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人文第 64号―再校

川
向
う
の
風
景

大　

浦　

康　

介

　

こ
こ
十
数
年
︑
人
文
研
で
は
大
き
な
出
来
事
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
︒
激

動
の
時
期
だ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
︒
い
う
ま
で
も
な
く
拠
点
化
が

そ
の
ひ
と
つ
だ
が
︑
組
織
改
編
は
人
文
研
だ
け
に
か
か
わ
る
こ
と
で
は
な

い
︒
人
文
研
に
個
別
に
か
か
わ
る
大
事
件
は
や
は
り
本
館
の
所
屋
移
転
だ

ろ
う
︒
こ
の
引
越
し
の
﹁
意
味
﹂
は
︑
引
越
し
作
業
の
慌
た
だ
し
さ
と
そ

の
後
の
忙
し
さ
の
な
か
で
う
や
む
や

0

0

0

0

に
さ
れ
た
感
が
あ
る
︒

　

移
転
前
︑
人
文
研
は
﹁
一
軒
家
﹂
だ
っ
た
︒
助
手
も
所
員
も
事
務
員
も

そ
こ
に
﹁
住
ん
で
い
た
﹂︒
談
話
室
で
は
長
老
た
ち
が
将
棋
を
打
ち
︑
昼

休
み
に
は
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
に
興
じ
る
人
々
の
歓
声
が
中
庭
に
こ
だ
ま
し
た
︒

私
の
よ
う
に
夜
に
な
ら
な
い
と
﹁
帰
宅
﹂
し
な
い
人
間
も
い
た
が
︑
そ
こ

が
﹁
我
が
家
﹂
だ
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
︒﹁
所
員
﹂
は
い
ま
や
死

語
だ
が
︑﹁
所
員
﹂
の
﹁
所
﹂
は
な
に
よ
り
も
場
所
の
こ
と
︑
家
屋
の
こ

と
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
︒

　

ボ
ロ
い
一
軒
家
か
ら
︑
新
築
で
は
な
い
が
リ
フ
ォ
ー
ム
し
た
て
の
マ
ン

シ
ョ
ン
に
引
っ
越
し
た
︒
そ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
は
し
か
も
広
い
団
地
内
の
一

棟
で
あ
る
︒﹁
学
内
﹂
感
が
高
ま
り
︑
機
能
的
空
間
に
な
り
︑
警
備
体
制
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も
整
い
︑
他
学
部
は
も
ち
ろ
ん
学
生
と
の
距
離
も
縮
ま
っ
た
︒
こ
れ
を
私

た
ち
が
手
放
し
で
喜
ん
だ
と
は
思
わ
な
い
が
︵
人
に
よ
っ
て
温
度
差
も
あ

る
だ
ろ
う
︶︑
次
々
と
押
し
寄
せ
る
新
た
な
課
題
を
前
に
︑
移
転
決
定
そ

の
も
の
が
孕
ん
で
い
た
﹁
苦
さ
﹂
は
し
だ
い
に
共
有
さ
れ
な
く
な
っ
て
い

っ
た
︒﹁
大
家
さ
ん
﹂
か
ら
立
ち
退
き
を
要
求
さ
れ
て
や
む
な
く
引
っ
越

し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
も
︑
当
局
の
支
離
滅
裂
な
説
明
︵
人
文
研
跡
地
は

売
却
す
べ
き
﹁
資
産
﹂
と
考
え
て
い
る
云
々
︶
も
︑
誰
も
話
題
に
し
な
く

な
っ
た
︒
し
て
も
詮
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
恨
み
節
に
意
味
は
な
い
︒
そ
れ

に
し
ょ
せ
ん
﹁
借
家
人
﹂
の
身
分
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
次
に
入
っ
た
﹁
借

家
人
﹂
の
ピ
カ
ピ
カ
の
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
を
見
る
と
き
︑
ま
た
新
た
に
甦

っ
た
ボ
ロ
家
の
全
貌
を
目
に
す
る
と
き
︑
人
文
研
の
移
転
も
ま
た
世
に
い

う
﹁
人
文
学
の
凋
落
﹂
の
ひ
と
つ
の
兆
候
だ
と
思
わ
ず
に
い
ら
れ
る
だ
ろ

う
か
︒

　

旧
所
屋
は
東
大
路
と
い
う
広
い
﹁
川
﹂
で
大
学
本
部
か
ら
隔
て
ら
れ
て

い
た
︒
こ
の
こ
と
は
大
き
い
︒
大
学
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
︑﹁
川
向

う
﹂
の
︑﹁
対
岸
﹂
の
出
来
事
だ
っ
た
︒
こ
の
位
置
関
係
が
︑
良
く
も
悪

く
も
︑
人
文
研
の
﹁
構
え
﹂
の
よ
う
な
も
の
を
決
定
づ
け
て
い
た
よ
う
に

思
う
︒
そ
し
て
﹁
川
﹂
を
渡
っ
た
今
︑
深
層
に
お
い
て
変
わ
っ
た
の
は

︵
変
わ
ら
さ
れ
た
の
は
︶
こ
の
﹁
構
え
﹂
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

　

建
物
じ
た
い
も
︑
今
に
し
て
思
え
ば
奇
妙
な
代
物
だ
っ
た
︒
い
び
つ
で

不
揃
い
の
研
究
室
︑
変
に
折
れ
曲
が
っ
た
廊
下
︑
吹
き
抜
け
の
︑
異
様
に

天
井
が
高
い
大
会
議
室
︑
秘
密
の
迷
路
の
よ
う
な
西
館
︙
︙
︒
そ
こ
に
は

無
駄
な
場
所
︑
用
途
の
は
っ
き
り
し
な
い
エ
リ
ア
が
あ
っ
た
︒
そ
う
し
た
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グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
が
大
学
か
ら
一
掃
さ
れ
つ
つ
あ
る
今
日
︑
あ
れ
は
案
外
貴

重
な
空
間
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
な
ん
の
個
性
も
な
い
今
の
所
屋
を

舞
台
に
小
説
は
書
け
そ
う
に
な
い
が
︑
あ
の
建
物
だ
っ
た
ら
可
能
で
あ
る

よ
う
な
気
が
す
る
︒

　

現
実
の
私
は
旧
所
屋
の
前
を
通
っ
て
も
立
ち
止
ま
る
こ
と
は
な
い
が
︑

夢
想
の
な
か
の
私
は
︑
と
き
に
あ
の
建
物
の
前
で
立
ち
止
ま
り
︑
時
間
の

観
念
を
失
っ
た
老
人
の
よ
う
に
︑
中
を
の
ぞ
き
込
も
う
と
す
る
︒

二
度
と
行
き
た
く
な
い
国

冨　

谷　
　
　

至

　

私
は
︑
四
十
歳
を
越
え
た
頃
か
ら
︑
外
国
に
行
く
機
会
が
増
え
︑
訪
れ

る
国
も
多
種
に
わ
た
っ
た
︒
そ
の
中
で
二
度
と
は
行
き
た
く
な
い
国
が
あ

る
︒
イ
ン
ド
で
あ
る
︒

　

な
に
も
イ
ン
ド
︑
イ
ン
ド
人
が
嫌
い
だ
か
ら
で
は
な
い
︒
以
下
に
述
べ

る
よ
う
に
︑
イ
ン
ド
で
直
面
す
る
こ
と
が
︑
私
を
し
て
当
惑
さ
せ
︑
考
え

方
を
改
め
て
問
い
直
さ
せ
る
︑
そ
れ
を
経
験
す
る
こ
と
が
な
ん
と
も
い
や

だ
か
ら
で
あ
る
︒

　

そ
も
そ
も
イ
ン
ド
は
︑
私
に
と
っ
て
︑
あ
ま
り
関
係
の
な
い
国
で
あ
っ

―　 ―3
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た
︒
イ
ン
ド
の
思
想
︑
歴
史
︑
宗
教
な
ど
︑
私
は
そ
れ
ほ
ど
関
心
も
も
た

な
か
っ
た
︒
イ
ン
ド
料
理
店
に
も
積
極
的
に
行
こ
う
と
も
思
わ
な
か
っ
た
︒

　

そ
の
私
が
イ
ン
ド
に
行
く
ハ
メ
と
な
っ
た
の
は
︑
デ
リ
ー
の
国
立
博
物

館
の
ス
タ
イ
ン
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
調
査
す
る
た
め
で
あ
り
︑
実
物
調
査
の

許
可
願
い
を
日
本
か
ら
送
っ
て
い
た
が
︑
い
っ
こ
う
に
音
沙
汰
が
な
い
︒

イ
ン
ド
を
よ
く
知
る
友
人
に
そ
の
こ
と
を
ぼ
や
く
と
︑﹁
何
も
知
ら
ん
ヤ

ツ
だ
︒
そ
れ
が
イ
ン
ド
の
や
り
方
で
︑
返
事
な
ど
く
る
も
の
か
︒
直
接
当

地
に
い
っ
て
交
渉
す
る
の
だ
﹂
と
忠
告
さ
れ
︑
渋
々
デ
リ
ー
に
出
張
し
た

の
で
あ
る
︒

　

イ
ン
ド
の
そ
う
い
う
や
り
方
が
気
に
入
ら
な
い
の
で
は
な
い
︒
イ
ン
ド

の
地
を
踏
ん
で
み
て
︑
実
体
験
し
た
の
は
︑
大
き
な
貧
富
の
差
で
あ
っ
た
︒

今
日
で
は
そ
の
差
は
縮
小
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
私
が

訪
れ
た
十
数
年
前
は
︑
豪
華
ホ
テ
ル
か
ら
一
歩
出
る
と
︑
そ
こ
に
は
貧
民

街
が
広
が
っ
て
お
り
︑
信
号
待
ち
を
し
い
る
車
の
窓
ガ
ラ
ス
を
た
た
い
て

物
乞
い
す
る
母
子
が
お
り
︑
怪
し
い
も
の
を
売
る
露
天
商
が
道
路
の
あ
ち

こ
ち
に
店
を
ひ
ろ
げ
客
を
勧
誘
す
る
︑
そ
う
い
っ
た
風
景
で
あ
っ
た
︒

　

そ
れ
を
私
が
嫌
悪
し
た
の
で
も
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
風
景
︑
社
会
環
境

は
︑
世
界
中
ど
こ
で
も
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
︒

　

私
に
嫌
厭
の
感
を
抱
か
せ
た
の
は
︑
貧
富
の
差
と
い
う
も
の
が
︑
価
値

観
を
相
対
化
さ
せ
︑
そ
こ
か
ら
絶
対
的
で
あ
る
は
ず
の
罪
悪
の
意
識
を
相

対
化
さ
せ
︑
ひ
い
て
は
自
律
に
た
い
す
る
自
信
を
も
て
な
く
さ
せ
る
と
い

う
こ
と
を
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒

　

い
ま
︑
日
本
円
で
千
円
が
あ
る
︒
日
本
の
千
円
は
︑
イ
ン
ド
で
は
数
倍

―　 ―4
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の
価
値
に
あ
た
る
︒
つ
ま
り
金
銭
の
価
値
は
貧
富
の
差
に
よ
っ
て
相
対
化

さ
れ
︑
金
銭
資
産
の
絶
対
的
分
量
か
ら
︑
そ
の
価
値
の
質
的
差
へ
と
つ
な

が
る
︒
こ
れ
も
だ
れ
も
が
知
っ
て
い
る
異
な
る
国
で
生
ず
る
市
場
価
格
の

常
識
で
あ
る
︒

　

し
か
し
︑
問
題
は
経
済
の
領
域
に
止
ま
ら
ず
︑
そ
れ
が
罪
悪
意
識
と
い

う
法
律
・
犯
罪
の
領
域
に
関
連
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒

　

我
々
日
本
人
に
と
っ
て
︑
千
円
を
不
当
に
損
失
す
れ
ば
︑
確
か
に
腹
立

た
し
い
が
︑
被
害
意
識
は
︑
そ
れ
ほ
ど
強
い
の
か
と
い
え
ば
︑
ど
う
で
あ

ろ
う
︒
一
方
︑
日
本
の
千
円
が
そ
の
数
倍
の
価
値
を
も
つ
貧
困
な
社
会
の

構
成
員
が
︑
日
本
の
旅
行
者
か
ら
不
正
な
手
段
で
千
円
を
詐
取
︑
窃
盗
す

る
︒
さ
ら
に
被
害
者
の
被
害
意
識
が
そ
れ
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
︑
加
害

者
が
得
る
利
益
の
方
が
遥
か
に
ま
さ
る
と
い
う
こ
と
を
知
悉
し
て
い
た
な

ら
︑
相
手
に
と
っ
て
は
︑
一
食
の
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
代
ぐ
ら
い
の
も
の
が
︑

自
分
に
と
っ
て
は
数
日
間
の
食
費
と
な
る
な
ら
︑
被
加
害
者
の
罪
悪
感
は
︑

そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
少
々
の
不
法
行
為
は
許
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
︒

　

罪
悪
感
は
所
詮
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
︑
立
場
が
逆
な
ら
︑
私
自
身
も

そ
う
い
っ
た
犯
罪
を
行
う
か
も
し
れ
な
い
︑
貧
困
の
ま
え
に
は
絶
対
的
倫

理
観
な
ど
存
在
し
な
い
︒
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
︑
考
え
さ

せ
ら
れ
る
︑
自
律
性
の
弱
さ
を
知
ら
さ
れ
︑
自
己
嫌
悪
に
お
ち
い
る
︒

　

だ
か
ら
私
は
︑
イ
ン
ド
に
は
行
き
た
く
な
い
の
だ
︒
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「
逃
げ
水
」
を
追
い
続
け
る山　

室　

信　

一

　

顧
み
れ
ば
︑
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
に
始
ま
り
︑
東
北
大
学
文
学

部
附
属
日
本
文
化
研
究
施
設
を
経
て
︑
人
文
科
学
研
究
所
を
退
く
ま
で
︑

私
の
研
究
所
生
活
は
三
九
年
の
星
霜
を
経
た
︒
こ
の
間
︑
何
よ
り
も
僥
倖

で
あ
っ
た
の
は
︑
個
性
溢
れ
る
師
友
と
の
邂
逅
で
あ
っ
た
こ
と
を
改
め
て

痛
感
す
る
︒

　

あ
の
時
︑
そ
こ
で
誰
が
ど
う
い
う
表
情
で
︑
何
を
語
ら
れ
た
の
か

︱

そ
れ
ら
を
正
確
に
再
現
で
き
る
わ
け
で
は
勿
論
な
い
︒
し
か
し
︑
背
景
に

あ
っ
た
部
屋
の
様
子
や
調
査
先
な
ど
の
風
景
な
ど
と
一
体
と
な
っ
て
︑
語

ら
れ
た
言
葉
は
深
く
脳
裡
に
刻
ま
れ
︑
折
に
つ
け
︑﹁
あ
あ
︑
そ
う
い
う

意
味
だ
っ
た
の
か
﹂
と
得
心
す
る
こ
と
を
重
ね
て
き
た
︒
歳
月
を
経
て
︑

そ
れ
ら
の
方
々
と
幽
明
そ
の
界さ

か
い

を
異
に
す
る
こ
と
が
多
く
な
れ
ば
な
る

だ
け
︑
思
い
も
か
け
な
い
時
に
︑
そ
の
場
面
が
鮮
や
か
に
蘇
っ
て
く
る
︒

　

そ
し
て
︑
今
に
し
て
想
う
︒﹁
そ
う
だ
︑
こ
の
記
憶
こ
そ
が
他
の
何
も

の
に
も
代
え
が
た
い
︑
か
け
が
え
の
な
い
宝
な
の
だ
﹂
と
︒

　

だ
が
︑
そ
の
宝
を
ど
こ
ま
で
生
か
し
得
て
来
た
の
か

︱
そ
の
回
答
を

出
す
こ
と
は
自
分
で
は
出
来
な
い
ま
ま
に
終
わ
る
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
︑
全

―　 ―6
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き
回
答
は
出
せ
な
い
に
せ
よ
︑
自
分
な
り
の
回
答
を
今
後
と
も
重
ね
て
行

き
た
い
と
思
う
︒
そ
れ
が
戴
い
た
多
大
な
学
恩
に
報
じ
る
唯
一
の
方
途
で

あ
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

　

そ
れ
で
は
︑
結
局
︑
私
は
何
を
課
題
と
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
︒

　

確
か
な
こ
と
は
︑
明
治
と
い
う
時
代
︑
日
本
と
い
う
空
間
を
最
初
の
研

究
対
象
と
し
て
選
ん
だ
時
の
初
志
が
︑﹁
現
在
の
自
分
が
立
つ
︑
こ
の
地

点
の
出
発
点
を
確
認
し
た
い
﹂
と
い
う
想
い
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
を
覚
え
て

い
る
の
は
︑
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
で
の
助
手
面
接
試
験
で
︑﹁
何

の
た
め
に
研
究
し
た
い
の
か
？
﹂
と
問
わ
れ
て
︑
そ
う
答
え
た
か
ら
で
あ

る
︒
と
は
言
え
︑
何
を
ど
う
研
究
す
れ
ば
良
い
か
と
い
っ
た
こ
と
が
分
か

っ
て
い
た
訳
で
も
な
い
︒
た
だ
漠
然
と
欧
米
の
み
な
ら
ず
ア
ジ
ア
と
直
接

に
交
流
す
る
よ
う
に
な
っ
た
明
治
日
本
の
人
々
の
思
想
を
知
る
こ
と
で
︑

﹁
近
代
﹂
と
﹁
世
界
﹂
に
つ
い
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
予
感
め
い
た
も
の
が
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
︒
し
か
し
︑﹁
現
在
の

自
分
が
立
つ
﹂
地
歩
は
︑
そ
れ
自
体
が
日
々
動
い
て
い
る
以
上
︑
永
久
に

辿
り
着
け
な
い
﹁
逃
げ
水
﹂
を
追
う
営
為
に
他
な
ら
な
か
っ
た
︒

　

そ
し
て
︑
愚
鈍
な
私
が
﹁
近
代
﹂
に
つ
い
て
思
い
あ
ぐ
ね
て
い
る
間
に
︑

学
界
で
は
﹁
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
﹂
論
が
流
行
し
︑﹁
言
語
論
的
転
回
﹂
が
叫

ば
れ
て
︑
実
証
主
義
史
学
な
ど
は
自
己
満
足
の
遺
物
に
過
ぎ
な
い
と
唾
棄

さ
れ
る
よ
う
な
思
潮
と
な
っ
た
︒
何
よ
り
も
皮
肉
な
こ
と
に
︑
私
が
赴
任

し
た
当
時
の
人
文
研
は
︑
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
の
最
先
端
を
疾
走
す
る
ニ

ュ
ー
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
旗
頭
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
喧
伝
さ
れ
︑
一
種
の

社
会
現
象
と
な
っ
て
い
た
︒
さ
ら
に
ま
た
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
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が
発
足
し
た
こ
と
で
︑
人
文
研
の
日
本
研
究
は
そ
の
使
命
を
終
え
て
衰
退

の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
と
い
う
論
調
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
は
躍
っ
て
い

た
︒

　

そ
う
し
た
外
か
ら
の
眼
差
し
を
意
識
し
な
が
ら
も
︑
史
料
を
集
め
て
は

読
み
解
く
作
業
に
徹
す
る
こ
と
こ
そ
が
時
勢
に
流
さ
れ
な
い
唯
一
の
道
で

あ
る
こ
と
を
諸
先
輩
の
歩
み
は
明
示
し
て
い
た
︒
い
や
︑
そ
れ
し
か
出
来

な
い
と
思
っ
た
︒
そ
し
て
︑
海
外
の
最
新
理
論
を
導
入
し
︑
そ
れ
を
当
て

嵌
め
て
み
せ
る
才
筆
を
競
う
の
で
は
な
く
︑
い
か
に
稚
拙
で
不
細
工
で
あ

れ
自
分
が
読
ん
だ
史
料
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
概
念
や
視
座
を
提
示
し
て
い

く
し
か
な
い
と
臍
を
固
め
て
い
っ
た
よ
う
に
思
う
︒

　

こ
の
よ
う
な
方
向
を
選
び
取
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
東
方
部
や
西
洋
部
の

研
究
班
の
末
席
に
加
え
て
戴
い
た
体
験
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
︒

そ
れ
は
門
外
漢
と
し
て
︑
た
だ
出
席
し
て
耳
学
問
を
し
た
と
い
う
に
過
ぎ

な
か
っ
た
が
︑
史
料
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
議
論
の
場
に
立
ち

会
う
時
間
を
重
ね
る
だ
け
で
自
分
が
知
ら
な
い
地
平
が
拓
か
れ
る
よ
う
な

感
覚
に
捉
わ
れ
た
︒
史
料
文
献
を
原
文
で
読
む
こ
と
は
で
き
な
く
と
も
︑

翻
訳
や
関
連
資
料
な
ど
を
探
し
出
し
て
読
み
続
け
る
こ
と
で
日
本
が
置
か

れ
た
﹁
近
代
﹂
と
﹁
世
界
﹂
の
布
置
状
況
が
︑
朧
気
な
が
ら
で
も
見
え
て

く
る
よ
う
な
触
感
が
あ
っ
た
︒

　

た
だ
︑
東
方
部
や
西
洋
部
の
研
究
班
か
ら
は
︑
一
方
的
に
恩
恵
を
受
け

た
だ
け
で
何
一
つ
応
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
の
点
で
は
︑
今
で

も
忸
怩
た
る
も
の
が
あ
り
︑
こ
の
悔
悟
の
念
は
消
え
去
る
こ
と
は
な
い
で

あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑﹁
世
界
﹂
各
地
域
の
研
究
者
を
網
羅
し
て
い
る
人
文
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研
の
最
大
の
特
質
を
活
用
し
な
い
こ
と
ほ
ど
︑
研
究
者
と
い
う
以
前
に
一

人
の
人
間
と
し
て
の
人
生
に
と
っ
て
の
損
失
は
な
い
︒
何
よ
り
も
東
方
部

や
西
洋
部
の
研
究
班
で
は
︑
通
常
で
は
出
会
う
機
会
も
な
い
多
種
多
様
な

専
門
分
野
や
異
業
種
の
方
々
と
も
面
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
︑
研
究
班
が

終
わ
っ
て
か
ら
も
交
流
が
続
い
て
い
る
方
が
少
な
く
な
い
︒
そ
う
し
た

方
々
こ
そ
︑
自
分
の
研
究
分
野
に
閉
じ
こ
も
り
が
ち
な
研
究
所
生
活
で
外

に
向
け
て
開
か
れ
た
窓
口
と
な
っ
た
︒

　

さ
て
︑
研
究
対
象
は
共
同
研
究
班
な
ど
の
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て

き
た
も
の
の
︑﹁
現
在
の
自
分
が
立
つ
︑
こ
の
地
点
の
出
発
点
を
確
認
し

た
い
﹂
と
い
う
研
究
者
と
な
る
に
あ
た
っ
て
抱
い
た
初
志
は
︑
自
分
な
り

に
通
底
し
て
い
た
よ
う
に
思
う
︒
こ
の
研
究
課
題
は
︑
自
ら
が
ど
う
い
う

時
代
︑
い
か
な
る
空
間
に
立
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
︑
極
め
て
私
的
な
問

題
意
識
に
過
ぎ
な
い
︒
し
か
し
︑
何
が
﹁
普
遍
﹂
で
何
が
﹁
特
殊
﹂
な
の

か
を
見
き
わ
め
る
こ
と
こ
そ
が
人
文
・
社
会
科
学
に
通
有
の
︑
そ
し
て
最

終
的
課
題
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
私
自
身
は
参
加

し
た
共
同
研
究
班
に
お
い
て
︑
そ
の
研
究
テ
ー
マ
と
い
う
鏡
に
照
ら
し
合

わ
せ
な
が
ら
︑
こ
の
問
題
を
考
え
て
き
た
つ
も
り
で
い
る
︒

　

最
後
の
共
同
研
究
班
で
あ
る
﹁
現
代
／
世
界
と
は
何
か
？

︱
人
文
学

の
視
点
か
ら
﹂
は
︑
ま
さ
に
こ
の
問
題
を
真
正
面
に
据
え
た
︑
私
に
と
っ

て
﹁
復
初
﹂
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
︒

　

そ
し
て
︑
そ
れ
は
︑
い
つ
も
眼
前
に
あ
り
な
が
ら
︑
終
生
︑
そ
こ
に
辿

り
つ
け
な
い
課
題
と
し
て
あ
る
︒
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講
　
　
演

 
夏
期
公
開
講
座

「
名
作
再
読
」

出
来
の
悪
い
正
史

︱
﹃
晋
書
﹄

藤　

井　

律　

之

　
﹃
晋
書
﹄
と
は
︑
唐
の
貞
観
二
二
年
︵
六
四
八
︶
に
成
っ
た

中
国
の
正
史
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︒
撰
者
は
︑
房
玄
齢
を
代
表
と

す
る
二
一
名
か
ら
な
り
︑
太
宗
・
李
世
民
の
勅
を
奉
じ
て
編
纂

し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
太
宗
自
身
が
筆
を
執
っ
た
箇
所
も
あ
る

の
で
︑
太
宗
御
撰
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
じ
っ
さ
い
︑
日
本

最
古
の
図
書
目
録
で
あ
る
﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄
で
は
︑

