
学
者
は
世
間
に
顔
を
向
け
よ

1

天
野
文
雄
氏
の
近
著
に
触
れ
て

堂

本

正

樹

大
阪
大
学
教

授

の
天
野
文
雄
氏

は
、
早
く

か
ら
能

楽
関
係

の
研
究

家
中

の
逸
材

と
し
て
知

ら
れ
、
筆
者

も
昭
和

五
十
年
後

半

の
、
氏

の
大

学
院
生
期

に
業
界

紙

に
発
表

さ
れ
る
小
考

の
類

か
ら
注

目
し
、
切
り
抜

い
て
保
存

し
て
来

た
。
そ

の
氏

は
平

成
七
年
和
泉
書

院
刊

の

『翁
猿
楽

研
究
』

で
、
観
世
寿

夫
賞
を
受
賞

さ
れ

て
い
る
。

長
年

の
業
績

か
ら
は
受
賞

は
当
然

だ
が
、

こ
の
書

物

一
つ
に
限

れ
ぽ

、
学
者

の
こ

の
種

「
学
界
向
け
学

術
書

」

の
常

で
、
訂

正
補
筆

は
あ

る
も

の
の
、
諸
機

関

に
発
表

し
た
既
成

の
論
文
を
集
成

と
て
、
通
読

し

て
も

一
つ
の
イ

メ
ー
ジ
が
凝
縮

し
、
対
象

が
立
体
化

さ
れ
な

い
。
著
書

と
は
本
来
、
自

己

の
中

で
こ
れ
ら

総

て
を

溶
解

・
液

状
化

し

て

か
ら
、
改

め

て

「
他

者
」

へ
向
け

て
書
き

下
ろ
し

に
す

べ
き

も

の
だ
が
、

学
者
と
言

っ
て
も
退
職
金
を
貰
う
大
学
職

員

の
身
と

な
れ
ぽ
、

日
常
業
務

は
繁
忙

で
そ

の
時

間
も
あ

る
ま

い
か
ら
、
他

の
人

の
場
合
も
含

め
て

「業

績
」

の
煉

瓦
積

み
と

せ
ざ

る
を
得

な

い
の
だ
。
身

の
回
り

に
い

る

「
学
界

人
」

の
顔

ば

か
り
が

大
き

く
見

え
、
「
他

者
」

は
霞
む
。

…
…
分
か

る
。

こ
う

し
た
研
究

成
果
が
、
人
間

の
豊

か
さ
と
し

て

稔
ら
な

い
と
、
個

々

・
末
端

の
正
確

さ
だ
け

に
拘
り
、

そ
れ
が
全
体

の
魅
力

や
推
進
力
を
弱

ら
せ

て
い
て
も
、

気
が

つ
か
な

い
事

と
な
る
。
勿
論

「
学
者

は
そ
れ

で

良

い
」
と
突
き
放

す

の
も
、

一
つ
の
態
度

で
は
あ
ろ

う
が

。
氏
が
第
十

七
回
大
阪
城
薪
能

の
パ

ン
フ
に
書

か
れ

た

『
「翁
」

の
名
称

と
成

立
過
程

に

つ
い
て

の

覚
書

』
な
ど

は
、

「難

し

い
事
を
難

し
く
」
書

い
て
、

何
が

何
だ

か
分

か
ら
な
か

っ
た
。

と
て
も
初

め

て
能

を
見

る
だ

ろ
う

人
を

想
定

し
た
文

章

で
は
無

い
。

「総

て
正

し
く
」

は
、
全
体

の
為

に
悪

で
あ

る
。
捨

て
る
も

の
を
知

り
、

全
体

を
生

か
す

の
が
社

会
人
と

い
う
も

の
で
あ

る
。

と
こ
ろ
が

こ
の
十
月

、
氏
は

「
講
談
社
選
書

メ
チ

エ
」

の

一
冊

と
し

て
、

『能

に
憑

か
れ
た
権

力
者

秀
吉
能

楽
愛
好
記
』

を
公

に
さ
れ

る
。
豊
臣
秀
吉

晩

年

の
能

へ
の
耽
溺
が
、
能

の
運
命
を
替

え
た
次
第

を

詳
細

に
述

べ
た
著

で
、

学
問
的
正
確
さ

と
、
読

み
物

の
楽

し
さ
を
両
立

さ
せ
る
佳

作
と
な

っ
て

い
る

の
だ

か
ら
目
