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リ
レ
ー
エ
ッ
セ
イ 

◉ 

私
の
研
究
履
歴

西
山
宗
因
と
の
出
合
い�

島
津
　
忠
夫

大
阪
生
ま
れ
の
私
は
、
大
阪
天
満
宮
の
こ
と
は
母

か
ら
天
神
祭
の
話
な
ど
を
よ
く
聞
か
さ
れ
て
い
て
な

じ
み
が
深
か
っ
た
。
京
都
大
学
で
潁
原
退
蔵
先
生
の

連
歌
史
の
講
義
を
聞
い
た
こ
と
か
ら
、
先
生
が
亡
く

な
ら
れ
て
も
連
歌
で
卒
業
論
文
を
書
く
こ
と
は
決
め

て
い
た
。
大
阪
天
満
宮
に
連
歌
の
資
料
が
あ
る
こ
と

は
戦
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
の
で
、
野
間
光
辰
先
生

の
紹
介
で
閲
覧
を
申
し
出
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
何
分

戦
後
の
こ
と
と
て
、
御
文
庫
は
残
っ
て
は
い
た
が
戦

災
の
爪
痕
も
い
ち
じ
る
し
く
、
お
宮
の
方
で
も
そ
ん

な
余
裕
は
な
か
っ
た
と
見
え
て
そ
の
折
は
叶
わ
な

か
っ
た
。

卒
業
後
、
大
阪
府
立
市
岡
高
校
の
教
諭
と
な
っ

て
、
旧
制
大
学
院
に
籍
を
置
い
て
（
戦
後
の
混
乱
期

で
黙
認
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
）
一
週
間
に
一
度
研
究

日
を
貰
っ
て
大
学
に
も
通
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
、

閲
覧
が
許
可
さ
れ
て
、
野
間
先
生
と
い
っ
し
ょ
に
天

満
宮
へ
行
く
。
御
文
庫
の
南
側
に
焼
け
残
っ
た
部
屋

が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
誰
か
お
宮
に
関
係
の
人
が
住

ま
れ
て
い
た
の
で
、
御
文
庫
か
ら
、
懐
中
電
灯
で
探

し
出
し
て
は
、
御
文
庫
の
石
段
の
あ
た
り
で
広
げ
て

み
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
が
岡
延
宗
（
南
曲
）
奉
納
の

天
満
宮
連
歌
叢
書
で
あ
る
。
野
間
先
生
は
当
時
西
鶴

か
ら
宗
因
に
研
究
の
焦
点
を
移
そ
う
と
さ
れ
て
い
た

の
で
、
も
っ
ぱ
ら
近
世
の
連
歌
を
見
て
、
と
く
に
連

衆
に
時
々
例
の
低
い
声
で
嘆
声
を
あ
げ
て
お
ら
れ
た

の
を
隣
で
耳
に
す
る
。
私
は
も
っ
ぱ
ら
心
敬
や
宗
祇

の
中
世
の
連
歌
を
見
て
い
た
。

そ
れ
か
ら
数
ヵ
月
も
経
っ
た
こ
ろ
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
か
。
天
満
宮
の
寺
井
種
長
宮
司
よ
り
市
岡
高
校
に

電
話
が
あ
っ
て
、
建
物
を
壊
し
た
ら
連
歌
が
箱
に
一

杯
出
て
来
た
の
で
見
に
き
て
ほ
し
い
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
私
は
放
課
後
を
待
ち
か
ね
て
、
お
宮
に
駆

け
つ
け
て
見
る
と
、
そ
れ
が
今
か
ら
思
え
ば
滋
岡
家

旧
蔵
書
だ
っ
た
。
西
山
宗
因
の
自
筆
の
連
歌
を
含
む

西
山
家
伝
来
書
は
こ
の
中
に
あ
っ
た
。
も
し
こ
の
建

物
が
空
襲
で
焼
け
て
い
た
ら
、
こ
れ
ら
の
連
歌
は
消

失
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
思
え
ば
奇
跡
で
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
毎
日
、
放
課
後
に
通
い
、
一
冊
ず
つ
カ
ー