﹁
唐
太
宗
文
皇
製
﹂
と
さ
れ
て
お
り
︑
古
代
日
本
に
お
い
て
も

盛
ん
に
書
写
さ
れ
た
史
書
で
あ
る
︒

　
﹃
晋
書
﹄
に
は
数
多
く
の
特
色
が
あ
り
︑
た
と
え
ば
︑
列
伝

は
仏
図
澄
や
鳩
摩
羅
什
な
ど
僧
侶
の
伝
記
を
含
み
︑
ま
た
載
記

は
︑
い
わ
ゆ
る
五
胡
十
六
国
を
取
り
扱
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
当

該
時
代
に
つ
い
て
知
る
た
め
に
は
必
要
不
可
欠
な
史
書
な
の
だ

が
︑
成
立
し
た
当
初
か
ら
︑
同
書
は
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
︒

　

批
判
の
理
由
は
複
数
あ
る
が
︑
最
初
期
の
批
判
は
劉
知
幾

︵
六
六
一
～
七
二
一
︶
の
﹃
史
通
﹄
に
み
え
る
︒﹃
史
通
﹄
は
︑

中
国
最
初
の
史
学
理
論
書
で
あ
る
が
︑
そ
の
中
で
劉
知
幾
は

﹃
晋
書
﹄
の
編
纂
者
に
文
学
者
が
多
く
選
ば
れ
た
た
め
に
︑
歴

史
書
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
軽
薄
な
文
章
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
︑

ま
た
﹃
世
説
新
語
﹄
や
﹃
捜
神
記
﹄
の
よ
う
な
歴
史
史
料
と
し

て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
︵
と
劉
知
幾
が
み
な
し
て
い
た
︶
小
話
や

怪
談
を
︑
史
料
批
判
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
転
載
し
た
こ
と

を
強
く
非
難
す
る
︒

　

劉
知
幾
の
批
判
の
う
ち
︑
後
者
に
つ
い
て
理
解
す
る
た
め
︑

陳
寿
の
﹃
三
国
志
﹄
を
と
り
あ
げ
︑
五
丈
原
の
戦
い
の
描
写
を

比
較
し
て
み
る
と
︑﹃
三
国
志
﹄
の
描
写
は
︑
の
ち
に
﹃
三
国

演
義
﹄
の
名
場
面
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
と
は
到
底
思
え
な
い
ほ

ど
︑
は
な
は
だ
無
味
乾
燥
で
あ
る
︒
こ
れ
が
講
談
へ
と
発
展
す

る
た
め
の
素
材
と
な
っ
た
の
は
︑
の
ち
に
南
朝
宋
の
裴
松
之
が

注
と
し
て
拾
い
上
げ
て
く
れ
た
稗
史
で
あ
り
︑
そ
れ
が
な
け
れ
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ば
︑﹁
死
せ
る
諸
葛
︵
孔
明
︶︑
生
け
る
司
馬
︵
仲
達
︶
を
走
ら

す
﹂
と
い
う
俗
諺
は
忘
れ
去
ら
れ
︑﹁
星
落
秋
風
五
丈
原
﹂
と

い
う
名
文
句
も
生
ま
れ
得
な
か
っ
た
可
能
性
は
高
か
っ
た
で
あ

ろ
う
︒

　

対
す
る
﹃
晋
書
﹄
は
︑
五
丈
原
の
戦
い
の
描
写
に
そ
う
し
た

稗
史
の
記
述
を
積
極
的
に
取
り
込
ん
で
お
り
︑
劉
知
幾
の
言
う
︑

取
る
に
足
ら
な
い
史
料
を
そ
の
ま
ま
載
せ
た
と
い
う
批
判
は
︑

読
者
に
楽
し
く
読
ま
せ
る
た
め
の
工
夫
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る

こ
と
も
で
き
よ
う
︒

　

し
か
し
︑
そ
の
工
夫
は
︑
歴
史
書
は
面
白
く
あ
る
べ
き
か
否

か
と
い
う
問
題
と
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
こ
の
問
題
︑
換
言

す
れ
ば
︑
歴
史
書
に
物
語
的
要
素
は
ど
こ
ま
で
許
容
さ
れ
得
る

の
か
︑
と
い
う
問
題
は
︑
中
国
の
み
な
ら
ず
︑
西
洋
に
お
い
て

も
︑
歴
史
学
の
起
源
を
担
っ
た
ヘ
ロ
ド
ト
ス
と
ト
ゥ
キ
デ
ィ
デ

ス
の
頃
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
少
な
く
と
も
わ
た

く
し
に
は
容
易
に
答
え
ら
れ
る
問
題
で
は
な
い
︒

　

し
か
し
︑
劉
知
幾
に
は
明
確
な
解
答
が
あ
っ
た
︒
彼
に
と
っ

て
の
理
想
の
歴
史
書
と
は
︑
史
料
批
判

︱
民
間
人
の
記
録
よ

り
も
公
式
の
記
録
を
︑
後
人
の
伝
承
よ
り
も
同
時
代
人
の
証
言

を
重
視
す
る

︱
を
徹
底
的
に
行
っ
た
上
で
︑
可
能
な
限
り
余

計
な
叙
述
を
そ
ぎ
落
と
し
た
も
の
で
あ
り
︑
彼
の
目
か
ら
す
れ

ば
︑
あ
の
﹃
史
記
﹄
と
て
も
﹃
晋
書
﹄
と
五
十
歩
百
歩
な
の
で

あ
っ
た
︒

　

劉
知
幾
が
こ
こ
ま
で
極
端
な
理
想
を
抱
く
に
至
っ
た
の
は
︑

彼
の
史
官
時
代
の
苦
い
経
験
に
あ
っ
た
︒
彼
が
史
官
で
あ
っ
た

の
は
武
則
天
の
時
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
︑
生
き
抜
く
上
で
政

治
セ
ン
ス
を
必
要
と
し
た
こ
の
時
期
に
︑
彼
は
上
司
や
同
僚
に

恵
ま
れ
ず
︑
史
官
の
理
想
で
あ
る
直
筆
を
貫
く
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
︒
彼
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
太
宗
時
代
の
修
史
事
業

︱

﹃
晋
書
﹄
編
纂
も
含
ま
れ
る

︱
を
検
討
し
て
も
︑
武
則
天
期

と
大
差
な
い
と
落
胆
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
あ
る
意
味
︑

﹃
晋
書
﹄
の
出
来
の
悪
さ
が
︑
中
国
最
初
の
歴
史
理
論
書
の
誕

生
に
貢
献
し
た
と
言
え
る
︒

　
﹃
晋
書
﹄
の
他
の
欠
点
と
し
て
︑
撰
者
が
複
数
人
で
あ
っ
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
内
藤
湖
南
︵
一
八
六
六
～
一
九

三
四
︶
に
よ
る
批
判
で
︑﹃
晋
書
﹄
編
纂
を
契
機
に
︑
か
つ
て

は
家
学
と
し
て
の
性
質
を
備
え
て
い
た
史
学
が
分
業
制
へ
と
変

質
し
︑
結
果
︑
一
史
書
内
に
お
け
る
統
一
的
な
歴
史
観
が
失
わ

れ
た
こ
と
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
批
判
は
︑
集
合
知
︵
集
団
的
知
性
︶
は
歴
史
叙
述
を
担

い
得
る
か
否
か
︑
と
い
う
問
い
か
け
で
も
あ
る
︒
現
代
に
お
い

て
︑
共
同
作
業
で
通
史
を
執
筆
す
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は

な
く
︑
そ
の
批
判
と
し
て
︑
執
筆
者
間
で
の
意
識
共
有
が
不
充

分
と
い
う
指
摘
も
良
く
目
に
す
る
か
ら
で
あ
る
︒

　

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
納
得
し
て
共
有
し
得
る
ひ
と
つ
の
歴
史
観

や
歴
史
叙
述
を
追
及
す
る
の
か
︑
あ
る
い
は
︑
個
々
人
が
そ
れ
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ぞ
れ
納
得
す
る
も
の
を
追
及
す
る
の
か
︑
こ
の
両
者
の
ど
ち
ら

が
健
全
な
の
か
︑
こ
れ
も
ま
た
容
易
に
答
え
を
出
せ
る
問
題
で

は
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
劉
知
幾
は
後
者
を
選
択
し
た
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
出
来
が
悪
い
と
批
判
さ
れ
る
﹃
晋
書
﹄
は
︑

存
外
︑
歴
史
学
の
本
質
に
関
わ
る
難
題
を
提
示
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
デ
ュ
ラ
ス
『
愛
人

〈
ラ
マ
ン
〉』
を
い
ま
読
み
な
お
す

森　

本　

淳　

生

　

二
〇
一
六
年
は
︑
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
デ
ュ
ラ
ス
が
亡
く
な
っ

て
二
〇
年
に
な
る
︒
こ
の
節
目
の
年
に
彼
女
の
代
表
作
で
あ
る

﹃
愛
人
︿
ラ
マ
ン
﹀﹄
を
読
み
な
お
し
て
み
た
い
︒

　

一
九
八
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
愛
人
﹄
は
︑
デ
ュ
ラ
ス
の
少

女
時
代
の
体
験
を
題
材
と
し
た
作
品
で
あ
る
︒
デ
ュ
ラ
ス
と
お

ぼ
し
き
少
女
が
裕
福
な
中
国
人
青
年
と
出
会
い
︑
ふ
た
り
は
愛

人
関
係
に
な
る
︒
し
か
し
︑
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
で
あ
っ
た
イ

ン
ド
シ
ナ
に
お
い
て
︑
フ
ラ
ン
ス
人
と
中
国
人
の
あ
い
だ
に
は

人
種
の
壁
︑
植
民
地
主
義
的
な
偏
見
の
壁
が
あ
っ
た
︒
そ
う
し

た
中
国
人
の
愛
人
と
な
り
逢
瀬
を
重
ね
る
な
か
で
︑
少
女
は
現

地
の
フ
ラ
ン
ス
人
社
会
か
ら
非
難
さ
れ
の
け
者
扱
い
さ
れ
る
︒

少
女
は
い
わ
ば
﹁
売
春
婦
﹂
な
の
だ
︒﹃
愛
人
﹄
の
眼
目
は
︑

こ
う
し
た
何
重
に
も
疎
外
さ
れ
た
男
女
の
関
係
が
︑
じ
つ
は
本

当
の
﹁
愛
﹂
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
点
に

あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

―　 ―12
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こ
の
作
品
は
ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
ア
ノ
ー
に
よ
っ
て
映
画

化
さ
れ
記
録
的
な
観
客
動
員
を
果
た
し
た
が
︑
デ
ュ
ラ
ス
は
大

い
に
不
満
だ
っ
た
と
い
う
︒
ア
ノ
ー
は
小
説
を
︑
確
定
し
た
事

実
か
ら
な
る
ひ
と
つ
の
歴
史
／
物
語
に
し
よ
う
と
す
る
︒
し
か

し
︑
ひ
と
り
の
人
間
が
生
き
て
き
た
︿
生
﹀
は
無
数
の
事
実
︑

経
験
︑
願
望
︑
空
想
な
ど
か
ら
織
り
な
さ
れ
て
い
て
︑
そ
れ
を

時
系
列
に
沿
っ
て
整
然
と
展
開
さ
れ
る
よ
う
な
整
合
的
な
物
語

に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
れ
で
は
︑
人
生
と
は
支
離
滅
裂

な
断
片
か
ら
な
る
無
意
味
な
も
の
な
の
か
︒
デ
ュ
ラ
ス
は
そ
れ

も
ち
が
う
と
言
う
︒
人
生
に
は
言
語
化
で
き
な
い
核
の
よ
う
な

も
の
は
あ
り
︑
そ
れ
と
の
関
係
で
人
生
に
は
意
味
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
︑
し
か
し
︑
こ
の
核
は
︑
実
際
に
︿
生
﹀
を
生
き

る
現
在
に
お
い
て
は
は
っ
き
り
と
自
覚
で
き
な
い
︑
だ
か
ら
こ

そ
過
去
の
人
生
に
つ
い
て
後
か
ら
回
想
し
︑
妄
想
を
も
恐
れ
ず

語
り
な
お
す
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
だ
︒

　
﹃
愛
人
﹄
の
冒
頭
で
語
ら
れ
る
﹁
存
在
し
な
い
写
真
﹂
は
ま

さ
に
そ
う
し
た
表
象
で
き
な
い
核
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
︒

中
国
人
青
年
が
黒
い
豪
華
な
自
動
車
に
乗
っ
て
メ
コ
ン
川
の
渡

し
場
に
現
れ
︑
渡
し
船
の
う
え
で
二
人
が
初
め
て
言
葉
を
交
わ

し
た
場
面

︱
自
分
の
人
生
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
味
を
持
つ

こ
の
場
面
の
写
真
は
存
在
し
な
い
︒
こ
こ
か
ら
示
唆
さ
れ
る
の

は
︑
ふ
た
り
の
関
係
が
現
実
世
界
で
は
ほ
と
ん
ど
実
現
不
可
能

な
﹁
愛
﹂
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︵
少
女
は
帰
国

の
船
の
な
か
で
初
め
て
彼
を
愛
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
思

う
︶︒
こ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
は
︑
愛
を
安
易
に
成
就
さ
せ

て
甘
っ
た
る
い
言
葉
や
恋
愛
の
心
理
分
析
で
小
説
を
埋
め
る
よ

う
な
こ
と
は
拒
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
愛
の
実
現
を
徹
底

し
て
妨
げ
る
よ
う
な
道
具
立
て

︱
人
種
的
・
植
民
地
主
義
的

な
隔
た
り
や
売
春
婦
性

︱
が
必
要
に
な
る
の
は
そ
の
た
め
で

あ
る
︒

　
﹃
愛
人
﹄
の
﹁
愛
﹂
は
﹁
不
可
能
な
愛
﹂
で
あ
る
︒
そ
れ
は

目
に
見
え
ぬ
か
た
ち
で
︑
つ
ま
り
あ
る
種
の
︿
不
在
﹀︑︿
欠

如
﹀
と
し
て
︑
人
と
人
と
の
間
の
関
係
に
作
用
し
て
い
る
︒
デ

ュ
ラ
ス
に
と
っ
て
書
く
こ
と
と
は
︑
こ
う
し
た
︿
不
在
﹀︑︿
欠

如
﹀
に
触
れ
︑
そ
れ
と
自
分
を
共
振
さ
せ
る
営
み
で
あ
っ
た
︒

停
電
し
た
夜
に
少
女
を
追
い
か
け
て
き
た
女
乞
食
や
︑
若
い
愛

人
を
自
殺
さ
せ
た
こ
と
で
周
囲
か
ら
悪
評
を
立
て
ら
れ
︑
つ
い

に
は
入
水
自
殺
し
た
ア
ン
ヌ=

マ
リ
ー
・
ス
ト
レ
ッ
テ
ル
は
︑

少
女
自
身
の
愛
欲
︑
狂
気
︑
孤
絶
︑
そ
し
て
死
と
の
関
係
を
象

徴
す
る
人
物
た
ち
だ
っ
た
︒
中
国
人
愛
人
と
の
交
情
に
は
︑
さ

ら
に
デ
ュ
ラ
ス
自
身
の
ふ
た
り
の
兄
の
影
が
つ
き
ま
と
っ
て
お

り
︑
そ
こ
に
は
近
親
相
姦
的
な
欲
望
も
潜
ん
で
い
た
︒﹃
愛
人
﹄

と
は
︑
こ
れ
ら
の
形
象
を
書
く
こ
と
で
自
分
の
奥
底
に
潜
む

﹁
形
容
不
能
な
も
の
﹂
を
生
き
な
お
す
試
み
で
あ
り
︑
語
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
を
語
る
と
い
う
こ
の
逆
説
的
な
営
み
の
た

め
に
デ
ュ
ラ
ス
が
と
っ
た
文
体
上
の
工
夫
が
︑
あ
の
﹁
流
れ
ゆ
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く
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
﹂
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

今
日
︑﹃
愛
人
﹄
と
い
う
作
品
は
な
に
よ
り
も
﹁
妄
想
す
る

権
利
﹂
を
私
た
ち
に
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
れ

は
︑
様
々
な
規
制
が
織
り
な
す
息
苦
し
い
現
代
社
会
の
な
か
で

内
面
︑
欲
望
︑
悦
楽
を
ほ
と
ん
ど
失
い
か
け
て
い
る
私
た
ち
に
︑

な
に
か
密
か
な
空
隙
を
穿
つ
可
能
性
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
︒

文
学
に
も
し
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
ま
さ
に
こ
の
よ

う
な
自
由
な
行
為
の
う
ち
に
し
か
な
い
だ
ろ
う
︒

『
韓
非
子
』
を
読
む

冨　

谷　
　
　

至

　

韓
非
︵
？
～B. C. 233

︶
は
︑
戦
国
時
代
末
︑
儒
家
の
荀
子

に
学
び
︑
儒
家
の
礼
説
を
発
展
さ
せ
︑
刑
名
思
想
を
確
立
し
た

法
家
の
思
想
家
と
し
て
有
名
で
あ
り
︑﹃
韓
非
子
﹄
五
五
篇
は
︑

そ
の
思
想
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
語
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
ま
た

読
み
物
と
し
て
も
大
変
面
白
い
︒

　

人
間
は
打
算
に
従
っ
て
行
動
す
る
︒
本
能
的
打
算
を
人
性
と

み
る
韓
非
は
︑
性
善
か
性
悪
か
と
い
う
問
題
は
︑
考
慮
の
外
に

あ
っ
た
︒
ま
た
︑
主
権
者
つ
ま
り
皇
帝
と
人
民
の
間
の
契
約
が

法
律
で
あ
り
︑
罪
と
罰
と
の
明
確
な
法
定
が
契
約
内
容
だ
と
い

っ
た
考
え
方
は
豪
も
存
在
し
な
い
︒

　

韓
非
子
は
︑
人
間
の
理
性
を
視
野
に
は
入
れ
な
か
っ
た
︒
見

方
を
変
え
れ
ば
韓
非
の
刑
罰
︑
政
治
に
つ
い
て
の
思
想
の
欠
落

は
そ
こ
に
こ
そ
あ
っ
た
と
も
言
え
る
が
︑
な
ら
ば
何
故
に
そ
う

い
っ
た
欠
落
が
生
じ
た
の
か
︑
そ
の
依
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
は

ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

　

何
よ
り
も
い
え
る
こ
と
は
︑
韓
非
子
が
人
間
の
性
を
考
察
す

る
中
で
︑
善
・
悪
の
価
値
判
断
を
そ
の
考
察
の
対
象
に
お
か
ず
︑
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あ
る
が
ま
ま
の
現
実
に
の
み
立
脚
し
︑
そ
れ
を
出
発
点
と
し
た

こ
と
に
由
る
︒
人
性
の
善
悪
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
︑
孟
子
や

荀
子
の
唱
え
る
よ
う
に
︑
良
識
︑
善
へ
の
志
向
と
い
っ
た
個
人

の
教
化
︑
さ
ら
に
は
教
化
を
受
け
入
れ
る
個
人
の
理
性
的
判
断

の
有
無
と
い
う
こ
と
が
当
然
ま
な
板
に
登
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か

し
な
が
ら
︑
韓
非
子
は
そ
れ
を
考
慮
の
外
に
お
き
︑
損
得
に
対

し
て
本
能
的
に
反
応
す
る
人
間
の
行
動
の
み
を
と
り
あ
げ
︑
そ

れ
を
肯
定
も
否
定
も
す
る
こ
と
な
く
︑
現
実
と
し
て
受
け
入
れ
︑

利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
刑
罰
に
よ
る
威
嚇
︑
予
防
へ
と
理
論

を
積
み
上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

韓
非
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
社
会
の
安
定
秩
序
で
あ
り
︑
社

会
を
構
成
す
る
人
間
集
団
を
い
か
に
統
御
す
る
か
が
全
て
の
課

題
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
の
人
性
の
分
析
で
あ
っ
た
︒
従
っ
て
統

治
の
対
象
た
る
人
間
を
集
団
と
し
て
と
ら
え
︑
個
人
︑
個
性
に

は
極
め
て
冷
淡
で
あ
る
︒

　

個
性
と
は
︑
人
間
を
独
立
し
た
人
格
を
も
つ
存
在
と
見
て
︑

そ
の
人
格
に
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
特
徴
を
認
め
る
こ
と
で
あ
り
︑

か
つ
個
別
の
特
徴
は
人
間
理
性
が
創
生
す
る
と
い
っ
て
よ
い
︒

韓
非
子
に
は
こ
う
い
う
発
想
は
な
か
っ
た
︑
否
︑
そ
れ
は
わ
か

っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
そ
う
い
う
方
向

で
は
考
え
な
か
っ
た
︒

　

人
間
に
共
通
し
た
本
性
︑
そ
れ
が
損
得
に
対
す
る
打
算
で
あ

る
が
︑
か
か
る
本
性
を
も
つ
人
間
が
一
般
的
な
凡
庸
な
人
間
で

あ
り
︑
そ
う
い
っ
た
輩
が
絶
対
多
数
を
占
め
る
︒
韓
非
は
事
柄

の
分
析
と
政
策
の
遂
行
に
お
い
て
常
に
視
点
を
絶
対
多
数
に
お

い
て
い
た
︒
人
間
で
い
う
な
ら
︑
同
じ
よ
う
な
考
え
で
行
動
す

る
有
象
無
象
の
凡
庸
に
他
な
ら
な
い
︒

　

政
治
︑
統
制
は
ま
ず
そ
れ
を
認
識
し
て
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

そ
れ
が
現
実
を
見
据
え
た
政
治
で
あ
る
︒
非
打
算
的
︑
理
性
的
︑

物
事
の
本
質
を
理
解
す
る
賢
者
︑
そ
う
い
っ
た
人
間
は
い
る
か

も
し
れ
な
い
︑
ま
た
教
育
も
効
果
が
無
い
わ
け
で
な
な
い
︒
し

か
し
︑
絶
対
多
数
を
そ
の
よ
う
に
教
育
し
︑
ま
た
す
べ
て
の
人

間
を
賢
明
に
す
る
こ
と
な
ど
︑
で
き
な
い
︒

　

圧
倒
的
多
数
の
凡
庸
を
対
象
と
す
る
な
か
で
欠
落
し
て
い
く

の
は
︑
人
間
個
性
︑
個
人
の
素
質
︑
個
人
の
能
力
で
あ
り
︑
よ

し
個
人
の
能
力
を
認
め
た
と
し
て
も
そ
れ
が
現
実
の
政
治
へ
与

え
る
効
果
は
期
待
で
き
な
い
と
し
︑
そ
の
う
え
個
性
︑
才
能
あ

る
有
能
な
人
物
の
出
現
は
常
態
で
は
な
く
︑
そ
れ
ゆ
え
彼
に
は

現
実
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

―　 ―15
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五
月

六
月

七
月

講
演
会
　
ポ
ス
タ
ー
ギ
ャ
ラ
リ
ー
　
二
〇
一
六
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八
月

十
一
月

十
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二
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二
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一
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彙
　
報
　〈
二
〇
一
六
年
四
月
よ
り
二
〇
一
七
年
三
月
ま
で
〉

お
く
り
も
の

◦
冨
谷
至
教
授
は
第
十
回
白
川
静
記
念
東
洋
文

字
文
化
賞
を
受
賞
︵
二
〇
一
六
年
十
月
十
五

日
︶

訃
報

◦
佐
々
木
克
名
誉
教
授
︵
七
五
歳
︶
は
︑
七
月

三
一
日
逝
去
︒

人
の
う
ご
き

◦
井
波
陵
一
教
授
︵
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報

学
研
究
セ
ン
タ
ー
︶
を
人
文
学
系
長
に
併
任

︵
四
月
一
日
～
二
〇
一
八
年
三
月
三
一
日
︶

◦
稲
葉
穣
教
授
︵
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学

研
究
セ
ン
タ
ー
︶
を
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情

報
学
研
究
セ
ン
タ
ー
長
に
併
任
︵
四
月
一
日

～
二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日
︶

◦
永
田
知
之
准
教
授
︵
東
方
学
研
究
部
︶
は
︑

附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン
タ
ー

に
配
置
換
︵
四
月
一
日
付
︶

◦
中
西
竜
也
は
︑
准
教
授
︵
東
方
学
研
究
部
︶

に
採
用
︵
四
月
一
日
付
︶

◦
森
本
淳
生
は
︑
准
教
授
︵
人
文
学
研
究
部
︶

に
採
用
︵
四
月
一
日
付
︶

◦
池
田
さ
な
え
は
︑
助
教
︵
人
文
学
研
究
部
︶

に
採
用
︵
四
月
一
日
付
︶

◦
德
永
悠
は
︑
助
教
︵
人
文
学
研
究
部
︶
に
採

用
︵
四
月
一
日
付
︶

◦
井
狩
彌
介
は
︑
客
員
教
授
︵
文
化
研
究
創
成

研
究
部
門
︑
四
月
一
日
～
二
〇
一
七
年
三
月

三
一
日
︶

◦JA
CQ
U
ET
, Benoit M

arcel M
aurice  

フ
ラ
ン
ス
国
立
極
東
学
院
京
都
支
部
長
は
︑

客
員
准
教
授
︵
文
化
研
究
創
成
研
究
部
門
︑

四
月
一
日
～
二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日
︶

◦
武
上
真
理
子　

人
間
文
化
研
究
機
構
地
域
研

究
推
進
セ
ン
タ
ー
研
究
員
は
︑
客
員
准
教
授

︵
附
属
現
代
中
国
研
究
セ
ン
タ
ー
︑
四
月
一

日
～
二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日
︶

◦
藤
本
幸
夫
は
︑
特
任
教
授
︵
文
化
研
究
創
生

研
究
部
門
︑
四
月
一
日
～
二
〇
一
七
年
三
月

三
一
日
︶

◦V
IT
A
, Silvio　

京
都
外
国
語
大
学
教
授
は
︑

特
任
教
授
︵
四
月
一
日
～
二
〇
一
七
年
三
月

三
一
日
︶

◦
岩
井
茂
樹
教
授
は
国
際
高
等
教
育
院
に
配
置

換
の
上
︑
当
研
究
所
︵
東
方
学
研
究
部
︶
を

併
任
︵
四
月
一
日
～
三
月
三
一
日
︶

◦
籠
谷
直
人
教
授
は
︑
大
学
院
地
球
環
境
学
堂

に
配
置
換
の
上
︑
当
研
究
所
︵
人
文
学
研
究

部
︶
を
併
任
︵
四
月
一
日
～
三
月
三
一
日
︶

◦
土
口
史
記
助
教
︵
東
方
学
研
究
部
︶
は
︑
辞

任
の
上
︵
二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日
付
︶︑

岡
山
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
准

教
授
に
就
任
︒

◦
大
浦
康
介
教
授
︵
人
文
学
研
究
部
︶
は
︑
定

年
に
よ
り
退
職
︵
二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日

付
︶

◦
冨
谷
至
教
授
︵
東
方
学
研
究
部
︶
は
︑
定
年

に
よ
り
退
職
︵
二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日

付
︶

◦
山
室
信
一
教
授
︵
人
文
学
研
究
部
︶
は
︑
定

年
に
よ
り
退
職
︵
二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日

付
︶

海
外
で
の
研
究
活
動

◦
小
川
佐
和
子
助
教
︵
人
文
学
研
究
部
︶
は
︑

一
部
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
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り
二
〇
一
五
年
八
月
十
九
日
成
田
発
︑
ウ
ィ

