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も
う
二
十
年
以
上
も
昔
の
話
で
あ
る
が
、
考
古
学
を
専
攻
し
て
い
た
私
の
弟
が
、
東
大
の
人
類
学
教
室

で
、
土
器
の
研
究
を
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。

　
そ
の
頃
は
、
ま
だ
今
日
の
よ
う
に
、
土
器
の
型
式
に
よ
る
分
類
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
出
来
て
い
な
か
っ

た
。
弟
は
そ
の
分
類
の
仕
事
に
と
り
か
か
っ
て
、
何
か
科
学
的
な
分
類
法
が
な
い
か
と
、
い
ろ
い
ろ
考
え

て
い
た
。

　
土
器
の
形
は
、
個
々
の
標
本
で
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
著
し
く
異
こ
と
なる
が
、
特
定
の
地
域
か
ら
出
る
或

る
時
代
と
推
定
さ
れ
る
土
器
を
た
く
さ
ん
集
め
て
、
全
体
と
し
て
見
る
と
、
そ
の
間
に
共
通
し
た
一
定
の

型
式
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
何
々
式
と
い
う
名
前
が
与
え
ら
れ
、
大
ま
か
な
分
類
が
な
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
分
類
の
方
法
は
、
土
器
と
限
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
美
術 

骨 

董 

品 

こ
っ
と
う
ひ
ん
な
ど
の
鑑
定
に
は
、
度
々
用

い
ら
れ
て
い
る
や
り
方
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、 
鍍 
金 
仏 
と
き
ん
ぶ
つ

な
ど
を
専
門
家
が
一
眼
見
て
、
こ
れ
は  

六    

り
く
ち
ょ

朝  う
だ
と
か
、
も
う
少
し
旧ふる
い
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
の
は
、
皆
こ
の
型
式
を
見
る
わ
け
で
あ
る
。

仏
像
と
か
、
絵
と
か
、
道
具
と
か
い
う
も
の
は
、
形
が
非
常
に
複
雑
で
あ
り
、
そ
の
上
色
だ
の
、
材
質
だ

の
が
、
変
化
無
限
で
あ
る
か
ら
、
科
学
の
方
で
や
っ
て
い
る
よ
う
な
簡
単
で  

明    

瞭  

め
い
り
ょ
う

な
分
類
と
い
う
も
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の
は
到
底
出
来
そ
う
も
な
い
。
そ
の
点
、
土
器
は
形
も
簡
単
で
あ
り
、
色
や
材
質
の
差
も
少
い
の
で
、
こ

う
い
う
研
究
目
的
に
は
、 

恰  

好 

か
っ
こ
う

の
材
料
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
科
学
的
の
分
類
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
、
ち
ょ
っ
と
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
科
学
的
と

い
う
の
は
、
普
遍
的
な
客
観
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
何
も
む
つ
か
し
い
こ
と
で
は

な
く
、
特
定
な
人
で
な
く
、
誰だれ
に
も
分
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
も
の
に
は
量
と
質
と
が
あ
っ
て
、
た
い
て
い
の
場
合
、
量
の
方
が
質
よ
り
も
分
り
よ
い
。
二
つ
茶
碗
を

並
べ
た
場
合
、
大
小
は
誰
に
も
分
り
ま
た
議
論
の
余
地
も
な
い
が
、
ど
っ
ち
が
旧
い
と
か
、
枯
れ
て
い
る

と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
、
即
ち
質
の
問
題
は
専
門
家
で
な
い
と
分
ら
な
い
。
土
器
の
型
式
と
い
う
よ
う
な

も
の
も
、
も
ち
ろ
ん
質
的
な
話
で
あ
っ
て
、
量
的
で
は
な
い
。
従
っ
て
専
門
家
で
な
い
と
分
ら
な
い
。
も

し
専
門
家
の
間
に
異
説
が
あ
れ
ば
、
い
ず
れ
が
正
し
い
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
、
い
わ
ゆ
る