ド
を
取
り
、
カ
ー
ド
と
い
っ
て
も
今
の
よ
う
に
完
備

●
生
年
月
日
　 

大
正
十
五
年
九
月
十
八
日

●
卒
論
題
目
　 

心
敬
の
立
場
―
連
歌
史
に

お
け
る
遊
び
と
文
芸
―

●
デ
ビ
ュ
ー
論
文
　 

「
連
歌
史
に
於
け
る
心

敬
の
位
置
」（「
国
語
国
文
」
昭
和
二
十
六
年

八
月
）

●
思
い
出
の
研
究
書
（
論
文
）　
潁
原
退
蔵
著

『
俳
諧
史
の
研
究
』

●
研
究
以
外
の
趣
味
　 

短
歌
、
歌
舞
伎
鑑
賞
、

旅
行
（
鉄
道
に
よ
る
）

◎
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
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し
た
も
の
が
あ
る
は
ず
は
な
く
、
ル
ー
ズ
リ
ー
フ
に

必
要
部
分
を
書
き
取
っ
て
、
そ
れ
を
紐
で
括
っ
て
分

類
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
目
録
作
成
の
た
め
で

あ
っ
た
。
そ
の
間
、
野
間
先
生
も
岡
見
正
雄
先
生
も
、

木
村
三
四
吾
先
生
も
見
え
る
。
木
村
先
生
は
雑
記
ば

か
り
見
ら
れ
て
し
き
り
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
た
。

私
は
何
よ
り
も
目
録
の
作
成
の
た
め
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
折
初
め
て
西
山
宗
因
の
自
筆
を
目
に
し
て
、
ま

ず
き
れ
い
な
気
品
の
あ
る
字
だ
な
と
思
っ
た
。
と
き

ど
き
読
む
と
も
な
く
目
に
触
れ
る
連
歌
が
、
中
世
の

連
歌
よ
り
も
何
と
な
く
新
鮮
さ
を
覚
え
る
。
こ
れ
は

ぜ
ひ
詳
し
く
比
較
し
て
み
た
い
と
思
い
な
が
ら
、
そ

の
当
時
は
そ
う
思
っ
た
だ
け
だ
っ
た
。
い
ち
お
う
整

理
が
終
わ
っ
て
、
と
り
あ
え
ず
主
要
な
連
歌
作
品
の

展
観
目
録
（
孔
版
刷
り
。
野
間
先
生
自
筆
の
序
が
あ

る
）
を
作
り
、
今
は
服
部
天
満
宮
に
移
っ
て
い
る
が
、

当
時
天
満
宮
に
あ
っ
た
能
楽
殿
で
、
天
神
像
と
と
も

に
展
示
さ
れ
た
。
野
間
先
生
の
「
宗
因
と
正
方
」
以

下
一
連
の
宗
因
研
究
も
、
こ
の
新
出
の
資
料
に
基
づ

い
て
い
る
。
宗
因
は
い
ず
れ
野
間
先
生
が
全
集
を
作

成
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
特
に
取
り
上
げ

て
研
究
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
や
は
り
宗
因
と

の
最
初
の
出
合
い
が
こ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。

そ
の
後
、
私
は
昭
和
三
十
三
年
九
月
に
佐
賀
大
学

に
赴
任
す
る
こ
と
に
な
り
、
大
阪
か
ら
佐
賀
に
移
住

す
る
。
こ
こ
で
ま
た
い
く
つ
か
の
宗
因
の
資
料
に
触

れ
る
こ
と
に
な
る
。
宗
因
が
佐
賀
に
来
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
折
は
ま
だ
は
っ
き
り
と
足
跡
を
知
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
は
、「
西
山
宗
因
年
譜
」

