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日
野
俊
彦
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　『
森
春
濤
の
基
礎
的
研
究
』

�

山
　
口
　
　
　
旬

1

　
以
前
か
ら
精
力
的
に
森
春
濤
の
研
究
を
続
け
て
来
ら
れ
た
盟
友
日
野
氏
が
そ

の
成
果
を
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
基
礎
的
研
究
と
自
ら
題
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
研
究
の
集
大
成
で
は
な
く
研
究
の
出
発
を
宣
言
し
た
瑞
々
し
い

礎
と
い
う
べ
き
書
と
な
っ
た
。

　
一
箇
の
文
学
者
を
全
体
と
し
て
理
解
す
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
彼
も
一

箇
、
我
も
一
箇
の
は
ず
だ
が
、
現
実
の
作
家
論
と
い
う
営
為
に
は
高
峰
の
麓
を

め
ぐ
る
よ
う
な
感
を
覚
え
る
も
の
だ
。
人
麻
呂
し
か
り
、
紫
式
部
し
か
り
、
漱

石
し
か
り
。
さ
て
、
森
春
濤
は
幕
末
か
ら
明
治
の
漢
詩
壇
を
牛
耳
っ
た
大
詩
人

で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
高
峰
中
の
一
高
峰
で
あ
る
。
し
か
も
ま
だ
余
人
に
荒
ら

さ
れ
て
い
な
い
前
人
未
踏
の
高
峰
と
言
え
る
。

　
い
み
じ
く
も
序
文
で
揖
斐
高
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
日
本
漢
詩
文
は
、
中
国

古
典
文
学
か
ら
は
周
辺
的
な
亜
流
文
学
、
日
本
文
学
か
ら
は
所
詮
中
国
文
学
の

摸
倣
と
い
う
ぐ
あ
い
に
軽
視
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
も
う
ひ
と
つ
幕
末
か
ら

明
治
前
期
の
文
学
は
日
本
文
学
内
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
時
代
別
の
研
究
か
ら

言
っ
て
も
、
近
世
文
学
か
ら
は
遥
か
に
全
盛
期
を
過
ぎ
た
残
英
的
文
学
と
見
ら

れ
、
近
代
文
学
か
ら
は
確
立
以
前
の
習
作
的
時
期
と
見
ら
れ
、
や
は
り
い
ず
れ

か
ら
も
軽
視
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
て
み
る
と
、
こ
の
時
期
の

日
本
漢
詩
文
と
い
う
の
は
よ
く
よ
く
薄
幸
な
運
命
を
負
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
内
実
が
そ
う
し
た
従
来
の
評
価
通
り
に
、
亜
流
・
摸
倣
・
頽

廃
・
幼
稚
の
駄
作
で
な
い
こ
と
は
、
例
え
ば
本
書
に
よ
っ
て
実
際
に
森
春
濤
や

そ
の
同
時
代
の
作
品
を
一
読
す
れ
ば
容
易
に
諒
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
江
戸

期
の
漢
詩
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
江
戸
詩
人
選
集
の
『
菅
茶
山
・
六
如
』
の
巻

を
担
当
さ
れ
た
中
国
文
学
が
御
専
門
の
黒
川
洋
一
氏
が
、
江
戸
漢
詩
を
一
読
し

て
「
江
戸
期
の
あ
ら
ゆ
る
文
学
形
式
の
中
で
、
も
っ
と
も
質
の
高
い
も
の
で
は

な
い
か
と
さ
え
思
う
よ
う
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
が
参
考
に
な
る
。

明
治
は
江
戸
と
並
ぶ
日
本
漢
詩
文
の
絶
頂
期
で
あ
る
。
本
書
の
読
者
も
同
じ
よ

う
な
感
想
を
洩
ら
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

2

　
日
野
氏
の
研
究
に
お
け
る
方
法
、
い
や
も
っ
と
根
本
的
な
態
度
と
い
う
も
の

が
、
筆
者
ご
自
身
の
跋
文
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
穎
原
退
蔵
氏
の
言
葉
に
「
奥