権
威
の
説
に
従
う
よ
り
仕
方
が
な
い
。

　
そ
れ
で
、
こ
う
い
う
場
合
に
は
科
学
的
な
分
類
を
試
み
る
と
し
て
、
一
番
本
格
的
な
や
り
方
は
、
何
か

量
的
な
表
わ
し
方
、
即
ち
数
字
か
数
式
か
で
、
い
わ
ゆ
る
型
式
な
る
「
質
」
を
決
め
ら
れ
な
い
か
と
い
う

研
究
を
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
壺つぼ
や
茶
碗
の
よ
う
な
も
の
が
一
番
分
り
よ
い
の
で
あ
る
が
、
何
と
な
く

ど
っ
し
り
と
し
て
い
る
と
か
、
素
朴
な
味
が
あ
る
と
か
、
優
美
な
形
を
し
て
い
る
と
か
い
う
の
は
、
壺
な
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り
茶
碗
な
り
の
外
形
を
な
し
て
い
る
曲
線
が
、
そ
れ
ぞ
れ
何
か
特
定
の
法
則
に
適かな
う
よ
う
な
形
を
し
て
い

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
陶
器
や
磁
器
で
は
、
色
と
か
艶つや
と
か
い
う
も
の
も
一
役
買
う
で
あ
ろ
う
か
ら
、
話
は

少
し
厄
介
に
な
る
が
、
土
器
の
場
合
な
ら
ば
、
一
応
は
形
、
即
ち
曲
線
の
性
質
だ
け
で
、
何
か
の
法
則
が

出
て
来
そ
う
で
あ
る
。

　
弟
は
こ
う
い
う
見
込
み
で
、
い
ろ
い
ろ
な
土
器
に
つ
い
て
そ
の
形
を
精
密
に
測
り
、
切
断
面
に
相
当
す

る
曲
線
を
た
く
さ
ん
作
っ
て
い
た
。
土
器
の
形
は
み
な
ち
が
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
曲
線
は
、
も
ち
ろ

ん
い
ろ
い
ろ
な
形
を
し
て
い
る
。
し
か
し
一
つ
の
型
に
属
す
る
土
器
の
曲
線
に
は
、
何
と
な
く
互
た
が
いに
似
た

と
こ
ろ
が
あ
り
、
何
か
一
定
の
法
則
が
あ
り
そ
う
に
見
え
る
。
こ
の
法
則
を
巧うま
く
数
学
的
に
表
現
す
る
こ

と
が
出
来
れ
ば
、
目
的
は
達
せ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
い
ろ
い
ろ
な
方
法
で
、
こ
の
曲
線
の
分
析
を
試
み
て
み
た
。
一
番
簡
単
な
の
は
、
各
点
の
彎   

わ
ん
き

曲   

率  

ょ
く
り
つ

を
測
っ
て
、
そ
の
値
が
壺
の
上
か
ら
下
ま
で
の
間
に
、
ど
う
い
う
変
化
を
し
て
い
る
か
を
調
べ

て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
彎
曲
率
が
ど
こ
も
一
定
な
ら
ば
、
曲
線
は
円
で
あ
る
。
上
の
方
が
小
さ
く
、
下
の

方
が
大
き
け
れ
ば
、
下しも
ぶ
く
れ
の
形
に
な
る
。
凹くぼ
ん
で
い
る
部
分
は
、
彎
曲
率
を
負ふ
に
と
れ
ば
よ
い
の
で

そ
の
凹
み
方
も
、
負
の
値
の
大
小
で
き
ま
る
。
こ
う
い
う
風
に
考
え
て
み
る
と
、
彎
曲
率
の
分
布
状
態
で
、

い
わ
ゆ
る
型
が
表
現
さ
れ
そ
う
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
分
布
状
態
と
い
う
言
葉
に
は
、
実
は
少
し
誤
魔
化
し
が
あ
る
の
で
、
状
態
と
い
う
か
ら
に
は
、

そ
れ
自
身
が
ま
た
一
つ
の
曲
線
に
な
る
。
そ
れ
で
は
初
め
か
ら
壺
の
曲
線
そ
の
も
の
を
見
る
の
と
、
同
じ

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
起
き
る
。
し
か
し
彎
曲
率
の
分
布
と
い
う
形
に
変
え
て
見
る