出
度

い
。

「あ

と
が
き
」

を
見

る
と
、

二

般
読

者
向

け

の
本

と

い
え
ぽ

、

い
わ
ゆ

る
入
門
書

的
な
も

の
が

圧
倒
的

に
多

い
の
だ
が
、

そ
こ
に
近
年

の
能
楽
研
究

の
成

果

が
盛

り
こ
ま
れ

る
こ
と
は
き

わ

め
て
稀

で
あ

る
。

ま
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た
、

そ
う

し
た
入
門
書
的

な
本

は
、
進
展
著

し

い
能

楽
研
究

の
現

状

に
う
と

い
が

ゆ
え

に
、
旧
来

の
伝
統

的
な
能
楽
観

に
依
拠

し
て
い
る
場
合
が
多

く
、

そ

の

分
、
現
代

の
日
本
人

の
能

に
対

す
る
理
解

は
、

ま
す

ま
す
表
面
的

で
、
部
分
的

で
、
保
守

的
な
方
向

に
向

か

っ
て

い
る
よ
う

に
思

わ
れ
る
」
と
あ

る
。

こ

の
溝

を
埋

め
よ
う
と
す

る
の
が
本
書

だ
と

の
意
欲
。

成

る
程

そ
れ

は
応
分

に
成
就

さ
れ

て
い
る
。

し
か

し
そ
れ
は
、
編
集
者
横
山
建

城
氏

の
執
拗

な
注

文

に

耳
傾

け
、
そ

の
建
言

に
応

じ
た
か
ら
ら

し

い
。

そ

の

意
義

を
天
野
氏

は
認

め
、

感
謝
し

て
い
る
。

従
来

の
学
術
書

に
は
、

著
者

の
買

い
切

り
自

費
出

版

の
故

に
、

一
般
人

に

「
売

る
」
と

い
う
視

点
が
欠

如

し

て
い
た
。

こ
う
し
た
プ

ロ
の
出
版
社

が
、
印
税

を
払

っ
て
の
事
業

と
な
れ
ぽ
、
世
阿
弥

の
言
う

「
ひ

と

の
目

に
見
ゆ

る
る
公
案
」
が
求

め
ら
れ
、
「
離
見
」

の
対
象

と

な

る
。

こ
こ

に
初

め

て
学
者

も

仕
事

も

「
他
者
」

の
前

に
出

さ
れ

る
の
だ
。

そ

れ

に
し

て
も
、
何

故

「
進

展

著

し

い
能

楽

研

究
」
が
、

一
般

の
目

に
触

れ

な

い

の
か
。

こ

れ

は

「
ひ
と

の
目
に
見

ゆ
る

る
公
案
」
、

つ
ま
り
大
衆

の
感

覚

に
受
け

入
れ
ら
れ

る
べ
き

工
夫

を
し
な

い
、
学
界

の
無
策

の
咎

で
は
な

い
の
か
。

ま
た
入
門
書

に
も

ピ

ン
か
ら

キ
リ
ま

で
で
、
確

か
に
そ
う
し
た
安
易

な
も

の
も
あ

る
が

、
著
者
な
ど

は
常

に
世
間

に
向

け
た
仕

〆

事
を
心
掛

け
、
そ

こ
に
学
界

の
現
状

を
反
映
さ

せ
よ

う
と
努
力

し

て
来
た
。
N

H
K
で
教

育
T
V
を
さ

せ

て
貰

っ
た
時

に
は
、

テ
キ

ス
ト

の
冒
頭

に

「
戦
前

と

戦
後

の
研
究

成
果
十

二
ヶ
条
」

を
掲

げ
た
。
最
近

さ

せ

て
貰

っ
た

「
日

本

の
伝
統

芸

能

親
賞

入
門
」

の

能

・
狂

言

で
も
、

『恋

重

荷
』

で

「
妙

左
本
」

の
型

を
併
映

し
そ

の
意
義
を
解
説
す

る
な
ど
、
努
力

し
て

い
る

の
だ
。

こ
う

し
た
行

い
そ

の
も

の
を
、
学
者

は

知
ら
ず

、
知
ろ
う
と
も

し
な

い
。
あ

る
人
が

こ
れ
を
、

コ

種

の
北
朝

鮮
現

象
」