ー
ン
大
学
︑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
フ
ィ
ル
ム
・

ア
ー
カ
イ
ヴ
︑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
立
映
画
博

物
館
︑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
立
演
劇
博
物
館
︑

オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
立
図
書
館
に
於
い
て
﹁
十

九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の
映
画

史
・
演
劇
史
を
め
ぐ
る
日
欧
比
較
研
究
﹂
に

係
る
資
料
調
査
を
行
い
︑
ブ
ダ
ペ
ス
ト
・
オ

ペ
レ
ッ
タ
・
劇
場
お
よ
び
国
立
図
書
館
に
於

い
て
﹁
第
一
次
世
界
大
戦
期
お
よ
び
戦
間
期

の
大
衆
演
劇
︵
主
に
オ
ペ
レ
ッ
タ
作
品
と
そ

の
映
画
翻
案
︶
の
調
査
を
行
い
︑
二
〇
一
六

年
五
月
十
八
日
に
一
時
帰
国
︑
早
稲
田
大
学

演
劇
博
物
館
に
於
い
て
︑﹁
比
較
映
画
史
研

究
︱
無
声
映
画
期
に
お
け
る
反
古
典
的
形
式

の
形
成
と
展
開
︱
﹂
に
関
す
る
日
本
に
お
け

る
オ
ペ
レ
ッ
タ
映
画
の
批
評
言
説
の
調
査
を

行
い
︑
京
都
大
学
に
於
い
て
映
画
と
オ
ペ
レ

ッ
タ
を
め
ぐ
る
調
査
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行

い
︑
五
月
二
六
日
に
再
出
国
︑
ブ
ダ
ペ
ス

ト
・
オ
ペ
レ
ッ
タ
劇
場
お
よ
び
国
立
図
書
館

に
於
い
て
︑
第
一
次
世
界
大
戦
期
お
よ
び
戦

間
期
の
大
衆
演
劇
︵
主
に
オ
ペ
レ
ッ
タ
作
品

と
そ
の
映
画
翻
案
︶
の
調
査
を
行
い
︑Ci-
neteca di Bologna

に
於
い
て
︑
ボ
ロ
ー

ニ
ャ
復
元
映
画
祭
に
参
加
し
︑
一
九
一
〇
年

代
の
映
画
の
調
査
を
行
い
︑
七
月
六
日
帰
国
︒

◦
髙
木
博
志
教
授
︵
人
文
学
研
究
部
︶
は
︑
六

月
二
五
日
大
阪
発
︑
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
大
学

に
於
い
て
︑
日
本
美
術
史
の
教
育
と
研
究
お

よ
び
京
都
の
近
代
史
の
講
演
を
行
い
︑
ラ
イ

プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
に
於
い
て
︑
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル

グ
大
学
学
生
の
研
修
旅
行
を
引
率
し
︑
七
月

二
六
日
帰
国
︒

招
へ
い
研
究
員

◦
余　

欣　

復
旦
大
学
歴
史
学
系
教
授

　

中
世
術
数
学
の
形
成
と
日
本
的
展
開

 

︵
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
︶

 

受
入
教
員　

武
田
教
授

　

期
間　

四
月
二
十
日
～
七
月
十
九
日

◦JA
M
I, Catherine Florence T

he N
a-

tional C
enter for scientific R

e-
search, Research D

irector

　

梅
文
鼎
の
数
学
研
究
と
和
算
へ
の
影
響

 

︵
文
化
連
関
研
究
客
員
部
門
︶

 

受
入
教
員　

武
田
教
授

　

期
間　

六
月
十
九
日
～
九
月
十
八
日

◦O
T
M
A
ZGIN

, N
issim

　

ヘ
ブ
ラ
イ
大
学

人
文
学
部
准
教
授

　

地
政
学
と
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
：
東
南
ア
ジ
ア
に

お
け
る
日
本
の
文
化
政
策
の
一
〇
〇
年

 

︵
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
︶

 

受
入
教
員　

田
中
教
授

　

期
間　

七
月
十
一
日
～

 

二
〇
一
七
年
一
月
十
日

◦W
A
H
LQ
U
IST
, H
åkan　

王
立
科
学
ア
カ

デ
ミ
ー
ス
ウ
ェ
ン
・
ヘ
デ
ィ
ン
財
団
常
務

理
事

　

ス
ウ
ェ
ン
・
ヘ
デ
ィ
ン
と
京
都

 

︵
文
化
連
関
研
究
客
員
部
門
︶

 

受
入
教
員　

冨
谷
教
授

　

期
間　

九
月
十
四
日
～
十
二
月
十
三
日

◦
李　

磊　

華
東
師
範
大
学
歴
史
学
系
中
国
古

代
史
教
研
室
副
教
授

　

六
朝
時
代
の
東
ア
ジ
ア

－

中
国
王
朝
と
日

本
・
朝
鮮
と
の
関
係

 

︵
文
化
連
関
研
究
客
員
部
門
︶

 

受
入
教
員　

冨
谷
教
授

　

期
間　

十
二
月
十
五
日
～

 

二
〇
一
七
年
三
月
十
四
日

◦
巫　

仁
恕　

中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
研

究
員

　

十
九
世
紀
後
半
中
国
の
地
域
的
消
費
と
社
会

變
遷
：
同
治
期
四
川
省
巴
県
を
中
心
に
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︵
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
︶

 

受
入
教
員　

村
上
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
七
年
二
月
一
日
～

 

二
〇
一
七
年
四
月
三
十
日

招
へ
い
外
国
人
学
者

◦
鄭　

雅
如　

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所

助
研
究
員

　

比
較
の
視
点
か
ら
み
た
魏
晋
南
北
朝
期
皇

后
・
皇
太
后
の
国
家
体
制
に
お
け
る
位

置
：
五
礼
を
中
心
と
し
た
考
察

 

受
入
教
員　

冨
谷
教
授

　

期
間　

四
月
九
日
～
四
月
二
三
日

◦
趙　

立
新　

国
立
曁
南
国
際
大
学
歴
史
学
系

助
理
教
授

　

石
刻
史
料
に
み
え
る
北
朝
宗
室
の
官
歴
に
つ

い
て

 

受
入
教
員　

冨
谷
教
授

　

期
間　

四
月
九
日
～
四
月
二
三
日

◦
堀
口　

典
子　

U
niversity of T

ennes-
see, A

ssociate Professor

　

食
と
記
憶
の
言
説
︱
日
本
近
代
帝
国
を
め
ぐ

っ
て

 

受
入
教
員　

冨
谷
教
授

　

期
間　

七
月
二
五
日
～
十
二
月
三
一
日

◦
周　

佳　

浙
江
大
学
古
籍
研
究
所
講
師

　

宋
代
官
銜
制
度
研
究
︱
墓
誌
史
料
か
ら
の
考

察
を
中
心
に

 

受
入
教
員　

冨
谷
教
授

　

期
間　

八
月
一
日
～

 

二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日

◦
趙　

晟
佑　

ソ
ウ
ル
国
立
大
学
助
教
授

　

東
ア
ジ
ア
仏
教
に
み
え
る
末
法
思
想
の
比
較

研
究

 

受
入
教
員　

宮
宅
准
教
授

　

期
間　

八
月
一
日
～

 

二
〇
一
七
年
七
月
三
一
日

◦
張　

利
軍　

東
北
師
範
大
学
歴
史
文
化
学
院

副
教
授

　

夏
商
周
国
家
構
造
の
考
古
学
研
究

 

受
入
教
員　

岡
村
教
授

　

期
間　

九
月
二
十
日
～

 

二
〇
一
七
年
九
月
十
九
日

◦
張　

忠
煒　

中
国
人
民
大
学
歴
史
系
副
教
授

　

秦
漢
時
代
の
法
律
認
識
︱
経
学
・
讖
緯
・
術

数
か
ら
み
た
︱

 

受
入
教
員　

宮
宅
准
教
授

　

期
間　

十
月
一
日
～

 

二
〇
一
七
年
九
月
三
十
日

◦A
RO
K
A
Y
, Judit　

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
大

学
日
本
学
研
究
所
教
授

　

日
本
前
近
代
の
文
字
テ
ク
ス
ト
の
デ
ジ
タ

ル
・
マ
ッ
ピ
ン
グ
と
デ
ジ
タ
ル
注
釈

 

受
入
教
員　

大
浦
教
授

　

期
間　

十
一
月
十
五
日
～

 

二
〇
一
七
年
一
月
十
三
日

◦
陳　

偉　

武
漢
大
学
歴
史
学
院
教
授

　

秦
代
出
土
文
字
史
料
の
研
究

 

受
入
教
員　

宮
宅
准
教
授

　

期
間　

十
一
月
十
七
日
～
十
二
月
四
日

◦
劉　

雅
君　

上
海
大
学
社
会
科
学
学
院
副
教

授

　

魏
晋
南
北
朝
の
外
交
史
研
究

 

受
入
教
員　

冨
谷
教
授

　

期
間　

十
二
月
十
五
日
～

 

二
〇
一
七
年
三
月
十
四
日

◦
都　

賢
喆　

延
世
大
学
校
文
科
大
学
史
学
科

教
授

　

高
麗
末
に
お
け
る
明
・
日
本
と
の
詩
文
交
流

の
意
義

 

受
入
教
員　

矢
木
教
授

　

期
間　

二
〇
一
七
年
三
月
十
六
日
～

 

二
〇
一
八
年
二
月
二
八
日
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外
国
人
共
同
研
究
者

◦Scherrm
ann, Sylke U

lrike

　

青
島
旧
蔵
ド
イ
ツ
語
文
献
中
の
法
制
関
係
資

料
の
調
査

 
受
入
教
員　

岩
井
教
授

　

期
間　

二
〇
一
二
年
四
月
一
日
～

 

二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日
︵
継
続
︶

◦T
A
JA
N
, N
icolas Pierre

　

ト
ラ
ウ
マ
と
文
明
︱
﹁
傷
﹂
の
歴
史
か
ら
み

た
人
類

 

受
入
教
員　

立
木
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
五
年
四
月
一
日
～

 

二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日
︵
継
続
︶

◦
鄭　

琮
樺　

韓
国
映
像
資
料
院
韓
国
映
画
史

研
究
所
専
任
研
究
員
・
慶
煕
大
学
演
劇
映

画
学
科
兼
任
教
授

　

植
民
地
近
代
の
日
本
・
朝
鮮
映
画
交
渉
に
関

す
る
歴
史
的
研
究

 

受
入
教
員　

髙
木
教
授

　

期
間　

二
〇
一
四
年
十
一
月
二
四
日
～

 

二
〇
一
七
年
十
一
月
二
三
日
︵
継
続
︶

◦
李　

周
炫　

ソ
ウ
ル
国
立
大
学
歴
史
研
究
所

ユ
ソ
ン
奨
学
財
団
奨
学
生

　

秦
漢
時
代
に
お
け
る
国
家
の
市
場
管
理

 

受
入
教
員　

宮
宅
准
教
授

　

期
間　

八
月
三
十
日
～

 

二
〇
一
七
年
五
月
三
一
日

◦T
A
N
 D
elfinn Sw

eim
ay N

anyang 
T
echnological U

niversity PhD
 

candidate

　

日
本
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
鯉
と
装
飾

魚
養
殖
の
科
学
史

 

受
入
教
員　

瀬
戸
口
准
教
授

　

期
間　

九
月
十
四
日
～

 

二
〇
一
七
年
一
月
十
五
日

◦
ラ
イ
ル
・
デ
・
ス
ー
ザ　

ロ
ン
ド
ン
大
学
バ

ー
ク
ベ
ッ
ク
校
准
講
師

　

海
外
日
系
人
の
文
学
と
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
・
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

 

受
入
教
員　

竹
沢
教
授

　

期
間　

九
月
一
日
～

 
二
〇
一
八
年
八
月
三
一
日
︵
継
続
︶

◦
張　

俐
盈　

中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所

院
級
博
士
後
研
究
員

　

明
代
詩
学
と
文
化
伝
播
を
通
し
て
見
た
李
白

 

受
入
教
員　

永
田
准
教
授

　

期
間　

七
月
三
十
日
～
九
月
三
日

◦PA
PA
ZIA
N
, Frederic　

フ
ラ
ン
ス
国
立

科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
科
学
史
研
究
ラ
ボ
特

任
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
技
術
者

　
﹃
百
科
全
書
﹄
デ
ジ
タ
ル
共
同
批
評
校
訂
版

︵EN
CRRE

︶
構
築
の
た
め
の
技
術
開
発

 

受
入
教
員　

王
寺
准
教
授

　

期
間　

二
〇
一
七
年
二
月
二
十
日
～

 

二
〇
一
七
年
五
月
十
三
日

外
国
人
研
究
生

◦RU
ESCH

, M
arkus

　

親
鸞
論
～
救
済
論
と
生
～
に
関
す
る
研
究

 

受
入
教
員　

大
浦
教
授

　

期
間　

二
〇
一
五
年
四
月
一
日
～

 

二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日
︵
継
続
︶

◦
梁　

鎮
海

　

明
清
交
替
期
の
地
域
社
会
：
自
己
文
書
の
視

角
か
ら

 

受
入
教
員　

岩
井
教
授

　

期
間　

四
月
一
日
～

 

二
〇
一
八
年
三
月
三
一
日
︵
継
続
︶

受
託
研
究
員

◦
石　

立
善　

上
海
師
範
大
学
哲
学
学
院
教
授

　

日
本
所
蔵
漢
籍
古
抄
本
に
関
す
る
総
合
的
研

究

 

受
入
教
員　

古
勝
准
教
授
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期
間　

二
〇
一
七
年
三
月
一
日
～

 

二
〇
一
七
年
八
月
三
一
日

東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン
タ
ー
講
習
会

◦
二
〇
一
六
年
度
漢
籍
担
当
職
員
講
習
会
︵
初

級
︶

　

第
一
日
︵
十
月
三
日
︶

　
　

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン 

稲
葉　

穣

　
　

漢
籍
に
つ
い
て
︵
四
部
分
類
概
説
を
含

む
︶ 
永
田　

知
之

　
　

カ
ー
ド
の
取
り
方
︱
漢
籍
整
理
の
実
践

 

土
口　

史
記

　

第
二
日
︵
十
月
四
日
︶

　
　

工
具
書
に
つ
い
て 

髙
井　

た
か
ね

　
　

漢
籍
関
連
サ
イ
ト
の
利
用

 　
　

 

附
属
図
書
館
学
術
支
援
課
電
子
リ
ソ
ー
ス

掛 

　

大
西　

賢
人

　
　

実
習
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て 

梶
浦　

晋

　
　

漢
籍
目
録
カ
ー
ド
作
成
実
習

　

第
三
日
︵
十
月
五
日
︶

　
　

目
録
検
索
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
検
索

 

安
岡　

孝
一

　
　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
︵
一
︶

　

第
四
日
︵
十
月
六
日
︶

　
　

和
刻
本
に
つ
い
て

 

文
学
研
究
科
教
授　

宇
佐
美　

文
理

　
　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
︵
二
︶

　

第
五
日
︵
十
月
七
日
︶

　
　

朝
鮮
本
に
つ
い
て 

矢
木　

毅

　
　

実
習
解
説 

土
口　

史
記

　
　

情
報
交
換 

安
岡　

孝
一

◦
二
〇
一
六
年
度
漢
籍
担
当
職
員
講
習
会
︵
中

級
︶

　

第
一
日
︵
十
一
月
七
日
︶

　
　

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン 

稲
葉　

穣

　
　

経
部
に
つ
い
て 

古
勝　

隆
一

　
　

叢
書
部
に
つ
い
て 

藤
井　

律
之

　
　

叢
書
と
漢
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

 

安
岡　

孝
一

　

第
二
日
︵
十
一
月
八
日
︶

　
　

史
部
に
つ
い
て 

宮
宅　

潔

　
　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
︵
一
︶

　

第
三
日
︵
十
一
月
九
日
︶

　
　

子
部
に
つ
い
て 

中
西　

竜
也

　
　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
︵
二
︶

　

第
四
日
︵
十
一
月
十
日
︶

　
　

集
部
に
つ
い
て

　
　

 

人
間
・
環
境
学
研
究
科
教
授

 

　

道
坂　

昭
廣

　
　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
︵
三
︶

　

第
五
日
︵
十
一
月
十
一
日
︶

　
　

漢
籍
と
情
報
処
理

 

ウ
ィ
ッ
テ
ル
ン
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン

　
　

実
習
解
説 

土
口　

史
記

　
　

情
報
交
換 

安
岡　

孝
一

お
客
さ
ま

◦
四
月
八
日　

ド
イ
ツ
ハ
ン
ブ
ル
グ
大
学
日
本

学
科
教
授　

ヨ
ー
ク
・
ク
ヴ
ェ
ン
ツ
ァ
ー　

他
一
名

　
︵
冨
谷
︑
永
田
が
対
応
し
た
︶

◦
四
月
二
五
日　

華
東
政
法
大
学
教
授
︑
全
国

外
国
法
制
史
学
会
会
長　

何
勤
華　

他
六
名

　
︵
井
波
︑
冨
谷
が
対
応
し
た
︶
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「
生
き
も
の
」
と
し
て
の
共
同
研
究

班
、
ま
た
は
環
世
界
の
人
文
学

石　

井　

美　

保

　

二
〇
一
五
年
の
春
︑
大
浦
康
介
氏
を
班
長
と
し
て
発
足
し
た

共
同
研
究
班
﹁
環
世
界
の
人
文
学
︱
生
き
も
の
・
な
り
わ
い
・

わ
ざ
﹂
は
︑
二
年
を
経
た
二
〇
一
七
年
の
春
に
い
っ
た
ん
の
区

切
り
を
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

　

こ
の
研
究
班
で
は
︑﹁
環
世
界
﹂
と
い
う
言
葉
を
キ
ー
ワ
ー

ド
と
し
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
的
冒
険
と
も
い
え
る
研
究
発
表

が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
が
︑
そ
の
理
論
的
な
支
柱
と
な
っ
た

の
は
︑﹁
環
世
界
﹂
の
概
念
を
提
起
し
た
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
著

作
に
加
え
て
︑
そ
の
理
論
を
独
自
に
発
展
さ
せ
た
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ

ッ
カ
ー
や
木
村
敏
ら
の
著
作
で
あ
る
︒

　

こ
の
二
年
間
を
通
し
て
︑
哲
学
・
文
学
・
歴
史
学
・
精
神
分

析
学
︑
そ
れ
に
文
化
人
類
学
や
霊
長
類
学
と
い
っ
た
多
彩
な
専

門
を
も
つ
メ
ン
バ
ー
が
︑
デ
カ
ル
ト
の
動
物
論
か
ら
ア
フ
リ
カ

の
農
村
に
お
け
る
人
と
サ
ル
の
関
係
に
い
た
る
ま
で
︑
多
岐
に

わ
た
る
研
究
発
表
を
行
っ
て
き
た
︒
こ
の
よ
う
に
書
く
と
︑
研

究
班
の
テ
ー
マ
が
広
汎
な
あ
ま
り
に
︑
全
体
と
し
て
の
ま
と
ま

り
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
︑
と
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
︒
だ
が
不
思
議
な
こ
と
に
︑
多
岐
に
わ
た
る
発
表
群
は

回
を
重
ね
る
ご
と
に
共
鳴
し
あ
い
︑
互
い
に
通
底
す
る
姿
勢
や

主
題
が
︑
次
第
に
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
よ
う
に
思
う
︒

こ
の
研
究
班
が
発
足
し
た
当
初
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
た
事
柄
で

は
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
は
︑﹁
人
間
と
は
何
か
﹂︑﹁﹃
生
き
て
い

る
﹄
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
﹂
と
い
う
問
い
を
︑
人
間
な
ら
ざ

る
も
の
に
重
心
を
お
き
つ
つ
︑
人
間
と
非
人
間
的
存
在
の
﹁
あ

い
だ
﹂
か
ら
︑
あ
る
い
は
人
間
性
の
臨
界
か
ら
考
え
て
み
る
と

い
う
姿
勢
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
発
表
の
中
に
く
り
か
え
し
登

場
し
た
論
点
は
︑
人
と
動
物
の
関
係
︑
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ

ズ
ム
︑
人
を
含
む
生
き
も
の
と
人
工
物
を
含
め
た
環
境
と
の
関

係
︑
そ
し
て
生
き
も
の
と
そ
の
環
世
界
と
の
相
互
的
な
交
渉
と

モ
ノ
や
力
の
循
環
︑
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
と
思
わ
れ
る
が
︑
こ

れ
ら
の
論
点
は
︑
近
代
人
の
み
を
﹁
人
間
﹂
と
み
な
し
︑
そ
の

よ
う
な
﹁
人
間
﹂
を
中
心
と
し
て
世
界
を
捉
え
よ
う
と
す
る
従

来
の
人
間
中
心
主
義
的
な
世
界
観
の
見
直
し
を
迫
る
も
の
で
あ

る
と
同
時
に
︑
人
間
と
人
間
な
ら
ざ
る
も
の
か
ら
な
る
身
の
ま

わ
り
の
世
界
を
︑
複
数
形
の
﹁
環
世
界
︵U

m
w
elten

︶
﹂
の

ひ
と
つ
と
し
て
捉
え
な
お
す
こ
と
を
う
な
が
す
も
の
で
も
あ
っ

た
︒

　

そ
し
て
ま
た
︑
こ
の
共
同
研
究
班
は
︑
相
異
な
る
思
考
や
発

想
の
響
き
合
い
と
絡
み
合
い
を
通
し
て
成
長
し
て
い
く
︑
そ
れ

自
体
が
﹁
生
き
も
の
﹂
め
い
た
場
で
も
あ
っ
た
︒
こ
の
点
に
関
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し
て
印
象
深
か
っ
た
の
は
︑
あ
る
霊
長
類
学
者
が
発
表
の
場
で

も
ら
し
た
︑﹁
今
︑
自
分
に
と
っ
て
こ
の
研
究
会
が
一
番
楽
し

い
﹂
と
い
う
言
葉
で
あ
る
︒
同
じ
分
野
の
研
究
者
か
ら
な
る
普

段
の
研
究
会
と
は
違
っ
て
︑﹁
い
つ
も
思
い
が
け
な
い
コ
メ
ン

ト
が
飛
ん
で
く
る
か
ら
﹂
と
︒
こ
の
言
葉
は
︑
共
同
研
究
会
な

る
も
の
の
意
義
と
醍
醐
味
を
端
的
に
表
し
て
い
る
︒
異
分
野
の

研
究
者
た
ち
が
︑
し
か
し
相
通
じ
る
問
題
意
識
を
も
っ
て
集
う

こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
︑
啓
示
的
な
ひ
ら
め
き
と
ア
イ
デ
ア
の
思

い
が
け
な
い
連
鎖
︒
そ
れ
は
︑﹁
文
理
融
合
﹂
や
﹁
学
際
的
研

究
の
促
進
﹂
と
い
っ
た
上
か
ら
の
掛
け
声
に
よ
っ
て
は
達
成
し

え
な
い
︑
自
由
で
創
発
的
な
共
同
性
の
生
成
で
あ
る
だ
ろ
う
︒

　