の
細
道
を
た
つ
た
一
ぺ
ん
の
ぞ
い
た
ゞ
け
で
生
半
可
な
芭
蕉
論
を
ふ
り
廻
す
よ

り
も
、
芭
蕉
の
一
句
に
正
し
い
年
代
の
證
憑
を
與
へ
る
方
が
、
ど
れ
程
立
派
な

意
義
の
あ
る
仕
事
で
あ
る
か
分
か
ら
な
い
」
と
あ
る
よ
う
な
研
究
を
し
た
い
と

い
う
。
い
か
に
も
古
風
な
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
が
、
学
問
の
本
道
を
堂
々
と
確
実

に
前
進
し
た
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
本
書
は
全
八
章
か
ら
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
章
ご
と
に
紹
介
を
加
え
る
。

第
一
章
　
森
春
濤
を
取
り
巻
く
人
々
―
親
族
・
師
の
こ
と
な
ど

　
簡
単
な
が
ら
親
族
や
師
を
紹
介
す
る
。
ま
た
、
そ
の
関
係
で
春
濤
の
悼
亡
詩

紹
　
介
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の
特
殊
性
を
読
み
取
ろ
う
と
い
う
試
み
だ
が
、
わ
ず
か
な
先
行
作
と
の
比
較
に

留
ま
り
、
師
の
鷲
津
益
斎
の
詩
と
の
影
響
関
係
も
わ
ず
か
な
類
似
性
を
指
摘
す

る
に
留
ま
っ
て
お
り
、
今
後
の
発
展
が
期
待
さ
れ
る
。

第
二
章
　
森
春
濤
「
十
一
月
十
六
日
挙
児
」
詩
考

　
比
較
と
い
う
方
法
は
単
純
で
効
果
的
で
あ
る
が
、
そ
の
対
象
の
選
び
方
は
よ

く
よ
く
慎
重
で
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
。
こ
こ
は
確
実
に
詩
の
表
現

か
ら
蘇
軾
と
銭
謙
益
の
先
行
作
と
適
切
な
比
較
を
試
み
て
い
る
。
当
時
の
春
濤

の
状
況
か
ら
考
え
ら
れ
る
高
位
高
官
に
対
す
る
心
情
と
、
蘇
軾
・
銭
謙
益
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代
状
況
に
於
け
る
心
情
を
重
ね
合
わ
せ
深
く
詩
を
理
解
さ
せ
て
く
れ

る
達
見
が
し
め
さ
れ
る
。

第
三
章
　
幕
末
期
に
お
け
る
森
春
濤

　
ど
の
よ
う
に
時
代
と
コ
ミ
ッ
ト
す
る
か
は
、
文
学
者
の
中
で
も
特
に
漢
詩
人

に
と
っ
て
は
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
森
春
濤
は
時
代
と
コ
ミ
ッ
ト
し
な
い
方

の
詩
人
と
目
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
春
濤
で
あ
っ
て
も
い
く
つ
か
の
段
階

や
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
丁
寧
に
追
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
比
較
対
象
で
あ
る

岡
本
黄
石
は
立
場
も
違
い
、
ま
た
詩
作
品
も
公
的
な
詩
と
私
的
感
情
を
詠
う
詩

で
は
同
一
詩
人
で
も
自
ず
と
違
う
面
が
現
れ
る
こ
と
も
有
り
得
る
の
で
よ
り
精

密
な
考
察
が
期
待
さ
れ
る
。

第
四
章
　
春
濤
と
丹
羽
花
南
　
―
明
治
初
年
の
春
濤
―

　
丹
羽
花
南
と
森
春
濤
の
人
生
が
連
動
し
て
い
る
こ
と
を
、
い
く
つ
か
の
新
資

料
を
用
い
て
論
ず
る
。『
藩
士
名
寄
』、『
新
歴
謡
』、『
花
南
小
稿
』
な
ど
で
、

『
新
歴
謡
』
に
関
し
て
は
翻
刻
も
附
し
て
将
来
の
研
究
に
資
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
研
究
は
筆
者
の
本
領
を
発
揮
し
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

