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某
洋
文
化
史
研
究

内

藤

湖

南
著

弘
文
堂
発
行
.
有
坂
三
八
三
賞
'
定
債
参
脚
O

こ
の
書
の
1
般
的
慣
値
に
就
い
て
は

7
月
飴
-
前
に
姫
路
高
校

教
授
丹
羽
正
義
氏
が
大
毎
紙
上
に
於
て
詳
し
-
紹
介
さ
れ
た
L
t

叉
羽
田
先
生
の
序
文
(
本
誌
前
祝
弘
文
堂
薦
昔
所
掲
)
に
於
て
も
十

分
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
､
こ
1
で
は
書
中
に
収
め
ら
れ
て
居
る

諸
笛
に
就
い
て
紙
数
の
許
す
範
囲
で

1
々
紹
介
し
'
そ
れ
に
多
少

の
感
想
を
附
け
加
へ
る
こ
と
1
し
慶
い
O

初
め
の
二
篇
'
｢
支
部
上
古
の
社
食
状
態
｣
｢
殿
嘘
に
就
て
｣
は

題
の
示
す
如
-
古
代
史
の
領
域
に
屠
す
る
が
'
雨
篇
共
殿
櫨
の
出

土
品
を
中
心
と
し
た
も
の
で
'
ど
ち
ら
か
と
言

へ
ば
著
者
の
古
代

史
研
究
の
中
で
比
較
的
重
要
で
な
い
部
分
で
あ
る
.
蓋
し
古
代
史

に
於
け
る
著
者
の
最
も
得
意
と
す
る
所
は
､
古
代
停
詮
の
取
救
ひ
.

方
'
虚
び
に
苗
典
の
テ
キ
ス
ト
･
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
の
方
法
に
あ
つ

た
と
思
は
れ
る
｡
但
し
こ
れ
は
著
者
が
古
代
史
の
資
料
と
し
て
出

土
品
や
金
石
文
､
甲
骨
文
の
研
究
を
そ
れ
程
重
税
し
て
居
な
か
っ

た
と
い
ふ
意
味
で
は
な
い
.
寧
ろ
そ
の
反
封
な
の
だ
が
'
唯
こ
の

種
の
研
究
は
そ
の
性
質
上
か
ら
し
て
も
新
し
い
資
料
の
出
現
と
共

に
そ
の
摩
毎
に
是
正
さ
る
+(
き
も
の
で
あ
-
'
事
茸
最
近
綾
々
萄

掘
が
行
は
れ
る
結
果
支
部
に
於
け
る
こ
の
方
面
の
研
究
は
著
し
-

進
歩
し
て
ゐ
る
｡
こ
の
二
第
は
'
併
し
乍
ら
'
今
日
に
於
て
も
錦

上
古
史
の
良
き
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
た
る
を
矢
は
な
い
で
あ
ら

う

0｢
染
織
に
関
す
る
文
献
の
研
究
･J

｢
北
淡
の
書
論
｣
｢
紙
の
話
｣

｢
宋
元
版
の
話
｣
の
四
籍
は
こ
の
書
中
で
'
講
ん
で
最
も
面
白
-
な

い
話
で
あ
る
O
と
い
ふ
の
は
こ
れ
等
は
皆
人
が
茸
物
を
相
雷
観
て
､

多
少
で
も
そ
の
封
象
に
興
味
を
持
っ
た
上
で
初
め
て
面
白
-
績
み

得
る
性
質
の
話
だ
か
ら
で
あ
る
｡
元
来
著
者
は
支
部
の
歴
史
を
理

解
す
る
に
は
ど
う
し
て
も
支
部
人
の
趣
味
'
蓉
術
か
ら
理
解
し

て

か
1

ら
な
け
れ
ば
嘘
だ
と
考
へ
て
'
早
-
か
ら
支
那
の
あ
ら
ゆ
る

文
物
に
関
心
を
持
ち
始
め
た
ら
し
い
が
'
幸
に
し
て
東
北
の
片
田

舎
の
田
舎
者
と
し
て
は
異
常
な
る
感
受
性
を
持
っ
て
居
た
雷
に
文

革
'
実
術
'
エ
峯
な
ど
に
於
て
は
相
常
深
い
斯
道
理
解
す
る
に
至
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つ
た
も
の
で
あ
る
b
著
者
の
昼
史
家
と
し
て
の
強
味
は

