
問
題
を
、
幸
に
博
士
に
糠
り
て
」
斯
く
世
間
一
般
に
紹
介
せ

ら
れ
π
黙
は
、
歯
入
深
く
威
謝
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
・
〔
魚
澄
〕
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「
文
明
ご
氣
候
」
は
、
題
目
こ
し
て
陳
腐
の
嫌
が
あ
る
の

で
何
人
ご
錐
雨
…
煮
の
間
に
關
係
の
有
る
こ
ご
を
否
定
す
る

潜
は
あ
る
ま
い
。
然
し
工
高
係
の
性
質
及
び
計
撒
的
研
究

こ
な
る
ご
、
學
者
に
ご
り
て
の
活
動
の
斜
地
は
、
バ
ッ
ク

川
揚
凍
著
し
く
蓋
し
て
は
居
ら
澱
。
さ
れ
ば
此
著
者
の
試

み
の
如
き
は
燧
か
に
新
機
軸
を
あ
ら
は
し
泥
も
の
で
あ
っ

て
、
其
學
界
に
寄
進
し
元
功
績
の
没
し
難
い
も
の
が
あ
る
。

総
計
十
三
章
よ
り
成
る
本
書
の
大
体
は
、
先
づ
文
明
の
褒

蓮
が
入
海
の
動
何
に
も
よ
る
こ
ご
勿
論
で
は
あ
る
が
、
そ

れ
ご
同
時
に
、
氣
候
の
…
影
弊
口
を
受
け
る
こ
ご
莫
大
で
あ
る

こ
い
ふ
こ
こ
か
ら
し
て
説
き
逸
こ
し
、
其
氣
候
を
論
ず
る
・

に
當
り
て
は
、
最
初
に
四
季
の
…
鍵
遷
が
入
の
活
動
に
加
胆

に
影
響
す
る
か
を
論
じ
て
、
活
動
の
最
も
鈍
ぶ
る
季
笛
は

一
月
二
月
の
交
ご
七
月
八
月
の
交
ご
で
、
活
動
の
最
も
旺

盛
に
あ
b
得
る
の
は
、
五
月
六
月
の
交
ご
十
月
十
一
肩
の

交
ご
で
あ
る
ご
結
論
し
、
此
結
論
か
ら
し
て
更
に
一
歩
を

進
め
、
溢
度
か
ら
し
て
云
へ
ば
羅
均
が
華
氏
三
十
八
度
以

上
⊥
ハ
十
五
度
以
下
、
若
輩
に
云
へ
は
季
均
五
十
度
位
が
よ

ろ
し
く
、
野
馬
は
百
分
の
六
十
位
が
適
宜
で
あ
る
ご
云
ひ
勤

次
に
は
さ
れ
ば
こ
て
三
百
六
十
五
日
置
通
じ
て
斯
か
る
四

度
を
有
ず
る
の
が
理
想
的
氣
候
の
土
地
ご
は
云
へ
濾
、
理

想
的
氣
候
こ
い
ふ
の
は
活
動
に
適
懸
す
る
こ
ご
を
前
提
こ

し
π
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
獲
化
の
少
い
氣
候
は
刺

激
に
乏
し
く
、
活
動
を
な
す
に
不
便
で
あ
る
、
眞
の
理
想

的
晶
帯
に
は
、
謹
話
な
温
度
漁
度
の
必
要
な
る
ご
同
時
に

、
適
當
な
善
化
が
件
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
而
し
て
此
愛

心
を
趨
こ
さ
す
も
の
は
　
o
図
。
δ
三
〇
忽
○
監
巳
で
あ
る
、
此

。。

ｴ
畦
巳
の
な
い
所
に
は
高
等
な
文
明
が
成
う
立
た
ぬ
ご
云
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以
上
は
著
煮
が
、
工
蕩
に
於
け
る
職
工
の
仕
上
げ
高
、

學
校
に
於
け
る
園
生
の
試
駒
成
績
、
其
他
保
養
院
内
に
あ

る
患
漕
等
に
就
い
て
、
念
入
の
統
計
的
調
査
を
な
し
、
そ

れ
を
基
礎
ご
し
て
立
論
し
た
所
の
も
の
で
あ
っ
て
、
第
八

章
以
下
は
莫
理
論
の
慮
用
こ
い
ふ
謬
に
な
る
○
即
ち
著
滋

は
以
上
の
遷
延
に
準
画
し
て
一
方
に
於
て
は
世
界
中
理
想

的
に
近
い
氣
候
を
有
す
る
の
は
何
塵
で
あ
る
か
を
述
べ
、

他
方
に
於
て
は
廣
く
世
界
の
學
考
二
百
徐
名
の
意
見
を
徴

し
て
、
文
明
分
布
圖
な
る
も
の
を
製
作
し
、
而
し
て
此
両

者
が
相
合
致
す
る
か
ら
、
立
論
の
正
鵠
を
得
て
居
る
こ
ご

が
愈
朋
臼
で
あ
る
こ
い
ふ
風
に
論
じ
て
居
る
。
こ
れ
が
此

著
書
の
本
旨
の
存
す
る
勝
で
、
氏
の
説
く
所
に
よ
れ
ば
、

臼
本
の
氣
候
な
ご
は
、
先
上
の
下
こ
い
ふ
べ
く
梅
惜
し
い

こ
ご
に
は
雨
期
が
長
過
ぎ
る
、
從
っ
て
臼
本
の
文
明
の
評

贋
が
、
英
吉
利
の
十
織
に
樹
し
て
南
日
本
に
於
て
八
黙
三

分
、
北
日
本
に
於
て
六
黙
二
分
、
こ
な
る
こ
い
ふ
こ
ご
で

鱗
四
號
　
　
　
一
六
六
　
（
七
三
一
）

あ
る
。

　
其
外
に
著
老
は
岡
じ
士
地
に
も
古
今
の
藩
候
に
墾
遷
が

あ
り
、
文
明
の
消
長
も
一
は
之
に
幕
齎
す
ご
説
き
、
交
闘

に
關
す
る
氣
候
上
の
椴
定
説
こ
い
ふ
章
で
終
り
を
告
げ
て

居
る
が
こ
れ
は
著
者
の
新
し
い
議
論
で
は
な
く
、
寧
ろ
元

來
の
持
論
を
更
に
精
確
に
紹
介
し
た
も
の
こ
見
て
よ
い
。

　
兎
に
角
此
著
書
は
題
目
の
あ
．
り
ふ
れ
て
居
る
に
拘
は
ら

す
、
多
数
の
新
研
究
を
倉
み
、
入
を
啓
覆
す
る
所
多
き
好

著
こ
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
Q
〔
原
〕


