
時
代
の
胎
動
を
感
じ
、 

ロ
シ
ア
研
究
へ
。 

「
市
井
の
人
々
」に
関
心
を
抱
き
、 

研
究
領
域
を
広
げ
て
い
く
。

　

中
学
生
の
頃
か
ら
、
教
科
書
で
紹
介
さ

れ
て
い
た
ロ
シ
ア
文
学
や
音
楽
の
時
間
に

習
っ
た
ロ
シ
ア
民
謡
に
親
し
み
を
感
じ
て

い
た
と
い
う
伊
賀
上
先
生
。
特
に
ロ
シ
ア

民
謡
の
、
憂
い
の
あ
る
メ
ロ
デ
ィ
に
惹
か

れ
て
い
た
そ
う
だ
。

　

伊
賀
上
先
生
が
高
校
生
の
時
、
ソ
ヴ
ィ

エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
（
ソ
連
）
で

「
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
」
が
始
ま
っ
た
。
こ

れ
は
ソ
連
共
産
党
書
記
長
に
就
任
し
た
ミ

ハ
イ
ル
・
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
推
進
し
た
改

革
政
策
で
、
情
報
公
開
も
進
め
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
西
側
諸
国
（
資
本
主

義
陣
営
）
に
伝
わ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た

ソ
連
の
内
側
が
少
し
ず
つ
見
え
て
き
た
。

　

伊
賀
上
先
生
は
興
味
を
抱
い
て
い
た
ロ

シ
ア
・
ソ
連
が
大
き
く
揺
れ
動
い
て
い
る

こ
と
を
感
じ
、
こ
の
地
域
に
つ
い
て
学
ぼ

う
と
決
意
。
大
学
の
外
国
語
学
部
に
進
学

し
ロ
シ
ア
語
を
専
攻
す
る
中
で
、ロ
シ
ア
・

ソ
連
の
一
般
の
人
々
の
生
活
に
関
心
を
持

つ
よ
う
に
な
り
、
ロ
シ
ア
文
化
か
ら
ロ
シ

ア
・
ソ
連
を
構
成
す
る
民
族
、口
頭
伝
承
、

歴
史
へ
と
研
究
領
域
を
広
げ
て
い
っ
た
。

　

こ
こ
１
０
０
年
ほ
ど
の
間
に
２
度
も
大

き
な
体
制
転
換
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
が

ロ
シ
ア
の
文
化
と
人
々
の
暮
ら
し
に
大
き

く
影
響
し
て
い
る
、
と
伊
賀
上
先
生
は
語

る
。「
１
度
目
は
１
９
１
７
年
の
ロ
シ
ア
革

命
に
よ
り
帝
政
時
代
が
終
焉
を
迎
え
た
こ

と
。
革
命
以
前
の
帝
政
時
代
は
皇
帝
に
よ

る
専
政
が
行
わ
れ
、
皇
族
と
貴
族
を
中
心

に
政
治
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
貧
富
の

差
は
大
き
く
、
知
識
人
に
と
っ
て
は
『
こ

う
し
た
社
会
環
境
の
中
で
、
い
か
に
民
衆

を
救
済
す
る
か
』
と
い
う
こ
と
が
使
命
の

一
つ
と
さ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。
革
命
後
に

ソ
連
が
樹
立
さ
れ
る
と
、
レ
ー
ニ
ン
や
ス

タ
ー
リ
ン
主
導
の
も
と
で
社
会
主
義
国
家

と
し
て
歩
み
始
め
ま
す
。
こ
の
時
代
は
身

分
制
社
会
か
ら
平
等
社
会
へ
と
理
念
が
切

り
替
え
ら
れ
、
国
家
政
策
が
す
べ
て
に
お

い
て
優
先
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
２
度
目

は
第
二
次
世
界
大
戦
か
ら
40
年
近
く
を
経

た
１
９
８
０
年
代
後
半
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ

カ
の
結
果
に
よ
り
ソ
連
が
崩
壊
し
た
こ

と
。
ポ
ス
ト
社
会
主
義
の
時
代
が
始
ま
る

と
資
本
主
義
が
台
頭
し
、
再
び
貧
富
の
差

が
拡
大
し
て
い
き
ま
し
た
」

　