芸

は
茸

に
こ
の
鮎
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
'
後
に
述
べ
る
文
化
観
の
如
き
も

専
ら
こ
の
達
に
端
を
畿
し
て
居
る
わ
け
で
あ
る
O
こ
の
四
篇
は
い

は
ゞ

著
者
の
支
部
文
物
鰻
詮
の
副
産
物
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ

ら
う
が
･
そ
の
研
究
法
な
ど
に
於
て
特
に
取
且

止

て
1い
ふ
程
の

こ
と
も
な
い
様
で
あ
る
｡
著
者
が
最
も
そ
の
理
解
を
誇
っ
た
菩
及

び
書
の
中
'
蔓
に
関
す
る
も
の
が
こ
･J
に
収
め
ら
れ
て
居
な
い
の

は
'
給
茎
に
関
す
る
も
の
だ
け
を
別
に
集
め
て
畢
行
本
忙
し
や
う

と
い
ふ
編
者
の
意
囲
よ
-
出
て
居
る
｡

｢
支
那
の
通
貨
と
し
て
の
銀
｣
｡
著
者
の
経
済
史
に
封
す
る
関
心

は
今
日
世
を
奉
げ
て
喧
し
-
言
は
れ
て
居
る
風
な
も
の
で
は
な
い

枝
で
あ
る
0
つ
ま
り

1
般
の
歴
史
に
必
要
な
だ
け
の
関
心
で
あ
っ

て
'
特
に
経
済
史
の
重
要
性
を

芯
々
す
る
の
を
聞
い
た
こ
と
が
無

s
o
尤
も
そ
の
前
身
が
新
聞
の
論
詮
記
者
で
あ
っ
た
ゞ
け
に
政
治

経
済
に
封
す
る
著
者
の
見
識
は
無
論
常
識
の
域
を
況
し
て
居
る
｡

こ
の
篇
に
於
い
て
も
草
に
通
貨
と
し
て
の
銀
を
論
す
る
の
み
で
な

く
､

一
般
に
支
部
の
幣
制
と
国
家
の
興
亡

(特
に
宋
以
後
の
)
と

の
関
係
に
常
に
注
意
し
な
が
ら
話
が
進
め
ら
れ
て
居
る
の
で
譲
者

は
殆
ど
倦
む
こ
と
な
し
に
講
み
経
る
こ
と
が
出
乗
る
｡

｢
概
括
的
唐
采
時
代
観
｣
と
｢
近
代
支
部
の
文
化
生
活
｣
の
二
第
は

大
鰻
同
じ
内
容
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ら
う
｡
こ
の
二
篇
及
び
之