第
五
章
　
春
濤
と
槐
南
　
―
『
新
文
詩
』
の
刊
行
を
通
じ
て
―

　『
新
文
詩
』
と
い
う
漢
詩
雑
誌
を
発
行
す
る
た
め
の
前
段
階
と
し
て
、
当
時

の
漢
詩
集
の
出
版
に
関
す
る
方
法
、
そ
の
選
詩
、
編
集
、
印
刷
、
費
用
な
ど
ま

で
春
濤
が
学
ん
で
い
く
過
程
を
書
翰
な
ど
の
読
解
を
通
し
て
丁
寧
に
調
査
し
て

い
る
。『
新
文
詩
』
論
の
序
論
と
言
え
よ
う
。『
新
文
詩
』
は
膨
大
な
漢
詩
資
料

で
あ
り
、
こ
れ
自
体
今
後
の
大
き
な
研
究
テ
ー
マ
と
な
ろ
う
。

第
六
章
　
春
濤
と
清
詩

　
春
濤
に
限
ら
ず
、
明
治
漢
詩
と
清
詩
と
の
関
係
は
重
要
で
大
き
な
研
究
テ
ー

マ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
森
春
濤
と
張
問
陶
に
限
っ
て
考
察
し
、
そ
の
一
端
に
取

り
組
ん
だ
論
で
あ
る
。

第
七
章
　
春
濤
と
艶
詩
を
め
ぐ
っ
て

　
第
三
章
と
も
関
連
し
て
く
る
が
、
春
濤
の
持
ち
味
は
一
般
に
艶
麗
な
詩
に
あ

る
と
思
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
「
詩
は
志
」
と
い
う
建
前
の
漢
詩
人
に
と
っ
て

必
ず
し
も
望
ま
し
い
評
価
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
問
題
を
め
ぐ
っ
て
周
辺
の
批

難
や
春
濤
自
身
の
「
詩
魔
自
詠
引
」
に
見
え
る
意
識
、
ま
た
実
際
の
春
濤
作
品

が
必
ず
し
も
艶
詩
だ
け
に
傾
斜
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
す

る
。

第
八
章
　
野
口
寧
斎
の
描
い
た
森
春
濤
像

　
―
野
口
寧
斎
の
漢
詩
集
『
出
門
小
草
』
の
上
梓
を
め
ぐ
っ
て
―

　
こ
の
章
は
春
濤
論
か
ら
言
え
ば
附
論
と
言
え
よ
う
が
、
逆
に
野
口
寧
斎
論
と

し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
春
濤
を
描
い
た
一
大
長
編
古
詩
で
、
こ
う
し
た
詩

を
丁
寧
に
読
ん
で
い
く
の
が
、「
高
峰
」
春
濤
の
外
堀
を
埋
め
て
い
く
重
要
な

作
業
と
な
ろ
う
。
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最
後
に
、
春
濤
・
槐
南
の
略
年
譜
や
『
春
濤
詩
鈔
』『
槐
南
集
』
の
詩
題
一

覧
、『
新
歴
謡
』
の
翻
刻
、
明
治
漢
詩
人
伝
記
デ
ー
タ
（
稿
）
な
ど
の
豊
富
な

資
料
が
巻
末
に
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
く
。

（
二
〇
一
三
年
二
月
二
六
日
発
行
　
三
八
二
頁
　
本
体
一
〇
〇
〇
〇
円+

税
　

汲
古
書
院
）

（
や
ま
ぐ
ち
・
じ
ゅ
ん
　
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
在
学
）
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