ソ
連
時
代
は
、
モ
ス
ク
ワ
な
ど
の
大
都

市
で
も
人
々
が
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ

て
い
か
な
る
暮
ら
し
を
営
ん
で
い
る
か

が
、
外
部
に
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
か
っ

た
。「
一
般
の
人
々
の
考
え
方
や
生
活
文
化

は
、
上
流
社
会
の
文
化
や
国
家
の
政
治
ほ

「
東
日
本
大
震
災
の
際
、ロ
シ
ア
か
ら
も
救
援
隊
が
派
遣
さ
れ
た
の
で

す
が
、あ
ま
り
ニ
ュ
ー
ス
に
な
ら
な
い
。ロ
シ
ア
に
つ
い
て
は
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
な
情
報
が
広
が
ら
な
い
の
で
す
」と
伊
賀
上
先
生
は
残
念
が
る
。

海
を
は
さ
ん
だ
隣
国
と
も
言
え
る
ロ
シ
ア
だ
が
、そ
こ
で
暮
ら
す
人
々

の
実
像
は
、日
本
で
は
意
外
な
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。そ
れ
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
経
緯
が
あ
る
。

伊
賀
上
先
生
の
話
か
ら
は
、「
自
分
で
確
か
め
、考
え
る
」こ
と
の
大
切
さ

が
伝
わ
っ
て
く
る
。

「
信
じ
さ
せ
た
い
こ
と
」
と

実
態
は
、
時
に
異
な
る
。

真
実
は
、
市
井
の
人
々
の

暮
ら
し
の
中
に
も
潜
ん
で
い
る
。

伊 賀 上 菜 穂 教 授

総 合 政 策 学 部



ど
重
視
さ
れ
な
い
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
普
通
の
人
々
の
暮
ら
し
の
中
に
こ

そ
、
さ
ま
ざ
ま
な
真
実
が
潜
ん
で
い
る
の

で
す
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
重
視
す
る

研
究
か
ら
は
、
モ
ス
ク
ワ
と
農
村
な
ど
ロ

シ
ア
各
地
の
地
域
差
や
、
時
代
に
お
け
る

違
い
な
ど
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

政
府
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
経
済
分
析
と
は

異
な
る
実
状
が
見
え
て
く
る
の
で
す
」

　

誰
か
が
「
信
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
」

で
は
な
く
、
自
ら
の
観
察
力
や
分
析
力
で

真
実
を
見
出
し
て
い
く
。
そ
こ
に
研
究
の
面

白
さ
が
あ
る
の
だ
と
、伊
賀
上
先
生
は
語
る
。

旧
「
満
洲
」
に
暮
ら
し
て
い
た 

農
村
ロ
シ
ア
人
の
実
態
と
、 

そ
の
後
を
追
究
。

　

ロ
シ
ア
の
人
々
の
暮
ら
し
に
関
心
を
抱

き
、
研
究
を
深
め
て
い
っ
た
伊
賀
上
先
生

は
、
や
が
て
多
く
の
ロ
シ
ア
民
謡
で
生
活

風
景
が
描
か
れ
て
い
た
「
農
民
（
農
村
ロ

シ
ア
人
）」
の
存
在
に
注
目
す
る
よ
う
に

な
る
。

「
帝
政
時
代
の
農
村
に
関
す
る
史
料
は
多

く
研
究
も
進
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
ソ
連

時
代
に
入
る
と
状
況
が
一
変
し
、
農
村
の

暮
ら
し
が
ど
の
よ
う
な
状
態
な
の
か
外
部

か
ら
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
政

府
の
統
制
下
で
農
村
は
厚
い
ベ
ー
ル
に
包

ま
れ
、
外
国
の
研
究
者
が
訪
問
す
る
こ
と

も
ほ
と
ん
ど
許
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
ソ
連
崩
壊
後
の
今
な
ら
ば
、
ソ
連
時

代
に
農
村
の
暮
ら
し
が
ど
の
よ
う
に
営
ま

れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
体
制
転
換
の
影
響

を
ど
の
よ
う
に
受
け
て
い
る
の
か
が
解
明

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
す
」

　