三
月
十
三
日
に
京
都
大
学
時
計
台
記
念
館
百
周
年
記
念
ホ
ー

ル
で
開
催
さ
れ
た
退
職
記
念
講
演
会
で
︑
班
長
で
あ
る
大
浦
氏

は
﹁︿
お
し
ゃ
べ
り
﹀
の
効
用
﹂
に
つ
い
て
話
さ
れ
た
︒
モ
ノ

ロ
ー
グ
で
は
な
く
︑
一
対
一
の
﹁
対
話
﹂
と
い
う
形
式
に
縛
ら

れ
た
も
の
で
も
な
く
︑
人
が
他
者
と
と
も
に
生
き
る
と
い
う
共

同
性
の
原
型
と
し
て
︑
お
し
ゃ
べ
り
は
あ
る
︒
居
心
地
の
よ
い

親
し
さ
と
緊
張
感
の
入
り
混
じ
っ
た
︑
自
由
闊
達
な
﹁
お
し
ゃ

べ
り
の
場
﹂
と
し
て
の
共
同
研
究
会
︒
そ
れ
が
︑
大
浦
氏
が
そ

の
軽
妙
洒
脱
な
話
術
で
創
り
だ
し
た
︑
た
ぐ
い
ま
れ
な
空
間
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　

こ
の
共
同
研
究
班
は
︑
そ
ん
な
毎
回
の
﹁
お
し
ゃ
べ
り
﹂
を

通
し
て
︑
人
を
含
む
生
き
も
の
と
そ
の
環
世
界
の
創
造
的
な
あ

り
方
を
探
究
し
て
き
た
わ
け
だ
が
︑
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑

こ
の
共
同
研
究
班
そ
の
も
の
が
︑
偶
然
性
と
創
発
性
を
帯
び
た
︑

生
命
的
で
流
体
的
な
知
の
実
践
と
生
成
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
︒
こ
の
共
同
研
究
班
の
問
題
意
識
と
気
分
を
受
け
継
ぎ

つ
つ
︑
次
年
度
か
ら
新
た
な
共
同
研
究
班
﹁
生
と
創
造
の
探
究

︱
環
世
界
の
人
文
学
﹂
が
始
ま
る
︒
新
し
い
研
究
班
も
ま
た
︑

創
発
の
驚
き
に
満
ち
た
お
し
ゃ
べ
り
の
場
に
な
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
る
︒

発
言
と
沈
黙

︱﹁
人
文
情
報
学
の
基
礎
研
究
﹂
研
究
班
を
振
り
返
る

ウ
ィ
ッ
テ
ル
ン
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン

　

大
学
に
入
っ
た
頃
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
関
心
が
あ
っ
て
︑

プ
ラ
ト
ン
の
問
答
な
ど
何
話
も
読
ん
だ
︒
他
に
彼
の
﹁
饗
宴
﹂

︵
シ
ュ
ン
ポ
シ
オ
ン
︶
も
特
に
印
象
的
だ
っ
た
︒
事
実
で
は
な

く
︑
著
者
物
︑
つ
ま
り
作
品
で
あ
る
こ
と
は
理
解
し
た
が
︑
そ

れ
で
も
そ
こ
で
描
い
て
い
た
雰
囲
気

︱
真
実
へ
向
か
っ
て
相

手
の
意
見
を
聴
き
︑
そ
れ
を
踏
ま
え
て
自
分
の
見
方
を
確
か
め
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る
と
述
べ
る

︱
は
と
て
も
魅
力
的
で
あ
っ
た
︒
そ
の
頃
は
︑

カ
ー
ル=

オ
ッ
ト
ー
・
ア
ー
ペ
ル
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理

論
や
超
越
論
的
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
基
づ
く
会
話
︑
ユ
ル

ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
﹁
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の

理
論
﹂
も
話
題
に
な
っ
て
い
た
︒
新
し
い
知
見
は
︑
生
産
的
な

会
話
で
複
数
の
人
間
が
平
等
で
非
強
制
な
討
論
に
基
づ
い
て
行

う
べ
き
だ
と
私
は
思
う
よ
う
に
な
っ
た
︒

　

し
か
し
︑
そ
れ
を
実
現
す
る
の
は
簡
単
で
は
な
い
︒
テ
ュ
ー

ビ
ン
ゲ
ン
大
学
の
哲
学
部
で
は
学
生
運
動
を
経
て
︑
私
は
籍
を

お
い
て
い
た
頃
に
は
エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ロ
ッ
ホ
も
亡
く
な
っ
て

い
て
︑
彼
の
痕
跡
も
次
第
に
消
え
て
い
く
状
況
だ
っ
た
︒
そ
の

理
想
を
挙
げ
て
︑
大
学
の
外
に
広
が
る
社
会
ま
で
影
響
及
ぼ
う

と
し
た
の
は
︑
文
学
部
の
レ
ト
リ
ッ
ク
学
科
初
代
教
授
ワ
ル
タ

ー
・
イ
ェ
ン
ス
と
そ
の
弟
子
ゲ
ル
ト
・
ユ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
み
だ

っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
先
生
の
知
識
と
経
験
の
方
が
遥
に
豊
富
で
あ

る
が
︑
学
生
か
ら
違
う
見
解
や
違
う
角
度
か
ら
の
考
え
方
が
提

出
さ
れ
た
ら
特
に
喜
ん
で
︑
そ
れ
を
自
分
の
論
点
と
合
わ
せ
て

新
し
い
方
向
へ
向
か
う
と
い
う
こ
と
が
時
々
あ
っ
た
︒
発
言
の

頻
度
と
沈
黙
の
間
取
り
は
そ
の
た
め
の
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
組
み

合
わ
せ
に
な
っ
た
︒

　

そ
れ
か
ら
随
分
後
に
な
る
が
︑
京
都
に
留
学
す
る
機
会
が
与

え
ら
れ
た
︒
そ
こ
で
始
め
て
日
本
流
の
共
同
研
究
班
の
存
在
を

知
っ
た
︒
実
際
に
始
め
て
参
加
を
認
め
て
頂
い
た
の
は
︑
入
矢

義
高
先
生
と
柳
田
聖
山
先
生
が
共
同
主
催
し
た
﹁
正
法
眼
蔵
三

百
則
﹂
と
︑
入
矢
先
生
の
﹁
唐
代
の
禅
語
録
﹂
の
研
究
班
で
あ

り
︑
花
園
大
学
の
隣
に
あ
る
﹁
禅
文
化
研
究
所
﹂
で
開
催
さ
れ

た
︒
正
直
に
言
え
ば
︑
そ
の
時
は
議
論
の
内
容
は
殆
ど
分
か
ら

な
か
っ
た
︒
担
当
者
は
中
国
語
の
テ
ク
ス
ト
を
古
代
日
本
語
の

よ
う
な
読
み
方
で
読
み
上
げ
て
︑
日
本
語
訳
を
つ
け
て
︑
そ
れ

か
ら
膨
大
な
数
の
注
を
並
べ
た
︒
発
表
を
聞
き
な
が
ら
眠
り
と

戦
う
の
は
私
一
人
だ
け
で
は
な
か
っ
た
が
︑
そ
の
後
の
議
論
は

本
当
に
面
白
か
っ
た
︒
特
に
先
生
が
二
人
で
主
催
し
た
研
究
班

に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
物
事
の
違
う
見
方
が
時
々
伺
え

た
︒
し
か
し
こ
の
二
つ
の
研
究
班
で
も
︑
そ
の
後
に
参
加
し
た

研
究
班
で
も
共
通
に
言
え
る
の
は
︑
沈
黙
は
成
功
の
前
提
に
な

る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
︒
新
し
い
発
想
︑
今
ま
で
見
て
来
な
か

っ
た
テ
キ
ス
ト
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
︑
先
の
発
言
に
導
き
さ
れ
た
意

外
な
発
見
な
ど
な
ど
は
︑
そ
の
沈
黙
か
ら
生
ま
れ
る
︒

　

そ
う
し
て
長
い
間
グ
ル
メ
が
料
亭
や
レ
ス
ト
ラ
ン
を
回
る
よ

う
に
色
々
な
研
究
班
に
参
加
し
た
︒
み
な
テ
ー
マ
や
進
め
方
は

違
う
︒
一
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
発
表
す
る
こ
と
も
あ
り
︑
班

員
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
研
究
を
紹
介
す
る
こ
と
も
あ
り
︑
会
読
と

発
表
型
の
ミ
ッ
ク
ス
︑
発
表
と
コ
メ
ン
テ
ー
タ
︑
議
論
を
中
心

と
す
る
研
究
班
︑
一
つ
の
テ
ー
マ
と
究
明
す
る
研
究
班
︑
作
業

を
中
心
と
す
る
研
究
班
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
得
る
も
の
が
あ
っ
た
︒

　

や
が
て
研
究
班
を
主
催
す
る
よ
う
に
な
っ
て
︑
立
場
が
客
で
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は
な
く
︑
料
理
人
に
変
わ
っ
た
︒
メ
ニ
ュ
ー
か
ら
食
材
︑
作
り

方
︑
組
み
合
わ
せ
等
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
初
め
て

班
長
の
任
務
の
重
さ
を
実
感
し
た
︒

　

今
回
の
研
究
班
は
︑
共
同
利
用
・
共
同
研
究
の
一
環
で
計
画

さ
れ
︑
論
文
な
ど
で
発
表
さ
れ
る
研
究
成
果
だ
け
で
は
な
く
︑

研
究
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
へ
の
貢
献
と
利
用
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ー
の
形
成
も
要
求
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
今
回
人
文
情
報
学
の
テ

ー
マ
で
あ
り
︑
文
系
の
研
究
者
が
馴
染
み
の
概
念
の
み
に
あ
ら

ず
︑
情
報
学
な
ど
か
ら
慣
れ
て
な
い
言
葉
と
以
外
の
議
論
の
展

開
も
度
々
行
う
も
の
に
な
る
は
ず
だ
︒
研
究
班
の
予
定
さ
れ
た

成
果
は
︑
編
集
文
献
学
的
な
手
法
に
基
づ
い
た
新
し
い
漢
籍
の

テ
キ
ス
ト
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
︑
と
そ
れ
を
利
用
す
る
た
め
の
ツ

ー
ル
︒
幅
広
い
分
野
か
ら
の
参
加
を
呼
び
か
け
た
が
︑
初
め
か

ら
日
程
の
調
整
は
困
難
︒
そ
の
上
︑
細
か
い
方
法
論
的
な
議
論

と
実
装
に
つ
い
て
の
打
ち
合
わ
せ
の
よ
う
な
﹁
開
発
者
﹂
の
立

場
と
︑
採
録
基
準
や
分
類
方
法
︑
検
索
な
ど
内
容
に
関
す
る

﹁
利
用
者
﹂
の
立
場
と
い
う
性
質
の
違
う
進
め
方
が
必
要
と
さ

れ
た
の
で
︑
定
期
的
な
例
会
と
年
に
一
︑
二
回
開
く
拡
張
研
究

会
と
い
う
二
つ
の
柱
を
立
て
て
研
究
班
の
運
営
に
当
た
っ
た
︒

場
合
に
よ
っ
て
は
議
論
が
少
し
横
道
へ
そ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た

が
︑
凡
そ
予
定
通
り
に
進
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
︑
研
究
班
の

最
後
の
拡
張
会
議
の
時
に
﹁
漢
籍
リ
ポ
ジ
ト
リ
﹂
の
初
公
開
を

宣
伝
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
そ
れ
は
私
が
漢
学
の
勉
強
を
始
め

た
頃
か
ら
の
夢
だ
っ
た
の
で
︑
と
っ
て
も
嬉
し
く
思
っ
た
︒
初

公
開
か
ら
一
年
が
経
っ
た
今
︑
利
用
者
の
数
は
徐
々
に
増
え
て

い
る
︑
そ
の
方
々
も
さ
ら
に
拡
大
し
た
研
究
班
の
班
員
と
見
な

し
た
い
︒
こ
こ
で
も
沈
黙
が
多
い
が
︑
時
折
メ
ー
ル
な
ど
を
通

じ
て
発
言
も
あ
り
︑
資
料
の
質
や
利
用
者
の
便
に
つ
な
が
っ
て

い
る
︒

　

し
か
し
︑
そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
確
か
に
始
動
し
た
が
︑
ゴ

ー
ル
に
到
着
す
る
の
は
ま
だ
随
分
時
間
か
か
り
そ
う
︒
今
は
そ

の
次
の
段
階
現
在
の
研
究
班
と
し
て
﹁
漢
籍
リ
ポ
ジ
ト
リ
の
基

礎
的
研
究
﹂
に
取
り
か
か
っ
て
い
る
最
中
だ
︒

『
文
史
通
義
』
会
読
こ
の
二
年

古　

勝　

隆　

一

　
﹁
人
心
の
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
︑
其
の
面
の
如
し
﹂︵﹃
春
秋

左
氏
伝
﹄
襄
公
三
十
一
年
︶
と
古
人
が
言
っ
た
よ
う
に
︑
人
そ

れ
ぞ
れ
考
え
が
違
う
も
の
で
︑
た
と
え
ば
あ
る
歴
史
上
の
人
物

の
評
価
と
い
う
も
の
も
な
か
な
か
定
ま
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
な

が
ら
清
の
学
者
︑
章
学
誠
︵
一
七
三
八
︱
一
八
〇
一
︶
く
ら
い
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毀
誉
褒
貶
が
激
し
い
人
物
と
い
う
の
も
少
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
︒
あ
る
ひ
と
は
章
氏
が
﹁
天
才
﹂
だ
と
言
い
︵
宮

崎
市
定
の
評
価
︶︑
あ
る
ひ
と
は
﹁
不
満
を
大
言
で
ま
ぎ
ら
し

て
い
た
﹂
だ
け
と
言
い
ま
す
︵
増
井
經
夫
の
評
価
︶︒
我
々
の

研
究
班
で
会
読
し
て
い
る
の
が
︑
そ
の
章
学
誠
の
主
著
︑﹃
文

史
通
義
﹄
で
す
︒

　

研
究
班
で
は
︑
訳
注
の
作
成
に
注
力
し
て
い
る
の
で
︑
人
物

の
評
価
ま
で
議
論
し
て
は
い
ま
せ
ん
が
︑
そ
れ
に
し
て
も
章
学

誠
の
文
章
の
み
を
読
み
続
け
︑
ひ
た
す
ら
か
の
人
の
声
に
耳
を

傾
け
る
わ
け
で
す
︒
二
〇
一
五
年
の
四
月
以
来
︑
大
体
︑
月
二

回
の
ペ
ー
ス
で
読
み
進
め
︑
二
年
を
か
け
て
︑
全
五
巻
の
う
ち

二
巻
分
を
読
み
終
え
る
と
こ
ろ
で
す
︒
こ
れ
だ
け
章
学
誠
の
書

い
た
文
章
を
読
ん
で
い
れ
ば
︑
班
員
の
皆
さ
ん
に
も
そ
れ
ぞ
れ

感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
︒

　

章
学
誠
が
天
才
か
否
か
︑
偉
い
か
否
か
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と

し
て
︑
私
が
二
年
の
会
読
を
経
て
感
ず
る
こ
と
は
︑
章
学
誠
の

テ
ク
ス
ト
が
実
に
重
層
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
私
は
そ

れ
ま
で
︑
章
学
誠
の
文
章
を
ひ
と
り
で
読
ん
で
き
ま
し
た
︒
余

嘉
錫
︵
一
八
八
四
︱
一
九
五
五
︶
と
い
う
学
者
が
書
い
た
﹃
古

書
通
例
﹄﹃
目
録
学
発
微
﹄
と
い
う
二
つ
の
著
作
を
︑
以
前
︑

友
人
た
ち
と
と
も
に
翻
訳
し
ま
し
た
が
︑
そ
の
余
氏
に
影
響
を

与
え
た
の
が
章
氏
だ
と
い
う
理
解
で
︑
主
に
目
録
学
の
観
点
か

ら
︑
個
人
的
に
章
学
誠
を
読
ん
で
い
た
の
で
す
︒
し
か
し
そ
の

時
は
︑
章
氏
の
テ
ク
ス
ト
が
こ
こ
ま
で
重
層
的
で
あ
る
こ
と
に

は
不
注
意
で
し
た
︒

　

章
学
誠
が
議
論
の
範
囲
と
し
て
い
る
の
は
︑
上
古
の
時
代
か

ら
清
の
時
代
ま
で
︑
数
千
年
に
及
ぶ
範
囲
で
す
か
ら
︑
そ
の
議

論
が
重
層
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
当
然
の
こ
と
と
も
言
え
ま
し

ょ
う
が
︑
語
の
使
い
方
や
表
現
に
ま
で
︑
中
国
歴
代
の
思
想

家
・
歴
史
家
・
文
学
者
の
刻
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
私

に
と
っ
て
︑
細
か
な
注
釈
を
し
て
み
て
は
じ
め
て
了
解
さ
れ
る

こ
と
で
し
た
︒

　

し
か
し
調
べ
も
の
を
し
て
気
づ
く
こ
と
よ
り
も
︑
一
緒
に
会

読
を
す
る
班
員
の
指
摘
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
の
方
が
は

る
か
に
多
い
の
で
す
︒
た
と
え
ば
︑﹁
不
異
於
聖
人
之
言
﹂

︵﹃
文
史
通
義
﹄
易
教
下
︶
な
ど
と
い
う
何
気
な
い
表
現
も
︑
朱

子
﹃
中
庸
章
句
﹄
に
基
づ
く
表
現
だ
と
班
員
か
ら
教
わ
り
ま
し

た
︒
こ
の
研
究
班
に
は
︑
朱
子
学
を
専
門
と
す
る
人
が
数
人
い

て
心
強
い
の
で
す
︒
私
は
恥
ず
か
し
な
が
ら
朱
子
学
の
基
礎
が

し
っ
か
り
し
て
い
な
い
の
で
︑
そ
ん
な
こ
と
に
は
ま
ず
気
づ
き

ま
せ
ん
︒
明
代
思
想
の
専
門
家
が
班
員
に
含
ま
れ
て
い
な
い
の

は
残
念
で
す
が
︑
も
し
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
︑
明
人
の
言
葉
遣
い

が
章
学
誠
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
も
い
ろ
い
ろ
と
見
い
だ
せ
る

も
の
と
思
い
ま
す
︒
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
︑
章
氏
の

文
章
は
重
層
的
だ
と
い
う
わ
け
で
す
︒

　

し
か
し
何
と
言
っ
て
も
書
名
に
﹁
文
史
﹂
の
二
字
が
含
ま
れ
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る
こ
と
が
端
的
に
示
す
と
お
り
︑
こ
の
書
物
は
︑﹁
文
﹂
と

﹁
史
﹂
と
を
テ
ー
マ
と
し
て
お
り
︑
こ
の
両
方
面
の
深
い
理
解

が
不
可
欠
で
す
︒﹁
文
﹂
が
い
ま
言
う
文
学
に
相
当
す
る
の
か
︑

そ
し
て
﹁
史
﹂
が
史
学
に
相
当
す
る
の
か
︑
同
等
と
は
言
え
な

い
ま
で
も
ど
の
程
度
重
な
り
合
う
の
か
︑
こ
れ
は
大
き
く
か
つ

重
要
な
問
題
で
す
︒
す
ぐ
に
明
確
な
答
え
を
出
す
こ
と
は
不
可

能
で
す
が
︑
か
な
り
重
な
り
あ
う
部
分
が
大
き
い
の
で
は
な
い

か
と
私
は
見
積
も
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
が
誤
り
で
な
い
と
す
る

と
︑﹃
文
史
通
義
﹄
を
読
む
に
は
中
国
文
学
の
専
門
家
︑
そ
し

て
中
国
史
の
専
門
家
の
協
力
が
不
可
欠
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
︒
さ
い
わ
い
こ
の
研
究
班
に
は
︑
複
数
の
中
国
文
学
・
中
国

史
の
専
家
が
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
︒
実
に
頼
も
し
く
︑

あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
︒

　

中
国
史
の
理
解
が
必
要
な
こ
と
の
一
例
を
挙
げ
れ
ば
︑﹁
墓

田
隴
畝
︑
祠
廟
宗
支
﹂
と
い
っ
た
墓
地
や
土
地
や
宗
族
関
係
の

訴
訟
ご
と
に
つ
き
︑﹁
碑
碣
を
履
勘
し
鄙
野
を
択
ば
ず
﹂︵﹃
文

史
通
義
﹄
言
公
中
︶
と
章
氏
は
言
い
ま
す
︒
章
氏
が
生
き
て
い

た
時
代
の
裁
判
の
様
子
を
引
き
合
い
に
出
し
て
︑
古
代
を
語
ろ

う
と
い
う
趣
向
で
す
が
︑
ど
う
も
私
に
は
よ
く
理
解
で
き
ま
せ

ん
︒
そ
こ
で
班
員
の
岩
井
茂
樹
先
生
に
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
︑

詳
し
く
説
明
し
て
い
た
だ
き
︑
班
員
も
よ
く
納
得
で
き
ま
し
た
︒

我
々
の
よ
う
な
古
典
学
や
思
想
史
分
野
の
人
間
に
は
分
か
ら
な

い
と
こ
ろ
は
︑﹃
文
史
通
義
﹄
に
多
々
あ
り
ま
す
︒

　

ま
た
章
学
誠
の
文
章
は
規
格
外
れ
な
の
で
︑
文
章
自
体
が
難

し
く
︑
そ
れ
に
も
ま
し
て
か
な
り
特
異
な
文
学
観
を
持
っ
て
い

る
の
で
︑
中
国
文
学
の
専
家
の
力
は
︑
会
読
に
お
い
て
常
に
発

揮
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
も
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
︒

　

研
究
班
の
開
始
か
ら
二
年
が
経
ち
︑
巻
一
の
訳
注
も
完
成
し

ま
し
た
︒
毎
年
︑
一
巻
分
の
訳
注
を
公
表
し
続
け
︑
全
五
巻
を

訳
し
終
え
る
の
は
︑
先
の
長
い
話
で
す
が
︑
班
員
の
皆
さ
ん
の

協
力
を
得
て
︑
今
後
と
も
辛
抱
強
く
こ
の
研
究
班
を
続
け
て
行

く
つ
も
り
で
す
︒

盗
掘
簡
を
読
む

宮　

宅　
　
　

潔

　

書
道
教
室
に
通
う
娘
が
︑
所
属
す
る
書
道
会
の
会
誌
を
毎
月

持
ち
帰
る
︒
と
き
ど
き
手
に
と
っ
て
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
の
は

﹁
競
書
成
績
﹂
の
欄
を
見
て
娘
の
昇
級
の
ぐ
あ
い
を
確
か
め
る

た
め
で
︑
か
な
り
の
ん
び
り
と
し
た
上
達
ぶ
り
に
は
や
き
も
き

さ
せ
ら
れ
る
が
︑
中
国
古
代
史
を
専
門
と
す
る
父
親
の
方
も
︑

書
芸
術
に
は
て
ん
で
疎
い
の
だ
か
ら
︑
偉
そ
う
な
こ
と
は
言
え
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な
い
︒
小
言
を
呑
み
込
ん
で
他
の
ペ
ー
ジ
も
眺
め
て
み
る
と
︑

﹁
臨
書
課
題
﹂
の
な
か
に
著
名
な
書
家
の
作
品
と
な
ら
ん
で
︑

中
国
西
北
辺
境
で
出
土
し
た
古
代
木
簡
の
臨
模
を
見
つ
け
る
こ

と
が
あ
り
︑
歴
史
研
究
の
材
料
と
し
て
日
頃
こ
う
し
た
木
簡
と

向
き
合
っ
て
い
る
身
と
し
て
は
︑
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
顔
な
じ
み

に
出
会
っ
た
よ
う
な
気
分
に
な
る
︒

　
﹁
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
﹂
と
言
い
つ
つ
も
︑
素
朴
で
力
強
い
木

簡
の
書
が
︑
少
な
か
ら
ぬ
書
道
家
を
魅
了
し
て
い
る
こ
と
は
十

分
に
承
知
し
て
い
る
︒
し
か
し
個
人
的
な
関
心
の
薄
さ
も
手
伝

っ
て
︑
書
道
の
世
界
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
何
や
ら
他
人
事

で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
も
︑
ま
た
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ

る
︒
先
日
︑
あ
る
書
道
雑
誌
を
同
僚
か
ら
示
さ
れ
︑
そ
こ
に
掲

載
さ
れ
た
﹁
未
公
開
﹂
の
﹁
新
出
土
﹂
簡
の
写
真
を
目
に
し
た

時
も
︑﹁
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
﹂
と
い
う
の
が
率
直
な
第
一
印
象

だ
っ
た
︒
と
は
い
え
他
人
事
を
決
め
込
む
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒

こ
れ
は
貴
重
な
史
料
で
あ
る
︒
本
物
で
あ
る
な
ら
ば
︒

　

中
国
甘
粛
省
か
ら
出
土
し
た
と
い
う
こ
の
木
簡
群
は
︑
長
さ

三
〇
cm
超
︑
幅
五
～
七
cm
と
い
う
幅
広
の
簡
で
︑
そ
こ
に
経
書

の
文
章
が
三
行
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ま
で
の
出

土
例
で
は
︑
手
紙
や
公
文
書
の
一
部
が
幅
広
簡
に
書
か
れ
る
こ

と
は
あ
る
が
︑
書
籍
は
例
外
な
く
一
行
書
き
の
細
い
簡
に
書
写

さ
れ
て
い
る
の
で
︑
こ
の
点
ま
ず
異
様
で
あ
る
︒
か
つ
一
枚
の

簡
に
全
文
は
収
ま
ら
ず
︑
紐
で
綴
じ
た
複
数
の
簡
に
書
か
れ
て

い
た
は
ず
だ
が
︑
紐
が
通
っ
た
痕
跡
や
そ
の
た
め
に
空
白
が
残

さ
れ
た
箇
所
な
ど
は
見
あ
た
ら
な
い
︒
書
体
も
変
わ
っ
て
い
る
︒

縱
画
を
長
く
伸
ば
し
た
書
体
が
多
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
こ

