
追

悼

人
間
学
研
究
室
室
長
、
鈴
木
康
之
教
授
を
偲
ぶ岩

佐

信

道

鈴
木
康
之
さ
ん
と
は
、
彼
が
麗
澤
高
校
に
入
学
し
た
時
か
ら
の
縁
で
あ
っ
た
。
私
が
高
校
の
三
年
の
時
、
同
じ
部
屋
に
一
年

生
と
し
て
入
っ
て
き
た
の
が
鈴
木
君
で
あ
る
。
同
じ
寮
に
は
、
上
級
生
を
し
の
ぐ
優
秀
な
新
入
生
が
多
く
、
鈴
木
君
も
そ
の
一

人
で
あ
っ
た
。
年
齢
に
多
少
の
違
い
が
あ
る
と
は
い
え
、
大
学
、
大
学
院
を
卒
業
後
は
、
学
祖
、
廣
池
千
九
郎
の
残
し
た
モ
ラ

ロ
ジ
ー
の
学
問
的
前
進
の
た
め
に
何
か
し
た
い
、
と
の
気
持
ち
を
も
っ
て
、
共
に
当
時
の
研
究
部
に
奉
職
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
後
も
、
大
学
で
教
鞭
を
と
り
な
が
ら
、
研
究
セ
ン
タ
ー
の
研
究
員
を
兼
務
す
る
と
い
う
同
じ
よ
う
な
経
歴
を
た
ど

り
、
公
私
と
も
に
、
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
私
ご
と
で
は
あ
る
が
、
子
ど
も
も
、
た
ま
た
ま
四
人
目
ま
で
は
、
年
齢
・
性
別

と
も
に
同
じ
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
鈴
木
家
に
は
五
人
目
の
お
子
さ
ん
が
で
き
た
こ
と
を
知
っ
た
時
、
私
は
「
参
り
ま
し

た
」
と
脱
帽
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
お
子
さ
ん
た
ち
も
、
立
派
に
成
長
さ
れ
た
。

研
究
セ
ン
タ
ー
の
人
間
学
研
究
室
室
長
で
あ
っ
た
鈴
木
康
之
教
授
は
、
す
べ
て
の
物
事
に
誠
実
に
、
そ
し
て
着
実
に
取
り
組

む
性
格
で
、
私
も
、
大
い
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
聖
人
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
責
任
者
と
し
て
、
四
大



聖
人
に
関
す
る
研
究
会
や
講
演
会
の
企
画
、
実
施
に
当
た
り
、
ま
た
公
開
講
演
会
な
ど
も
着
々
と
実
施
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し

た
講
演
会
の
手
順
や
仕
事
の
分
担
な
ど
も
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
し
た
が
っ
て
き
め
細
か
く
決
め
ら
れ
て
い
た
。
外
部
か
ら
の
講
師

を
お
迎
え
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、「
講
師
へ
の
謝
礼
（
セ
ン
タ
ー
長
）」
な
ど
と
、
役
割
を
明
記
し
た
書
類
が
回
っ
て
き
た
も

の
で
、
全
体
と
自
分
の
や
る
べ
き
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
っ
た
。
あ
る
と
き
、
そ
う
し
た
書
類
が
、
外
部
か
ら
の
講
師
の
目
に

と
ま
り
、
鈴
木
室
長
の
き
め
の
細
か
い
準
備
に
驚
か
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

ま
た
、研
究
室
の
書
棚
に
は
、
分
野
別
に
タ
イ
ト
ル
の
つ
い
た
お
び
た
だ
し
い
数
の
フ
ァ
イ
ル
が
並
ん
で
い
た
。
い
ず
れ
具

体
的
な
形
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
だ
け
に
、
し
ば
ら
く
は
、
主
の
い
な
く
な
っ
た
フ
ァ
イ
ル
が
寂
し
さ
を
訴
え
て
い

る
よ
う
に
も
思
え
た
。
そ
れ
ら
は
、
長
年
に
わ
た
る
鈴
木
教
授
の
研
究
成
果
の
蓄
積
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
い
か
に
緻
密
に
整
理

さ
れ
た
デ
ー
タ
と
は
い
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
デ
ー
タ
の
も
つ
意
味
や
全
体
の
中
で
の
位
置
づ
け
は
、
そ
れ
を
作
成
し
た
者
で
な
け

れ
ば
把
握
が
む
つ
か
し
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
早
す
ぎ
る
逝
去
が
あ
ま
り
に
も
残
念
で
あ
る
。

道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
の
研
究
会
で
は
、
い
つ
も
、
正
面
に
向
か
っ
て
左
側
中
央
近
く
に
陣
取
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
表

に
耳
を
傾
け
、
毎
回
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
観
点
か
ら
本
質
に
か
か
わ
る
よ
う
な
深
い
質
問
を
発
し
て
い
た
。
特
に
体
調
を
崩
し
た

後
も
、
周
囲
の
「
無
理
を
し
な
い
方
が
い
い
の
で
は
…
…
」
と
の
心
配
を
よ
そ
に
、
相
変
わ
ら
ず
、
真
剣
に
発
表
に
耳
を
傾