現
在
、
先
生
が
特
に
力
を
入
れ
て
い
る

の
が
「
旧
『
満
洲
』
農
村
ロ
シ
ア
人
の
社

会
」
に
関
す
る
研
究
だ
。
ロ
シ
ア
東
方
の

シ
ベ
リ
ア
地
域
に
つ
い
て
研
究
し
た
際
、

先
生
は
「
古
儀
式
派
」
と
い
う
ロ
シ
ア
正

教
の
一
派
に
属
す
る
人
々
と
出
会
っ
た
。

古
儀
式
派
と
は
17
世
紀
に
ロ
シ
ア
正
教
会

で
実
施
さ
れ
た
典
礼
改
革
を
拒
ん
で
政
府

か
ら
弾
圧
を
受
け
た
グ
ル
ー
プ
で
、
強
い

信
仰
心
と
勤
勉
さ
で
知
ら
れ
て
い
た
。
先

生
は
シ
ベ
リ
ア
農
村
に
住
む
古
儀
式
派
教

徒
に
つ
い
て
研
究
を
始
め
、
そ
の
つ
な
が

り
で
、
シ
ベ
リ
ア
・
ロ
シ
ア
極
東
か
ら
旧

満
洲
へ
移
住
し
た
古
儀
式
派
農
民
に
つ
い

て
も
追
究
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
テ
ー
マ
で
は
、
現
代
史
に
お
け
る

ロ
シ
ア
と
日
本
の
関
わ
り
を
見
る
こ
と
も

で
き
る
、
と
伊
賀
上
先
生
は
言
う
。「
ロ
シ

ア
革
命
の
結
果
、
多
く
の
人
が
ソ
連
政
権

を
受
け
入
れ
ず
難
民
や
亡
命
者
と
し
て
他

国
に
流
出
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
人
々
は

『
白
系
ロ
シ
ア
人
』
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

ソ
連
と
国
境
を
接
す
る
中
国
東
北
部
に
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は
、
特
に
多
く
の
白
系
ロ
シ
ア
人
が
流
入

し
ま
し
た
。
一
方
、
こ
の
時
期
日
本
は
東

北
ア
ジ
ア
へ
の
侵
攻
を
進
め
、
１
９
３
２

年
に
『
満
洲
国
』
を
建
国
し
、
多
く
の
開

拓
民
を
送
り
込
み
ま
し
た
。
満
洲
は
、
ロ

シ
ア
人
と
日
本
人
が
密
接
に
接
触
す
る
地

域
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
」

　

白
系
ロ
シ
ア
人
は
ハ
ル
ビ
ン
な
ど
の
都

市
ば
か
り
で
は
な
く
、
農
村
に
も
住
ん
で

い
た
。
彼
ら
は
ハ
ル
ビ
ン
の
東
方
に
位
置

す
る
ロ
マ
ノ
フ
カ
村
（
現
・
黒
龍
江
省
）

な
ど
に
入
植
し
、
寒
冷
地
に
た
く
ま
し
く

適
応
し
て
農
業
を
営
ん
で
い
た
。
こ
の
ロ

マ
ノ
フ
カ
村
に
住
ん
で
い
た
農
民
が
、
ロ

シ
ア
極
東
地
方
か
ら
弾
圧
を
逃
れ
て
や
っ

て
き
た
古
儀
式
派
の
人
た
ち
で
あ
っ
た
。

　

当
時
の
日
本
政
府
は
満
蒙
開
拓
政
策
の

も
と
満
洲
に
送
り
込
ん
だ
日
本
人
開
拓
者

に
向
け
て
、
現
地
へ
の
適
応
を
実
現
す
る

た
め
の
生
活
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
必
要
が

あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ロ
マ
ノ
フ
カ
村
な
ど
、

適
応
を
果
た
し
た
ロ
シ
ア
人
農
村
が
脚
光

を
浴
び
る
。南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社（
満
鉄
）

な
ど
に
よ
り
多
く
の
調
査
が
行
わ
れ
た
ほ

か
、
映
画
が
撮
影
さ
れ
、『
婦
人
画
報
』
と

い
っ
た
雑
誌
に
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
り
も

し
て
、
ロ
シ
ア
人
農
村
の
姿
は
満
洲
国
を

始
め
日
本
本
土
で
も
広
く
紹
介
さ
れ
た
。

「
満
洲
国
は
日
本
の
傀
儡
国
家
で
し
た
か

ら
、
そ
こ
に
暮
ら
す
ロ
シ
ア
人
は
農
民
を

含
め
て
日
本
の
統
制
を
受
け
て
お
り
、
兵

役
や
労
働
義
務
を
課
さ
れ
て
兵
力
増
強
に

利
用
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
史
上
ま
れ
に
み

る
、
日
本
人
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
民
族

の
支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。
日
本

が
敗
戦
し
満
洲
国
が
崩
壊
す
る
と
、
白
系

ロ
シ
ア
人
の
一
部
は『
日
本
に
協
力
し
た
』

罪
を
問
わ
れ
て
逮
捕
さ
れ
た
り
ソ
連
に
強

制
連
行
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
。
残
り
の

人
々
も
中
国
情
勢
の
変
化
の
中
で
、
ソ
連

へ
の
帰
国
や
北
米
や
南
米
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
な
ど
へ
の
再
移
住
を
余
儀
な
く
さ
れ