れ
は
文
書
簡
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
︑
書
籍
簡
に
は
登
場
し
な
い
︒

こ
の
あ
た
り
で
相
当
や
る
気
が
萎
え
て
く
る
が
︑
も
う
少
し
目

を
こ
ら
し
て
み
る
と
︑
例
え
ば
﹁
晉
﹂
が
当
用
漢
字
の
﹁
晋
﹂

に
近
い
書
体
で
︑
さ
ら
に
﹁
犠
﹂
が
現
代
中
国
の
簡
体
字
で
あ

る
﹁
牜西
﹂
と
書
か
れ
て
い
て
︑
も
は
や
言
葉
を
失
っ
た
︒

　

偽
造
簡
の
問
題
は
か
ね
て
か
ら
研
究
者
を
悩
ま
せ
て
き
た
︒

明
ら
か
に
偽
物
と
分
か
る
も
の
は
と
も
か
く
︑
最
近
は
手
の
込

ん
だ
贋
作
も
出
回
っ
て
い
る
︒
個
人
的
に
目
睹
し
た
こ
と
が
あ

る
の
は
︑
一
見
き
れ
い
な
戦
国
時
代
の
楚
の
簡
だ
っ
た
︒
た
だ

し
Ｃ
14
の
鑑
定
で
は
一
～
二
世
紀
の
本
に
書
か
れ
て
い
て
︑
そ

の
間
に
四
〇
〇
年
以
上
の
ズ
レ
が
あ
る
︒
だ
が
現
代
の
木
材
で

は
な
い
の
も
確
か
で
︑
何
ら
か
の
理
由
で
測
定
に
誤
差
が
生
じ

た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
う
思
っ
て
慎
重
に
中
身
を
読
ん
で
み

る
と
︑
包
山
楚
簡
と
﹃
国
語
﹄
の
引
き
写
し
だ
っ
た
︒
古
墓
を

盗
掘
し
︑
手
に
入
れ
た
棺
桶
な
ど
を
素
材
に
し
て
木
簡
を
偽
造

す
る
と
い
う
手
口
は
︑
他
に
も
例
が
あ
る
と
い
う
︵
胡
平
生

﹁
簡
牘
の
辨
偽
と
流
出
簡
牘
の
救
出
に
つ
い
て
﹂﹃
出
土
文
献
と

秦
楚
文
化
﹄
第
八
号
︶︒

　

新
た
に
発
見
さ
れ
た
木
簡
・
竹
簡
は
い
ま
や
観
光
資
源
と
な

っ
て
お
り
︑
出
土
地
に
は
博
物
館
が
建
て
ら
れ
︑
レ
プ
リ
カ
が
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売
ら
れ
る
︒
レ
プ
リ
カ
の
作
成
を
通
じ
て
会
得
さ
れ
た
古
代
文

字
の
書
写
技
術
が
︑
あ
ら
ぬ
目
的
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

ら
し
い
︒
そ
も
そ
も
木
簡
や
竹
簡
は
素
材
が
安
価
で
︑
贋
物
の

作
成
に
元
手
が
か
か
ら
な
い
︒
加
え
て
需
要
も
低
く
な
い
の
だ

か
ら
︑
骨
董
市
場
が
偽
造
品
で
あ
ふ
れ
か
え
る
の
も
無
理
は
な

い
︒
コ
レ
ク
タ
ー
と
て
︑
そ
の
こ
と
は
よ
く
分
か
っ
て
い
よ
う
︒

そ
れ
で
も
彼
ら
の
購
買
意
欲
が
衰
え
な
い
の
は
︑
そ
の
な
か
に

真
品
が
︑
つ
ま
り
本
物
の
盗
掘
簡
が
含
ま
れ
て
い
る
︑
一
縷
の

可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒

　

毎
年
刊
行
さ
れ
る
新
史
料
の
う
ち
︑
研
究
機
関
が
真
品
と
判

定
し
︑
公
開
さ
れ
た
盗
掘
簡
の
占
め
る
割
合
は
確
実
に
増
え
て

お
り
︑
い
ま
や
通
常
の
出
土
簡
を
圧
倒
し
て
い
る
︒
昨
年
四
月

に
始
ま
っ
た
研
究
班
﹁
秦
代
出
土
文
字
史
料
の
研
究
﹂
で
も
︑

湖
南
大
学
岳
麓
書
院
が
購
入
し
た
盗
掘
簡
を
読
ん
で
い
る
︒
大

学
が
購
入
し
た
簡
に
も
偽
作
が
混
じ
っ
て
い
る
ご
時
世
だ
け
れ

ど
も
︑
こ
と
岳
麓
簡
は
そ
の
内
容
か
ら
し
て
本
物
の
盗
掘
簡
と

み
て
間
違
い
な
い
︒
ま
た
た
と
え
本
物
で
あ
っ
て
も
︑
出
土
状

況
に
つ
い
て
の
情
報
を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
盗
掘
簡
を
扱
う
際

の
悩
み
の
種
な
の
だ
が
︑
岳
麓
簡
は
墓
か
ら
の
盗
掘
品
で
あ
る

可
能
性
が
高
く
︑
そ
の
出
土
地
も
湖
北
省
一
帯
と
推
察
さ
れ
る
︒

会
読
の
材
料
と
し
た
所
以
で
あ
る
︒

　

そ
れ
で
も
な
お
︑
わ
だ
か
ま
り
は
残
る
︒
犯
罪
を
助
長
し
て

い
る
と
い
う
点
で
は
︑
自
分
も
︑
珍
品
を
求
め
る
好
事
家
も
︑

た
い
し
て
変
わ
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
︒
今
は
と
も
か
く
目

の
前
の
簡
に
記
さ
れ
た
文
字
を
追
い
︑
そ
の
史
料
と
し
て
の
価

値
を
探
る
と
と
も
に
︑
盗
掘
に
よ
り
失
わ
れ
た
価
値
を
も
︑
な

る
べ
く
冷
静
に
︑
客
観
的
に
論
じ
る
こ
と
が
︑
我
々
の
な
す
べ

き
事
な
の
だ
と
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
︒
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ハ
ン
ブ
ル
ク
再
訪

永　

田　

知　

之

　

二
〇
一
七
年
二
月
一
九
日
︑
筆
者
を
含
む
京
都
大
学
の
教
員

三
名
︑
学
術
研
究
支
援
室
︵
Ｕ
Ｒ
Ａ
室
︶
と
国
際
交
流
課
の
職

員
各
二
名
は
ド
イ
ツ
に
降
り
立
っ
た
︒
京
大
は
こ
れ
よ
り
先
︑

ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
︵
Ｕ
Ｈ
Ｈ
︶
か
ら
学
術
交
流
協
定
の
締
結
を

求
め
ら
れ
て
い
た
︒
こ
の
拙
文
が
世
に
出
る
前
に
︑
京
大
総
長

臨
席
の
下
︑
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
開
か
れ
る
協
定
の
調
印
式
も
終
わ

っ
て
い
よ
う
︒
我
々
の
出
張
は
調
印
と
共
に
開
か
れ
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
に
向
け
た
準
備
と
視
察
を
目
的
と
す
る
︒
人
文
科
学
研

究
所
︵
人
文
研
︶
の
構
成
員
︑
特
に
筆
者
が
そ
の
任
に
当
た
っ

た
の
は
︑
人
文
研
が
Ｕ
Ｈ
Ｈ
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
研
究
所
と
部

局
間
交
流
協
定
を
結
ん
で
お
り
︑
筆
者
が
し
ば
ら
く
の
間
︑
Ｕ

Ｈ
Ｈ
に
在
籍
し
て
い
た
︑
と
い
う
理
由
に
よ
る
︒

　

四
年
ぶ
り
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
︑
到
着
翌
日
の
二
〇
日
朝
に

Ｕ
Ｈ
Ｈ
と
の
交
渉
が
始
ま
っ
た
︒
京
大
の
メ
ン
バ
ー
と
Ｕ
Ｈ
Ｈ

の
担
当
部
門
︵International A

ffairs O
ffi
cials

︶
な
ど
関

係
教
職
員
と
で
全
体
の
会
合
を
持
っ
た
後
︑
セ
ッ
シ
ョ
ン
ご
と

に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
の
段
取
り
を
話
し
合
っ
た
︒
筆
者
の
関
わ

る
分
科
会
の
交
渉
相
手
は
元
の
上
司
だ
っ
た
し
︑
他
の
セ
ッ
シ

ョ
ン
に
関
し
て
も
協
議
は
順
調
に
進
ん
だ
︒

　

た
だ
︑
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
︑
双
方
の
事
務
部
門
が
折
衝

を
重
ね
て
き
た
の
で
あ
っ
て
︑
筆
者
な
ど
は
最
終
段
階
で
交
渉

に
加
わ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
︒
事
前
の
折
衝
が
無
け
れ
ば
︑
物
理

学
︑
法
学
・
経
済
学
︑
高
分
子
化
学
︑
日
本
学
︑
感
染
症
研
究

や
筆
者
が
関
わ
る
写
本
学
な
ど
多
様
な
分
科
会
か
ら
成
る
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
概
略
が
︑
無
事
に
決
ま
っ
た
と
は
思
え
な
い
︒
両

大
学
の
関
係
各
位
に
︑
心
か
ら
敬
意
を
表
し
た
い
︒

　

そ
れ
に
し
て
もInternational A

ffairs O
ffi
cials

の
充
実

ぶ
り
に
は
︑
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
っ
た
︒
そ
の
広
々
と
し
た

空
間
で
は
︑
多
数
の
職
員
が
主
体
的
に
業
務
を
遂
行
し
て
い
る

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
︒
会
合
で
議
長
席
に
座
る
な
ど
交
渉
を

統
括
し
た
の
も
︑
同
部
門
の
責
任
者
だ
っ
た
︒
こ
の
点
は
︑
事

務
職
員
が
教
員
の
主
導
に
従
う
建
前
を
取
る
日
本
の
大
学
と
大

き
く
異
な
る
︒
国
外
の
大
学
に
詳
し
い
向
き
に
は
事
新
し
く
感

じ
ら
れ
ま
い
が
︑
そ
の
様
子
を
見
る
に
付
け
︑
制
約
の
多
い
中

で
交
流
の
実
を
上
げ
よ
う
と
努
め
る
京
大
職
員
に
は
︑
頭
が
下

が
る
思
い
で
あ
る
︒
専
門
性
の
高
い
事
務
ス
タ
ッ
フ
に
応
分
の

裁
量
権
を
認
め
る
こ
と
を
︑
京
大
も
真
剣
に
考
え
る
べ
き
で
は

な
い
か
︒

　

現
時
点
︵
二
〇
一
七
年
三
月
下
旬
︶
で
は
六
月
の
調
印
式
と

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
成
功
裏
に
終
わ
り
︑
人
文
研
を
含
む
京
大
と
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Ｕ
Ｈ
Ｈ
と
の
交
流
の
進
展
を
祈
る
次
第
で
あ
る
︒
こ
こ
で
擱
筆

で
き
れ
ば
よ
い
の
だ
が
︑
規
定
の
字
数
に
達
し
な
い
た
め
︑
今

少
し
駄
文
を
続
け
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
︒
筆
者
の
旧
勤
務
先
︑

T
he Centre for the Study of M

anuscript Cultures

は
Ｕ
Ｈ
Ｈ
本
部
の
近
隣
に
位
置
す
る
︒
挨
拶
を
兼
ね
て
視
察
に

赴
い
た
が
︑
四
年
前
に
十
数
人
い
た
筆
者
の
同
輩
は
︑
一
人
し

か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
現
状
は
薄
々
知
っ
て
い
た
し
︑
若
手

が
多
い
の
で
当
然
な
が
ら
流
動
性
は
高
い
︒
こ
の
唯
一
の
元
同

僚
も
﹁
来
週
に
は
北
京
へ
移
っ
て
︑
職
に
就
く
﹂
と
の
こ
と
で
︑

長
話
は
憚
ら
れ
た
か
ら
早
々
に
退
散
し
た
︒
彼
を
含
め
て
各
地

に
散
っ
た
旧
同
僚
の
職
は
︑
多
く
任
期
付
の
も
の
だ
ろ
う
︒
若

手
研
究
者
が
安
定
し
た
地
位
を
得
る
こ
と
の
難
し
さ
は
︑
洋
の

東
西
を
問
わ
な
い
︒

　

事
務
職
員
諸
氏
が
業
務
で
別
の
都
市
に
発
っ
た
翌
二
一
日
は
︑

教
員
が
個
別
に
視
察
を
続
け
た
︒
視
察
の
合
間
の
昼
時
︑
筆
者

は
元
の
下
宿
に
足
を
延
ば
し
た
︒
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
嘗
て
民
家

の
一
角
に
間
借
り
し
て
い
た
が
︑
家
主
の
Ｖ
一
家
は
筆
者
に
親

身
に
接
し
て
く
れ
た
︒
帰
国
後
も
続
け
て
い
た
連
絡
が
︑
近

一
・
二
年
は
途
絶
え
が
ち
だ
っ
た
︒
驚
か
せ
た
い
気
持
ち
が
あ

っ
て
︑
Ｖ
邸
に
は
前
触
れ
も
無
し
に
出
向
い
た
︒
見
慣
れ
た
街

路
沿
い
の
懐
か
し
い
家
に
着
い
て
︑
玄
関
の
脇
を
見
た
と
こ
ろ
︑

そ
こ
に
は
知
ら
な
い
名
前
の
表
札
が
掛
か
っ
て
い
た
︙
︙
︒

　

失
望
を
抱
え
て
午
後
の
仕
事
を
終
え
た
後
︑
ホ
テ
ル
に
戻
っ

た
︒
同
じ
街
に
今
も
住
ん
で
い
る
保
証
は
無
く
︑
ま
た
翌
二
二

日
に
は
帰
途
に
就
く
の
に
︑
ど
う
す
れ
ば
Ｖ
家
の
所
在
を
探
せ

よ
う
か
？  

そ
う
思
い
つ
つ
諦
め
悪
く
検
索
サ
イ
ト
で
調
べ
た

と
こ
ろ
︑
臨
床
心
理
士
の
Ｖ
氏
︵
彼
の
職
業
は
初
め
て
知
っ

た
︶
が
勤
め
る
﹁
Ｓ
︙
通
り
二
九
番
地
﹂
の
診
療
所
が
ヒ
ッ
ト

し
た
︒
Ｕ
Ｈ
Ｈ
の
紹
介
で
泊
ま
っ
て
い
た
ホ
テ
ル
の
住
所
を
確

か
め
る
と
︑﹁
Ｓ
︙
通
り
三
番
地
﹂
と
あ
っ
た
︒
双
方
の
住
所

を
見
な
が
ら
二
・
三
度
ま
ば
た
き
し
た
後
︑
筆
者
は
土
産
物
を

つ
か
ん
で
目
と
鼻
の
先
の
診
療
所
に
向
か
っ
て
走
り
出
し
た
︒

　

一
度
目
は
Ｖ
氏
が
不
在
︑
出
直
す
と
今
度
は
診
察
中
な
の
で
︑

待
合
室
で
待
た
せ
て
も
ら
っ
た
︒
こ
の
種
の
場
所
に
足
を
踏
み

入
れ
る
の
は
︑
日
本
の
そ
れ
も
含
め
て
初
め
て
の
経
験
だ
っ
た
︒

天
井
が
高
く
︑
穏
や
か
な
色
合
い
の
調
度
で
統
一
さ
れ
た
待
合

室
に
い
る
と
︑
診
察
室
が
複
数
あ
る
だ
け
に
患
者
が
何
人
も
出

入
り
す
る
様
子
が
目
に
入
っ
た
︒
患
者
や
ス
タ
ッ
フ
が
﹁
ハ
ロ

ー
﹂︑﹁
チ
ュ
ー
ス
﹂
と
声
を
掛
け
合
う
の
は
︑
治
療
法
の
一
種

な
の
だ
ろ
う
か
︒
妙
に
明
る
い
患
者
た
ち
で
︑
筆
者
な
ど
よ
り

よ
ほ
ど
健
康
そ
う
に
見
え
た
︒
一
時
間
ほ
ど
後
︑
Ｖ
氏
が
診
察

室
か
ら
出
て
来
た
︒
失
わ
れ
か
け
た
再
会
の
望
み
が
偶
然
か
な

え
ら
れ
て
筆
者
が
何
と
も
言
え
な
い
表
情
を
し
て
い
た
こ
と
は
︑

彼
の
第
一
声
か
ら
察
せ
ら
れ
る
︒

　
﹁
ど
う
ぞ
落
ち
着
い
て
︑
楽
に
し
て
下
さ
い
︒
ド
イ
ツ
語
か

英
語
︑
話
せ
ま
す
か
？
﹂
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﹁
い
え
︑
あ
の
︙
︙
︑
患
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
も
と
下
宿

人
で
す
﹂

　

飛
び
込
み
で
診
察
を
求
め
る
︵
あ
り
そ
う
も
な
い
話
だ
が
︶

思
い
詰
め
た
未
知
の
東
洋
人
に
見
え
た
ら
し
い
︒
顔
を
よ
く
見

せ
て
︑
何
者
か
を
思
い
出
し
て
も
ら
っ
た
後
︑
診
察
室
の
中
で

市
内
で
の
転
居
︑
家
族
の
無
事
息
災
︵
後
日
Ｖ
夫
人
か
ら
メ
ー

ル
を
頂
戴
し
た
︶
に
つ
い
て
聞
い
て
か
ら
︑
診
療
所
を
辞
去
し

た
︒
セ
ラ
ピ
ー
を
受
け
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
︑
北
ド
イ
ツ
の

薄
暮
の
中
で
︑
心
が
温
か
く
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
︒

「
文
献
屋
」
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

藤　

井　

正　

人

　

か
つ
て
︵
今
も
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
︶
地
域
研
究
な
ど
で

は
︑
現
地
に
出
て
調
査
す
る
者
と
文
献
資
料
を
分
析
す
る
者
と

が
︑
自
分
や
相
手
の
こ
と
を
﹁
フ
ィ
ー
ル
ド
屋
﹂﹁
文
献
屋
﹂

と
呼
ん
で
︑
い
い
意
味
で
競
い
合
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
︒
イ

ン
ド
最
古
の
古
典
文
献
で
あ
る
ヴ
ェ
ー
ダ
を
専
門
と
す
る
私
は
︑

三
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
毎
年
イ
ン
ド
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

を
行
っ
て
い
る
︒﹁
文
献
屋
﹂
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
続
け

て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

留
学
し
て
い
た
大
学
の
教
授
に
連
れ
ら
れ
て
︑
は
じ
め
て
フ

ィ
ー
ル
ド
に
入
っ
た
と
き
は
︑
特
に
現
地
社
会
を
調
査
す
る
意

図
も
な
く
︑
自
分
が
研
究
し
て
い
る
文
献
の
古
写
本
を
求
め
て
︑

南
イ
ン
ド
・
ケ
ー
ラ
ラ
州
の
ヴ
ェ
ー
ダ
伝
承
者
た
ち
の
家
々
を

ひ
た
す
ら
ま
わ
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
現
存
す
る
ヴ

ェ
ー
ダ
写
本
の
総
合
的
な
調
査
を
行
う
た
め
に
︑
よ
り
広
範
囲

に
多
く
の
ヴ
ェ
ー
ダ
伝
承
者
の
家
系
に
接
す
る
う
ち
に
︑
ケ
ー

ラ
ラ
の
バ
ラ
モ
ン
た
ち
の
社
会
そ
の
も
の
が
︑
ヴ
ェ
ー
ダ
に
基

づ
い
て
組
織
化
さ
れ
て
い
て
︑
そ
の
こ
と
が
ヴ
ェ
ー
ダ
の
伝
承

を
担
保
し
て
き
た
こ
と
に
気
づ
き
は
じ
め
た
︒﹁
文
献
屋
﹂
が

で
き
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
形
が
少
し
ず
つ
明
確
に
な
っ
て

き
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
頃
に
︑
二
人
の
ヴ
ェ
ー
ダ
研
究
者
が
現

地
調
査
に
加
わ
っ
て
く
れ
た
こ
と
は
幸
運
で
あ
っ
た
︒
三
人
に

よ
る
共
同
研
究
に
な
っ
た
こ
と
で
︑
調
査
の
視
野
が
一
気
に
広

が
っ
た
︒
数
年
後
に
は
︑
現
代
イ
ン
ド
地
域
研
究
の
﹁
フ
ィ
ー

ル
ド
屋
﹂
が
多
数
集
ま
る
南
ア
ジ
ア
学
会
で
︑
三
人
の
﹁
文
献

屋
﹂
が
︑
ケ
ー
ラ
ラ
州
の
バ
ラ
モ
ン
社
会
に
つ
い
て
の
セ
ッ
シ

ョ
ン
を
開
く
ま
で
に
な
っ
た
︒

　

今
年
も
三
月
に
︑
ケ
ー
ラ
ラ
の
ヴ
ェ
ー
ダ
伝
承
に
つ
い
て
調

査
し
て
き
た
︒
何
を
調
査
す
る
か
に
関
し
て
情
報
源
と
な
る
資

料
や
記
録
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
︑
毎
回
︑
手
探
り
の
よ
う
に
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情
報
を
か
き
集
め
て
︑
調
査
対
象
を
定
め
て
い
る
︒
情
報
を
集

め
る
た
め
に
私
た
ち
が
行
っ
て
い
る
こ
と
は
︑
毎
年
必
ず
同
じ

ヴ
ェ
ー
ダ
伝
承
家
を
訪
ね
て
︑
そ
の
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
大

量
の
写
本
の
調
査
と
撮
影
に
時
間
の
多
く
を
費
や
す
こ
と
で
あ

る
︒
写
本
の
調
査
と
撮
影
は
現
地
調
査
の
重
要
な
目
的
の
一
つ

で
は
あ
る
が
︑
同
時
に
そ
れ
を
︑
バ
ラ
モ
ン
社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
に
つ
な
が
っ
て
い
る
そ
の
家
に
長
時
間
滞
在
し
て
情
報
を

得
る
た
め
の
︑
便
利
な
理
由
と
し
て
利
用
し
て
い
る
︒
写
本
撮

影
の
合
間
に
︑
そ
の
家
の
人
た
ち
に
近
隣
の
よ
う
す
や
バ
ラ
モ

ン
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
動
き
な
ど
に
つ
い
て
気
楽
に
語
っ
て
も

ら
う
こ
と
で
︑
最
新
の
情
報
や
こ
れ
ま
で
耳
に
入
ら
な
か
っ
た

情
報
を
集
め
る
の
で
あ
る
︒

　

今
回
の
調
査
で
は
︑
数
年
前
に
ア
グ
ニ
チ
ャ
ヤ
ナ
と
呼
ば
れ

る
大
規
模
な
ヴ
ェ
ー
ダ
祭
式
を
挙
行
し
た
人
が
︑
そ
の
後
も
毎

日
︑
朝
夕
の
祭
火
へ
の
献
供
︵
ア
グ
ニ
ホ
ー
ト
ラ
︶
を
︑
新
月

と
満
月
の
日
に
は
新
満
月
祭
と
呼
ば
れ
る
祭
式
を
続
け
て
い
る

と
聞
き
︑
取
材
と
撮
影
を
行
っ
た
︒
近
年
︑
ケ
ー
ラ
ラ
で
は
大

規
模
な
ソ
ー
マ
祭
や
ア
グ
ニ
チ
ャ
ヤ
ナ
祭
が
頻
繁
に
行
わ
れ
︑

一
種
の
文
化
イ
ベ
ン
ト
と
化
し
て
い
る
が
︑
挙
行
者
︵
祭
主
︶

に
と
っ
て
は
︑
そ
れ
以
上
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
︒
ア
グ
ニ
チ
ャ
ヤ
ナ
祭
を
行
っ
た
後
も
祭
火
献
供
や
新
満

月
祭
な
ど
を
継
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
挙
行
者
に
と
っ
て
は
︑

大
規
模
な
ヴ
ェ
ー
ダ
祭
式
は
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
威
光

を
保
持
し
続
け
る
べ
き
生
涯
に
わ
た
る
威
光
の
創
出
な
の
で
あ

る
︒

　

同
じ
く
今
回
︑
有
名
な
ヴ
ェ
ー
ダ
祭
式
の
指
導
者
で
学
匠
家

系
の
人
が
︑
ア
ウ
パ
ー
サ
ナ
と
呼
ば
れ
る
祭
火
に
よ
る
二
種
の

祭
事
︵
毎
朝
の
ア
ウ
パ
ー
サ
ナ
・
ホ
ー
マ
︑
新
月
日
と
満
月
日

の
ス
タ
ー
リ
ー
パ
ー
カ
︶
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
情
報
を
得
て
︑