（『
西
山
宗
因
全
集
』
第
五
巻
。
尾
崎
千
佳
氏
作
成
）

に
よ
り
、
寛
文
九
年
の
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
ほ
ぼ
辿

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
の
田
中
道
雄
氏
の
紹
介

さ
れ
た
連
歌
百
韻
の
一
座
に
加
わ
っ
て
い
る
蓮
正
寺

の
松
夢
が
、
当
時
佐
賀
大
学
の
学
生
だ
っ
た
高
木
昭

英
君
の
先
祖
だ
っ
た
の
で
、
調
査
し
て
松
夢
の
宗
因

追
悼
文
を
見
出
だ
し
た
り
、
石
川
八
朗
氏
ら
と
伊
万

里
に
出
向
き
、
伊
万
里
神
社
で
聞
い
て
訪
ね
た
中
村

鼎
山
の
子
孫
の
家
で
偶
然
芭
蕉
の
書
簡
が
出
て
来
た

り
、
こ
の
頃
は
隙
に
ま
か
せ
て
資
料
調
査
を
し
た
の

だ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
「
連
歌

と
俳
諧
と
―
紹
巴
以
後
に
関
す
る
一
考
察
―
」

（「
国
語
国
文
」
昭
和
四
十
年
三
月
）
だ
っ
た
。
そ
れ

で
も
ま
だ
宗
因
の
作
品
に
は
直
接
触
れ
て
い
な
い
。

昭
和
四
十
年
九
月
に
佐
賀
を
去
っ
て
愛
知
県
立
大

学
に
移
る
。
こ
こ
で
、
昭
和
四
十
九
年
度
の
演
習
に

「
梅
酒
十
歌
仙
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
折
か
ら
近
世

担
当
の
森
川
昭
氏
が
内
地
留
学
を
さ
れ
た
の
で
、
近

世
の
演
習
も
引
き
受
け
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
肥
前

鹿
島
の
祐
徳
稲
荷
神
社
中
川
文
庫
で
見
い
だ
し
た
資

料
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
折
の
演
習
で
は
、
と
て

も
そ
の
私
解
を
公
に
す
る
自
信
が
な
か
っ
た
の
で
、

翻
刻
だ
け
を
「
説
林
」（
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
）
に

発
表
す
る
に
留
め
て
い
る
。

そ
の
頃
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
が
計
画
さ
れ
、
私

に
『
連
歌
集
』
の
依
頼
が
あ
っ
た
。
当
初
は
百
韻
十

二
巻
を
収
め
る
予
定
で
あ
っ
た
。
一
つ
ず
つ
ど
こ
か

で
講
義
し
、
そ
の
ノ
ー
ト
を
新
潮
の
別
館
に
持
ち
込

ん
で
は
泊
ま
り
掛
け
で
執
筆
し
、
一
巻
ず
つ
仕
上
げ

て
い
っ
た
。
そ
れ
が
十
巻
ま
で
終
わ
っ
た
と
こ
ろ

で
、
す
で
に
一
冊
分
の
分
量
に
達
し
て
い
る
こ
と

と
、
早
く
刊
行
し
た
い
と
い
う
社
の
側
の
意
向
で
、

後
の
二
巻
は
切
り
捨
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
太
宰
府
天
満
宮
西
高
辻
家

蔵
の
『
実
隆
・
公
条
両
吟
和
漢
聯
句
』
で
あ
り
、
ひ

と
つ
は
宗
因
の
独
吟
の
百
韻
だ
っ
た
。『
実
隆
・
公

条
両
吟
和
漢
聯
句
』
は
、
い
ち
お
う
下
書
き
ま
で
は

で
き
て
い
た
が
、
宗
因
の
方
は
延
宝
二
年
七
月
十
一

日
の
「
朝
霧
や
の
ぼ
り
て
の
代
の
岡
の
松
」
を
発
句

と
す
る
明
石
人
麿
社
法
楽
の
独
吟
を
取
り
上
げ
よ
う

と
思
っ
て
い
た
だ
け
で
ま
っ
た
く
手
を
つ
け
て
い
な

か
っ
た
。
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な
お
、
私
の
名
古
屋
在
住
時
代
の
昭
和
五
十
二
年

に
、『
大
阪
天
満
宮
御
文
庫
国
書
分
類
目
録
』
が
出
て

い
る
が
、
こ
れ
に
は
関
与
し
て
い
な
い
。
中
村
幸
彦

先
生
か
ら
連
絡
が
あ
っ
て
、
私
の
作
っ
た
『
大
阪
天

満
宮
文
庫
連
歌
書
目
録
』
を
使
わ
せ
て
ほ
し
い
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
目
録
は
、
私
が
佐
賀
に
移
っ