ま
し
た
」

　

日
本
人
に
よ
る
ロ
シ
ア
人
支
配
と
い

う
、
か
つ
て
多
く
の
日
本
人
が
知
っ
て
い

た
事
実
も
、65
年
の
時
を
経
た
今
、知
る
人

は
少
な
く
な
っ
た
。
満
蒙
開
拓
政
策
に
ま

つ
わ
る
事
柄
の
た
め
、
日
本
に
と
っ
て
は

「
忘
れ
た
い
事
実
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
伊
賀
上
先
生
は
推
測
し
て
い
る
。
時

代
背
景
に
よ
り
人
が
関
心
を
「
持
た
さ
れ

る
」こ
と
は
変
わ
る
、ロ
マ
ノ
フ
カ
村
の
古

儀
式
派
農
民
の
研
究
を
通
じ
、
伊
賀
上
先

生
は
改
め
て
そ
れ
を
痛
感
し
た
と
い
う
。

「
他
国
へ
再
移
住
し
た
古
儀
式
派
農
民
の

そ
の
後
は
比
較
的
知
ら
れ
て
い
る
の
で
す

が
、
ソ
連
へ
帰
還
し
た
人
々
に
つ
い
て
は

長
い
間
不
明
で
し
た
。
し
か
し
、
ペ
レ
ス

ト
ロ
イ
カ
以
降
状
況
が
変
化
し
、
ソ
連
に

帰
っ
た
人
々
の
一
部
が
、
現
在
、
ロ
シ
ア

極
東
の
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
地
方
に
住
ん
で
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
私
は

２
０
０
５
年
の
夏
、
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
地
方

に
住
む
旧
ロ
マ
ノ
フ
カ
村
の
住
民
を
訪

ね
、
彼
ら
が
戦
後
体
験
し
た
壮
絶
な
苦
悩

を
聞
き
取
り
ま
し
た
」

　

先
生
は
、
ア
ラ
ス
カ
に
移
住
し
た
旧
ロ

マ
ノ
フ
カ
村
の
古
儀
式
派
農
民
も
訪
ね

た
。
世
界
各
地
に
散
っ
た
古
儀
式
派
農
民

の
「
そ
の
後
」
を
追
う
中
で
、
伊
賀
上
先

生
は
古
儀
式
派
の
人
々
の
生
活
が
こ
れ
か

ら
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
注
目

す
る
と
と
も
に
、「
移
民
」
と
い
う
新
た
な

テ
ー
マ
に
も
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
。
今
後
は
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
を
さ

ら
に
追
究
し
て
い
き
た
い
、
と
伊
賀
上
先

生
は
意
欲
を
語
っ
た
。

日
本
で
は
そ
の
実
像
が 

知
ら
れ
て
い
な
い
ロ
シ
ア
。 

多
く
の
人
に
魅
力
を
知
っ
て
ほ
し
い
。

　

伊
賀
上
先
生
の
ゼ
ミ
の
テ
ー
マ
は
「
ロ

シ
ア
・
旧
ソ
連
地
域
の
社
会
と
文
化
」。

そ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
点
は
、
研
究
と
同
時
に

「
ロ
シ
ア
語
を
学
ぶ
」
こ
と
だ
。
ロ
シ
ア

に
つ
い
て
深
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ロ

シ
ア
の
人
々
が
使
っ
て
い
る
言
語
を
習
得

す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
伊
賀
上
先
生
は
考

アラスカに暮らす古儀式派教徒を訪ねた、フィールドワークの１シーン。



え
て
い
る
。

「
ロ
シ
ア
語
の
文
字
の
中
に
は
見
慣
れ
な

い
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
と
し
て
皆
さ
ん
が
な
じ
ん
で
い
る
ラ
テ

ン
文
字
と
共
通
す
る
も
の
が
多
い
の
で
、

す
ぐ
に
マ
ス
タ
ー
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
ロ
シ
ア
語
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
く