に
揖
-
｢
民
族
の
文
化
と
文
明
と
に
就
い
て
｣
｢
支
部
人
の
観
た
る

支
那
将
爽
観
と
其
の
批
評
｣
｢
支
那
に
還
れ
｣
の
三
第
は
著
者
の
支

那
観
及
び
文
化
観
と
い
っ
た
も
の
を
知
渇
の
に
は
管
に
絶
好
の
論

文
で
あ
る
｡
こ
1
で
は
著
者
は
殆
ど
草
間
と
い
ふ
形
式
に
拘
束
さ

れ
る
こ
と
な
し
に
思
ふ
存
分
に
自
分
の
考

へ
を
述
べ
て
居
-
'
且

著
者
の
多
方
面
に
亘
る
蕗
苔
も
虞
に
小
気
味
よ
-
駆
使
さ
れ
､
傾

け
壷
さ
れ
て
居
る
｡

中
で
も

｢
近
代
支
那
の
文
化
生
活
｣
は
鷹
番

の
名
籍
だ
と
私
は
思
っ
て
ゐ
る
｡
著
者
の
所
謂
中
世
と
近
世

(
唐

以
前
と
五
代
以
後
)
と
の
社
食
相
の
差
異
を
質
的
に
か
-
も
明
確

に
描
き
出
し
得
た
の
は
'
た
し
か
に
著
者
の
功
績
で
あ
ら
う
と
息

ふ
｡

(著
者
の
文
化
観
に
閲
し
て
は
大
正
十
三
年
に
畿
行
さ
れ
た

｢
新
支
部
論
｣
と
い
ふ
小
菅
以
外
で
は
飴
-
詳
し
-
費
表
さ
れ
た
革

が
無
い
か
ら
'
こ
の
際
簡
単
に
紹
介
し
て
見
た
い
O
)
こ
の
簾
に
於

い
て
著
者
は
ま
づ
近
代
d
特
徴
と
し
て
平
民
の
発
展
'
政
治
の
重

要
性
減
衰
と
い
ふ
二
つ
の
事
柄
を
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
詳
し
-
詮

明
し
て
'
中
世
と
の
封
立
に
於
け
る
近
世
の
概
念
を
明
か
に
し
た

後
'
支
部
近
代
の
文
化
生
活
の
内
容
と
し
て
次
の
様
な
こ
と
を
奉

げ
て
居
る
｡
そ
の
一
つ
は
大
衆
生
活
の
向
上
し
た
こ
と
'
之
で
あ

っ
て
'
そ
の
結
果
天
分
の
あ
る
者
､
天
子
の
如
き
特
殊
な
地
位
に
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あ
る
者
等
凡
て
特
殊
性
の
あ
る
も
の
が
墜
迫
さ
れ
る
と
い
ふ
様
な

こ
と
が
起
っ
て
爽
る
｡
そ
の
二
は
著
者
は
平
民
時
代
と
い
ふ
も
の

･
は
大
腰
民
族
生
活
の
衰
退
期
に
近
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
'

1

方
で
は
趣
味
'
塾
術
に
於
い
て
人
工
的
な
る
も
の
か
ら
原
始
的
な

･
苗
代
に
復
ら
う
と
し
た
少
'
夷
秋
の
趣
味
を
取
-
入
れ
た
り
'
盲

器
物
を
愛
玩
し
た
少
'
凡
て
人
間
で
い
へ
ば
淡
白
を
愛
す
る
老
人

の
如
-
な
っ
て
釆
た
こ
と
等
で
あ
る
｡
｢
民
族
の
文
化
と
文
明
に
裁

て
｣
に
於
い
て
は
'
政
治
経
済
等
を
含
ん
だ
贋
義
の
文
化
は
寧
ろ

文
明
と
い
ふ
べ
き
で
あ
っ
て
'
国
家
の
富
強
､
経
済
組
轍
'
工
業

の
進
歩
'
国
民
生
活
の
向
上
な
ど
の
ほ
か
の
'
思
想
'
道
徳
'
畢

塾
'
趣
味
等
の
文
化
的
教
養
が
純
粋
の
｢
文
化
｣
で
あ
る
と
考
へ
'

更
に
文
化
の
中
で
も
哲
畢
'
科
挙
等
は
民
族
の
牽
展
の
初
期
に
於

て
も
蟹
達
し
得
る
が
'
趣
味
塾
術
に
挙
っ
て
は
古
い
歴
史
を
持
つ

民
族
に
し
て
甫
め
て
'
之
を
事
楽
し
得
る
所
で
あ
る
と
し
､
こ
の

･
鮎
に
於
て
束
洋
で
は
支
部
印
度
を
'
西
洋
で
は
フ
ラ
ン
ス
･
イ
タ

リ
ー
を
穏
証
し
て
居
る
.
.

