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ま
つ
し
た
。
た
つ
ひ
こ
　
１
９
６
５
年
、

名

古
屋
市
生
ま
れ
。

名
古
屋
大
学
大
学
院
文
字
研

究
科
簿
士
後
期
謀
程
中
退
。

専
門
は
多
文
化
教

育
、

応
用
言
語
学
、

日
本
語
。

主
な
論
文
に

「留
学
生
の
た
め
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
サ
ポ
ー
ト

と
日
本
語
教
育
」
な
ど
。

神
奈
川
県
相
模
原
市

在
住
。

今
秋
ま
で
北
京
師
範
大
学
で
在
外
研
修

中
。

日
本
の
歴
史
教
科
書
問
題
が
国
内
外
で
渡
枝
を
広
げ
て
い
る
。

歴
史
教
育
、

歴
史

認
識
と
い
う
同
時
代
的
な
間
速
を
ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

近
藤
孝
弘
・

名
古
屋
大
学
大
学
院
助
教
授
と
松
下
達
彦
・
桜
美
林
大
学
助
教
授
に
二
つ
の
視
点
か

ら
寄
稿
し
て
も
ら
っ
た
。こ

の
よ
う
な
ズ
レ
を
再
生
産
す

る
媒
体
と
し
て
、

韓
国
で
も
中
国

で
も
日
本
の
侵
路
統
治
を
題
材
や

報
強
離
れ
離
い
ラ

態
購
柳
蜘
が
却

語
り
継
が
れ
る
歴
史
が
あ
る

一

方
、

日
本
で
は
原
爆
や
国
内
の
悲

劇
を
題
材
に
し
た
も
の
が
多
く
、

優
略
は
語
ら
れ
に
く
い
と
い
う
状

況
が
あ
る
。

ま
た
、

中
国
の
教
科

書
に
は
歴
史
教
科
書
だ
け
で
な
く

国
語
の
教
科
書
に
も
日
本
を
題
材

に
し
た
記
述
が
多
く
あ
り
、

各
迅

の

「藤
野
先
生
」
の
よ
う
に
日
本

坐

雑
掩

醜

執

難

薙

虐
殺
、

抗
日
戦
争
の
英
雄
な
ど
を

真
っ
向
か
ら
取
り
上
げ
た
記
述
も

あ
る
。

そ
の
よ
う
な
国
語
教
科
書

の
記
述
に
つ
い
て
、

中
国
人
留
学

生
の
中
に
さ
え
、

現
代
の
日
本
の

印
象
と
の
ズ
レ
を
感
じ
、

行
き
過

ぎ
を
指
摘
す
る
意
見
が
あ
る
。

こ
の
ズ
レ
を
維
め
、

僧
し
み
や

警
戒
心
の
悪
循
環
を
断
ち
切
る
に

は
、

人
々
が

「
同
じ

（
国
際
）
社

会
に
暮
ら
す
人
間
」
と
い
う
視
点

を
持
ち
、

平
和
共
存
と
い
う

「共

通
の
自
標
」
を
持
つ
こ
と
が
必
要

だ
。

例
え
ば
、

密
学
生
、

在
日
コ

リ
ア
ン
、

中
国
帰
国
者
、

国
際
結

婚
に
よ
る
定
住
者
な
ど
、

境
界
に

生
き
る
人
々
を
想
像
し
て
み
れ

ば
、

国
家
の
内
向
き
の
視
点
が
い

か
に
人
と
人
を
隔
て
る
こ
と
か
、

理
解
さ
れ
よ
う
。

共
通
の
目
標
を

持
っ
て
対
話
す
る
過
程
で
は
、

自

分
た
ち
が
受
け
て
い
る
教

育
や
マ
ス
メ
デ
イ
ァ
の
影

響
を
相
対
化
し
、

個
々
人

が
自
分
の
歴
史
観
の
形
成

視
点
で
歴
史
を
語
り
つ
づ

け
て
お
り
、

ズ
レ
の
原
因
は
ま
さ

に
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ

を
意
識
す
る
こ
と
か
ら
、

ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
と
は
対
極
の
、

ど
ち
ら

か

一
方
の
社
会
に
属
す
る
の
で
な

い
、

「
同
じ
社
会
の

一
員
」
と
し

て
共
通
の
視
点
を
も
っ
た
新
統
合

型
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

が
生

ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

■
　
　
　
■

個
人
や
学
校
教
育
の
当
面
の
課

題
と
し
て
は

「
互
い
の
イ
メ
ー
ジ

が
ど
う
つ
く
ら
れ
て
い
る
か
を
お

互
い
が
知
ら
な
い
不
幸
」
を
断
ち

切
る
た
め
の

「
友
好
的
で
対
等
な

対
話
」
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
た

め
に
は
ア
ジ
ア
各
国
の
