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〔
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〕　

道
標
　
　
岡
野
弘
彦
名
誉
教
授
②

　

大
正
十
三
（
１
９
２
４
）
年
生
ま
れ
の
岡
野
弘
彦
名
誉
教
授
は
、

九
十
一
歳
。
歌
人
と
し
て
今
も
第
一
線
で
活
躍
し
、
日
ご
ろ
か
ら

言
葉
の
乱
れ
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。（
四
月
号
か
ら
つ
づ
く
）

―
岡
野
名
誉
教
授
は
、
國
學
院
雜
誌
に
折
口
研
究
に
関
す
る
論
文
の
ほ

か
、
古
今
集
を
は
じ
め
歌
に
関
す
る
論
文
を
複
数
書
き
残
し
て
い
る
。
國

學
院
大
學
の
教
員
と
な
っ
て
か
ら
は
、
古
事
記
・
万
葉
集
か
ら
源
氏
物

語
、
今
昔
物
語
集
、
西
鶴
・
近
松
ま
で
幅
広
く
授
業
を
担
当
し
た
。

岡
野　

昭
和
二
十
八
年
九
月
、
折
口
先
生
が
亡
く
な
り
、
そ
の
翌
年
か
ら

『
折
口
信
夫
全
集
』
の
編
纂
が
学
内
で
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
一
番
兄あ
に

弟で

子し

の
西
角
井
正
慶
博
士
以
下
の
方
々
が
各
巻
の
編
集
を
担
当
さ
れ
た
の
で
す

が
、
そ
の
た
め
の
資
料
蒐
集
や
年
譜
の
作
製
な
ど
の
作
業
が
大
変
で
、
先

生
の
晩
年
に
生
活
を
共
に
し
た
私
が
編
纂
室
の
主
事
の
役
を
つ
と
め
、
若

い
研
究
者
や
学
生
の
手
を
借
り
て
必
要
な
資
料
を
集
め
ま
し
た
。
没
後
一

年
を
経
た
二
十
九
年
十
月
、
中
央
公
論
社
か
ら
毎
月
一
巻
を
刊
行
し
て
、

全
部
で
三
十
一
巻
の
刊
行
を
終
っ
た
の
は
、
三
十
二
年
四
月
で
す
。
そ
の

一
月
前
、
刊
行
中
の
折
口
全
集
に
対
し
て
、
日
本
芸
術
院
恩
賜
賞
が
贈
ら

れ
ま
し
た
。

全
集
が
完
成
し
て
後
は
、
大
学
の
講
義
に
戻
り
ま
し
た
が
、
折
口
先
生

の
亡
き
の
ち
私
の
講
義
科
目
な
ど
に
配
慮
し
て
下
さ
っ
た
の
は
、
予
科
時

代
か
ら
心
を
配
っ
て
い
て
下
さ
っ
た
佐
藤
謙
三
先
生
で
、
若
い
う
ち
は
教

養
課
程
の
講
義
を
担
当
し
て
、
広
く
各
時
代
の
日
本
文
学
作
品
に
通
じ
て

お
く
べ
き
だ
、
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
点
は
折
口
先
生
も
同
じ
で
、
早

く
か
ら
自
分
の
専
門
を
狭
く
決
め
て
し
ま
う
べ
き
で
は
な
い
、
と
よ
く
戒
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め
ら
れ
ま
し
た
。

だ
か
ら
二
年
く
ら
い
で
テ
キ
ス
ト
を
変
え
て
、
上
古
の
古
事
記
・
万
葉

か
ら
、
中
古
の
伊
勢
物
語
・
源
氏
物
語
・
古
今
・
新
古
今
、
そ
し
て
う
ち

の
大
学
は
上
古
・
中
古
を
専
門
に
す
る
先
生
が
多
か
っ
た
か
ら
、
意
識
し

て
今
昔
物
語
や
西
鶴
・
近
松
・
芭
蕉
の
作
品
ま
で
講
義
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
な
か
な
か
努
力
を
要
す
る
こ
と
で
、
講
義
の
準
備
の
た
め
に
徹

夜
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
が
、
折
口
全
集
の
編
纂
で
徹
夜
に
は
馴
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
に
私
は
酒
も
飲
め
ず
、
煙
草
も
早
く
止
め
て
し
ま
っ
た
の