け
、
ポ
イ
ン
ト
を
突
い
た
質
問
を
繰
り
出
し
、
若
い
研
究
者
に
は
適
切
な
コ
メ
ン
ト
を
与
え
て
い
た
。
そ
の
鈴
木
教
授
が
、
今

は
な
く
、
い
つ
も
の
定
席
か
ら
、
味
わ
い
深
い
質
問
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
研
究
セ
ン
タ
ー
と
し
て
は

誠
に
寂
し
く
、
元
気
で
あ
っ
た
頃
の
鈴
木
室
長
が
し
の
ば
れ
る
。

鈴
木
教
授
の
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
対
す
る
ま
じ
め
な
姿
勢
は
、
研
究
部
、
理
論
研
究
室
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
こ
ろ
か
ら
顕
著
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
の
理
解
も
、
彼
の
研
究
の
進
展
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
思
い
出
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す
。
か
な
り
以
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
あ
る
研
究
会
に
お
け
る
私
の
発
表
に
対
し
て
、
彼
は
、
次
の
よ
う
な
観
点
か
ら
発
言
し

た
。
そ
れ
は
、
廣
池
千
九
郎
博
士
が
モ
ラ
ロ
ジ
ー
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
意
図
は
、
道
徳
的
因
果
律
の
証
明
、
す
な
わ
ち
、
道

徳
の
実
行
は
、
そ
の
人
自
身
の
幸
福
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
を
学
問
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
に
道
徳
の

実
行
を
奨
励
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
確
か
に
、『
道
徳
科
学
の
論
文
』
に
は
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
関
し

て
、
そ
の
よ
う
な
意
図
を
述
べ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
が
当
時
の
鈴
木
教
授
の
モ
ラ
ロ
ジ
ー
理
解
の
重
要
な
部
分
を
占
め
て

い
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
鈴
木
教
授
の
こ
の
よ
う
な
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
受
け
止
め
方
が
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。

そ
れ
は
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
の
生
涯
学
習
講
座
の
一
環
と
し
て
開
か
れ
て
い
た
「
原
典
研
究
講
座
Ａ
コ
ー
ス
」
の
講
師
と
し

て
、
鈴
木
教
授
と
同
じ
チ
ー
ム
に
属
し
、
鈴
木
講
師
の
講
義
を
聴
く
機
会
に
恵
ま
れ
た
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
鈴
木
講
師
は
、

講
師
陣
の
中
で
も
比
較
的
若
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、『
道
徳
科
学
の
論
文
』
第
一
四
章
の
最
初
の
部
分
、
つ
ま
り
第
一
項
か
ら

の
数
項
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
鈴
木
講
師
の
担
当
で
あ
っ
た
。

こ
の
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
の
第
一
四
章
は
、
最
高
道
徳
の
原
理
、
実
質
、
内
容
を
論
じ
る
最
も
重
要
な
章
で
、
そ
の
第
一

項
は
、「
最
高
道
徳
の
淵
源
お
よ
び
そ
の
最
高
道
徳
に
お
け
る
自
己
保
存
の
意
味
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
鈴
木
講
師
が
こ
の
コ

ー
ス
の
冒
頭
部
分
の
講
義
に
お
い
て
常
に
力
を
入
れ
て
い
た
の
は
、
彼
が
、
道
徳
の
実
行
に
お
け
る
「
先
払
い
」
と
「
後
払

い
」
と
表
現
し
た
二
つ
の
考
え
方
の
違
い
で
あ
っ
た
。
彼
が
担
当
し
た
テ
キ
ス
ト
の
範
囲
に
は
、
こ
れ
以
外
に
も
、
講
義
で
取

り
上
げ
る
べ
き
内
容
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
が
、
彼
は
、
自
分
の
持
ち
時
間
の
大
半
を
使
っ
て
、
こ
の
点
を
集
中
的
に
と
り

あ
げ
て
い
た
。
同
僚
講
師
と
し
て
教
室
の
後
ろ
で
鈴
木
講
師
の
講
義
を
聞
い
て
い
た
私
は
、
道
徳
の
実
行
に
お
け
る
「
先
払

い
」
と
「
後
払
い
」
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
道
徳
実
行
に
お
け
る
積
極
的
な
動
機
と
消
極
的
な
動
機
の
区
別
が
彼
に
と
っ
て
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ど
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
を
理
解
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
と
は
、
道
徳
実
行
の

因
果
律
を
明
ら
か
に
す
る
学
問
で
あ
る
と
い
う
以
前
の
理
解
が
、
最
高
道
徳
実
行
の
動
機
と
い
う
観
点
か
ら
、
大
き
く
転
換
し

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
れ
は
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
彼
自
身
の
理
解
の
変
化
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

共
に
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
講
座
の
受
講
者
に
も
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
違
い
に
気
づ
い
て
ほ
し
い
と
い

う
彼
の
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。

彼
は
、
黒
板
全
体
を
使
っ
て
、
こ
の
区
別
を
説
明
し
た
。
ま
ず
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
研
究
者
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
方

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
問
題
提
起
す
る
。
人
生
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
幸
福
の
実
現
で
あ
る
が
、
多
く
の
人
は
、
道
徳
を