と
比

喩

し

た
が
、
自

ら

垣

根

を
設

け

て
、
敢
え

て
外

を
見

ま

い
と
す

る
精
神

風

土
が

、
学
者

に
は
あ

る
。

世

に
あ

る
者

へ
の
小
人
物

の
嫉

妬
。

だ
か
ら

こ
そ

一
般

は
も
と
よ
り
、
学
者

で
も

一
度

他
部

門

の
人
と
な

れ
ぽ

、
今
日

の
先
端

は
伝

わ
ら
な

い
。

歴
史
学

・
社
会
学

・
民
俗
学

の
学
者

の
能

の
扱

い
は
旧
態
依
然
、
野
上

豊

一
郎
止
ま

り
で
あ

る
。

こ
れ
を
さ

せ
て

い
る
学
界

に
は
、
責
任
が

な

い
の

か
。
暗

い
悪
文

で
非
達

意

の
文
章

の
論
文
。

レ
ジ

ュ

メ
を
小
声

で
読

む
だ
け

の
発
表
。
大
学

の
梯

子
を
登

る
履
歴
書

の

「業
績
欄

」

の
為

に
だ

け
、

学
界
付
き

合

い
を

し
て
い
る
先

生
は
多

い
。
ボ

ス
の
顔

色
を
見
、

派
閥

の
潮
流

を
読

み
、
嫉
妬
を
買

わ
な

い
よ
う

に
だ

け
生
き

る
学
者
?

そ
う

い
う
人

の

「
学
問
」

は
、

部
分

は
正
確

で
も
全
体

は
難
解

で
、
外

へ
の
伝
達
力

を
持
た
な

い
。

天
野
氏

の
こ

の

『
能

に
憑

か
れ

た
権

力
者
』

は
そ

う

で
な

い
か
ら
、
安

心
し

て
引
用
す

る

の
だ
が
、
前

記

「
あ
と
が
き
」

に
、
編
集
者

の
指
摘

と
希
望

に
添

っ
た
結
果
、
「
「論

の
深
さ
」

と

「
わ
か
り
や
す
さ
」

が
決
し

て
対
立

す
る
も

の
で
な

い
こ
と
を
知

る
こ
と

が
出
来

た
の
は
、
私

に
は
ま

こ
と
に
新
鮮

で
貴
重

な

体
験

だ

っ
た
」

は
、
嬉

し

い
告
白

で
あ

る
。
今

後

「
学
者
」

の
方

々
が
、

こ

の
天
野
氏

と

同
じ
体

験

を

積

み
、
成

長
さ
れ

る
事
を
望

み
た

い
。

し
か
し
天
野
氏

の
本

に
も
、
学
界

の

「
尾

っ
ぽ
」

が

こ
び

り

つ
い
て
い
る
の
も
指
摘

出
来

る
。
能

の
演

目

を

一
々
、
「
《
高

砂
》
」
式

に
二
重

山
括

弧

で
く

く

る
や
り
方

だ
。

こ
れ

は
法
政
大
学

の
表
章
教
授
が
初

め
て

ワ
ー
プ

ロ
に
歓
喜
耽
溺

さ
れ
て

い
た
時
、

フ
ト

採
用

さ
れ
た
形
だ
が
、
何
故

か
学
者
間

の
踏

み
絵

と

な

っ
て
使

用
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
を
使

え
ぽ

学
者
、
使

わ
な
け
れ
ば
非
学

者

の
譜
牒
。
…

…
歌

舞

伎

で

《
忠
臣

蔵
》
、
新

劇

で

《
夜

明

け
前
》

と
書

く

だ

ろ
う
か
。
そ
う

で
な
く
と
も
専

門
語

の
多

い
能

に
、

さ
ら
な
る
専
門
語
を
作

り
た

い
と

の
欲
望

は
、

学
者

の
閉

じ
籠

も
り
願
望
、

不
健
康

な
専
門
家
意
識

に
過

ぎ

な

い
。

そ
う
し
た
も

の
を
超
越

し

て
、
世
間

と
向

き
合
う

の
が

、
「
学
者
」

の
第

一
歩

で
は
な

い
か
。
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