と
、
曲
り
方
の
変
化
、
即
ち
曲
線
の
性
質
が
、
明
瞭
に
現
れ
て
来
る
。
そ
れ
で
初
め
の
曲
線
そ
の
も
の
を

見
た
の
で
は
分
ら
な
か
っ
た
微
妙
な
ち
が
い
が
、
は
っ
き
り
出
て
来
る
は
ず
で
あ
る
。
話
は
た
い
へ
ん
巧

い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
実
際
に
や
っ
て
み
る
と
、
こ
の
や
り
方
に
は
非
常
な
困
難
が
あ
る
こ
と
が
す
ぐ

分
っ
た
。

　
ど
ん
な
曲
線
で
も
、
或
る
狭
い
範
囲
を
と
っ
て
み
る
と
、
そ
の
部
分
だ
け
な
ら
ば
、
円
の
一
部
と
見
ら

れ
る
。
そ
の
円
の
半
径
の
逆
数
が
、
そ
の
部
分
の
彎
曲
率
で
あ
る
。
そ
れ
で
曲
線
を
た
く
さ
ん
の
部
分
に

わ
け
て
、
各
部
分
を
代
表
す
る
円
の
半
径
を
、
次
ぎ
次
ぎ
と
測
っ
て
行
け
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し

厄
介
な
こ
と
に
は
、
こ
の
場
合
半
径
が
な
か
な
か
決
め
に
く
い
の
で
あ
る
。
円
周
の
ご
く
一
部
を
測
っ
て
、

そ
の
円
の
半
径
を
出
す
の
だ
か
ら
、
ご
く
僅わず
か
な
測
定
の
誤
差
が
あ
っ
て
も
、
半
径
従
っ
て
彎
曲
率
は
、

ひ
ど
く
ち
が
っ
て
来
る
。
例
え
ば
、
曲
線
を
描
い
て
い
る
鉛
筆
の
線
の
幅
で
す
ら
も
う
問
題
に
な
る
。
そ

れ
で
、
こ
の
数
学
的
分
析
を
し
よ
う
と
す
る
と
、
初
め
の
曲
線
を
よ
ほ
ど
正
確
に
描
い
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
即
ち
形
を
き
め
る
た
め
の
測
定
を
、
非
常
に
精
密
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
相
手
は
土
器
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
精
密
な
測
定
は
ど
う
に
も
し
よ
う
が
な
い
。
表
面
は

も
ち
ろ
ん
で
こ
ぼ
こ
し
て
い
る
し
、
ま
た
全
体
と
し
て
歪ゆが
ん
で
も
い
る
。
そ
れ
で
あ
ま
り
精
密
に
測
る
と
、

偏
差
が
大
き
く
効き
い
て
来
て
、
か
え
っ
て
本
当
の
形
か
ら
離
れ
た
曲
線
が
出
来
て
し
ま
う
。
例
え
ば
或
る

方
向
か
ら
見
た
壺
の
曲
線
と
、
少
し
ち
が
っ
た
方
向
か
ら
見
た
曲
線
と
は
、
大
ま
か
に
見
れ
ば
大
体
同
じ

で
あ
る
が
、
精
密
な
測
定
を
し
て
み
る
と
、
か
な
り
ち
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
数
学
的
な
分
析
が
出
来
る

ほ
ど
の
精くわ
し
い
測
定
を
す
る
と
、
特
定
な
壺
の
形
を
示
す
曲
線
が
、
何
十
本
と
出
て
来
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
う
ち
ど
れ
を
採
っ
た
ら
、
こ
の
型
式
の
特
徴
が
巧
く
現
れ
て
来
る
か
、
そ
れ
す
ら
分
ら
な
い
。

　
弟
は
大
分
苦
し
ん
で
い
た
ら
し
い
が
、
研
究
が
ま
と
ま
ら
な
い
う
ち
に
巴パ
里リ
へ
行
く
こ
と
に
な
り
、
向

う
で
病
気
を
し
て
、
帰
っ
て
間
も
な
く
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
土
器
の
形
の
数
学
的
考
察
と
い
う
一