調
査
に
赴
い
た
︒
ア
ウ
パ
ー
サ
ナ
祭
火
は
︑
大
規
模
な
ヴ
ェ
ー

ダ
祭
式
を
行
う
た
め
に
あ
ら
た
に
設
置
す
る
シ
ュ
ラ
ウ
タ
祭
火

︵
三
祭
火
か
ら
な
る
︶
と
は
異
な
り
︑
結
婚
直
後
に
設
置
す
る

家
庭
祭
火
︵
一
祭
火
︶
で
あ
る
︒
ケ
ー
ラ
ラ
の
バ
ラ
モ
ン
の
複

雑
な
階
層
社
会
に
は
︑
シ
ュ
ラ
ウ
タ
祭
火
を
用
い
る
ヴ
ェ
ー
ダ

祭
式
に
関
し
て
︑
学
匠
家
系
︵
正
確
に
は
二
種
の
学
匠
家
系
の

内
の
一
つ
︶
の
者
は
︑
他
人
の
挙
行
に
対
し
て
指
導
・
監
督
を

行
う
こ
と
や
︑
祭
官
と
し
て
か
か
わ
る
こ
と
は
で
き
る
が
︑
自

ら
が
祭
主
と
な
っ
て
挙
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
原
則

が
あ
る
︒
学
匠
家
系
に
属
す
る
そ
の
人
が
ア
ウ
パ
ー
サ
ナ
祭
火

に
よ
る
祭
事
を
実
行
し
て
い
る
こ
と
は
︑
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に

関
係
し
て
い
た
︒
そ
も
そ
も
シ
ュ
ラ
ウ
タ
祭
火
を
設
置
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
彼
に
と
っ
て
︑
ア
ウ
パ
ー
サ
ナ
祭
火
に
よ
る
二

種
の
祭
事
は
︑
シ
ュ
ラ
ウ
タ
祭
火
を
用
い
る
前
述
の
祭
火
献
供

と
新
満
月
祭
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
︑
執
行
日
や
式
次
第
も

そ
れ
ら
に
き
れ
い
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
こ
の

こ
と
も
ま
た
︑
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
は
見
え
て
い
な
か
っ
た
事
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実
で
あ
る
︒

　

現
代
の
ケ
ー
ラ
ラ
で
は
︑
ヴ
ェ
ー
ダ
は
バ
ラ
モ
ン
社
会
の
中

で
少
数
の
伝
承
者
に
よ
っ
て
個
々
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
で
︑

ヴ
ェ
ー
ダ
伝
承
全
体
の
実
態
に
関
し
て
は
︑
伝
承
者
自
身
や
地

元
の
古
老
か
ら
も
信
頼
で
き
る
情
報
は
得
に
く
い
︒
根
拠
の
乏

し
い
説
明
が
本
当
ら
し
く
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑

ヴ
ェ
ー
ダ
伝
承
に
関
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
は
︑
は
じ
め

て
見
聞
き
し
た
こ
と
は
︑
あ
く
ま
で
も
仮
の
事
実
と
し
て
保
留

に
し
て
お
く
慎
重
さ
が
必
要
で
あ
る
︒
時
間
を
か
け
て
複
数
の

証
言
を
得
て
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
事
実
を
確
定
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
点
で
︑
文
献
学
の
方
法
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が

多
い
︒﹁
文
献
屋
﹂
に
よ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
は
︑
テ
キ

ス
ト
︵
情
報
︶
を
批
判
的
に
検
討
し
た
上
で
正
確
な
読
み
と
意

味
︵
事
実
︶
を
確
定
す
る
と
い
う
文
献
学
な
ら
で
は
の
手
法
が

適
用
で
き
る
と
こ
ろ
に
︑
も
し
か
す
れ
ば
最
大
の
強
み
や
利
点

が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
教
訓

藤　

井　

俊　

之

　

人
文
研
で
の
研
究
は
︑
内
側
に
向
か
う
こ
と
で
外
に
出
て
し

ま
う
と
い
う
不
思
議
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑

外
か
ら
訪
れ
る
の
と
は
違
い
︑
そ
の
内
側
に
い
る
こ
と
は
常
に

外
に
身
を
置
く
経
験
だ
と
言
え
る
︒
建
物
の
内
側
に
入
る
こ
と

で
外
へ
出
て
し
ま
う
と
い
う
コ
ミ
カ
ル
な
現
象
︑
こ
の
メ
ビ
ウ

ス
の
環
は
︑
で
は
︑
外
に
出
れ
ば
内
に
入
る
と
い
う
逆
転
を
許

す
だ
ろ
う
か
︒
確
か
に
︑
う
ち
に
帰
る
に
は
外
に
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
わ
け
だ
が
︑
こ
こ
で
言
い
た
い
の
は
そ
う
い
う
こ
と

で
は
な
い
︒
精
神
と
で
も
呼
ば
れ
る
も
の
の
帰
郷
先
が
︑
こ
の

場
合
に
は
問
題
と
な
る
か
ら
だ
︒
内
と
外
の
結
合
は
︑
知
性
の

希
求
す
る
全
体
性
の
出
現
の
理
想
像
で
も
あ
る
だ
ろ
う
が
︑
そ

こ
に
現
れ
る
居
心
地
の
悪
さ
は
︑
し
か
し
一
体
ど
こ
に
淵
源
す

る
の
だ
ろ
う
か
︒

　

こ
う
し
た
落
ち
着
か
な
い
気
持
ち
を
︑
第
二
次
大
戦
中
の
亡

命
知
識
人
に
な
ら
っ
て
︑
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
物
語
に
た
と
え
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る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒
す
べ
て
を
求
め
る
諸
力
の
拮
抗
に

追
わ
れ
た
世
界
の
果
て
ア
メ
リ
カ
で
執
筆
さ
れ
た
著
作
︵﹃
啓

蒙
の
弁
証
法
﹄
︶
の
一
章
を
そ
の
分
析
に
あ
て
た
ア
ド
ル
ノ
と

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
︑
不
可
能
な
一
貫
性
を
追
い
求
め
て
具
体

的
な
細
部
を
抹
消
す
る
知
性
の
本
性
︵
同
一
化
︶
に
そ
の
原
因

を
求
め
た
︒
ま
た
そ
の
際
に
は
︑
ホ
メ
ロ
ス
の
主
人
公
が
︑
帰

郷
の
後
に
は
自
分
の
留
守
中
に
妻
に
迫
っ
た
求
婚
者
た
ち
を
皆

殺
し
に
し
た
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
︒
か

く
し
て
︑
航
海
の
途
上
に
現
れ
る
怪
物
た
ち
を
知
性
の
働
き
に

よ
っ
て
滅
ぼ
し
た
英
雄
の
姿
を
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
理
性
の
ア
レ

ゴ
リ
ー
と
す
る
二
人
の
亡
命
知
識
人
に
と
っ
て
︑
文
明
の
進
歩

は
人
間
の
情
念
を
抑
圧
す
る
道
徳
の
そ
れ
と
手
を
結
ぶ
も
の
と

な
る
︒
す
べ
て
を
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
妄
執
に
と
り

つ
か
れ
た
人
間
が
︑
自
ら
の
建
造
物
の
崩
壊
を
恐
れ
る
あ
ま
り
︑

ア
モ
ル
フ
な
衝
動
の
噴
出
を
押
さ
え
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
い

う
悲
劇
が
︑
こ
の
場
合
に
は
啓
蒙
の
挫
折
と
し
て
描
き
出
さ
れ

た
の
だ
と
言
え
よ
う
︒
こ
こ
か
ら
分
か
る
の
は
︑
理
性
と
欲
望

の
せ
め
ぎ
合
い
な
ど
︑
旅
の
途
上
の
一
コ
マ
と
し
て
は
勇
ま
し

い
冒
険
譚
に
な
る
が
︑
そ
の
辿
り
着
く
先
に
は
理
性
的
暴
力
と

い
う
撞
着
語
法
的
な
自
家
中
毒
の
惨
状
が
待
ち
受
け
て
い
る
と

い
う
こ
と
だ
︒
そ
こ
に
は
︑
自
ら
の
姿
を
鏡
に
映
し
て
は
自
画

自
賛
す
る
理
性
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
が
あ
る
︒
で
は
︑
こ
れ
と
は

別
の
行
き
方
は
あ
る
だ
ろ
う
か
︒

　

ア
メ
リ
カ
か
ら
目
を
転
じ
て
︑
こ
う
し
た
経
験
を
日
本
に
探

し
て
み
れ
ば
︑
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
と
ほ
ぼ
同

世
代
︑
一
八
九
四
年
に
生
ま
れ
た
人
物
と
し
て
︑
文
明
社
会
を

逸
脱
す
る
人
間
を
描
き
続
け
た
怪
奇
作
家
江
戸
川
乱
歩
が
挙
げ

ら
れ
る
︒
そ
の
短
編
に
︑
鏡
像
へ
の
嗜
癖
を
持
っ
た
お
と
こ
が

己
の
欲
求
を
満
た
そ
う
と
し
て
︑
完
璧
な
弧
に
磨
き
上
げ
た
鏡

を
張
り
合
わ
せ
て
球
体
を
作
り
上
げ
︑
故
意
か
事
故
か
は
定
か

で
な
い
事
情
に
よ
っ
て
︑
そ
の
中
に
一
晩
閉
じ
込
め
ら
れ
た
挙

句
に
発
狂
し
て
死
を
迎
え
る
と
い
う
話
が
あ
る
︵﹁
鏡
地
獄
﹂
︶︒

全
体
を
見
渡
そ
う
と
す
る
知
へ
の
欲
望
を
︑
文
字
通
り
可
視
化

し
た
こ
の
作
品
は
︑
鏡
の
内
側
に
入
る
こ
と
で
自
ら
の
視
覚
を

一
瞬
の
う
ち
に
全
体
へ
と
拡
大
さ
れ
た
人
間
の
破
滅
を
描
い
た

と
い
う
点
で
︑
こ
の
場
合
は
情
欲
に
支
配
さ
れ
た
理
性
の
末
路

を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
︒

　

も
う
一
つ
︑
最
後
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
か
ら
例
を
と
れ
ば
︑
同

じ
く
世
紀
末
の
一
八
九
九
年
生
ま
れ
の
作
家
Ｊ
・
Ｌ
・
ボ
ル
ヘ

ス
が
︑
世
界
の
す
べ
て
を
同
時
的
に
映
し
出
す
奇
妙
な
鏡
の
球

体
の
話
を
書
い
て
い
る
︵﹁
ア
レ
フ
﹂
︶︒
こ
の
掌
編
が
面
白
い

の
は
︑
こ
の
謎
の
鏡
の
存
在
に
よ
っ
て
一
個
人
に
は
過
分
な
世

界
の
す
べ
て
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
語
り
手
に
見
出
さ
れ
る
救
い

の
道
が
︑
再
び
そ
の
細
部
が
記
憶
か
ら
こ
ぼ
れ
お
ち
て
い
く
と

い
う
漸
進
的
な
忘
却
作
用
で
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
だ
︒
ア
ド

ル
ノ
た
ち
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
の
が
理
性
の
監
獄
で
あ
り
︑
乱
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歩
の
描
い
た
の
が
情
欲
の
地
獄
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
ボ
ル
ヘ

ス
に
示
さ
れ
る
そ
こ
か
ら
の
脱
出
口
は
忘
却
に
よ
る
自
然
へ
の

崩
壊
現
象
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
全
体
を
求
め
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
知
性
の
営
み
も
︑
乱
歩
が
冷
笑
的
な
ス
タ
イ
ル
で
描
き
出

し
た
鏡
地
獄
で
は
な
く
︑
ボ
ル
ヘ
ス
の
ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
た
ア

レ
フ
を
こ
そ
範
と
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
も
︑
そ

の
際
に
は
︑
全
体
の
把
握
を
詐
称
す
る
の
で
は
な
く
︑
オ
デ
ュ

ッ
セ
ウ
ス
の
教
訓
に
学
ん
で
あ
く
ま
で
外
の
存
在
を
示
す
こ
と

を
忘
れ
る
こ
と
も
な
し
に
︑
で
あ
る
︒
世
紀
転
換
期
に
生
ま
れ

た
彼
ら
の
知
性
批
判
は
︑
全
体
を
求
め
た
一
九
世
紀
の
遺
産
で

も
あ
る
だ
ろ
う
︒
自
ら
の
首
を
絞
め
る
こ
の
知
性
の
円
環
が
ほ

ど
け
る
と
こ
ろ
︑
そ
れ
を
目
指
す
こ
と
も
ま
た
現
代
の
知
性
の

な
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
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『
日
本
京
都
大
学
蔵
中
国
歴
代
碑
刻

文
字
拓
本
』
に
関
し
て安　

岡　

孝　

一

　

中
国
お
よ
び
日
本
国
内
の
い
く
つ
か
の
Ｗ
Ｗ
Ｗ
サ
イ
ト
に
お

い
て
︑﹃
日
本
京
都
大
学
蔵
中
国
歴
代
碑
刻
文
字
拓
本
﹄︵
全
十

巻
︶
と
い
う
書
籍
の
注
文
販
売
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
を
見

つ
け
た
︒
ツ
テ
を
辿
っ
て
︑
第
一
巻
の
書
影
の
一
部
︵
左
図
︶

を
手
に
入
れ
た
の
だ
が
︑
ど
う
や
ら
︑
拓
本
文
字
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
︵
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン
タ
ー
が
運
用
︶
の

拓
本
画
像
を
︑
流
用
さ
れ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
︒
こ
の
件

に
関
し
て
︑
以
下
に
私
見
を
記
す
︒

　

ま
ず
︑
著
作
権
法
違
反
の
可
能
性
だ
が
︑
結
論
か
ら
言
う
と
︑

こ
の
書
籍
に
対
し
て
著
作
権
法
違
反
を
問
う
の
は
︑
か
な
り
難

し
い
︒
拓
本
文
字
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
︑
単
純
化
し
て
言
え
ば
︑

元
の
石
碑
↓
拓
本
↓
写
真
↓
デ
ジ
タ
ル
画
像
↓
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
︑

と
い
う
流
れ
で
構
築
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
う
ち
︑
デ
ジ
タ
ル
画

像
の
部
分
ま
で
は
︑
二
次
元
の
も
の
か
ら
二
次
元
の
も
の
へ
の

変
換
で
あ
り
︑
元
の
石
碑
の
著
作
権
︵
と
っ
く
の
昔
に
消
滅
︶

が
そ
の
ま
ま
及
ぶ
た
め
︑
新
た
な
著
作
権
は
発
生
し
な
い
︒
一

方
︑
デ
ジ
タ
ル
画
像
↓
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
︑
の
部
分
に
は
︑
編
集

著
作
権
が
新
た
に
発
生
し
て
い
る
が
︑
こ
の
書
籍
の
各
拓
本
画

像
に
は
︑
拓
本
文
字
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
の
管
理
番
号
も
タ
イ
ト

ル
す
ら
表
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
文
字
の
切
り
出
し
画
像
も
釈
文

も
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
編
集
著
作
権
の
侵
害
を
主
張
す
る
の

は
︑
極
め
て
難
し
い
よ
う
に
思
え
る
︒

　

次
に
︑
優
良
誤
認
に
も
と
づ
く
販
売
差
止
請
求
だ
が
︑
こ
れ

は
︑
当
該
書
籍
が
﹁
日
本
京
都
大
学
﹂
を
冠
し
て
い
る
こ
と
か

ら
︑
京
都
大
学
と
し
て
は
︑
国
内
の
各
書
店
に
対
し
︑
販
売
差

止
の
仮
処
分
を
請
求
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
京
都

大
学
が
抗
議
声
明
を
出
す
こ
と
も
︑
も
ち
ろ
ん
可
能
だ
と
思
う
︒

し
か
し
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で
京
都
大
学
が
お
こ
な
う
場
合
で
あ

る
︒
人
文
科
学
研
究
所
が
同
様
の
こ
と
を
お
こ
な
う
の
は
︑
人
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文
科
学
研
究
所
の
名
が
出
て
い
な
い
以
上
︑
現
時
点
で
は
難
し

い
と
思
う
︒
少
な
く
と
も
当
該
書
籍
を
一
セ
ッ
ト
手
に
入
れ
た

上
で
︑
人
文
科
学
研
究
所
が
所
蔵
す
る
拓
本
と
の
突
合
を
お
こ

な
い
︑
そ
の
結
果
に
も
と
づ
い
て
︑
仮
処
分
請
求
な
り
抗
議
声

明
な
り
を
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
る
︒
で
も
︑
こ
ん
な
本
に
金
を

出
す
の
は
嫌
だ
︒

　

た
だ
し
︑
京
都
大
学
の
各
構
成
員
が
︑
個
人
的
に
国
内
外
の

各
書
店
に
﹁
注
意
喚
起
﹂
す
る
の
は
自
由
だ
し
︑
そ
れ
は
﹁
学

問
の
自
由
を
守
る
﹂
射
程
に
入
り
得
る
と
思
う
︒
そ
ん
な
わ
け

で
︑
私
自
身
も
個
人
的
に
や
っ
て
み
た
︒
よ
け
れ
ば
︑
左
記
の

Ｗ
Ｗ
Ｗ
ペ
ー
ジ
も
見
て
ほ
し
い
︒

https://srad.jp/~yasuoka/journal/607704/
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書
い
た
も
の
一
覧
　
二
〇
一
六
年
四
月
〜
二
〇
一
七
年
三
月
︵
氏
名
五
十
音
順　

◉
は
単
行
本
︶

浅
　
原
　
達
　
郎

武
庚
禄
父
奇
談　

 

曰
古　

二
六
号　

四
月

繋
年
の
構
図　

 

曰
古　

二
七
号　

九
月

池
　
田
　
さ
な
え

明
治
二
四
年
の
皇
室
会
計
法
制
定
︱
﹁
御
料
部
会
計
ノ
部
﹂
の
全
章
修

正
︱　

 
日
本
歴
史　

八
一
六
号　

五
月

近
現
代
史
部
会　

明
治
期
皇
室
の
土
地
所
有
に
関
す
る
一
考
察
︱
北
海

道
御
料
林
除
却
一
件
を
事
例
と
し
て
︱

 

日
本
史
研
究　

六
四
八
号　

八
月

近
代
皇
室
の
土
地
所
有
に
関
す
る
一
考
察
︱
北
海
道
御
料
地
除
却
一
件

を
事
例
と
し
て
︱　

 

史
学
雑
誌　

一
二
五
編
九
号　

九
月

書
評　

内
山
一
幸
著
﹃
明
治
期
の
旧
藩
主
家
と
社
会
︱
華
士
族
と
地
方

の
近
代
化
︱
﹄　 

年
報
近
現
代
史
研
究　

九
号　

三
月

石
　
井
　
美
　
保

響
き
あ
う
家
族
の
か
た
ち
︱
南
イ
ン
ド
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ラ
イ
フ  

椎

野
若
菜
・
的
場
澄
人
編
﹃
女
も
男
も
フ
ィ
ー
ル
ド
へ
︵FEN

ICS 

100
万
人
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
シ
リ
ー
ズ
12
︶
﹄　

 

古
今
書
院　

六
月

イ
ン
ド
に
お
け
る
血
液
︑
贈
与
︑
共
同
体
︱
有
徴
化
と
匿
名
化
の
は
ざ

ま
で　

坂
野
徹
・
竹
沢
泰
子
編
﹃
人
種
神
話
を
解
体
す
る
２  

科
学

と
社
会
の
知
﹄　 

東
京
大
学
出
版
会　

十
一
月

A
ttuning to the w

ebs of en : O
ntography, Japanese spirit 

w
orlds, and the 

“tact

” of M
inakata K

um
agusu. 

︵
共
著
︶ 

H
au  : Journal of E

thnographic T
heory 6

︵2

︶　 

十
一
月

◉
環
世
界
の
人
類
学
︱
南
イ
ン
ド
に
お
け
る
野
生
・
近
代
・
神
霊
祭
祀

　

 

京
都
大
学
学
術
出
版
会　

二
月

石
　
川
　
禎
　
浩

﹁
毛
沢
東
伝
略
﹂
作
者
考
︱
兼
論
莫
斯
科
出
版
的
幾
種
早
期
毛
沢
東
伝

記　

 

党
的
文
献　

二
期　

四
月

﹃
紅
星
照
耀
中
国
﹄
各
国
版
本
考
略
︵
上
︶ 　

中
共
党
史
研
究　

五
期

　

 

五
月

﹃
紅
星
照
耀
中
国
﹄
各
国
版
本
考
略
︵
下
︶　 

中
共
党
史
研
究　

六
期

 

　

六
月

把
視
野
放
在
国
際
︑
才
能
回
到
歴
史
的
現
場　

 

文
匯
報　

七
月
一
日

◉
陳
独
秀
文
集　

第
二
巻
︵
共
編
訳
︶　 

平
凡
社　

十
月

◉
赤
い
星
は
如
何
に
し
て
昇
っ
た
か　

 

臨
川
書
店　

十
一
月

　

刊
行
に
あ
た
っ
て  

貴
志
俊
彦
等
編
﹃
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
所
蔵 

華
北
交
通
写
真
資
料
集
成
﹄　 

国
書
刊
行
会　

十
一
月
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稲
　
葉
　
　
　
穣

ト
ゥ
ル
シ
ュ
カ
︱
イ
ン
ド
の
テ
ュ
ル
ク　

小
松
久
男
編
﹃
テ
ュ
ル
ク
を

知
る
た
め
の
61
章
﹄　 

明
石
書
店　

八
月

Betw
een Zābulistān and Gūzgān : A

 Study on the Early 
Islam

ic H
istory of A

fghanistan. Journal of Inner A
sian 

A
rt and A

rchaeology 7　

 

三
月

稲
　
本
　
泰
　
生

雲
岡
石
窟
の
仏
教
説
話
浮
彫
︱
本
生
・
因
縁
図
を
中
心
に　

 

國
華　

一
四
五
一
号　

九
月

岩
　
城
　
卓
　
二

武
家
と
庶
民
の
は
ざ
ま
で
生
き
る
︱
妻
鹿
淳
子
﹃
武
家
に
嫁
い
だ
女
性

の
手
紙
：
貧
乏
旗
本
の
江
戸
暮
ら
し
﹄
に
接
し
て　

 

女
性
史
学　

二
六
号　

八
月

◉
た
ど
る
調
べ
る 

尼
崎
の
歴
史  

上
・
下
巻
︵
共
著
︶　 
尼
崎
市　

十
月

◉
本
興
寺
文
書　

第
四
巻
︵
共
編
︶　 

清
文
堂
出
版　

十
一
月

ウ
ィ
ッ
テ
ル
ン
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン

禅
に
お
け
る
ル
ー
ル
と
反
則
に
つ
い
て　

天
野
文
雄
編
﹃
禅
か
ら
み
た

日
本
中
世
の
文
化
と
社
会
﹄　 

ぺ
り
か
ん
社　

七
月

Public and Private V
iew
s of T

exts in D
igital Editions-

T
he Case of the K

anseki Repository. D
igital H

um
ani-

ties 2016　

 

七
月

王
　
寺
　
賢
　
太

共
同
討
議　

い
ま
︑
現
代
思
想
と
政
治
を
問
い
直
す　

市
田
良
彦
・
王

寺
賢
太
編
﹃
現
代
思
想
と
政
治
﹄
合
評
会
の
記
録　

 

週
刊
読
書
人　

四
月
二
二
日
号

い
と
も
厳
密
で
継
続
的
な
検
討
︱
ベ
ー
ル
と
﹁
迷
え
る
良
心
の
権
利
﹂　

 

仏
語
仏
文
学
研
究
︵
東
京
大
学
仏
語
仏
文
研
究
会
編
︶　

四
九
号　

 

十
月

◉
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
所
蔵  

中
川
文
庫
貴
重
書
目
録
︵
編
著
︶　

 

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

十
一
月

◉
徹
底
討
論　

市
田
良
彦
・
王
寺
賢
太
編
﹃
現
代
思
想
と
政
治
﹄
＠
京
大

人
文
研
︵
共
著kindle

版
︶　 

週
刊
読
書
人　

十
二
月

京
大
人
文
研
﹁
中
川
文
庫
﹂
開
設
の
お
知
ら
せ　

 

日
本
18
世
紀
学
会
ニ
ュ
ー
ス　

二
月

大
　
浦
　
康
　
介

Fiction and Fictionality in Japanese Culture : Shishōsetsu 

︵I-N
ovel

︶ and 

“Otaku

” Culture. A
nnals of 

“Dim
itrie 

Cantem
ir

” Christian U
niversity 16

︵1

︶, 

“Dim
itrie Can-

tem
ir

” Christian U
niversity, Faculty of Foreign Langag-

es and Literature.　

