
導
、研

究
論
文
や
研
究
発
表
作
成
指
導
、研
究
の
周
辺
の
学
問
指
導
、さ

ら
に
は
理
解
が
不
十
分
な
学
生
への
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
指
導
な
ど
に
多

く
の
時
間
を
割
い
た
。ま
た
、学
生
の
悩
み
相
談
に
も
丁
寧
に
応
じ

て
き
た
。そ
の
点
を
考
え
れ
ば
、数
十
名
か
ら
百
数
十
名
の
学
生

を
対
象
と
し
た
教
室
で
の
講
義（
講
義
準
備
、レ
ポ
ー
ト
添
削
、期

末
試
験
作
成
、成
績
評
価
を
含
む
）や
学
生
実
習
対
応
な
ど
への
エ

フ
ォ
ー
ト
は
相
対
的
に
高
く
な
る
と
は
思
え
な
い
。

文
系
の
教
員
は
、学
科
目
制
を
採
って
い
る
大
学
が
多
い
こ
と
も

関
係
す
る
が
、若
い
助
教
の
う
ち
か
ら
一
国
一
城
の
主
と
な
る
こ
と

が
多
く
、教
育
者
と
し
て
の
心
構
え
な
ど
を
指
導
さ
れ
る
こ
と
が

少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
る
。講
義
日
し
か
キ
ャ
ン
パ
ス

に
来
な
い
、挙
句
の
果
て
は
週
数
回
の
講
義
を
同
じ
曜
日
に
入
れ

こ
み
、週
１
〜
２
日
し
か
出
校
し
な
い
教
員
も
い
る
と
も
聞
く
。こ

れ
も
世
の
中
の
常
識（
？
）と
し
て「
講
義
こ
そ
教
育
の
中
心
」と

考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
。原
則
的
に
毎
日
キ
ャ
ン
パ
ス

に
出
校
す
る
理
系
教
員
か
ら
見
れ
ば
、学
生
に
ど
の
よ
う
に
教
育

し
て
い
る
の
か
不
思
議
で
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

私
は
立
場
上
、教
育
論
に
関
す
る
論
文
や
エッ
セ
ー
を
よ
く
読

む
よ
う
に
な
っ
た
。し
か
し
、こ
れ
ら
の
著
者
の
多
く
は
国
公
立
大

や
有
名
私
大
の
方
が
多
い
。ま
た
、ど
う
い
う
わ
け
か
理
系
よ
り
も

文
系
の
方
の
方
が
多
い
。日
本
の
文
系
学
部
の
欠
点
の
一
つ
に
大

学
院
が
充
実
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。そ
の
た
め
、学
部
生
が
気

軽
に
尋
ね
る
こ
と
が
で
き
る
大
学
院
生
は
周
り
に
い
な
い
。だ
か
ら

こ
そ
文
系
教
員
に
は
い
つ
も
キ
ャ
ン
パ
ス
に
出
校
し
て
ほ
し
い
と
思

う
。も
ち
ろ
ん
、大
学
院
が
充
実
し
て
い
な
い
の
は
大
学
の
せ
い
だ

け
で
は
な
く
、企
業
を
含
む
社
会
が
文
系
大
学
院
生
を
積
極
的
に

受
け
入
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。企
業
に
は
文
系
の
大
学
院
生
を
も
っ
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と
採
用
し
て
も
ら
い
た
い
と
願
う
。

城
西
国
際
大
学
で
は
多
く
の
教
員
が
学
生
に
寄
り
添
って
ゼ
ミ

や
研
究
室
活
動
を
活
発
に
行
い
、海
外
留
学
な
ど
、授
業
外
教
育

の
有
用
性
を
学
生
に
啓
発
し
て
く
れ
て
い
る
。い
ろ
い
ろ
な
国
か
ら

の
留
学
生
を
は
じ
め
多
様
な
学
生
が
集
ま
る
総
合
大
学
で
あ
る

こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
や
、都
心（
東
京
都
千
代
田
区
）と
首
都
圏
郊
外

（
千
葉
県
東
金
市
）と
い
う
地
域
特
性
が
異
な
る
キ
ャ
ン
パ
ス
が
あ

る
利
点
を
生
か
し
た
教
育
を
行
っ
て
い
る
。大
学
は
単
に
知
識
を

与
え
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、考
え
る
こ
と
を
大
切
に
す
る
場
所
で
あ

る
。大
学
で
初
め
て
学
問
の
面
白
さ
に
目
覚
め
た
学
生
を
見
る
の

は
本
当
に
幸
せ
で
あ
る
。本
学
の
文
系
教
員
は
理
系
教
育
の
よ
い

と
こ
ろ
を
学
ん
で
も
ら
い
た
い
し
、も
ち
ろ
ん
、理
系
教
員
も
文
系

教
育
か
ら
多
く
を
学
ん
で
も
ら
い
た
い
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
理
系
の
研
究
室
で
の
教
育
を
例
に
挙
げ
講
義
中
心
主

義
か
ら
の
脱
却
に
つ
い
て
示
し
た
が
、文
系
学
部
で
あって
も
ゼ
ミ
な

ど
を
有
効
活
用
す
れ
ば
多
様
性
教
育
に
な
じ
む
Ａ
Ｌ
と
す
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。学
生
個
人
や
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
深
い
教
育
指
導
が
増

え
れ
ば
、人
間
味
溢
れ
る
人
材
が
育
って
い
く
。大
学
教
員
は
学
生

に
慕
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、そ
の
た
め
に
は
学
生
目
線
に
たっ

た
教
育
や
指
導
を
一
人
ひ
と
り
に
真
摯
に
行
う
必
要
が
あ
り
、ま
た
、

「
教
授
錯
覚
」に
陥
る
こ
と
な
く
、伝
え
る
こ
と
よ
り
伝
わっ
た
か
ど

う
か
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。学
生
と
教
員
、お
互
い
の
信

頼
感
の
醸
成
が
教
育
に
とって
大
変
重
要
で
あ
る
。

い
ま
こ
そ
、文
理
と
も
学
習
者
主
体
の
Ａ
Ｌ
に
変
え
る
と
き
と
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。