U
の
1
文
は
著
者
が
渡
欧
の
蹄
朝
後
間

も
な
-
も
の
し
た
所
の
も
の
で
あ
る
｡

著
者
の
支
那
観
は
前
里
言
っ
た
｢
新
支
部
論
｣
及
び
｢
支
部
論
｣
に

も
述
+(
ら
れ
て
居
る
が
t
JJ
l

で
は
私
が
特
に
面
白
い
と
思
っ
た

攻
の
1
事
を
奉
げ
る
に
止
め
や
う
と
息
ふ
o
そ
れ
は
近
代
の
支
部

の
有
様
が
必
ず
し
も
す
べ
て
支
部
人
の
国
民
性
で
あ
る
と
片
づ
け

ら
れ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
'
之
に
裁
て
は
私
が

下
手
な
紹
介
を
す
る
よ
-
も

｢
支
部
人
の
敬
た
る
支
部
の
将
爽
観

と
其
の
批
評
｣
の
]
節
を
引
い
た
方
が
手
取
-
早
い
.
｢
何
れ
の
図

で
も
'
其
の
国
民
性
を
観
察
す
る
に
は
'
飴
程
困
難
な
る
事
情
が

絡
み
乗
る
も
の
V
,
あ
っ
て
'
時
代
か
ら
凍
れ
る
特
別
な

る
現
象

を
'
国
民
性
か
ら
乗
れ
る
所
の
現
象
と
混
同
し
て
考
へ
る
こ
と
が

多
-
'
例

へ
ば
'
鼓
に
十
五
六
歳
の
少
年
と
三
十
代
の
壮
年
と
六

十
歳
を
越
し
た
老
人
と
が
あ
る
と
す
る
｡
そ
し
て
'
十
五
六
の
少

年
は
遊
戯
を
好
み
'
三
十
代
の
壮
年
は
勝
負
を
好
み
'
老
人
は
骨

董
と
か
垂
術
と
か
を
好
む
場
合
'
直
に
其
の
各
日
を
特
別
な
個
性

と
観
察
す
る
と
き
は
歴
々
誤
謬
を
生
す
る
O
個
性
は
年
齢
に
よ
っ

て
時
々
其
の
好
み
が
廻
る
の
で
'
今
日
の
老
年
は
昔
の
少
年
時
代

に
は
今
の
少
年
と
同
じ
こ
と
を
好
ん
だ
か
も
知
れ
ず
'
今
日
の
少

年
は
老
人
に
達
す
る
と
今
日
の
老
年
の
如
-
趣
味
が
襲
っ
て
爽
る

か
も
知
れ
な
い
｡
｣
｢
展
の
国
民
性
と
云
ふ
も
の
は
時
代
の
特
別
現

象
を
抵
除
し
た
も
の
で
あ
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
｣
云
々
.

終
-
の
｢
東
北
亜
細
韮
諸
国
の
感
生
帝
詮
｣
｢
女
展
種
族
の
同
瀕

侍
詮
｣
｢
日
本
清
洲
交
通
略
説
｣
｢
盲
の
清
洲
と
今
の
清
洲
｣
｢
昔
の

清
洲
研
究
｣
の
諸
第
は
清
洲
史
の
領
域
に
巌
す
る
作
品
で
あ
る
｡
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初
め
の
二
篇
に
於
て
は
著
者
の
侍
詮
に
封
す
る
注
意
の
1
靖
を
見

る
に
足
る
が
'
力
作
と
些
冨
ひ
難
い
.
｢
日
本
清
洲
交
通
略
説
｣
は

そ
れ
に
引
き
か
へ
て
略
説
と
曝
首
ひ
乍
ら
伸
々
の
力
作
で
あ
る
.

満
洲
に
関
す
る
研
究
は
最
近
我
国
に
於
い
て
日
々
長
足
の
進
歩
を

途
げ
っ
1
あ
る
状
態
で
あ
る
か
ら
著
者
の
作
品
は
勿
論
改
む
べ
き

鮎
も
多
々
あ
る
で
あ
ら
う
が
1
着
者
白
身
'
既
に
そ
の
こ
と
を
認

め
て
居
る
-
は
じ
め
て
之
に
携
は
っ
た
も
の
と
し
て
は
よ
く
ま
と

ま
っ
て
ゐ
る
と
言
へ
る
で
あ
ら
う
｡
｢
昔
の
清
洲
研
究
｣
は
徳
川
時

代
以
乗
の
日
本
人
の
清
洲
研
究
の
有
様
を
述
べ
た
も
の
だ
が
､
之

な
ど
は
今
日
で
も
大
い
に
役
に
立
つ
も
の
と
思
は
れ
る
｡
清
洲
史

の
こ
と
は
私
に
は
よ
-
分
ら
な
い
が
'
畏
友
今
西
君
の
言
を
頼
り

る
と

｢
動
も
す
れ
ば
無
味
乾
燥
に
な
-
勝
ち
な
清
洲
史
の
話
を
'

