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人文第 69号―念校

「
日
本
部
」
の
共
同
研
究
の
思
い
出

高　

木　

博　

志

　

一
九
八
〇
年
代
な
か
ば
、
私
は
あ
こ
が
れ
の
人
文
科
学
研
究
所
の
共
同

研
究
、
飛
鳥
井
雅
道
班
「
国
民
文
化
の
成
立
」
の
末
席
で
聞
か
せ
て
い
た

だ
い
た
。
立
命
館
大
学
院
生
の
と
き
で
、
心
躍
っ
た
。

　

二
十
歳
過
ぎ
、
社
会
運
動
史
の
掛
谷
宰
平
ゼ
ミ
の
夜
は
、
い
つ
も
飲
み

屋
の
は
し
ご
で
、
祇
園
東
の
「
藤
」
と
い
う
バ
ー
に
も
連
れ
て
行
っ
て
も

ら
っ
た
。
そ
こ
で
佐
々
木
克
、
飛
鳥
井
、
羽
賀
祥
二
と
い
っ
た
人
文
研
の

ス
タ
ッ
フ
と
お
目
に
か
か
り
、
そ
れ
が
縁
で
研
究
班
に
参
加
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
（
敬
称
略
）。
研
究
班
後
の
飲
み
会
も
、
研
究
会
の
一
環
で
あ
っ

た
し
、
と
き
に
人
事
も
祇
園
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
。
当
時
の
大
学

や
共
同
研
究
は
、
男
性
社
会
の
側
面
も
あ
っ
た
と
お
も
う
。

　

日
本
思
想
・
日
本
文
化
・
日
本
社
会
の
三
分
野
か
ら
な
る
「
日
本
部
」

（
二
〇
〇
〇
年
改
組
で
人
文
部
）
に
お
い
て
、
飛
鳥
井
班
は
「
日
本
文
化
」

研
究
を
担
い
、
林
屋
辰
三
郎
の
「
化
政
文
化
の
研
究
」「
幕
末
文
化
の
研

究
」「
文
明
開
化
の
研
究
」
を
引
き
継
ぎ
、『
国
民
文
化
の
研
究
』（
筑
摩

書
房
、
一
九
八
四
年
）
を
出
し
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
明
治
維
新
か
ら
一
八

八
五
年
（
内
閣
制
）
ま
で
の
、
不
在
の
「
国
民
文
化
」
を
政
治
と
の
関
わ
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り
を
持
っ
て
描
き
出
そ
う
と
し
た
。
当
時
、
注
目
さ
れ
始
め
た
政
治
文
化

や
国
民
国
家
の
議
論
と
も
接
点
を
も
っ
た
。

　

中
世
史
研
究
の
林
屋
辰
三
郎
が
、
立
命
館
大
学
か
ら
人
文
研
に
移
っ
て

幕
末
・
維
新
期
の
共
同
研
究
を
担
っ
た
よ
う
に
、「
日
本
部
」
に
お
い
て

は
「
近
代
化
」
が
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
遡
る
が
、
東
大
・
京
大
で

は
、
戦
前
は
前
近
代
し
か
卒
論
テ
ー
マ
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
井
上
清
が

一
九
五
三
年
に
人
文
研
に
赴
任
し
て
は
じ
め
て
、
京
都
で
日
本
近
現
代
史

研
究
が
学
問
に
な
っ
た
と
岩
井
忠
熊
は
回
顧
し
て
い
る
。
一
九
八
四
年
、

松
尾
尊
兊
が
人
文
研
か
ら
設
置
さ
れ
た
現
代
史
講
座
に
移
り
、
文
学
部
で

は
じ
め
て
の
日
本
近
現
代
史
の
ス
タ
ッ
フ
と
な
っ
た
。

　

マ
ル
ク
ス
主
義
の
講
座
派
が
ま
だ
ま
だ
影
響
力
が
強
か
っ
た
歴
史
学
界

に
お
い
て
は
、
地
主
制
な
ど
、
近
世
か
ら
の
連
続
性
に
目
が
い
き
が
ち
で
、

か
つ
政
治
史
や
社
会
経
済
史
が
研
究
の
主
流
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て

飛
鳥
井
班
の
近
代
像
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
の
桑
原
武
夫
の
ブ
ル
ジ
ョ

