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本
年
四
月
二
二
日
、
愛
知
大
学
名
誉
教
授
加
々
美
光
行
氏
が
死
去

さ
れ
た
。
加
々
美
氏
は
現
代
中
国
学
部
の
初
代
学
部
長
で
あ
り
、
本

誌
『
中
国
21
』
を
刊
行
す
る
愛
知
大
学
現
代
中
国
学
会
の
初
代
学
会

長
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
加
々
美
氏
の
本
学
部
お
よ
び
本
学
会
に
対

す
る
貢
献
を
語
る
に
は
、
同
氏
が
両
組
織
の
最
初
の
責
任
者
で
あ
っ

た
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
な
い
。

　
加
々
美
氏
が
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
主
任
研
究
員
か
ら
愛
知
大
学
法

学
部
教
授
に
転
じ
た
の
は
一
九
九
一
年
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
数
年

し
て
始
ま
っ
た
大
学
内
の
学
部
新
設
の
動
き
に
深
く
関
わ
り
、
全
学

部
の
委
員
で
構
成
さ
れ
た
設
置
委
員
会
の
委
員
長
と
し
て
、
新
学
部

の
設
置
構
想
を
ま
と
め
上
げ
る
の
に
心
血
を
注
い
だ
。

　
文
部
省
（
当
時
）
の
「
原
則
抑
制
」
方
針
の
下
で
の
新
学
部
設
置

に
は
、
学
内
に
根
強
い
懸
念
の
声
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
学
の

ル
ー
ツ
で
あ
る
東
亜
同
文
書
院
の
伝
統
を
現
代
に
活
か
す
べ
く
、

「
中
国
人
と
中
国
語
で
対
等
に
対
話
で
き
る
人
材
」
の
育
成
を
教
育

目
標
に
定
め
、
全
員
留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
海
外
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

活
動
を
正
課
と
し
て
盛
り
込
ん
だ
斬
新
な
構
想
は
、
大
学
設
置
審
議

委
員
会
で
も
高
く
評
価
さ
れ
た
。
今
日
で
も
な
お
他
大
学
が
容
易
に

追
随
で
き
な
い
こ
れ
ら
の
取
組
の
多
く
は
、
加
々
美
氏
の
発
案
に
な

る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
正
課
科
目
「
現
地
研
究
調
査
」
で
は
、
学

生
た
ち
は
中
国
語
を
用
い
て
中
国
現
地
で
調
査
し
、
最
後
に
現
地
で

中
国
語
を
用
い
て
報
告
会
を
開
い
て
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
す
る
。
こ

れ
は
、
戦
前
・
戦
中
の
日
本
に
よ
る
中
国
社
会
調
査
が
も
っ
ぱ
ら
侵

略
に
利
用
さ
れ
、
現
地
社
会
に
は
そ
の
成
果
が
還
元
さ
れ
な
か
っ
た

と
い
う
苦
い
反
省
を
踏
ま
え
た
、
東
大
の
社
会
学
科
出
身
の
加
々
美

氏
な
ら
で
は
の
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。
日
本
初
の
ユ
ニ
ー
ク
な
学

部
、
現
代
中
国
学
部
が
発
足
し
た
の
は
ち
ょ
う
ど
四
半
世
紀
前
の
一

九
九
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　
学
部
設
立
に
あ
た
っ
て
の
加
々
美
氏
の
貢
献
は
学
生
募
集
に
も
及

ん
だ
。
加
々
美
氏
は
認
可
が
下
り
る
前
か
ら
、
費
用
負
担
を
渋
る
大

学
を
尻
目
に
、
地
元
の
大
手
予
備
校
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
全
国
各
地

を
行
脚
し
、
新
学
部
の
理
念
を
熱
く
語
っ
て
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
も

加
々
美
光
行
氏
を
偲
ぶ

愛
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た
び
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
定
員
一
八
〇
名
の
現
代
中
国
学
部
の

最
初
の
入
試
に
は
全
国
各
地
か
ら
総
計
で
十
倍
近
い
志
願
者
が
集

ま
っ
た
。
加
々
美
氏
は
自
身
の
理
想
や
主
張
を
、
声
を
張
り
上
げ
る

こ
と
な
く
、
し
か
し
確
信
に
満
ち
た
口
調
で
滔
々
と
語
る
の
が
常
で

あ
っ
た
。
か
つ
て
加
々
美
氏
が
非
常
勤
講
師
と
し
て
講
義
を
し
た
某

女
子
大
で
は
、
学
生
た
ち
が
氏
の
語
り
口
を
「
カ
ガ
ミ
る
」
と
表
現

し
た
と
い
う
。「
カ
ガ
ミ
る
」
と
き
の
氏
は
、
そ
の
人
懐
こ
い
笑
顔

と
と
も
に
多
く
の
人
を
引
き
付
け
た
。

　
本
誌
の
刊
行
に
も
加
々
美
氏
の
持
論
が
強
く
反
映
さ
れ
た
。『
中

国
21
』
創
刊
準
備
号
（
一
九
九
七
年
三
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
創
刊