こ
の
三
第
程
面
白
-
人
に
讃
ま
せ
る
も
の
は
他
に
な
い
｣
と
の
こ

と
で
あ
る
｡

著
者
の
畢
間
の
専
門
的
な
研
究
は
大
抵
｢
研
幾
小
錬
｣
｢
講
究
叢

録
｣
の
二
着
の
中
に
収
め
ら
れ
て
居
り
'
こ
1
に
は
そ
れ
以
外
の

論
文
'
講
演
速
記
等
を
集
め
ら
れ
て
居
る
関
係
上
'
概
し
て
調
子

の
低
い
も
の
が
多
い
鮎
は
否
む
こ
と
が
出
奔
な
い
が
'
そ
の
代
り

普
通
の
語
物
と
し
て
は
仲
々
面
白
い
と
い
ふ
長
所
を
こ
の
書
物
は

持
っ
て
居
る
｡
人
は
こ
の
書
物
を
読
む
と
常
識
的
興
味
が
如
何
に

し
て
草
間
的
研
究
に
導
か
れ
る
か
と
い
ふ
道
筋
を
日
の
あ
た
-
吃

見
せ
ら
れ
る
様
な
束
が
す
る
だ
ら
う
と
思
ふ
.
羽
田
先
生
の
序
文

に
も
あ
る
通
-
'
-

著
者
が
生
前
よ
-
使
っ
た
言
葉
を
倍
-
る

ヽ

ヽ

と
-

こ
の

重
富は
た
し
か
に
著
者
の
特
色
の
1
つ
と
し
て
数

へ

る
こ
と
が
出
乗
や
う
｡

政
治
経
済
の
再
認
識
が
歴
史
単
に
於
で
も
強
調
さ
れ
て
居
る
今

日
､
著
者
の
-

少
-
と
も
此
書
物
に
表
は
れ
て
居
る
-

如
き

文
化
観
は
'
立
場
と
し
て
全
面
的
に
現
代
の
青
年
の
心
に
ア
ッ
ピ

ー
ル
す
る
だ
ら
う
と
は
私
に
は
思
は
れ
な
い
.
此
書
物
に
表
ほ
れ

た
以
外
の
著
者
の
色
々
な
考
へ
を
知
っ
て
居
る
私
自
身
と
し
て
も

著
者
の
文
化
観
の
立
場
に
は
若
干
の
異
論
を
挟
み
た
い
東
特
を
持

っ
て
居
る
.
著
者
は
別
に
現
代
の
日
本
人
-

･民
族
と
し
て
未
だ

青
年
期
に
あ
る
日
本
人
が
取
る
べ
き
態
度
に
放
て
も

一
見
識
持
っ

て
居
た
事
を
私
は
知
っ
て
居
る
｡
併
し
そ
れ
と
此
著
に
謂
ふ
如
き

老
成
せ
る
文
化
を
轟
歌
す
る
態
度
と
を
如
何
に
調
和
す
べ
き
か
に

関
し
て
著
者
は
今

一
息
親
切
で
な
か
っ
た
と
言
へ
る
L
t
更
に
か

1

る
結
合
的
反
省
に
於
て
徹
底
を
炊
い
て
居
た
と
言
は
れ
て
も
仕

方
が
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
｡
著
者
の
歴
史
観
に
就
て
は
遺
稿

｢
史
畢
史
｣
が
他
日
出
版
さ
れ
た
時
に
す
る
方
が
よ
-
適
切
だ
ら
う

と
息
ふ
か
ら
'
そ
の
折
に
譲
-
た
い
｡
(
内

藤

戊

申

)
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