の
言
語
に
通
じ
る
部
分
が
多
い
の
で
、
特

に
ド
イ
ツ
語
を
学
ん
だ
人
に
は
な
じ
み
や

す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。『
ロ
シ
ア
語
は
難

し
い
』
と
習
得
に
挫
折
す
る
人
の
多
く
が

始
め
の
段
階
で
壁
に
ぶ
つ
か
る
よ
う
で
す

が
、
初
級
で
習
う
文
法
以
上
に
難
し
い
要

素
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
の
で
、
初
級
さ
え

し
っ
か
り
習
得
す
れ
ば
、
そ
の
後
は
あ
ま

り
苦
労
し
な
い
と
思
い
ま
す
よ
」

　

ロ
シ
ア
・
旧
ソ
連
地
域
の
範
囲
は
広
い

た
め
、
伊
賀
上
先
生
は
東
欧
や
中
国
な
ど

に
つ
い
て
も
知
識
が
あ
り
、
指
導
す
る
こ

と
が
で
き
る
そ
う
だ
。
ゼ
ミ
に
参
加
す
る

学
生
も
、
文
化
や
歴
史
な
ど
に
つ
い
て
関

心
の
あ
る
者
が
多
数
を
占
め
る
と
の
こ
と
。

「
企
業
へ
の
就
職
を
考
え
て
い
る
学
生
で
あ

れ
ば
、
商
社
な
ど
、
あ
る
国
や
地
域
を
理

解
す
る
力
が
必
要
に
な
る
業
種
を
志
望
す

る
人
に
と
っ
て
、
私
の
専
門
分
野
が
役
に

立
つ
で
し
ょ
う
」
と
伊
賀
上
先
生
は
言
う
。

「
学
生
に
ロ
シ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
を
訊
ね
る

と
、『
広
い
・
怖
い
・
寒
い
』（
笑
）。
日
本

で
ロ
シ
ア
の
実
像
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
お

ら
ず
、印
象
が
偏
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

ロ
シ
ア
・
旧
ソ
連
地
域
は
多
彩
な
表
情
を

持
っ
て
い
て
、
文
化
に
し
ろ
政
治
に
し
ろ

自
分
に
と
っ
て
興
味
深
い
側
面
が
必
ず
見

つ
か
る
エ
リ
ア
で
す
か
ら
、
学
べ
ば
学
ぶ

ほ
ど
発
見
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、

多
く
の
学
生
に
こ
の
地
域
の
魅
力
を
知
っ

て
ほ
し
い
で
す
ね
」

高
校
生
の
皆
さ
ん
へ

　

私
が
研
究
対
象
と
し
て
い
る
ロ
シ
ア

（
旧
ソ
連
圏
）、
ま
た
専
門
分
野
と
し
て
い

る
文
化
人
類
学
や
民
族
学
は
、
ア
メ
リ
カ

中
心
の
国
家
・
経
済
政
策
論
な
ど
、
現
代

社
会
に
お
い
て
メ
ジ
ャ
ー
と
さ
れ
て
い
る

分
野
か
ら
一
定
の
距
離
を
と
る
学
問
で

す
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
「
世

界
に
対
し
て
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
も

の
」
が
こ
の
世
の
す
べ
て
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
が
よ
く
見
え
ま
す
。
真
実
に
近

づ
く
た
め
に
は
、
メ
ジ
ャ
ー
と
さ
れ
る
分

野
以
外
に
も
広
大
な
領
域
が
存
在
す
る
こ

と
、
そ
し
て
マ
ク
ロ
な
視
点
と
ミ
ク
ロ
な

視
点
の
双
方
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
念
頭

に
置
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
大
学
で
高
度
な
知
識
を
得
よ

う
と
し
て
い
る
皆
さ
ん
に
は
、
世
の
中
に

あ
ふ
れ
て
い
る
「
現
代
社
会
で
権
威
を
持

つ
」
考
え
方
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
に
、
ま
ず

は
少
し
斜
め
の
角
度
か
ら
見
て
、
現
実
は

ど
う
で
あ
る
か
を
自
分
で
見
極
め
ら
れ
る

力
を
付
け
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

ゼミの参加者と伊賀上先生。先生の人柄を感じさせる、和やかな様子が印象的。

４年生の卒業論文を指導。悩んでいるポイントについても
適切なアドバイスが受けられる。