て
か
ら
依
頼
が
あ
っ
て
、
か
つ
て
の
メ
モ
と
帰
省
の

折
に
通
っ
て
何
冊
か
ず
つ
社
務
所
に
は
る
ば
る
運
ん

で
貰
っ
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
誤
り
が

あ
っ
た
。
と
く
に
宗
因
の
自
筆
か
ど
う
か
を
判
断
す

る
の
に
ま
と
め
て
一
気
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
こ
と
も
あ
っ
て
宗
因
の
手
に
二
手
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
た
り
し
た
。
そ
れ
が
誤
り
だ
っ
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
目
録
は
「
後
記
」
に
昭

和
三
十
八
年
五
月
八
日
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ

の
頃
に
出
来
て
い
た
が
、
そ
れ
が
刊
行
さ
れ
た
の
は

昭
和
四
十
六
年
一
月
の
こ
と
だ
っ
た
。『
大
阪
天
満

宮
御
文
庫
国
書
分
類
目
録
』
で
は
、「
大
阪
天
満
宮
御

文
庫
連
歌
叢
書
」
と
し
て
、『
大
阪
天
満
宮
文
庫
連
歌

書
目
録
』
か
ら
和
歌
の
部
だ
け
を
他
に
移
し
て
、
あ

と
は
誤
り
も
そ
の
ま
ま
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
南

曲
奉
納
本
」
と
「
連
歌
作
品
集
」
に
分
け
ら
れ
て
い

る
が
、
私
は
、「
大
阪
天
満
宮
連
歌
叢
書
」
と
い
う
名

称
は
南
曲
奉
納
本
に
だ
け
用
い
る
こ
と
に
し
て
い

る
。
な
お
、
私
が
武
庫
川
女
子
大
学
で
、
俳
文
学
会

の
事
務
局
を
引
き
受
け
、
平
成
五
年
十
月
に
第
四
十

五
回
大
会
を
催
す
に
当
た
り
、
西
島
孜
哉
氏
の
提
案

で
、
大
阪
天
満
宮
文
庫
本
を
借
り
出
し
て
展
示
す
る

こ
と
に
な
り
、
改
め
て
石
川
真
弘
氏
に
調
査
に
立
ち

会
っ
て
も
ら
っ
て
、
こ
の
頃
は
研
究
所
が
御
文
庫
の

隣
に
出
来
て
い
た
の
で
、
宗
因
関
係
の
も
の
は
一
気

に
出
し
て
貰
っ
て
筆
者
を
吟
味
し
た
。
し
た
が
っ

て
、『
大
阪
天
満
宮
文
庫
連
歌
書
目
録
』
の
誤
り
は
、

そ
の
時
の
「
大
阪
天
満
宮
文
庫
展
観
目
録
」（
島
津
忠

夫
著
作
集
第
六
巻
『
天
満
宮
連
歌
史
』
所
収
）
に

拠
っ
て
訂
正
し
て
ほ
し
い
。

昭
和
五
十
五
年
に
大
阪
大
学
に
移
り
、
い
つ
か
ら

か
柿
衞
文
庫
の
理
事
に
な
っ
て
い
た
が
、
あ
る
時
の

理
事
会
で
、「
そ
の
他
」
の
議
題
で
、
い
ち
ど
西
山
宗

因
の
展
覧
会
を
し
て
ほ
し
い
と
希
望
を
述
べ
た
。
そ

れ
は
そ
の
前
の
平
成
七
年
九
月
に
柿
衞
文
庫
で
「
立

圃
か
ら
芭
蕉
へ
」
の
展
覧
会
が
あ
り
、「
芭
蕉
へ
」
と

は
あ
る
が
、
も
っ
ぱ
ら
立
圃
中
心
だ
っ
た
の
で
、
宗

因
も
可
能
だ
ろ
う
と
思
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。
そ
の
発

言
は
消
え
て
は
い
な
か
っ
た
ら
し
く
、
平
成
十
七
年

十
月
の
柿
衞
文
庫
か
ら
始
ま
っ
て
八
代
市
立
博
物
館

未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
日
本
書
道
美
術
館
と

廻
っ
て
の
「
宗
因
か
ら
芭
蕉
へ
」
の
展
覧
会
と
し
て

実
現
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