の
辞
」
は
、
当
時
の
中
国
研
究
が
一
方
向
的
な
客
観
的
情
報
の
取
得

を
目
的
と
す
る
「
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
」
方
式
に
傾
き
、
研
究
対
象
と
の

対
話
を
欠
い
て
い
る
と
痛
烈
に
批
判
し
、
こ
の
「
学
問
方
法
上
の
歪

み
」
を
正
す
こ
と
が
新
学
部
設
置
の
研
究
領
域
に
お
け
る
目
的
で
あ

る
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
本
来
学
部
の
「
紀
要
」
に
な
る
は
ず
の
本

誌
を
、
学
部
、
大
学
の
外
部
へ
、
さ
ら
に
世
界
に
ま
で
開
か
れ
た

フ
ォ
ー
ラ
ム
に
す
る
こ
と
を
創
刊
目
的
と
し
て
高
ら
か
に
宣
言
し
て

い
る
。
本
誌
が
国
内
外
に
広
く
寄
稿
者
を
求
め
、
現
在
も
一
般
書
籍

と
し
て
書
店
店
頭
で
販
売
さ
れ
て
い
る
の
は
、
加
々
美
氏
の
中
国
研

究
の
在
り
方
に
対
す
る
こ
う
し
た
鋭
い
問
い
か
け
に
由
来
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
残
念
な
こ
と
に
、
新
学
部
が
発
足
し
て
間
も
な
く
、
加
々
美
学
部

長
は
南
開
大
学
で
実
施
さ
れ
た
第
一
回
現
地
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
四
か
月

の
中
国
語
研
修
）
の
修
了
式
に
出
席
す
る
た
め
北
京
空
港
か
ら
天
津

へ
移
動
途
中
の
高
速
道
路
上
で
交
通
事
故
に
見
舞
わ
れ
た
。
そ
の
後

遺
症
の
影
響
も
あ
り
、
人
工
透
析
を
必
要
と
す
る
身
と
な
っ
た
氏

は
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
に
学
部
長
を
辞
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
完

成
年
度
前
の
辞
任
は
氏
に
と
っ
て
無
念
至
極
で
あ
っ
た
に
違
い
な

い
。
二
〇
〇
二
年
、
氏
が
中
心
と
な
っ
て
構
想
し
た
国
際
中
国
学
研

究
セ
ン
タ
ー
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
）
が
文
部
科
学
省
の
「
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ

Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
採
択
さ
れ
る
と
い
う
本
学
に
と
っ
て
の
快
挙
が

実
現
す
る
と
、
氏
の
関
心
と
活
動
の
重
点
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
に
移
り
、
海

外
の
中
国
研
究
者
の
招
聘
・
交
流
や
大
学
院
中
国
研
究
科
博
士
課
程

の
デ
ュ
ア
ル
デ
ィ
グ
リ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
営
に
氏
の
精
力
の
大

部
分
が
傾
注
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
私
が
近
隣
の
公
立
大
学
か
ら
愛
知
大
学
現
代
中
国
学
部
に
移
っ
た

『中国21』創刊準備号
（1997年３月）
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の
は
、
ち
ょ
う
ど
Ｉ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
が
始
動
し
よ
う
と
す
る
時
期
で
あ
っ

た
。
た
ま
た
ま
東
京
の
研
究
会
で
同
席
し
た
某
私
立
大
学
教
授
に
そ

の
こ
と
を
告
げ
る
と
、
加
々
美
氏
と
親
交
の
あ
っ
た
教
授
は
ち
ょ
っ

と
間
を
お
い
て
か
ら
言
っ
た
。「
き
っ
と
苦
労
す
る
よ
。
加
々
美
さ

ん
は
な
に
し
ろ
十
二
人
兄
弟
の
末
っ
子
で
、
面
倒
な
こ
と
は
“
よ
き

に
は
か
ら
え
”
だ
か
ら
ね
」。
│
│
故
人
と
な
っ
た
同
教
授
の
忠
告

を
、
私
は
そ
の
後
と
き
お
り
思
い
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
発
足
間
も

な
い
現
代
中
国
学
部
は
解
決
す
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
抱
え
て
い

た
し
、
今
に
い
た
る
四
半
世
紀
の
間
の
日
中
関
係
の
激
動
に
翻
弄
さ

れ
続
け
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
本
学
部

が
掲
げ
て
き
た
高
邁
な
目
標
を
少
し
で
も
実
現
し
よ
う
と
し
て
、
教

員
や
職
員
が
費
や
し
て
き
た
労
力
は
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
い
と
思