で
体
力
に
は
自
信
が
あ
り
ま
し
た
。

大
学
の
体
育
祭
に
十
年
間
、
体
育
系
の
学
生
と
マ
ラ
ソ
ン
を
走
り
、
五

十
代
の
終
り
ま
で
サ
ッ
カ
ー
・
チ
ー
ム
を
持
っ
て
い
て
、
学
生
の
チ
ー
ム

や
他
校
の
教
員
チ
ー
ム
と
試
合
を
し
ま
し
た
。

四
十
代
の
中
頃
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
ド
イ
ツ
の
ボ
ン
大
学
と
交
換

教
授
の
話
が
あ
っ
て
、
二
年
間
日
本
学
を
講
義
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と

で
、
準
備
を
し
て
い
る
時
に
、
急
に
学
生
部
の
仕
事
を
手
伝
う
よ
う
に
と

い
う
佐
藤
謙
三
先
生
の
指
示
で
、
千
勝
学
生
部
長
の
そ
ば
で
ス
ポ
ー
ク
ス

マ
ン
を
つ
と
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
か
ら
長
く
学
生
部
長
や
文
学
部
長

の
役
職
を
つ
と
め
ま
し
た
。

一
方
で
、
全
集
を
出
版
し
て
後
の
『
折
口
記
念
古
代
研
究
所
』
の
行
事

も
、
講
演
会
や
紀
要
の
出
版
、
研
究
所
で
の
毎
年
の
万
葉
旅
行
な
ど
、
多

様
な
活
動
が
あ
り
ま
し
た
。
何
よ
り
楽
し
く
、
実
り
の
多
か
っ
た
の
は
、

一
年
を
通
し
て
の
研
究
会
に
出
席
の
良
か
っ
た
学
生
と
共
に
、
万
葉
集
ゆ

か
り
の
地
を
旅
す
る
『
万
葉
旅
行
』
で
、
年
末
の
一
週
間
か
け
て
万
葉
集

に
ゆ
か
り
の
地
を
、
で
き
る
だ
け
乗
り
物
を
使
わ
な
い
で
歩
き
に
歩
い

て
、
要
所
で
私
が
話
を
す
る
。

こ
の
旅
中
に
感
じ
た
こ
と
は
、
学
生
各
自
が
短
歌
の
形
に
し
て
手
帖
に

記
し
て
お
い
て
、
旅
行
の
最
後
の
夜
に
歌
会
を
開
い
て
、
批
評
し
あ
う
。

一
週
間
旅
を
し
て
短
歌
に
心
を
集
中
す
る
と
、
学
生
達
は
意
外
な
ほ
ど
濃

密
な
作
品
を
作
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

や
が
て
私
は
そ
の
人
た
ち
を
中
心
に
、「
人
」
と
い
う
短
歌
会
を
作
り
、

二
十
年
間
の
結
社
活
動
を
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。「
人
」
短
歌

会
は
二
十
年
で
解
散
し
ま
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
幾
つ
か
の
結
社

が
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
を
保
っ
て
今
も
続
い
て
い
ま
す
。

万
葉
旅
行
は
幾
つ
か
コ
ー
ス
が
あ
っ
て
、
大
和
の
飛
鳥
か
ら
吉
野
へ
の

コ
ー
ス
が
一
つ
、
奈
良
周
辺
が
一
つ
、
近
江
一
周
が
一
つ
、
紀
伊
半
島
の

東
側
を
伊
勢
・
志
摩
・
熊
野
へ
か
け
て
が
一
つ
、
紀
伊
半
島
の
西
側
を
御

坊
市
あ
た
り
ま
で
南
下
し
て
東
に
折
れ
、
昔
の
熊
野
詣
で
の
道
を
通
っ
て

熊
野
本
宮
ま
で
が
一
つ
。
そ
れ
に
筑
紫
万
葉
と
、
越
中
万
葉
の
コ
ー
ス
を

加
え
る
と
万
葉
地
理
の
主
要
部
は
ほ
と
ん
ど
歩
い
た
こ
と
に
な
る
。
年
に

二
・
三
度
は
奥
多
摩
へ
一
泊
旅
行
し
て
足
な
ら
し
を
し
ま
し
た
。
山
岳
部
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の
次
は
「
折お
り