 

八
月

書
評　

自
意
識
の
ド
ラ
マ　

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
デ
ュ
ジ
ャ
ル
ダ
ン
﹃
妄

想
と
強
迫
︱
フ
ラ
ン
ス
世
紀
末
短
篇
集
﹄　 

図
書
新
聞　

八
月

◉
対
面
的
︱
︿
見
つ
め
合
い
﹀
の
人
間
学　

 

筑
摩
書
房　

十
二
月

谷
崎
と
︿
本
当
ら
し
さ
﹀　

五
味
渕
典
嗣
・
日
高
佳
紀
編
﹃
谷
崎
潤
一

郎
讀
本
﹄　 

翰
林
書
房　

十
二
月
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岡
　
田
　
暁
　
生

楽
友
協
会
と
宮
廷
歌
劇
場　

池
田
祐
子
編
﹃
ウ
ィ
ー
ン　

総
合
芸
術
に

宿
る
夢
︵
西
洋
近
代
の
都
市
と
芸
術
４

︶
﹄　 

竹
林
舎　

七
月

岡
　
村
　
秀
　
典

岡
村
秀
典
教
授
訪
談
録
︵
共
著
︶　 

南
方
文
物　

二
期　

六
月

◉
監
訳　

霍
宏
偉
・
史
家
珍
主
編
﹃
洛
陽
銅
鏡
﹄　

 

科
学
出
版
社
東
京　

七
月

雲
岡
石
窟
に
お
け
る
大
型
窟
の
編
年　

 

國
華　

一
四
五
一
号　

九
月

紀
年
銘
を
も
つ
神
獣
鏡
の
新
例　

 

史
林　

九
九
巻
五
号　

九
月

雲
岡
中
期
に
お
け
る
仏
教
図
像
の
変
容　

 
東
方
学
報　

九
一
冊　

十
二
月

樋
口
隆
康
先
生
と
金
文
研
究
会　

 

泉
屋
博
古
館
紀
要　

三
二
巻　

十
二
月

小
　
川
　
佐
和
子

﹁
命
か
け
て
只
一
度
﹂
︱
︽
会
議
は
踊
る D

er K
ongress tanzt

︾
を

め
ぐ
る
映
画
と
オ
ペ
レ
ッ
タ
の
演
出　

 

季
刊 iichiko　

一
三
一
号　

七
月

書
評　

映
画
的
思
考
の
宇
宙
へ
の
道
行　

山
本
喜
久
男
著
︵
奥
村
賢
・

佐
崎
順
昭
編
︶﹃
日
本
映
画
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
連
関
︱
比
較
映
画

史
研
究
﹄　 

演
劇
映
像　

五
八
号　

三
月

小
　
野
　
容
　
照

﹃
ア
ン
の
ゆ
り
か
ご
﹄
を
読
む
︱
村
岡
花
子
と
植
民
地
朝
鮮　

 

人
文　

六
三
号　

六
月

日
本
に
お
け
る
初
期
の
朝
鮮
人
社
会
主
義
運
動
︱
朝
鮮
独
立
運
動
史
と

在
日
朝
鮮
人
史
の
狭
間
で　

チ
ョ
ン
ア
ム
大
学
校
在
日
コ
リ
ア
ン
研

究
所
編
﹃
在
日
コ
リ
ア
ン
運
動
と
抵
抗
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
﹄

︵
韓
国
語
︶　 

ソ
ウ
ル
：
ソ
ニ
ン　

七
月

朝
鮮
半
島
の
野
球
用
語　

 

京
都
大
学
新
聞　

十
二
月
一
六
日

◉
帝
国
日
本
と
朝
鮮
野
球
︱
憧
憬
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
隘
路　

 

中
央
公
論
新
社　

一
月

朝
鮮
独
立
運
動
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
政
府
︑
コ
ミ
ン
テ
ル
ン　

麻
田
雅
文
編

﹃
ソ
連
と
東
ア
ジ
ア
の
国
際
政
治 1919

︱1941

﹄　

 

み
す
ず
書
房　

二
月

籠
　
谷
　
直
　
人

◉
メ
ガ
シ
テ
ィ
３　

歴
史
に
刻
印
さ
れ
た
メ
ガ
シ
テ
ィ
︵
共
編
︶　

 

東
京
大
学
出
版
会　

八
月

菊
　
地
　
　
　
暁

近
代
仏
教
の
写
真
集　

大
谷
栄
一
他
編
﹃
近
代
仏
教
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
﹄　

 

法
蔵
館　

四
月

﹁
華
北
交
通
写
真
﹂
出
版
と
写
真
展
開
催
に
よ
せ
て
︱
加
藤
新
吉
︑
水

野
清
一
︑
梅
原
龍
三
郎
の
こ
と
ど
も
︱　

 

慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
Ｈ
Ｐ　

十
一
月

華
北
交
通
の
民
俗
写
真　

貴
志
俊
彦
・
白
山
真
理
編
﹃
京
都
大
学
人
文

科
学
研
究
所
所
蔵　

華
北
交
通
写
真
資
料
集
成
﹄　

 

国
書
刊
行
会　

十
一
月
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む
す
び
に
か
え
て
︱
加
藤
新
吉
と
京
大
人
文
研
︱　

貴
志
俊
彦
・
白
山

真
理
編
﹃
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
所
蔵　

華
北
交
通
写
真
資
料

集
成
﹄　 

国
書
刊
行
会　

十
一
月

◉
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
レ
ポ
ー
ト
選
二
〇
一
六
︵
編
著
︶　

 

京
都
大
学
民
俗
学
研
究
会　

十
二
月

﹁
ふ
く
ち
の
ち
﹂
を
き
く　

そ
の
１

～
３　

福
智
町
立
図
書
館
・
歴
史

資
料
館
﹁
ふ
く
ち
の
ち
﹂
Ｈ
Ｐ　

 

三
月

古
　
勝
　
隆
　
一

孟
子
／
老
子
／
論
語　
﹃
名
著
で
読
む
世
界
史
１

２

０

﹄　

 

山
川
出
版
社　

十
二
月

目
録
学
︱
俯
瞰
の
楽
し
み　
﹃
目
録
学
に
親
し
む
﹄　 

研
文
出
版　

三
月

﹃
文
史
通
義
﹄
内
篇
一
譯
注　

 

東
方
学
報
京
都　

九
一
冊　

三
月

小
　
関
　
　
　
隆

絶
対
平
和
主
義
と
宥
和
政
策
：
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ア
レ
ン
の
﹁
建
設
的

平
和
主
義
﹂　

志
村
真
幸
編
﹃
異
端
者
た
ち
の
イ
ギ
リ
ス
﹄　

 

共
和
国　

四
月

２

０

１

５

年
の
歴
史
学
界
：
回
顧
と
展
望
︵
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
現
代
一
般
︶　

 

史
学
雑
誌　

一
二
五
編
五
号　

五
月

書
評　

小
野
塚
知
二
編
﹃
第
一
次
世
界
大
戦
開
戦
原
因
の
再
検
討
：
国

際
分
業
と
民
衆
心
理
﹄　 

西
洋
史
学　

二
六
一
号　

六
月

﹁
至フ

ァ
イ
ネ
ス
ト
・
ア
ワ
ー

上
の
時
﹂
の
神
話
：
イ
ギ
リ
ス
の
第
二
次
世
界
大
戦
経
験　

川

成
洋
編
﹃
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
を
知
る
た
め
の
50
章
﹄

　

 

明
石
書
店　

十
二
月

書
評　

荒
木
映
子
﹃
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
末
裔
た
ち
：︿
看
護
﹀
か
ら

読
み
な
お
す
第
一
次
世
界
大
戦
﹄　

 

英
文
学
研
究　

九
三
巻　

十
二
月

瀬
戸
口
　
明
　
久

電
信
と
電
波
で
一
つ
に
な
る
世
界　

藤
原
辰
史
編
﹃
第
一
次
世
界
大
戦

を
考
え
る
﹄　 

共
和
国　

四
月

生
命
と
し
て
の
科
学
／
機
械
と
し
て
の
科
学
︱
科
学
の
意
味
を
め
ぐ
る

問
い　

金
森
修
編
﹃
昭
和
後
期
の
科
学
思
想
史
﹄　

 

勁
草
書
房　

六
月

コ
メ
ン
ト　

科
学
の
越
境
再
考　

 

科
学
史
研
究　

二
七
九
号　

十
月

髙
　
井
　
た
か
ね

◉
監
修
・
翻
訳　

中
国
国
家
文
物
鑑
定
委
員
会
編
纂
﹃
中
国
文
化
財
図
鑑　

第
五
巻
家
具
﹄　 

科
学
出
版
社
東
京
・
ゆ
ま
に
書
房　

十
二
月

明
清
家
具
︱
そ
の
様
式
と
展
開
︑
お
よ
び
品
種
に
つ
い
て　

中
国
国
家

文
物
鑑
定
委
員
会
編
纂
﹃
中
国
文
化
財
図
鑑　

第
五
巻
家
具
﹄　

 

科
学
出
版
社
東
京
・
ゆ
ま
に
書
房　

十
二
月

陶
湘
の
復
刻
本
と
そ
の
﹁
愛
書
﹂
に
つ
い
て　
﹃
合
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

2017

東
方
文
化
研
究
の
記
憶
と
遺
産
﹄︵
予
稿
集
︶　 

一
月

高
　
木
　
博
　
志

修
学
旅
行
と
伊
勢　

ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
編
﹃
変
容
す
る
聖
地
伊
勢
﹄　

 

思
文
閣
出
版　

五
月

◉
新
修
茨
木
市
史　

第
三
巻　

通
史
三
︵
共
編
︶　 

茨
木
市　

七
月
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欧
州
か
ら
見
た
京
都
の
歴
史　

 

京
都
民
報　

九
月
一
八
日

近
代
皇
室
に
お
け
る
仏
教
信
仰
︱
神
仏
分
離
後
の
泉
涌
寺
を
通
し
て　

祭
祀
史
料
研
究
会
編
﹃
祭
祀
研
究
と
日
本
文
化
﹄　

 

塙
書
房　

十
二
月

◉
世
界
遺
産
と
天
皇
陵
古
墳
を
問
う
︵
共
編
︶　 

思
文
閣
出
版　

一
月

伊
勢
神
宮
へ
の
修
学
旅
行　

瑞
垣　

 

神
宮
司
庁　

二
三
六
号　

一
月

近
現
代
の
茨
木
市
域
と
史
料
調
査　
﹃
い
ば
ら
き
の
過
去
・
今
・
未
来

︱
市
史
編
さ
ん
か
ら
み
え
て
き
た
も
の
﹄　

 

茨
木
市
史
編
さ
ん
委
員
会　

一
月

解
題
︵
東
利
之
家
文
書
︶　

茨
木
キ
リ
シ
タ
ン
遺
物
発
見
を
め
ぐ
っ
て　

 

新
修
茨
木
市
史
年
報　

一
五
号　

三
月

高
　
階
　
絵
里
加

恤
兵
美
術
展
覧
会　

藤
原
辰
史
編
﹃
第
一
次
世
界
大
戦
を
考
え
る
﹄　

 
共
和
国　

四
月

夢
二
再
訪　

 

人
文　

六
三
号　

六
月

展
覧
会　

 

日
本
経
済
新
聞
︵
夕
刊
︶　

四
月
一
二
日
︑
五
月
一
八
日
︑

六
月
二
一
日
︑
七
月
二
六
日
︑
八
月
二
四
日
︑
九
月
三
〇
日
︑
十
月

一
七
日
︑
十
一
月
一
六
日
︑
十
二
月
二
日
︑
一
月
六
日

竹
　
沢
　
泰
　
子

◉T
rans-Pacific Japanese A

m
erican Studies : Conversations 

on R
ace and R

acializations 

︵co-edited

︶. U
niversity of 

H
aw
ai ‛i Press.　

 

九
月

日
系
ア
メ
リ
カ
人
の
強
制
収
容
と
補
償
運
動　

多
民
族
共
生
人
権
教
育

セ
ン
タ
ー
編
﹃
メ
ー
レ
ッ
ク
・
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
﹄　V

O
L. 6　

 

九
月

◉
人
種
神
話
を
解
体
す
る
３　
﹁
血
﹂
の
政
治
学
を
越
え
て
︵
共
編
︶　 

東

京
大
学
出
版
会　

九
月

序
章　

混
血
神
話
の
解
体
と
自
分
ら
し
く
生
き
る
権
利　

川
島
浩
平
・

竹
沢
泰
子
編
﹃
人
種
神
話
を
解
体
す
る
３　
﹁
血
﹂
の
政
治
学
を
越

え
て
﹄　 

東
京
大
学
出
版
会　

九
月

第
８

章　

ミ
ッ
ク
ス
レ
イ
ス
日
系
人
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
作
品
と
語
り
︱

人
種
カ
テ
ゴ
リ
を
め
ぐ
る
解
釈
と
表
現
の
戦
略　

川
島
浩
平
・
竹
沢

泰
子
編
﹃
人
種
神
話
を
解
体
す
る
３　
﹁
血
﹂
の
政
治
学
を
越
え
て
﹄　

 

東
京
大
学
出
版
会　

九
月

◉
人
種
神
話
を
解
体
す
る
１　

可
視
性
と
不
可
視
性
の
は
ざ
ま
で
︵
共

編
︶　 

東
京
大
学
出
版
会　

十
月

序
章　

差
異
の
可
視
性
／
不
可
視
性
︵
共
著
︶　

斉
藤
綾
子
・
竹
沢
泰

子
編
﹃
人
種
神
話
を
解
体
す
る
１　

可
視
性
と
不
可
視
性
の
は
ざ
ま

で
﹄　 

東
京
大
学
出
版
会　

十
月

試
論　

差
異
と
差
別
の
︵
不
︶
可
視
化
を
め
ぐ
っ
て　

斉
藤
綾
子
・
竹

沢
泰
子
編
﹃
人
種
神
話
を
解
体
す
る
１　

可
視
性
と
不
可
視
性
の
は

ざ
ま
で
﹄　 

東
京
大
学
出
版
会　

十
月

◉
人
種
神
話
を
解
体
す
る
２　

科
学
と
社
会
の
知
︵
共
編
︶　

 

東
京
大
学
出
版
会　

十
一
月

第
10
章　

日
本
に
お
け
る
ゲ
ノ
ム
研
究
と
集
団
の
表
象
︱
座
談
会
︵
共

著
︶　

坂
野
徹
・
竹
沢
泰
子
編
﹃
人
種
神
話
を
解
体
す
る
２　

科
学

と
社
会
の
知
﹄　 

東
京
大
学
出
版
会　

十
一
月

人
文
研
で
の
共
同
研
究
と
科
研
費　

私
と
科
研
費　

N
o. 96　

 

二
月
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K
akenhi and m

y Collaborative Research W
ork at the In-

stitute for Research in H
um
anities. K

akenhi E
ssay Se-

ries 96　
 

二
月

武
　
田
　
時
　
昌

ア
ン
チ
傷
寒
論
者
の
挑
戦
︱
温
病
学
の
問
題
圏
︵
一
︶　

 

医
道
の
日
本　

八
七
一
号　

四
月

三
焦
弁
証
と
舌
診
︱
温
病
学
の
問
題
圏
︵
二
︶　

 

医
道
の
日
本　

八
七
二
号　

五
月

長
寿
遺
伝
子
と
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
︱
ア
ン
チ
エ
イ
ジ
ン
グ
療
法　

 
医
道
の
日
本　

八
七
三
号　

六
月

長
生
の
煉
丹
術　

 

化
学
史
研
究　

四
三
巻
二
号　

六
月

座
談
会　

古
医
書
を
語
る　

 

医
道
の
日
本　

八
七
四
号　

七
月

鍼
灸
を
存
続
さ
せ
た
明
治
の
先
覚
者　

 

医
道
の
日
本　

八
七
四
号　

七
月

噂
の
女
医
の
カ
ル
テ
︱
談
允
賢
﹃
女
医
雑
言
﹄
を
読
む　

 

医
道
の
日
本　

八
七
五
号　

八
月

﹃
七
十
一
番
職
人
歌
合
﹄
に
描
か
れ
た
医
師　

 

医
道
の
日
本　

八
七
六
号　

九
月

モ
ン
ゴ
ル
伝
統
医
療
の
特
異
点　

 

医
道
の
日
本　

八
七
七
号　

十
月

五
行
六
気
の
数
理
と
医
術
︱
四
時
循
環
の
サ
イ
エ
ン
ス
︱　

 

漢
方
鍼
医　

三
九
号　

十
二
月

六
不
治
と
四
難
︱
中
國
醫
學
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
術
數
學
的
考
察　

池
田
知

久
・
水
口
拓
壽
編
﹃
中
國
傳
統
社
會
に
お
け
る
術
數
と
思
想
﹄　

 

汲
古
書
院　

十
二
月

生
気
と
天
医
︱
﹃
医
心
方
﹄
の
方
位
学　

 

医
道
の
日
本　

八
八
一
号　

二
月

竹
岡
友
仙
の
医
事
活
動
︱
近
代
京
都
の
医
史
学
︵
一
︶　

 

医
道
の
日
本　

八
八
二
号　

三
月

田
　
中
　
雅
　
一

◉Contact Zone 

︵
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
︶　

八
号　

 

京
都
大
学
人
間
・
環
境
学
研
究
科　

三
月

コ
メ
ン
ト　

第
１

回
公
開
合
評
会　

藤
野
陽
平
﹃
台
湾
に
お
け
る
民
衆

キ
リ
ス
ト
教
の
人
類
学
﹄︵
二
〇
一
三
年
︑
風
響
社
︶　
﹃
基
幹
研
究

﹁
人
類
学
の
ミ
ク
ロ
︱

マ
ク
ロ
系
連
関
﹂
二
〇
一
五
年
度
公
開
セ
ミ
ナ

ー

；

第
一
回
︑
公
開
合
評
会

；

第
一
回
﹄　

 

東
京
外
大
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
研
究
所　

三
月

聖
職
者
の
禁
欲
は
〝
今
は
昔
〞
？  

今
流
行
り
の
教
義
は
性
の
解
放

だ
！   

サ
イ
ゾ
ー　

七
月
号　

六
月

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
供
犠
と
そ
の
残
滓
︱
宗
教
的
性
格
を
探
求
す
る　

 

宗
教
研
究　

三
八
六
号　

九
月

宗
教
は
女
性
を
抑
圧
し
て
き
た
の
か
？  

三
大
宗
教
の
女
性
観
と
そ
の

〝
功
罪
〞　 

サ
イ
ゾ
ー　

十
一
月
号　

十
月

秘
さ
れ
た
黙
示
録
の
シ
ン
ボ
ル
﹃
君
の
名
は
︒﹄
は
宗
教
学
的
に
秀
作

か
？   

サ
イ
ゾ
ー　

十
二
月
号　

十
一
月

討
議　

性
と
い
う
謎
か
ら
霊
長
類
を
ま
な
ざ
す
︵
山
極
壽
一
と
の
対

談
︶　

現
代
思
想　

特
集 

霊
長
類
学
の
最
前
線　

 

十
二
月
号　

十
一
月
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軍
事
環
境
問
題
の
文
化
人
類
学
︱
在
沖
・
米
海
兵
隊
普
天
間
航
空
基
地

周
辺
の
聞
き
取
り
調
査
か
ら　

 

社
会
人
類
学
年
報　

四
二
号　

十
二
月

◉
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
研
究
３　

侵
犯
す
る
身
体　

 

京
都
大
学
学
術
出
版
会　

三
月

序
章　

侵
犯
す
る
身
体
・
切
断
す
る
ま
な
ざ
し　

田
中
雅
一
編
﹃
フ
ェ

テ
ィ
シ
ズ
ム
研
究
３　

侵
犯
す
る
身
体
﹄　

 

京
都
大
学
学
術
出
版
会　

三
月

ラ
ン
ジ
ェ
リ
ー
幻
想　

田
中
雅
一
編
﹃
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
研
究
３　

侵

犯
す
る
身
体
﹄　 

京
都
大
学
学
術
出
版
会　

三
月

田
　
中
　
祐
理
子

臨
界
・
生
成
・
わ
れ
わ
れ
の
知　

 

現
代
思
想
︵
六
月
臨
時
増
刊
号
︶　

四
四
巻
十
一
号　

五
月

新
刊
紹
介　

金
森
修
﹃
科
学
思
想
史
の
哲
学
﹄　R

E
PR
E

　

二
七
号　

 

表
象
文
化
論
学
会　

六
月

◉
翻
訳　

グ
ザ
ヴ
ィ
エ
・
ロ
ー
ト
﹃
カ
ン
ギ
レ
ム
と
経
験
の
統
一
性　

判

断
す
る
こ
と
と
行
動
す
る
こ
と　

一
九
二
六
︱
一
九
三
九
年
﹄　

 

法
政
大
学
出
版
局　

二
月

立
　
木
　
康
　
介

コ
ラ
ム　

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ラ
カ
ン　

秋
富
克
哉
他
編
﹃
続
・
ハ
イ
デ
ガ

ー
読
本
﹄　 

法
政
大
学
出
版
会　

四
月

解
説　

精
神
分
析
と
デ
リ
ダ
︱
コ
ン
フ
ロ
ン
タ
シ
オ
ン
か
ら
三
部
会
へ　

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
著
︑
西
宮
か
お
り
訳
﹃
精
神
分
析
の
と
ま
ど

い
﹄　 

岩
波
書
店　

五
月

フ
ラ
ン
ス
精
神
分
析
の
分
派
と
訓
練
制
度　

精
神
療
法　

 

四
二
巻
三
号　

六
月

精
神
分
析
に
お
け
る
原
因
と
対
象　

実
存
思
想
論
集　

31　

 

六
月

応
用
精
神
分
析
と
反
哲
学
︱
医
学
︑
哲
学
と
精
神
分
析　

哲
学
の
探
究　

 

四
三
号　

六
月

空
想
詩
人
︑
の
ち
革
命
家
︱
サ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
の
﹃
オ
ル
ガ
ン
﹄　

 

人
文　

六
三
号　

六
月

精
神
分
析
の
実
践
と
思
想　

石
原
孝
二
他
編
﹃
精
神
医
学
の
科
学
と
哲

学
﹄︵﹃
精
神
医
学
の
哲
学
﹄
一
︶　 

東
京
大
学
出
版
会　

八
月

ラ
カ
ン
と
女
た
ち　

第
一
回　

序
︱
︵
精
神
分
析
的
に
︶
女
性
的
な
る

も
の
の
ほ
う
へ　

 

三
田
文
学　

一
二
六
号　

八
月

翻
訳　

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ノ
﹁
欲
望
︑
幻
想
︑
法
﹂　

 

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
研
究　

一
三
号　

九
月

翻
訳　

マ
リ
リ
ア
・
エ
ゼ
ン
ス
タ
ン
﹁
ラ
カ
ン
に
お
け
る
逆
転
移
︱
い

く
つ
か
の
開
か
れ
た
問
い
﹂︵
抄
訳
︶　

 

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
研
究　

一
三
号　

九
月

ラ
カ
ン
と
女
た
ち　

第
二
回　

序
︵
其
二
︶
︱
男
と
女
と
に
神
は
彼
ら

を
創
ら
れ
た　

 

三
田
文
学　

一
二
七
号　

十
一
月

母
超
自
我
の
ア
ー
ク
︱
車
谷
長
吉
﹁
抜
髪
﹂
に
寄
せ
て　

 

三
田
文
学　

一
二
七
号　

十
一
月

座
談
会　

ラ
カ
ン
の
﹁﹃
盗
ま
れ
た
手
紙
﹄
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
を
め
ぐ
っ

て
﹂︵
若
森
栄
樹
︑
笠
井
潔
︑
巽
孝
之
︑
原
和
之
の
各
氏
と
︶　

 

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
研
究　

一
四
号　

十
二
月

ラ
カ
ン
と
女
た
ち　

第
三
回　

序
︵
其
三
︶
︱
女
＝
フ
ァ
ル
ス　
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三
田
文
学　

一
二
八
号　

二
月

土
　
口
　
史
　
記

春
秋
・
史
記
・
漢
書　

池
田
嘉
郎
・
上
野
慎
也
・
村
上
衛
・
森
本
一
夫

編
﹃
名
著
で
読
む
世
界
史
１

２

０

﹄　 

山
川
出
版
社　

十
一
月

書
類
仕
事
の
絶
望
的
な
歴
史
基
盤　

 

京
大
新
聞　

五
月
一
日

中
　
西
　
竜
　
也

Chinese M
uslim

s and Islam
ic Reform

ism
 during the M

od-
ern Period. M

a H
aiyun et al. 

︵eds.

︶ Zhenghe Forum
 

Connecting China and the M
uslim

 W
orld, Institute of 

China Studies, U
niversity of M

alaya.　
 

四
月

中
国
イ
ス
ラ
ー
ム
の
研
究
動
向　

 
中
国
史
学　

二
六
巻　

十
月

ア
ル
・
マ
ク
サ
ド
ゥ
ル
・
ア
ク
サ
ー
︵
遥
か
な
る
目
的
地
︶　

 

京
都
大
学
白
眉
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り　

一
二
号　

十
二
月

書
評　

奈
良
雅
史
﹃
現
代
中
国
の
︿
イ
ス
ラ
ー
ム
運
動
﹀
︱
生
き
に
く

さ
を
生
き
る
回
族
の
民
族
誌
﹄　

 

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
研
究　

十
巻　

三
月

馬
徳
新
と
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
来
世
論
︱
一
九
世
紀
中
国
ム
ス
リ
ム

の
思
想
変
相　

 

西
南
ア
ジ
ア
研
究　

八
六
号　

三
月

デ
ィ
ー
ン
が
﹁
教
﹂
に
な
る
と
き
︱
前
近
代
の
中
国
ム
ス
リ
ム
に
お
け

る
﹁
宗
教
﹂
と
﹁
共
同
体
﹂　

藤
井
淳
編
﹃
古
典
解
釈
の
東
ア
ジ
ア

的
展
開
︱
宗
教
文
献
を
中
心
と
し
て
﹄　

 

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

三
月

イ
ス
ラ
ー
ム
と
漢
語
の
邂
逅
︱
﹁
回
回
﹂
の
変
容　

和
田
郁
子
・
小
石

か
つ
ら
編
﹃
他
者
と
の
邂
逅
は
何
を
も
た
ら
す
の
か
︱
﹁
異
文
化
接

触
﹂
を
再
考
す
る
﹄　 

昭
和
堂　

三
月

永
　
田
　
知
　
之

中
国
文
学
の
黎
明　

詩
経
／
中
国
的
ユ
ー
ト
ピ
ア　

桃
花
源
記　

陶
淵

明
／
中
国
最
古
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー　

文
選　

昭
明
太
子
／
中
国
古
典

詩
の
最
高
峰　

杜
甫
／
東
ア
ジ
ア
で
最
も
読
ま
れ
た
詩
集　

白
氏
文

集　

白
居
易
／
遥
か
な
る
イ
ン
ド
へ
の
道　

大
唐
西
域
記　

玄
奘　

池
田
嘉
郎
・
上
野
愼
也
・
村
上
衛
・
森
本
一
夫
編
﹃
名
著
で
読
む
世

界
史
１

２

０

﹄　 

山
川
出
版
社　

十
一
月

目
録
学
の
総
決
算
︱
﹃
四
庫
全
書
﹄
を
め
ぐ
っ
て
︱　

京
大
人
文
研
漢

籍
セ
ミ
ナ
ー
６

﹃
目
録
学
に
親
し
む　

漢
籍
を
知
る
手
引
き
﹄　

 

研
文
出
版　

三
月

藤
　
井
　
俊
　
之

◉
啓
蒙
と
神
話
︱
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
人
間
性
の
形
象　

 

航
思
社　

三
月

進
歩
︱
ヒ
ア
ト
ゥ
ス
を
め
ぐ
る
問
い
か
け　

思
想　

一
一
一
六　

三
月

藤
　
井
　
律
　
之

続
・
朱
字
の
ミ
ス
テ
リ
ー　

 

人
文　

六
三
号　

六
月

河
川
解
説
書
の
枠
を
超
え
た
宝
の
地
図
︱
水
経
注　

池
田
嘉
郎
・
上
野

愼
也
・
村
上
衛
・
森
本
一
夫
編
﹃
名
著
で
読
む
世
界
史
１

２

０

﹄　

 

山
川
出
版
社　

十
二
月
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藤
　
井
　
正
　
人

M
anuscripts of the Jaim

īnīya Sām
aveda T

raced and Pho-
tographed in 2002

︱2006. A
sko PA

RPO
LA
 et al. 