な
い
が
し
ろ
に
し
て
幸
福
を
直
接
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
間
違
い
で
、
幸
福
を
確
実
に
手
に
入
れ
る
に

は
、
ま
ず
道
徳
を
実
行
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
の
品
性
が
向
上
し
、
道
徳
実
行
の
程
度
に
応
じ
て
幸
福

は
自
然
に
得
ら
れ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
鈴
木
教
授
は
、
こ
の
よ
う
な
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
通
常
の
考
え
を
「
先
払

い
」
の
道
徳
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。「
人
様
の
役
に
立
つ
こ
と
を
さ
せ
て
も
ら
お
う
」、「
自
分
が
犠
牲
を
払
わ
せ
て
も
ら
う
」

と
い
う
よ
う
な
低
い
姿
勢
も
、
こ
の
部
類
の
道
徳
に
属
す
る
と
い
う
。
受
講
生
の
中
に
は
、
そ
れ
こ
そ
自
分
の
現
在
の
考
え
方

だ
、
と
い
う
顔
で
講
義
に
耳
を
傾
け
て
い
る
人
も
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
鈴
木
教
授
は
、
こ
の
よ
う
な
「
先
払
い
」
の
道
徳

の
考
え
方
を
黒
板
の
半
分
を
使
っ
て
説
明
し
た
後
で
、
こ
の
考
え
方
は
、
道
徳
の
半
面
に
す
ぎ
な
い
と
強
調
す
る
。
そ
し
て
、

黒
板
の
残
り
半
分
は
、
こ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
「
後
払
い
」
の
道
徳
の
説
明
に
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

教
授
に
よ
れ
ば
、「
後
払
い
」
の
道
徳
は
、「
先
払
い
」
の
道
徳
と
対
照
的
な
人
間
観
、
道
徳
観
で
あ
る
。
自
分
が
人
の
た
め

に
率
先
し
て
よ
い
こ
と
を
し
、
あ
る
意
味
で
犠
牲
に
な
っ
て
お
け
ば
、
結
果
は
求
め
な
く
と
も
よ
い
。
き
っ
と
後
か
ら
つ
い
て

く
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
「
先
払
い
」
の
道
徳
に
対
し
て
、
自
分
は
既
に
人
様
や
社
会
か
ら
大
き
な
恩
恵
を
受
け
て
い
る
。
多
く
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の
も
の
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
は
ま
だ
何
の
お
返
し
も
し
て
い
な
い
。
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
お
返
し

に
何
か
さ
せ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
気
づ
い
て
行
動
を
起
こ
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
後
払
い
」
の
道
徳
に
な
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

モ
ラ
ロ
ジ
ー
を
研
究
し
、
人
生
に
生
か
そ
う
と
し
て
い
る
人
々
の
間
で
は
、「
人
生
で
真
の
幸
福
を
つ
か
む
た
め
に
は
、
自

ら
進
ん
で
犠
牲
を
払
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。」「
善
因
善
果
、
悪
因
悪
果
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
良
い
種
ま
き
を
し
て
お
け

ば
、
後
で
よ
い
収
穫
が
期
待
で
き
る
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
何
ら
よ
い
種
を
ま
か
な
い

で
い
て
、
よ
い
結
果
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
考
え
方
に
比
べ
て
、「
進
ん
で
良
い
こ
と
を
さ
せ
て
も
ら
お
う
」
と
い
う
「
先

払
い
」
の
考
え
方
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
、
決
し
て
非
難
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
よ
く

考
え
て
み
れ
ば
、
気
が
つ
い
た
時
に
は
、
既
に
多
く
の
人
々
や
社
会
の
大
き
な
恩
恵
を
受
け
て
今
日
ま
で
生
活
し
て
き
た
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
後
払
い
」
の
考
え
方
こ
そ
は
、「
先
払
い
」
の
考
え
方
に
比
べ
、
人
生
を
は
る
か
に
広
く
、

深
く
見
つ
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
講
座
受
講
生
の
感
想
の
中
に
は
、「
鈴
木
講
師
の
懇
切
丁
寧
な
説
明
の
お
陰
で
目
の
鱗
が

落
ち
た
」
と
い
っ
た
感
想
が
多
く
見
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
鈴
木
教
授
の
「
先
払
い
」
の
道
徳
と
「
後
払
い
」
の
道
徳
の
わ
か
り
や
す
い
説
明
は
、
人
間
学
研
究
室
室
長
と

し
て
、
専
門
で
あ
る
宗
教
学
に
お
け
る
深
い
人
間
観
の
基
礎
の
上
に
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
。
麗
澤
に
学
び
、
研
究
セ

ン
タ
ー
の
室
長
と
し
て
モ
ラ
ロ
ジ
ー
を
探
求
し
続
け
た
鈴
木
教
授
の
真
摯
な
姿
勢
は
、
こ
う
し
た
講
座
の
受
講
を
通
じ
て
教
授

と
ふ
れ
あ
う
こ
と
の
で
き
た
多
く
の
モ
ラ
ロ
ジ
ア
ン
の
中
に
永
く
生
き
続
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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