研け
ん

」
だ
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
皆
健
脚
だ
っ
た
。
か
弱
く
見
え

る
女
性
の
方
が
持
久
力
が
あ
っ
て
、
四
日
五
日
と
歩
い
て
い
る
と
肉ま

刺め

が

つ
ぶ
れ
て
運
動
靴
に
赤
く
血
を
滲
ま
せ
な
が
ら
、
黙
っ
て
歩
い
て
い
る
の

を
見
る
と
胸
が
熱
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

最
後
に
は
大
学
院
生
と
百
済
の
都
、
扶
余
を
た
ず
ね
て
歩
き
廻
っ
た
の

は
よ
い
思
い
出
に
な
っ
て
い
ま
す
。

―
岡
野
名
誉
教
授
は
、
日
ご
ろ
か
ら
敗
戦
後
の
文
語
の
衰
退
に
警
鐘
を
鳴

ら
し
続
け
て
い
る
。

岡
野　

今
か
ら
考
え
て
一
番
残
念
に
思
う
こ
と
は
、
戦
後
あ
れ
ほ
ど
日
本

人
が
自
身
の
言
葉
を
変
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
ね
。
敗
戦
後
七
十
年
、

こ
ん
な
に
日
本
人
の
言
葉
が
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
は
、
あ
の
当
時

の
人
は
誰
も
気
づ
い
て
居
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

僕
は
二
十
年
ほ
ど
前
か
ら
、
小
説
家
の
丸
谷
才
一
さ
ん
、
詩
人
の
大
岡

信ま
こ
と

さ
ん
と
三
人
で
、
連
句
を
巻
い
て
二
冊
の
連
句
集
を
出
版
し
ま
し
た
。

こ
の
連
句
も
最
初
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
の
は
折
口
先
生
か
ら
で
、
池
田

弥
三
郎
さ
ん
や
慶
応
の
人
と
一
緒
に
、
先
生
の
家
で
連
句
を
巻
い
た
の
で

す
。
芭
蕉
が
そ
の
門
弟
た
ち
と
巻
い
た
代
表
的
な
作
品
は
國
學
院
の
教
室

で
学
生
に
二
年
間
ほ
ど
講
義
し
ま
し
た
。

丸
谷
・
大
岡
両
氏
と
連
句
を
巻
き
な
が
ら
、
折
に
つ
け
て
話
題
と
な
る

の
は
、
戦
後
の
言
葉
の
乱
れ
と
言
葉
の
衰
退
で
す
。
丸
谷
才
一
と
い
う
小

説
家
は
、
戦
後
に
な
っ
て
も
自
分
の
書
く
小
説
や
文
章
の
文
体
を
、
敗
戦

後
の
文
体
に
変
え
な
か
っ
た
人
で
す
。
そ
れ
で
も
人
々
は
そ
の
小
説
を
、

ほ
と
ん
ど
違
和
感
な
く
読
ん
で
い
た
は
ず
で
す
。

私
も
自
分
の
短
歌
作
品
は
す
べ
て
旧
假
名
遣
い
で
表
記
し
ま
す
。
先
に

あ
げ
た
、
丸
谷
・
大
岡
両
氏
と
共
に
巻
い
た
連
句
も
旧
假
名
遣
い
で
す
。

で
も
今
書
い
て
い
る
こ
の
文
章
は
新
假
名
遣
い
で
す
。
そ
う
い
う
使
い
分

け
は
、
さ
ほ
ど
気
に
な
ら
な
い
で
仕
分
け
ら
れ
、
ま
た
読
み
分
け
ら
れ
る

能
力
が
日
本
人
に
は
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
漢
字
に
よ
っ
て
初
め
て
文

字
と
い
う
も
の
を
知
っ
た
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
、
間
も
な
く
そ
こ
か
ら
平

假
名
と
片
假
名
と
い
う
二
つ
の
字
体
を
案
出
し
、
漢
字
と
共
に
三
つ
の
字

体
を
た
く
み
に
使
い
分
け
て
文
章
を
表
記
し
て
き
ま
し
た
。
文
体
と
同
じ

よ
う
に
、
文
字
に
も
使
い
分
け
が
あ
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

私
が
日
本
人
の
日
本
語
理
解
に
つ
い
て
気
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
少
し