風
変
っ
た
こ
の
研
究
は
、
と
う
と
う
陽ひ
の
目
を
見
ず
に
そ
れ
切
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
今
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
ず
い
ぶ
ん
大
胆
不
敵
な
研
究
に
と
り
か
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
し

こ
れ
が
出
来
上
っ
た
ら
、
或
る
時
代
に
或
る
民
族
ま
た
は
部
落
民
が
持
っ
て
い
た
精
神
文
化
を
数
学
的
に

規
定
出
来
る
こ
と
に
な
る
。
そ
ん
な
こ
と
が
や
す
や
す
と
出
来
る
は
ず
が
な
い
。
し
か
し
不
思
議
な
こ
と

に
は
、
そ
う
い
う
分
析
な
ど
は
し
な
い
で
、
唯ただ
の
眼
で
見
れ
ば
、
そ
の
型
式
が
一
眼
ひ
と
め
で
分
っ
て
し
ま
う
。

何
か
差
異
が
あ
る
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
眼
で
見
れ
ば
す
ぐ
分
る
く
ら
い
の
差
異
が
、
精
密
な
測
定
を
す
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れ
ば
か
え
っ
て
分
ら
な
く
な
る
と
い
う
の
は
、
如い
何か
に
も
妙
な
話
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
そ
う
い
う
こ
と
は
、
何
も
土
器
の
型
ば
か
り
の
話
で
は
な
い
。
木
の
形
な
ど
も
同
じ
こ
と
で

あ
る
。
葉
の
落
ち
た
木
を
少
し
離
れ
て
見
た
場
合
、
梅
か
桜
か
楓
か
え
でか
と
い
う
こ
と
は
、
枝
ぶ
り
で
す
ぐ
分

る
。
枝
ぶ
り
は
、
一
個
所
か
ら
出
る
小
枝
の
数
と
そ
の
角
度
、
そ
れ
に
次
ぎ
の
小
枝
ま
で
の
距
離
で
決きま
る
。

と
こ
ろ
が
同
じ
梅
と
い
っ
て
も
、
木
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
枝
の
分
岐
状
態
は
ち
が
う
。

　
ま
た
一
本
の
梅
の
木
に
つ
い
て
も
、
各
枝
に
よ
っ
て
差
が
あ
り
、
ま
た
下
か
ら
梢
こ
ず
えの
方
へ
行
く
に
従
っ

て
変
化
し
て
い
る
。
そ
れ
で
同
じ
く
梅
の
木
と
い
っ
て
も
、
枝
ぶ
り
は
千
差
万
別
で
あ
る
。
し
か
し
木
全

体
と
し
て
見
る
と
、
や
は
り
梅
は
梅
の
枝
ぶ
り
を
し
て
い
る
こ
と
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
部
分
々
々
を
見
る
と
、
ひ
ど
く
変
化
が
あ
っ
て
、
何
ら
法
則
ら
し
い
も
の
は
見
つ
か
ら
な
い
が
、
全
体

と
し
て
み
る
と
、
一
定
の
型
式
が
あ
る
。
そ
う
い
う
現
象
は
、
世
の
中
に
は
い
く
ら
も
あ
る
。
土
器
の
型

や
、
木
の
枝
ぶ
り
な
ど
は
、
ほ
ん
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
。
乾
い
た
田
圃
た
ん
ぼ
の
割
れ
目
な
ど
も
、
一
眼
に
見
渡

す
と
、
い
か
に
も
規
則
正
し
く  

亀  

甲  

状  

き
っ
こ
う
じ
ょ
う

に
割
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
一
つ
一
つ
の
割
れ
た
部
分

を
見
る
と
、
六
角
形
に
は
な
っ
て
い
な
い
し
、
ま
た
割
れ
目
の
角
度
な
ど
も
、
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
う
い
う
現
象
を
、
克
明
に
数
学
的
に
分
析
を
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
直
接
に
感
ず
る
「
一
面
に
綺
麗
き
れ
い