ア
革
命
の
共
同
研
究
と
も
共
振
す
る
。
近
代
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
、
そ

し
て
深
く
政
治
と
か
か
わ
り
暴
力
性
を
も
ち
う
る
「
文
化
」
を
正
面
に
捉

え
る
共
同
研
究
は
、
人
文
研
に
お
い
て
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
文
化

は
、
美
術
や
文
学
の
作
家
・
作
品
論
に
終
始
す
る
も
の
で
も
、
き
れ
い
な

も
の
だ
け
を
見
る
の
で
も
な
い
、
学
の
系
譜
が
あ
っ
た
。

　

飛
鳥
井
は
、
文
学
部
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
卒
業
し
、
桑
原
が
見
い
だ
し
て

す
ぐ
に
人
文
研
助
手
に
な
っ
た
。
政
治
小
説
研
究
で
論
壇
の
人
と
な
り
、

中
江
兆
民
・
幸
徳
秋
水
な
ど
思
想
家
の
研
究
か
ら
、
次
第
に
史
料
に
基
づ

く
切
れ
味
鋭
い
天
皇
制
論
を
も
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
当
時
は
、

―　 ―2
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活
字
に
な
っ
て
い
な
い
卒
論
・
修
論
を
読
ん
で
、
人
材
を
見
出
す
人
事
も

行
わ
れ
た
。
東
一
条
の
天
井
の
高
い
大
会
議
室
、
研
究
会
中
に
椅
子
に
公

家
座
り
、
片
膝
を
立
て
て
あ
ぐ
ら
を
か
く
飛
鳥
井
の
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。

　

人
文
研
の
入
口
に
は
、
班
名
・
報
告
者
・
タ
イ
ト
ル
が
書
か
れ
た
記
録

紙
が
張
り
出
さ
れ
、
共
同
研
究
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
暮
れ
に
ボ
ー
ナ
ス
が

で
る
と
祇
園
の
飲
み
屋
の
請
求
書
が
、
総
務
係
に
よ
り
教
員
の
メ
ー
ル
ボ

ッ
ク
ス
に
配
ら
れ
た
。

　

飛
鳥
井
編
の
羽
賀
・
小
股
憲
明
・
佐
々
木
・
園
田
英
弘
・
辻
ミ
チ
子
・

井
上
章
一
と
選
び
抜
か
れ
た
重
厚
な
論
文
集
を
み
る
と
、
共
同
研
究
の
原

点
で
あ
る
と
叱
咤
さ
れ
る
気
持
ち
に
な
る
。
と
て
も
及
ば
な
い
が
、
私
に

「
職
業
と
し
て
の
共
同
研
究
」
を
自
覚
さ
せ
て
い
る
。

　

一
九
九
八
年
、
飛
鳥
井
班
の
あ
と
の
佐
々
木
班
「
明
治
維
新
期
の
研

究
」
に
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
加
え
て
い
た
だ
い
た
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
、

全
国
で
膨
大
に
近
現
代
史
料
が
発
掘
さ
れ
、
文
書
館
の
公
開
体
制
も
と
と

の
っ
て
き
た
。
そ
れ
と
と
も
に
明
治
維
新
史
に
お
い
て
は
、
史
料
に
即
し

た
多
く
の
研
究
が
で
て
き
て
、
封
建
領
主
制
の
解
体
の
徹
底
や
、
成
立
し

た
国
家
や
制
度
の
近
代
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
う
し
た
学
問
状
況
を
反

映
し
て
い
た
。

　
「
日
本
部
」
で
は
、
古
屋
哲
夫
・
山
本
有
造
・
山
室
信
一
と
つ
づ
く
、

日
本
が
主
語
で
は
な
い
「
帝
国
」
の
共
同
研
究
も
、
大
き
な
流
れ
を
つ
く

っ
た
。
吉
田
光
邦
・
横
山
俊
夫
の
万
国
博
覧
会
や
比
較
文
明
の
研
究
は
、

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
も
影
響
を
与
え
た
。
そ
し
て
渡
部
徹
・

松
尾
尊
兊
・
古
屋
・
水
野
直
樹
の
社
会
運
動
史
の
基
礎
研
究
は
、
人
文
研

―　 ―3
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の
こ
れ
か
ら
の
学
術
資
源
の
核
を
も
た
ら
し
て
い
る
（『
人
文
科
学
研
究