別
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
私
が
四
十
代
・
五
十
代
の
頃
、
あ
ち
こ
ち
の

中
学
・
高
校
の
国
語
の
先
生
の
研
究
会
に
、
よ
く
呼
ば
れ
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
理
由
は
、
教
科
書
に
出
て
く
る
短
歌
や
俳
句
、
つ
ま
り
短
い
詩

形
の
教
材
を
教
え
る
の
が
む
つ
か
し
い
、
ど
う
教
え
れ
ば
い
い
か
を
知
り

た
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
た
。
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た
と
え
ば
芭
蕉
の
句
で
も
、
次
の
よ
う
な
句
は
よ
く
難
解
句
と
し
て
質

問
さ
れ
ま
し
た
。

田
一
枚
植
て
立
去
る
柳
か
な

語
ら
れ
ぬ
湯
殿
に
ぬ
ら
す
袂た
も
と

か
な

ゆ
く
春
を
近
江
の
人
と
惜
し
み
け
る

い
ず
れ
も
芭
蕉
の
代
表
句
で
、
ち
ょ
っ
と
そ
の
気
に
な
っ
て
調
べ
れ
ば

釋
き
方
は
わ
か
る
は
ず
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
句
の
内
包
す
る
深
み
も
伝
わ
る

と
思
う
の
で
す
が
、
俳
句
の
表
現
に
親
し
み
を
持
と
う
と
す
る
気
持
が

ま
っ
た
く
無
い
人
々
が
、
国
語
の
先
生
の
中
に
も
ふ
え
て
き
て
い
る
の
だ

と
思
い
ま
し
た
。
も
っ
と
も
三
番
目
の
句
な
ど
は
、
芭
蕉
の
弟
子
の
中
に

も
そ
の
眞
意
の
汲
み
取
れ
な
い
近
江
の
俳
人
が
居
て
、
芭
蕉
を
悲
し
ま
せ

て
い
る
の
で
す
か
ら
、
短
詩
型
文
学
の
受
容
に
は
む
つ
か
し
い
点
が
あ
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。

中
世
の
秀
歌
が
多
い
『
新
古
今
和
歌
集
』
で
言
え
ば
、
す
ぐ
れ
て
い
る

の
は
西
行
・
俊
成
・
後
鳥
羽
院
で
、
定
家
は
少
し
格
が
下
が
り
ま
す
。
女

流
で
は
俊
成
ノ
女
で
し
ょ
う
。

―
最
後
に
、
短
歌
の
将
来
に
つ
い
て
一
言
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

岡
野　

折
口
先
生
が
大
正
の
末
年
に
「
歌
の
円
寂
す
る
時
」
と
い
う
題

で
、
短
歌
は
滅
び
る
と
予
言
し
た
論
を
書
き
、
三
冊
の
詩
集
や
新
短
歌
形

式
の
作
品
を
発
表
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
短
歌
へ
の
執
着
を
死
の
間
際
ま

で
燃
や
し
つ
づ
け
た
様
子
を
、
私
は
ま
ざ
ま
ざ
と
眼
前
に
見
て
い
る
の
で

す
。
そ
し
て
短
歌
は
そ
の
後
も
現
在
ま
で
、
戦
後
日
本
の
大
き
な
変
化
を

刻
み
な
が
ら
生
き
つ
づ
け
て
い
ま
す
。
今
後
更
に
ど
う
い
う
変
貌
を
経
て

ゆ
く
の
か
、
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
世
が
ど
う
あ
ろ
う
と
も
、
私
は
私
で
自
分
の
身
の
内
か
ら
に

じ
み
出
る
苦
渋
の
脂
の
し
た
た
り
の
よ
う
な
思
い
を
、
わ
が
歌
の
言
の
葉

に
託
し
て
歌
い
つ
づ
け
る
ほ
か
は
な
い
の
で
す
。

儀
礼
と
し
て
の
和
歌
は
残
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
万
葉
集
以
来
、
脈
々

と
続
い
て
き
た
命
の
泉
の
よ
う
な
情
熱
は
、
こ
の
言
葉
の
小
さ
な
器
を
今

後
も
満
た
し
つ
づ
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
私
に
は
断
言
す
る
自
信
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

（
了
）