に
割
れ
て
い
る
」
感
じ
は
、
法
則
と
し
て
は
出
て
来
な
い
。
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感
じ
と
し
て
は
簡
単
に
捕
え
ら
れ
る
法
則
が
、
今
日
こ
れ
ほ
ど
発
達
し
た
科
学
の
力
を
も
っ
て
し
て
も
、

な
お
捕
え
得
な
い
と
い
う
の
は
、
き
わ
め
て
変
な
話
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
何
も
科
学
の
無
力
を
示
す

も
の
で
は
な
く
、
現
代
の
科
学
と
は
場
ち
が
い
の
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
今
日
の
科
学
は
、
そ
の
基

礎
が
分
析
に
あ
る
の
で
、
分
析
に
よ
っ
て
本
質
が
変
化
し
な
い
も
の
で
な
い
と
、
取
扱
え
な
い
の
で
あ
る
。

分
析
に
よ
っ
て
本
質
が
変
ら
な
い
も
の
な
ら
ば
一
応
分
析
を
し
て
、
そ
れ
を
ま
た 

綜  

合 

そ
う
ご
う

す
る
こ
と
に
意

味
が
あ
る
。
全
体
と
し
て
は
或
る
感
じ
を
も
っ
て
い
る
が
、
分
析
し
て
一
部
を
見
る
と
、
そ
の
部
分
に
は

本
質
的
に
前
の
感
じ
の
基
礎
に
な
る
も
の
が
存
在
し
な
い
。
そ
う
い
う
問
題
は
、
今
日
の
科
学
で
は
苦
手

の
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
の
一
番
良
い
例
は
生
命
現
象
で
あ
ろ
う
。
人
体
を
構
成
し
て
い
る
細
胞
の
蛋  

た
ん
ぱ

白 

質 

く
し
つ

の
秘
密
が
、
窮
極
の
と
こ
ろ
ま
で
分
っ
て
も
、
生
命
そ
の
も
の
は
、
現
在
の
科
学
の
方
法
を
も
っ

て
し
て
は
、
永
久
に
分
ら
な
い
。
と
少
く
も
私
は
そ
う
い
う
風
に
思
っ
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
個
々
の
現
象
は
複
雑
無
限
で
あ
っ
て
、
そ
の
機
巧
き
こ
う
は
到
底
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
う
い
う
現

象
が
非
常
に
た
く
さ
ん
重
か
さ
なり
合
っ
て
、
全
体
と
し
て
一
つ
の
現
象
を
示
す
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に

全
体
と
し
て
或
る
法
則
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
取
扱
う
科
学
の
分
野
は
あ
る
。
統
計
の
学
問
が

即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
個
人
々
々
の
死
は
予
言
出
来
な
い
が
、
国
民
全
体
と
し
て
は
、
死
亡
率
と
年
齢
と
の

関
係
が
ち
ゃ
ん
と
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
法
則
を
知
っ
て
初
め
て
、
生
命
保
険
業
の
経
営
が
出
来
る
わ
け
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で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
場
合
は
、
数
が
非
常
に
多
く
な
く
て
は
駄
目
な
の
で
、
例
え
ば
百
人
く
ら
い
の
会
員
で
は
、

生
命
保
険
の
理
論
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
こ
の
頃
流
行
の
推
計
学
で
は
、
少
数
例
の
統
計
的
研
究
法
を
盛

ん
に
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
け
っ
き
ょ
く
は
、
大
略
の
確
率
が
出
せ
る
だ
け
で
、
や
む
を
え
な
い
場
合

に
の
み
使
う
べ
き
で
あ
る
。

　
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
、
枝
ぶ
り
の
特
異
さ
と
か
、
茶
碗
の
曲
線
の
味
と
か
い
う
も
の
は
、
科
学
の
対

象
に
は
な
ら
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
厳
密
に
い
え
ば
、
科
学
的
な
方
法
で
、
そ
の
本
態
を
捕
え
よ
う