う
。
今
も
こ
う
し
て
そ
の
努
力
が
継
続
さ
れ
て
い
る
の
は
、
わ
れ
わ

れ
も
ま
た
加
々
美
氏
の
抱
い
た
理
想
を
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
共
有
し

て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
日
本
に
お
け
る
現
代
中
国
研
究
の
牽
引
者
の
中
で
も
、
思
想
、
文

化
か
ら
政
治
、
国
際
関
係
、
と
き
に
経
済
ま
で
幅
広
く
論
じ
る
こ
と

が
で
き
た
と
い
う
点
で
、
加
々
美
氏
は
際
立
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
氏
の
本
領
が
最
も
発
揮
さ
れ
た
の
は
、
や
は
り
“
理
念
”

が
問
わ
れ
た
文
革
研
究
の
領
域
で
あ
っ
た
と
思
う
。
私
が
初
め
て
氏

の
謦
咳
に
接
し
た
の
は
、
一
九
八
一
年
の
中
央
大
学
で
開
催
さ
れ
た

日
本
現
代
中
国
学
会
全
国
大
会
で
あ
っ
た
。
共
通
論
題
の
報
告
者
と

し
て
登
場
し
た
氏
は
、
人
間
の
主
体
性
と
そ
の
平
等
な
相
互
関
係
を

重
ん
じ
る
「
コ
ミ
ュ
ー
ン
主
義
的
理
念
」（
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
で
は
な

い
）
が
毛
沢
東
の
思
想
の
中
で
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
、
ま
た

そ
れ
が
文
革
の
展
開
の
中
で
ど
の
よ
う
に
挫
折
し
て
い
っ
た
か
を
明

快
に
語
っ
た
。
文
革
の
権
力
闘
争
と
し
て
の
側
面
ば
か
り
が
強
調
さ

れ
る
当
時
の
研
究
風
潮
の
中
で
、
文
革
の
理
念
を
独
自
の
視
座
に

立
っ
て
救
い
出
そ
う
と
す
る
若
き
日
の
氏
の
「
カ
ガ
ミ
る
」
姿
は
、

今
も
鮮
明
に
私
の
記
憶
の
中
に
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
、
大
き
く
転

換
し
よ
う
と
す
る
中
国
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
。
そ
の
答
え

を
探
し
求
め
て
い
た
文
革
に
関
心
を
も
つ
多
く
の
者
に
と
っ
て
、
氏

の
一
連
の
論
文
や
評
論
は
そ
の
た
め
の
貴
重
な
手
が
か
り
と
な
っ
た

と
い
え
る
。

　
人
間
の
主
体
性
の
定
立
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
加
々
美
氏
に
と
っ

て
、
中
国
が
抱
え
る
民
族
問
題
も
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で

あ
っ
た
。
氏
は
、
中
国
の
民
族
問
題
が
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
一
九
八
〇
年
代
か
ら
精
力
的
に
論
考
を
発
表
し
、
そ
れ
ら
は

今
で
も
中
国
の
民
族
問
題
を
研
究
す
る
際
の
重
要
な
先
行
研
究
に

な
っ
て
い
る
。
圧
迫
に
苦
し
む
少
数
民
族
に
対
す
る
氏
の
眼
差
し
は

つ
ね
に
温
か
い
。
し
か
し
、
氏
は
彼
ら
の
民
族
運
動
の
中
に
分
離
独

立
を
希
求
す
る
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
民
族
感
情
」
と
外
部
か
ら
の
圧
迫

に
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
民
族
感
情
」
を
区
別
し
た

う
え
、
後
者
を
よ
り
重
視
し
た
。
氏
は
第
三
世
界
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
を
「
こ
と
ご
と
く
国
民
国
家
形
成
に
向
け
た
運
動
と
の
み
評
価
す

る
ア
ジ
ア
学
者
一
般
に
見
ら
れ
る
認
識
の
偏
り
」（『
知
ら
れ
ざ
る
祈
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り
│
│
中
国
の
民
族
問
題
』
新
評
論
、
一
九
九
二
年
の
あ
と
が
き
）

を
批
判
す
る
点
で
終
始
一
貫
し
て
い
た
。
氏
は
晩
年
の
論
考
の
中

で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
力
学
の
も
と
で
中
国
の
「
少
数
民
族
」
が
民

族
の
壁
や
国
境
を
越
え
て
「
主
体
と
し
て
の
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
」
を
求
め
る
動
き
を
加
速
さ
せ
、
そ
れ
が
翻
っ
て
多
民
族
国