人
々
の
感

情
を
逆
な
で
す
る
発
言
を
や
め
、

関
係
国
の
歴
史

家
が
共
同
で
歴

史
の
記
述
に
取
り
組
む
努
力
と
、

そ
れ
に
対
す
る
各
国
政
府
の
積
極

的
姿
勢
が
欠
か
せ
な
い
。

そ
れ
が

な
け
れ
ば
、

こ
の
問
題
は
人
び
と

の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
問
題
と

し
て
も
、

日
本
の
外
交
課
題
と
し

て
も
消
え
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ

う
。

ズ
レ
の
原
因
を
意
識
し

共
通
の
視
点
と

私
は
こ
れ
巌
で
大
学
で
留
学
生

教
育
な
ど
に
関
わ
っ
て
き
た
。

来

日
留
学
生
に
は
韓
画
・
中
国
の
学

生
が
非
常
に
多
く
、

ほ
と
ん
ど
は

現
代
的
な
曽
通
の
若
者
た
ち
で
あ

る
が
、

そ
ん
な
彼
ら
で
も
歴
史
認

識
の
問
題
に
は
総
じ
て
敏
感
に
反

応
す
る
。

昨
年
五
月
の
森
前
首
相

の

「神
の
園
」
発
言
の
時
に
は
、

授
業
で
首
相
の
釈
明
会
見
を
取
り

上
げ
る
よ
う
頼
ま
れ
た
も
の
で
あ

る
。

■

　

　

ロ

と
こ
ろ
が
、

日
本
の
学
生
た
ち

は
、

歴
史
認
識
以
前
の
問
題
と
し

て
、

関
連
の
近
現
代
史
の
知
識
が

平
均
的
に
義

・
中
の
学
生
に
比
べ

て
乏
し
い
。

あ
る
幾
国
の
学
生

は
、

あ
ま
り
に
日
本
の
学
生
が
何

も
知
ら
な
い
の
で
唾
然
と
し
ヽ

気

ま
ず
く
な
っ
た
の
で
、

そ
れ
以
降

そ
の
話
題
は
避
け
て
い
る
と
い

う
。

こ
の
よ
う
な
態
度
は
日
本
人

に
も
留
学
生
な
ど
に
も
少
な
く
な

い
。

歴
史
認
識
と
い
う
と
過
去
の

こ
と
、

生
活
と
は
か
け
離
れ
た
政

治
問
題
と
思
わ
れ
や
す
い
が
、

実

は
現
実
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

問
題
な
の
で
あ
る
。

最
近
の
中
国
や
韓
国
に
お
け
る

調
査
で
も
、

若
年
層
で
日
本
が
好

き
な
層
で
さ
え
、

日
本
に
正
し
い

歴
史
認
識
を
求
め
る
声
が
圧
倒
的

だ
。

私
は
い
ま
北
京
に
蒲
在
し
て

い
る
が
、

歴
史
教
科
書
や
靖
国
神

社
参
揮
の
問
題
は
中
国
の
報
道
で

も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
お

り
、

「
黒
を
自
と
言
う
日
本
」
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
を
再
生
産
し
続
け

て
い
る
。

一
方
、

中
国
の
核
兵
器
所
有
や

目
標
を

離
中毒キ籠

コミュニケーション問題としての

教
科
書
問
題
・「
二
つ
の
！祝
点

核
実
験
に
つ
い
て
の
肯
定
的
な
意

見
は
、

中
国
で
は
学
歴
の
高
低
を

問
わ
ず

一
般
的
で
、

被
爆
国
で
核

の
恐
怖
を
教
え
ら
れ
て
き
た
も
の

と
し
て
は
、

そ
の
感
覚
の
ズ
レ
に

驚
く
。

こ
れ
は
決
し
て
中
国
の
夕

力
派
の
発
言
な
ど
で
は
な
い
。

し

か
し
よ
く
問
い
て
み
る
と
、

こ
れ

は
古
代
か
ら
周
辺
地
域
と
争
い
を

続
け
、

近
代
に
お
い
て
日
本
を
含

め
た
帝
国
列
強
の
侵
略
か
ら
独
立

解
放
を
勝
ち
取
っ
た
歴
史
に
よ
る

こ
と
が
わ
か
る
。

■
　
　
　
■

善
し
悪
し
の
問
題
で
な
く
、

国

を
守
る
と
い
う
感
覚
が
国
民
の
共

有
す
る
歴
史
的
記
憶
の
う
え
に
根

を
下
ろ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

韓

国
の
人
々
の
感
覚
も
こ
れ
に
近

い
。

皮
肉
に
も
こ
の
感
党
は
日
本

人
に
は
理
解
さ
れ
に
く
い
の
だ

が
、

日
中
韓
の
そ
れ
ぞ
れ
が
枝
害

者
の
観
点
か
ら
語
っ
て
い
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
理
解
で
き
よ
う
。