と
い
う
試
み
は
、
不
可
能
で
は
な
い
が
、
悧
巧
り
こ
う
な
方
法
で
は
な
い
。
そ
の
点
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
も
っ

と
も
科
学
的
方
法
、
即
ち
分
析
と
綜
合
と
に
よ
っ
て
或
る
結
果
が
得
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
は
一
般
性
が
あ

る
の
で
、
次
ぎ
の
進
歩
に
役
立
つ
。
今
日
科
学
が
こ
の
よ
う
に
発
達
し
た
の
は
、
こ
の
特
徴
を
巧
く
活い
か

し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
人
間
の
幸
福
に
本
当
に
寄
与
し
た
か
否
か
は
、
ま
た
別
の
問
題
で
あ

る
。

　
枝
ぶ
り
を
た
だ
見
て
、
そ
の
全
体
と
し
て
の
特
徴
を
感
じ
た
だ
け
で
は
学
問
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し

そ
れ
が
人
生
に
全
然
役
に
立
た
な
い
と
は
い
わ
れ
な
い
。
少
し 
奇  

矯 
き
き
ょ
う

な
例
で
あ
る
が
、
山
奥
で
道
に
迷

っ
た
時
、
或
る
木
を
見
て
、
こ
れ
は
人
工
の
加
わ
っ
た
枝
ぶ
り
だ
と
知
っ
て
、
そ
の
方
向
に
歩
い
て
助
っ
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た
と
す
る
。
学
問
に
は
な
ら
な
く
て
も
助
る
方
が
よ
い
。
こ
れ
は
い
さ
さ
か
こ
じ
つ
け
の
議
論
で
あ
る
が
、

こ
の
中
に
何
ら
か
の
真
理
は
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
科
学
の
発
達
は
、
原
子
爆
弾
や
水
素
爆
弾
を
作
る
。
そ

れ
で
何
百
万
人
と
か
い
う
無む
辜こ
の
人
間
が
殺
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
、
も
し
将
来
こ
の
地
球
上
に
起
っ
た

と
仮
定
し
た
場
合
、
そ
れ
は
政
治
の
責
任
で
、
科
学
の
責
任
で
は
な
い
と
い
う
人
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
私

は
、
そ
れ
は
科
学
の
責
任
だ
と
思
う
。
作
ら
な
け
れ
ば
、
決
し
て
使
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
枝
ぶ
り
の
嘆
賞
や
、
茶
碗
の
味
を
愛
惜
す
る
心
は
、
科
学
に
は
無
縁
の
話
と
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
あ
ま
り
役
に
は
立
た
な
い
が
、
そ
の
か
わ
り
害
も
な
い
。
茶
道
な
ど
が
、
今
日
の
科
学

文
明
の
世
に
な
っ
て
も
依
然
と
し
て
生
命
が
あ
る
の
は
、
科
学
と
は
無
縁
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
う

ち
に
科
学
的
茶
道
な
ど
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
て
来
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
ん
な
も
の
は
す
ぐ
消
え
て

し
ま
う
べ
き
運
命
の
も
の
で
あ
る
。
茶
道
は
、
科
学
な
ど
に
超
然
と
し
て
お
れ
ば
永
久
に
生
命
が
あ
る
で

あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
二
十
六
年
四
月
一
日
）

11



12茶碗の曲線



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
中
谷
宇
吉
郎
随
筆
集
」
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店

　
　
　1988
（
昭
和63

）
年9

月16

日
第1

刷
発
行

　
　
　2011
（
平
成23

）
年1

月6

日
第26

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
日
本
の
こ
こ
ろ
」
文
藝
春
秋
新
社

　
　
　1953

（
昭
和28
）
年

初
出
：
「
淡
交
」

　
　
　1951

（
昭
和26

）
年4

月1
日

※
表
題
は
底
本
で
は
、
「
茶
碗
《
ち
ゃ
わ
ん
》
の
曲
線
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
副
題
は
底
本
で
は
、
「
―
―
茶
道
精
進
の
或
《
あ
》
る
友
人
に
―
―
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
川
山
隆

2013

年1

月4

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

13



こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
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