当
初
は
宗
因
の
場
合
、

短
冊
類
が
少
な
く
壁
面
が
寂
し
い
の
で
は
な
い
か
と

言
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
企
画
が
進
行
す
る
う
ち
に

実
に
多
く
の
新
資
料
が
出
て
来
て
、
そ
れ
は
杞
憂

だ
っ
た
。
さ
ら
に
八
代
市
立
博
物
館
未
来
の
森

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
、
平
成
二
十
二
年
に
「
華
麗
な
る

西
山
宗
因
」
の
展
覧
会
が
催
さ
れ
、
地
元
の
資
料
だ

け
で
、
新
し
い
多
く
の
資
料
を
含
む
立
派
な
展
覧
会

だ
っ
た
こ
と
に
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

一
方
、『
西
山
宗
因
全
集
』
を
と
い
う
こ
と
も
早
く

か
ら
浮
上
し
て
い
て
、
石
川
真
弘
氏
、
尾
崎
千
佳
氏

ら
と
図
っ
て
計
画
し
、
石
川
氏
と
い
っ
し
ょ
に
尾
形

仂
氏
を
訪
ね
て
監
修
を
依
頼
し
、
そ
の
足
で
八
木
書

店
に
出
向
い
て
、
具
体
的
な
話
を
す
る
こ
と
に
よ
り

よ
う
や
く
そ
の
緒
に
付
い
た
の
で
あ
っ
た
。
最
初
に

第
三
巻
の
俳
諧
篇
が
出
た
の
は
平
成
十
六
年
七
月

だ
っ
た
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
新
資
料
が
出
て
、
当
初
の

予
定
の
五
巻
が
六
巻
に
な
り
、
最
後
の
第
六
巻
が
尾

崎
氏
の
努
力
に
よ
り
目
下
鋭
意
編
集
中
で
あ
る
。
こ

の
編
集
に
当
た
っ
て
感
じ
た
こ
と
は
、
宗
因
の
俳
諧

は
戦
前
か
ら
い
ち
お
う
注
目
を
集
め
て
い
て
、
連
歌

の
資
料
も
紹
介
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
年

次
と
一
順
と
、
時
に
宗
因
の
句
が
抜
か
れ
て
い
る
だ

け
で
、
そ
の
作
品
全
体
が
翻
刻
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
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で
あ
る
。
現
在
所
蔵
者
不
明
で
あ
っ
た
り
、
現
在
は

閲
覧
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ

の
不
完
全
な
紹
介
に
拠
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
戦
前
は
伝
記
資
料
と

し
て
し
か
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
私
は
こ
の
編
集
に
関
わ
っ
て
か
ら

は
、
内
容
に
指
定
の
な
い
場
合
は
、
講
演
は
宗
因
の

こ
と
に
し
て
、
そ
の
顕
彰
に
勉
め
て
い
る
。
い
く
つ

か
の
論
文
も
書
い
て
、
そ
れ
は
私
の
著
作
集
の
第
十

五
巻
「
拾
遺
・
索
引
編
」
に
収
め
た
が
、
そ
の
後
も

「
西
山
宗
因
と
松
坂
」（「
語
文
」
平
成
二
十
五
年
十
二

月
）
を
書
い
て
い
る
。

最
初
に
宗
因
の
連
歌
が
、
中
世
の
連
歌
と
違
っ
て

何
と
な
く
異
な
っ
た
新
鮮
さ
を
感
じ
た
の
は
、
今
に

な
っ
て
よ
う
や
く
宗
因
は
天
性
詩
性
の
ゆ
た
か
な
人

で
、
連
歌
に
お
い
て
も
俳
諧
に
お
い
て
も
紀
行
に
お

い
て
も
、
宗
因
の
作
品
自
体
が
す
ぐ
れ
た
文
学
だ
と

い
う
こ
と
が
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
う
。