家
・
中
国
の
再
生
を
促
す
可
能
性
に
期
待
を
表
明
し
て
い
る
（『
未

完
の
中
国
│
│
課
題
と
し
て
の
民
主
化
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六

年
、
二
五
八

－

二
六
〇
頁
）。
昨
今
の
ウ
イ
グ
ル
を
め
ぐ
る
状
況
は

氏
の
期
待
に
応
え
る
か
に
見
え
て
、
実
は
鋭
い
刃
を
突
き
つ
け
て
い

る
よ
う
に
も
思
え
る
。
晩
年
、
氏
は
ど
の
よ
う
な
思
い
で
こ
の
状
況

を
見
つ
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
加
々
美
氏
の
独
創
的
な
現
代
中
国
研
究
は
、
い
つ
の
日
か
後
進
研

究
者
に
よ
っ
て
ト
ー
タ
ル
な
分
析
が
加
え
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
私

に
と
っ
て
、
氏
は
研
究
上
の
同
業
者
、
あ
る
い
は
学
部
の
同
僚
と
い

う
立
場
を
超
え
て
、
竹
内
好
や
溝
口
雄
三
ら
と
同
様
、
中
国
を
ど
う

理
解
し
、
ど
う
向
き
合
う
べ
き
か
を
終
生
の
課
題
と
し
た
ひ
と
り
の

日
本
の
知
識
人
と
し
て
、
注
視
す
る
対
象
で
あ
っ
た
（
と
言
っ
て
も

氏
は
き
っ
と
怒
ら
な
い
だ
ろ
う
）。
氏
は
従
来
の
「
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ

＝
観
察
学
」
方
式
の
研
究
姿
勢
が
も
た
ら
す
認
識
の
歪
み
を
克
服
す

べ
く
、「
コ
・
ビ
ヘ
イ
ビ
オ
リ
ズ
ム
」
な
る
方
法
論
的
態
度
を
提
唱

し
た
。
そ
れ
は
目
的
を
も
っ
て
中
国
を
研
究
す
る
者
は
、
研
究
対
象

で
あ
る
中
国
人
や
中
国
社
会
の
側
も
ま
た
目
的
意
志
を
も
つ
存
在
で

あ
る
こ
と
を
意
識
し
、
両
者
の
意
志
が
対
立
し
た
り
協
調
し
た
り
す

る
相
互
連
動
作
用
を
視
座
の
中
心
に
置
く
べ
き
だ
と
い
う
主
張
で
あ

る
（『
鏡
の
中
の
日
本
と
中
国
│
│
中
国
学
と
コ
・
ビ
ヘ
イ
ビ
オ
リ

ズ
ム
の
視
座
』
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
）。
一
言
で
い
え
ば
、

研
究
対
象
と
対
話
せ
よ
、
対
話
を
通
じ
て
認
識
の
歪
み
を
正
せ
と
い

う
こ
と
と
受
け
止
め
る
。

　
私
は
加
々
美
氏
の
こ
の
提
唱
に
深
く
共
感
す
る
と
と
も
に
、
ど
う

し
た
ら
そ
れ
が
実
現
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
。
氏
が
研
究
を
ス

タ
ー
ト
し
た
時
代
と
違
っ
て
、
今
は
中
国
人
研
究
者
と
の
対
話
も
容

易
に
で
き
る
し
、
共
同
研
究
も
可
能
で
あ
る
（
最
近
で
は
ま
た
制
限

が
き
つ
く
な
っ
て
は
き
た
が
）。
し
か
し
、
氏
の
求
め
る
も
の
は

き
っ
と
さ
ら
に
そ
の
先
に
あ
る
。
日
本
と
中
国
が
「
互
い
を
映
す

鏡
」
で
あ
り
、
そ
の
「
鏡
の
歪
み
」
を
絶
え
ず
修
正
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
と
い
う
が
、
そ
れ
は
「
鏡
」
だ
け
の
問
題
な
の
か
。
お
そ

ら
く
氏
は
「
鏡
の
歪
み
」
を
修
正
し
て
い
く
こ
と
が
、
日
本
と
中
国

の
関
係
の
あ
り
方
、
さ
ら
に
は
双
方
の
社
会
自
体
を
も
変
え
て
い

く
、
そ
う
し
た
道
に
通
じ
る
こ
と
を
夢
見
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
現
代
中
国
学
部
や
Ｉ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
も
氏
の
大
き
な
夢
の
一
部
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
今
、
そ
れ
を
氏
に
問
え
ば
、
き
っ
と
あ
の
笑
顔

で
「
よ
き
に
は
か
ら
え
、
だ
よ
」
と
答
え
ら
れ
そ
う
な
気
が
す
る
。