︵eds.

︶ 
V
edic Investigations. Papers of the 12th W

orld Sanskrit 
Conference 1. D

elhi.

藤
　
原
　
辰
　
史

人
類
の
耐
久
性
︱
チ
ャ
ペ
ッ
ク
か
ら
考
え
る
︵
中
︶　

 

現
代
思
想　

四
四
巻
九
号　

四
月

ど
ん
な
絵
本
を
読
ん
で
き
た
？  
ピ
ー
タ
ー
・
シ
ス
﹃
三
つ
の
金
の

鍵
﹄　 
こ
こ
ろ　

三
〇
巻
三
四
号　

四
月

﹁
ひ
ろ
ば
﹂
と
い
う
拠
点
︱
言
葉
を
孤
立
さ
せ
て
は
な
ら
な
い　

 
大
阪Y
W
CA

　

五
号　

五
月

遺
伝
子
組
み
換
え
・
農
村　

杉
村
昌
昭
・
堺
毅
・
村
澤
真
保
呂
編
﹃
既

成
概
念
を
ぶ
ち
壊
せ
！
﹄　 
晃
洋
書
房　

六
月

対
談　

発
酵
食
か
ら
考
え
る
新
し
い
︿
エ
コ
ロ
ジ
ー
﹀　

小
泉
武
夫
×

藤
原
辰
史　

 

現
代
思
想　

四
四
巻
一
一
号　

六
月

2016

年
上
半
期
読
書
ア
ン
ケ
ー
ト　

 

図
書
新
聞　

七
月
二
三
日

食
は
教
育
の
課
題
な
の
か
︱
食
育
基
本
法
を
め
ぐ
る
考
察　

佐
藤
卓
己

編
﹃
岩
波
講
座
現
代　

学
習
す
る
社
会
の
明
日
﹄　

 

岩
波
書
店　

七
月

人
類
の
耐
久
性
︱
チ
ャ
ペ
ッ
ク
か
ら
考
え
る
︵
下
︶
１　

 

現
代
思
想　

四
四
巻
一
三
号　

七
月

人
類
の
耐
久
性
︱
チ
ャ
ペ
ッ
ク
か
ら
考
え
る
︵
下
︶
２　

 

現
代
思
想　

四
四
巻
一
五
号　

八
月

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

京
大
人
間
図
鑑　

 
K
U
 Research w

eb site　

一
二
号　

九
月

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

市
民
と
つ
な
が
り　

海
を
越
え
る　

言
葉
の
力　

 

全
国
革
新
懇
ニ
ュ
ー
ス　

三
八
三
号　

十
月

﹃
蝦
夷
地
別
件
﹄
か
ら
逃
げ
ら
れ
な
い　

 

静
脩　

五
三
巻
三
号　

十
月

縁
色
論
︱
孤
食
と
共
食
の
あ
い
だ　

 

ち
ゃ
ぶ
台　

二
号　

十
月

ア
ン
ケ
ー
ト　

私
に
と
っ
て
の
黒
田
喜
夫　

 

季
刊
び
ー
ぐ
る　

三
三
号　

十
月

対
談　

科
学
の
ス
ケ
ー
ル
ダ
ウ
ン
と
大
学
の
未
来　

池
内
了
×
藤
原
辰

史　

 

現
代
思
想　

四
四
巻
二
一
号　

十
一
月

2016

年
下
半
期
読
書
ア
ン
ケ
ー
ト　

 

図
書
新
聞　

十
二
月
二
四
日

学
生
食
堂
の
使
い
方　

 

文
藝
春
秋　

九
四
巻
一
七
号　

十
二
月

屑
拾
い
の
マ
リ
ア
︵
１

︶　 

現
代
思
想　

四
五
巻
一
号　

一
月

都
市
に
お
け
る
﹁
縁
食
の
空
間
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
？　

 
10

＋1 W
eb site　

一
月

対
談　

藤
原
辰
史
×
高
橋
博
之　

食
べ
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と　

前
編　

 

東
北
食
べ
る
通
信　

一
月

こ
れ
ま
で
日
本
人
を
最
も
飢
え
か
ら
救
っ
た
食
べ
物
！？　

そ
の
ス
ゴ
さ

を
見
直
す 

さ
つ
ま
い
も
の
胸
焼
け
と
ぬ
く
も
り　

 

現
代
ビ
ジ
ネ
ス
︵w

eb site

︶　

一
月

今
年
の
執
筆
予
定　

 

出
版
ニ
ュ
ー
ス　

二
四
三
五
号　

一
月

対
談　

対
抗
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
明　

篠
原
雅
武
編
﹃
現
代
思
想

の
転
換2017

﹄　 

人
文
書
院　

一
月

屑
拾
い
の
マ
リ
ア
︵
２

︶　 

現
代
思
想　

四
五
巻
三
号　

二
月

融
合
す
る
学
問
と
し
て
の
農
業
経
済
学　
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学
術
の
動
向　

二
二
巻
二
号　

二
月

対
談　

藤
原
辰
史
×
高
橋
博
之　

食
べ
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と　

後
編　

 

東
北
食
べ
る
通
信　

二
月

数
学
者
の
ノ
ー
ト　

 

京
都
大
学
新
聞　

二
月
一
六
日

僕
ら
の
犯
し
た
過
ち
は
︑
僕
ら
が
収
束
し
︑
償
わ
な
け
れ
ば　

岩
波
書

店
編
集
部
編
﹃
３

．
11
を
心
に
刻
ん
で 2017

﹄　 

岩
波
書
店　

三
月

屑
拾
い
の
マ
リ
ア
︵
３

︶　 

現
代
思
想　

四
五
巻
六
号　

三
月

船
　
山
　
　
　
徹

ア
ジ
ア
の
こ
と
を
ア
ジ
ア
の
外
で
教
え
て　

 

人
文　

六
三
号　

六
月

仏
典
漢
訳
史
要
略　
﹃
仏
教
的
東
伝
与
中
国
化
﹄　 

法
鼓
文
化　

八
月

︽
大
方
便
仏
報
恩
経
︾
編
纂
所
用
引
的
漢
訳
経
典　

方
廣
錩
︵
主
編
︶

﹃
仏
教
文
献
研
究
﹄
二　

 

八
月

﹃
梵
網
経
﹄
の
写
本
・
木
版
残
存
状
況
に
基
づ
く
新
た
な
校
本
の
形
式　

A
bhinavatripitaka

﹇
ア
ヴ
ィ
ナ
ヴ
ァ
ト
リ
ピ
タ
カ
﹈
ニ
ュ
ー
ズ

レ
タ
ー　

三　

 
十
二
月

◉
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
生
活
規
則
﹃
梵
網
経
﹄
︱
最
古
の
形
と
発
展
の
歴
史　

 

臨
川
書
店　

三
月

ホ
ル
カ
・
イ
リ
ナ

Rom
ania and Japan : Real and Im

aginary Encounters at 
the T

urn of the 20th Century. A
nalele Facultă ții de 

Lim
bi și Literaturi Străine 2016

︵2

︶, 

“Dim
itrie Cantem

ir

” 
Christian U

niversity 

︵Bucharest, Rom
ania

︶　 

六
月

イ
ン
・
ザ
・
コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン　

 

人
文　

六
三
号　

六
月

Shim
azaki T

ōson

’s Shinsei 

﹇N
ew
 Life

﹈: Shaping Self and 
O
ther through Letters. ZIN

BU
N
 47　

 

三
月

宮
　
　
　
紀
　
子

古
今
東
西
の
﹃
知
﹄
の
統
合
：
ラ
シ
ー
ド=

ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
﹃
集
史
﹄

／
東
西
文
化
の
邂
逅
：
李
志
常
﹃
長
春
真
人
西
遊
記
﹄／
コ
ロ
ン
ブ

ス
を
も
魅
了
し
た
東
方
の
驚
異
：
マ
ル
コ=

ポ
ー
ロ
﹃
世
界
の
記

述
﹄／
諧
謔
の
旋
律
：
関
漢
卿
ほ
か
〝
元
曲
〞
／
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン

讃
歌
︱
モ
ン
ゴ
ル
版
﹃
古
事
記
﹄
：﹃
元
朝
秘
史
﹄／
中
国
史
入
門
の

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
：
曽
先
之
﹃
十
八
史
略
﹄　

池
田
嘉
郎
ほ
か
編
﹃
名

著
で
読
む
世
界
史
１

２

０

﹄　 

山
川
出
版
社　

十
二
月

﹃
元
典
章
﹄
が
語
る
フ
レ
グ
・
ウ
ル
ス
の
重
大
事
変　

 

東
方
学
報　

九
一
冊　

十
二
月

虫
眼
鏡
で
ア
ガ
サ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
を
覗
い
た
ら　

 

図
書　

八
一
七　

三
月

宮
　
宅
　
　
　
潔

秦
代
遷
陵
県
志
初
稿
︱
里
耶
秦
簡
よ
り
見
た
秦
の
占
領
支
配
と
駐
屯
軍

︱　

 

東
洋
史
研
究　

七
五
︱
一　

六
月

書
評　

中
国
簡
牘
学
研
究
の
道
標
︱
籾
山
明
﹃
秦
漢
出
土
文
字
史
料
の

研
究
﹄　 

創
文　

二
二　

七
月

里
耶
秦
簡
〝
訊
敬
〞
簡
冊
識
小　

 

簡
帛
網　

十
一
月
一
六
日

書
評　

角
谷
常
子
編
﹃
東
ア
ジ
ア
木
簡
学
の
た
め
に
﹄　

 

日
本
秦
漢
史
研
究　

一
七
号　

十
一
月

荀
子
・
孫
子　

池
田
嘉
郎
等
編
﹃
名
著
で
読
む
世
界
史120

﹄　
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山
川
出
版
社　

十
二
月

村
　
上
　
　
　
衛

究
極
の
小
さ
な
政
府　

 

国
際
貿
易　

二
一
四
八
号　

四
月

伝
統
的
超
格
差
社
会　

 

国
際
貿
易　

二
一
五
二
号　

五
月

前
近
代
中
国
の
経
済
規
模　

 

国
際
貿
易　

二
一
五
六
号　

六
月

﹃
官
場
現
形
記
﹄
を
読
む
︱
清
末
中
国
﹁
腐
敗
﹂
官
僚
の
世
界　

 

人
文　

六
三
号　

六
月

中
国
に
﹁
雇
わ
れ
た
﹂
英
海
軍　

 

国
際
貿
易　

二
一
六
〇
号　

七
月

書
か
れ
な
い
真
実　

 

国
際
貿
易　

二
一
六
四　

八
月

難
波
す
る
夷
狄　

 
国
際
貿
易　

二
一
六
八
号　

九
月

◉
近
現
代
中
国
に
お
け
る
社
会
経
済
制
度
の
再
編　

京
都
大
学
人
文
科
学

研
究
所
附
属
現
代
中
国
セ
ン
タ
ー　

 

九
月

清
末
天
津
の
羊
毛
貿
易
と
通
過
貿
易　

村
上
衛
編
﹃
近
現
代
中
国
に
お

け
る
社
会
経
済
制
度
の
再
編
﹄　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
附
属

現
代
中
国
セ
ン
タ
ー　

 

九
月

﹁
大
分
岐
﹂
を
越
え
て
︱
Ｋ
・
ポ
メ
ラ
ン
ツ
の
議
論
を
め
ぐ
っ
て　

 

歴
史
学
研
究　

九
四
九
号　

十
月

中
国
系
﹁
イ
ギ
リ
ス
人
﹂　 

国
際
貿
易　

二
一
七
二
号　

十
月

書
評　

濱
下
武
志
著
﹃
華
僑
・
華
人
と
中
華
網
︱
移
民
・
交
易
・
送
金

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
造
と
展
開
﹄　

 

華
僑
華
人
研
究　

一
三
号　

十
一
月

中
国
固
有
の
経
済
発
展　

 

国
際
貿
易　

二
一
七
六
号　

十
一
月

◉
名
著
で
読
む
世
界
史
１

２

０

︵
共
編
︶　 

山
川
出
版
社　

十
二
月

T
he Rise and Fall of the Chinese Pirates : From

 Initiators 

to O
bstructors of M

aritim
e T
rade, 1500

︱1800. Christian 
Buchet and Gérard Le Bouëdec 

︵eds.

︶ T
he Sea in H

is-
tory  : T

he E
arly M

odern W
orld. W

oodbridge : Boydell 
Press.　

 

二
月

清
末
西
江
の
﹁
海
賊
﹂
︱
﹁
緝
捕
権
﹂
問
題
と
貿
易
・
航
運　

 

史
林　

一
〇
〇
巻
一
号　

三
月

目
　
黒
　
杏
　
子

二
〇
一
五
年
の
歴
史
学
界
︱
回
顧
と
展
望
︱　

東
ア
ジ
ア
︵
中
国
︱
戦

国
・
秦
漢
︶　 

史
学
雑
誌　

一
二
五
編
五
号　

五
月

守
　
岡
　
知
　
彦

CH
ISE

に
よ
る
漢
字
字
体
の
デ
ジ
タ
ル
記
述
︱
漢
字
字
体
規
範
史
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
を
例
と
し
て
︱　

日
本
語
学
会
二
〇
一
六
年
度
春
季
大

会
予
稿
集　

 

五
月

CH
ISE-w

iki

に
お
け
るH

N
G

カ
ー
ド
画
像
利
用
の
試
み　

情
処
研

報　

V
ol. 2016-CH

-111, N
o. 4　

 

七
月

CH
ISE

に
よ
るH

N
G

デ
ー
タ
収
録
の
試
み　

石
塚
晴
通
監
修
／
高

田
智
和
・
馬
場
基
・
横
山
詔
一
編
﹃
漢
字
字
体
史
研
究　

二
﹄　

 

勉
誠
出
版　

十
一
月

漢
字
構
造
記
述
再
考　

東
洋
学
へ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用　

第
28
回
研

究
セ
ミ
ナ
ー　

 

三
月

森
　
川
　
裕
　
貫

二
〇
一
五
年
の
歴
史
学
界
︱
回
顧
と
展
望
︱
東
ア
ジ
ア
︵
中
国
︱
近
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代
︶　 

史
学
雑
誌　

一
二
五
編
五
号　

五
月

書
評　

Shakhar Rahav, T
he R

ise of Political Intellectuals 
in M

odern China  : M
ay Fourth Societies and the R

oots 
of M

ass-Party Politics. 

中
国
︱
社
会
と
文
化　

三
一
号　

七
月

書
評　

今
後
の
梁
啓
超
研
究
の
前
提
と
な
る
一
冊　

狹
間
直
樹
﹃
梁
啓

超　

東
ア
ジ
ア
文
明
史
の
転
換
﹄　 

東
方　

四
二
九
号　

十
一
月

煩
悶
青
年
か
ら
そ
の
﹁
良
師
益
友
﹂
へ
︱
﹃
学
生
雑
誌
﹄
に
お
け
る
楊

賢
江　

 

東
方
学
報　

九
一
冊　

十
二
月

◉
政
論
家
的
矜
持
︱
章
士
釗
︑
張
東
蓀
政
治
思
想
研
究
︵
袁
広
泉
訳
︶　

 

社
会
科
学
文
献
出
版
社　

三
月

In Pursuit of Peace : Zhou Gengsheng

’s Internationalism
 

after the W
orld W

ars. ZIN
BU
N
 47　

 

三
月

森
　
本
　
淳
　
生

翻
訳　

ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
︑
ピ
エ
ー
ル
・
ル
イ
ス
︑
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ

レ
リ
ー
﹃
三
声
書
簡　

一
八
八
八
︱
一
八
九
〇
﹄︵
共
訳
︶　

 

水
声
社　

五
月

序
︱
文
学
研
究
と
歴
史
記
述
研
究
の
対
話
の
た
め
に　

文
芸
事
象
の
歴

史
研
究
会
編
﹃
Ｇ
Ｒ
Ｉ
Ｈ
Ｌ　

文
学
の
使
い
方
を
め
ぐ
る
日
仏
の
対

話
﹄　 

吉
田
書
店　

二
月

矢
　
木
　
　
　
毅

朝
鮮
時
代
の
有
旨
書
状
に
つ
い
て　

 

朝
鮮
学
報　

二
四
一　

十
月

◉
韓
国
の
世
界
遺
産　

宗
廟　

 

臨
川
書
店　

十
一
月

安
　
岡
　
孝
　
一

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：﹁
梅
﹂
と
﹁
梅
﹂
と
﹁
楳
﹂　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

四
月
七
日

タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
博
物
館
訪
問
記
：
菊
武
学
園
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
博
物

館　

　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

四
月
一
二
日
︑
二
八
日
︑
五
月

一
九
日
︑
六
月
二
日
︑
一
六
日
︑
三
〇
日
︑
七
月
一
四
日
︑
二
八
日
︑

一
月
一
九
日
︑
二
月
二
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：﹁
坂
﹂
と
﹁
阪
﹂　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

四
月
二
一
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：﹁
絃
﹂
と
﹁
弦
﹂　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

五
月
一
二
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：﹁
法
﹂
と
﹁
灋
﹂　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

五
月
二
六
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：﹁
体
﹂
と
﹁
體
﹂　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

六
月
九
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：﹁
回
﹂
と
﹁
囘
﹂　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

六
月
二
三
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：﹁
綫
﹂
と
﹁
線
﹂　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

七
月
七
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：﹁
産
﹂
と
﹁
產
﹂　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

七
月
二
一
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：﹁
彦
﹂
と
﹁
彥
﹂　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

八
月
四
日

タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
博
物
館
訪
問
記
：
伊
藤
事
務
機
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
資

―　 ―53



人文第 64号―再校

料
館　

　
 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

八
月
一
一
日
︑
十
月
二
十
日
︑

十
一
月
三
日
︑
一
七
日
︑
十
二
月
一
日
︑
一
五
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：
韓
国
の
人
名
用
漢
字
は
違
憲
か
合
憲
か　

　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

八
月
二
五
日
︑
九
月
一
日
︑
八

日
︑
一
五
日
︑
二
二
日
︑
二
九
日
︑
十
月
六
日

日
韓
二
重
国
籍
の
子
の
名
に
使
え
る
人
名
用
漢
字　

 

戸
籍
時
報　

第
七
四
四
号　

九
月

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：﹁
梨
﹂
と
﹁
棃
﹂　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
月
一
三
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：﹁
頼
﹂
と
﹁
賴
﹂　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
月
二
七
日

オ
フ
ィ
ス
機
器
と
し
て
のQ

W
ERT

Y

キ
ー
ボ
ー
ド　

 

日
本
オ
フ
ィ
ス
学
会
誌　

八
巻
二
号　

十
月

開
成
石
経
と
拓
本
文
字
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　

漢
字
字
体
史
研
究　

二　

 

勉
誠
出
版　

十
一
月

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：﹁
年
﹂
と
﹁
秊
﹂　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
一
月
一
〇
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：﹁
舗
﹂
と
﹁
舖
﹂
と
﹁
鋪
﹂　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
一
月
二
四
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：﹁
庄
﹂
と
﹁
荘
﹂
と
﹁
莊
﹂　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
二
月
八
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：﹁
灿
﹂
と
﹁
燦
﹂　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
二
月
二
二
日

韓
国
の
人
名
用
漢
字
と
漢
字
コ
ー
ド

 

　

セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
二
〇
一
六　

十
二
月

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：
干
支
と
人
名
用
漢
字　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

一
月
五
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：﹁
図
﹂
と
﹁
圖
﹂　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

一
月
一
二
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：﹁
无
﹂
と
﹁
無
﹂
と
﹁

﹂　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

一
月
二
六
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：﹁
宝
﹂
と
﹁
寶
﹂　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

二
月
九
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：IBM

 Electrom
atic　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

二
月
一
六
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：﹁
吊
﹂
と
﹁
弔
﹂　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

二
月
二
三
日

◉
日
本
・
中
国
・
台
湾
・
香
港
・
韓
国
の
常
用
漢
字
と
漢
字
コ
ー
ド
︵
共

著
︶　 

京
都
大
学
学
知
創
生
ユ
ニ
ッ
ト　

三
月

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Royal K

M
M

　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

三
月
二
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：﹁
弾
﹂
と
﹁
彈
﹂　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

三
月
九
日

A
dobe-Japan1

︱6

とM
J

文
字
図
形
名
の
対
応　

東
洋
学
へ
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
利
用　

第
28
回
研
究
セ
ミ
ナ
ー　

 

三
月
一
〇
日

広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：Rem

ington N
oiseless N

o. 10　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

三
月
一
六
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
：﹁
仐
﹂
と
﹁
傘
﹂
と
﹁
繖
﹂　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

三
月
二
三
日
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広
告
の
中
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
：H

am
m
ond M

ultiplex　

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

三
月
三
〇
日

山
　
室
　
信
　
一

ア
ジ
ア
の
視
点
か
ら
立
憲
主
義
を
考
え
る　

 

住
民
と
自
治　

六
三
七
号　

五
月
一
日

◉
滿
洲
國
的
實
相
與
幻
象
︵
徐
浤
馨
・
林
琪
禎
・
沈
玉
慧
・
黃
耀
進
訳
︶　

 

八
旗
文
化
・
台
北　

五
月
五
日

さ
し
た
る
意
味
は
な
い　

現
代
の
こ
と
ば　

 
京
都
新
聞
︵
夕
刊
︶　

五
月
二
〇
日

﹁
積
極
的
平
和
主
義
﹂
と
は
﹁
軍
事
介
入
主
義
﹂　

広
岩
近
広
編
﹃
わ
た

し
の
︿
平
和
と
戦
争
﹀﹄　 

集
英
社　

六
月

一
票
の
重
み　

現
代
の
こ
と
ば　

 

京
都
新
聞
︵
夕
刊
︶　

七
月
五
日

戦
後
が
戦
前
に
転
じ
る
と
き　
﹁
戦
後
80
年
﹂
は
あ
る
の
か　

 
集
英
社
新
書　

八
月

아
시
아
의 

시
점
에
서 

입
헌
주
의
를 

생
각
한
다
　

 

말
과
활　

十
一
号　

八
月

今
が
人
生
の
て
っ
ぺ
ん　

現
代
の
こ
と
ば　

 

京
都
新
聞
︵
夕
刊
︶　

九
月
一
三
日

未
完
の
﹁
東
洋
平
和
論
﹂　

李
泰
鎮
・
安
重
根
ハ
ル
ビ
ン
学
会
編
﹃
安

重
根
と
東
洋
平
和
論
﹄　 

日
本
評
論
社　

九
月

２

０

１

８

年
問
題　

現
代
の
こ
と
ば

　

 

京
都
新
聞
︵
夕
刊
︶　

十
一
月
七
日

脱
真
実　

現
代
の
こ
と
ば　

 

京
都
新
聞
︵
夕
刊
︶　

十
二
月
二
二
日

La Prem
ière Guerre m

ondiale dans l

’histoire de l

’Asie ori-

entale  : un regard japonais. E
bisu　

53
号 

　

一
月

震
災
遺
構
と
ト
モ
ノ
ミ
ク
ス　

現
代
の
こ
と
ば　

 

京
都
新
聞
︵
夕
刊
︶　

三
月
七
日

◉
憲
法
九
條
：
非
戰
思
想
的
水
脈
與
脆
弱
的
和
平
︵
許
仁
碩
訳
︶　

 

八
旗
文
化
・
台
北　

三
月
二
二
日

만
다
라
︵
曼
茶
羅
︶
로
서
의 

중
국
　
동
북
아
재
단 

편
﹃
연
동
하
는 

동
아
시
아 

문
화
﹄　 

역
사
공
간　

三
月
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