の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア  

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
要
覧
』
二
〇
〇
一
年
、

参
照
）。

　

共
同
研
究
の
メ
リ
ッ
ト
の
一
つ
は
研
究
者
と
の
出
会
い
に
あ
る
。
私
の

場
合
、
佐
々
木
班
で
知
り
合
っ
た
研
究
者
が
新
た
に
共
同
研
究
を
運
営
す

る
上
で
の
導
き
手
で
あ
り
、
多
く
の
発
想
や
教
示
を
得
て
き
た
。

　
「
日
本
部
」
の
学
の
系
譜
を
、
私
は
、
史
料
に
基
づ
い
て
構
築
す
る
世

界
の
お
も
し
ろ
さ
、
そ
し
て
現
代
の
政
治
や
社
会
と
向
き
合
う
な
か
で
の

学
問
的
営
為
に
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
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講
　
　
演

 
夏
期
公
開
講
座

名
作
再
読

―
い
ま
読
ん
だ
ら
こ
ん
な
に
面
白
い
13

エ
ベ
ネ
ザ
ー
・
ハ
ワ
ー
ド
の
「
田
園

都
市
」
論
と
関
西

守　

岡　

知　

彦

　

エ
ベ
ネ
ザ
ー
・
ハ
ワ
ー
ド
の
「
田
園
都
市
」
論
は
世
界
各
地

の
都
市
計
画
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
が
、
日
本
も
そ
の
例
外

で
は
な
い
。
エ
ベ
ネ
ザ
ー
・
ハ
ワ
ー
ド
は
一
八
九
八
年
に

“To-m
orrow

 : A
 Peaceful Path to Real Reform

”を
発

表
し
一
九
〇
二
年
に
“Garden Cities of T

o-m
orrow

”

（「
明
日
の
田
園
都
市
」）
と
い
う
現
在
の
題
名
で
再
刊
し
た
が
、

そ
の
翌
年
の
一
九
〇
三
年
に
は
内
務
省
地
方
局
府
県
課
長
井
上

友
一
、
嘱
託
留
岡
幸
助
、
生
江
孝
之
ら
が
最
初
の
田
園
都
市
で

あ
る
レ
ッ
チ
ワ
ー
ス
の
現
地
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
日
本

に
お
け
る
初
期
の
受
容
の
一
つ
で
あ
る
内
務
省
地
方
局
の
官
僚

た
ち
に
よ
る
研
究
は
農
村
改
良
を
主
要
な
目
的
と
し
た
も
の
で

あ
り
、
自
治
の
問
題
を
重
視
し
て
い
た
。
こ
れ
は
「
田
園
都

市
」
論
の
日
本
で
の
受
容
が
都
市
計
画
、
と
り
わ
け
私
鉄
沿
線

の
宅
地
開
発
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
や
や
意
外
な
こ
と
に
思

わ
れ
る
が
、
内
務
省
地
方
局
有
志
編
纂
「
田
園
都
市
」
に
お
い

て
日
本
に
お
け
る
「
田
園
都
市
」
に
近
い
例
と
し
て
滋
賀
県
東

近
江
市
五
個
荘
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
知
っ
た
時
ふ
と
頭
の

中
に
妄
想
が
湧
い
た
。
そ
れ
は
も
し
京
阪
が
名
古
屋
急
行
電
鉄

線
の
建
設
に
成
功
し
て
い
た
ら
ど
う
な
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　
「
田
園
都
市
」
論
の
世
界
各
地
に
お
け
る
受
容
の
形
は
さ
ま

ざ
ま
で
あ
り
、
鉄
道
を
前
提
と
し
な
い
都
市
計
画
も
少
な
く
な

い
が
、
日
本
に
お
い
て
「
田
園
都
市
」
論
の
影
響
を
受
け
た
都

市
の
多
く
は
私
鉄
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
二
〇
世
紀
初
頭
に

発
達
し
た
電
気
工
学
に
基
づ
く
新
し
い
鉄
道
シ
ス
テ
ム
で
あ
る

イ
ン
タ
ー
ア
ー
バ
ン
（
都
市
間
電
気
鉄
道
）
を
前
提
に
し
た
都

市
圏
シ
ス
テ
ム
と
し
て
受
容
さ
れ
た
。
こ
の
背
景
に
は
大
都
市
、

特
に
大
阪
に
お
け
る
深
刻
な
大
気
汚
染
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま

―　 ―5
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り
、
蒸
気
機
関
の
煤
煙
と
は
無
縁
の
電
気
を
使
っ
た
鉄
道
で
空

気
の
綺
麗
な
郊
外
に
住
ん
で
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
送
る
と

い
う
体
験
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
多
角
的
な
沿
線
開
発
に
基

づ
く
電
鉄
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
確
立
さ
れ
た
。
こ
れ
は
阪
神

や
京
阪
な
ど
の
第
一
世
代
の
イ
ン
タ
ー
ア
ー
バ
ン
（
既
存
の
集

落
を
な
る
べ
く
多
く
通
り
都
市
内
で
は
路
面
電
車
区
間
を
持
つ

が
故
に
カ
ー
ブ
が
多
く
低
速
で
あ
っ
た
）
で
も
見
ら
れ
た
が
、

本
格
化
し
た
の
は
阪
急
神
戸
線
や
新
京
阪
鉄
道
（
現
阪
急
京
都

線
）、
阪
和
電
鉄
（
現
Ｊ
Ｒ
阪
和
線
）
な
ど
の
ハ
イ
ス
ピ
ー
ド

イ
ン
タ
ー
ア
ー
バ
ン
と
も
呼
ば
れ
る
第
二
世
代
を
迎
え
て
か
ら

で
あ
る
。
第
二
世
代
の
イ
ン
タ
ー
ア
ー
バ
ン
は
都
市
間
を
短
時

間
で
結
ぶ
た
め
に
人
口
が
少
な
い
場
所
に
な
る
べ
く
直
線
的
に

線
路
を
引
い
て
高
速
運
転
を
行
う
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
っ

た
が
そ
れ
ゆ
え
に
開
業
時
に
は
そ
の
路
線
人
口
の
少
な
さ
に
苦

し
む
宿
命
を
背
負
っ
て
い
た
。
こ
の
解
決
策
が
新
興
住
宅
地
、

ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
施
設
、
百
貨
店
事
業
等
か
ら
な
る
多
角
的

な
沿
線
開
発
で
あ
り
、
都
心
と
郊
外
を
結
ぶ
電
鉄
線
に
囲
い
込

ま
れ
た
『
王
国
』
を
形
成
し
た
。
後
に
漫
画
・
ア
ニ
メ
文
化
に

大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
手
塚
治
虫
も
宝
塚
を
は
じ

め
と
す
る
阪
急
文
化
の
中
で
育
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
イ

ン
タ
ー
ア
ー
バ
ン
を
核
と
し
た
日
本
型
「
田
園
都
市
」
シ
ス
テ

ム
は
人
や
情
報
が
流
れ
る
文
化
の
回
路
と
も
な
っ
た
こ
と
が
判

る
が
、
こ
う
し
た
『
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
都
市
』
と
い
う
側
面

も
エ
ベ
ネ
ザ
ー
・
ハ
ワ
ー
ド
の
元
々
の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
含
意
さ

れ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
前
述
の
名
古
屋
急
行
電
鉄
は
一
九
二
〇
年
代
に

京
阪
が
計
画
し
て
い
た
滋
賀
（
京
都
）
と
名
古
屋
間
を
結
ぶ
都

市
間
電
気
鉄
道
で
あ
り
、
新
京
阪
と
接
続
し
大
阪
・
名
古
屋
間

を
二
時
間
で
結
ぶ
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
が
、
大
恐
慌
に
よ
り

こ
の
計
画
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
関
西
で
は
一
九
三
〇
年
代
頃

ま
で
に
現
在
の
私
鉄
網
の
大
部
分
が
形
成
さ
れ
た
が
、
こ
の
結

果
、
滋
賀
県
は
そ
の
例
外
と
な
り
、
現
在
で
は
新
快
速
の
停
車

駅
を
中
心
に
新
興
住
宅
地
を
形
成
し
て
い
る
も
の
の
、
私
鉄
沿

線
に
囲
い
込
ま
れ
た
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
は
存
在
せ
ず
今
も
車
社
会

で
あ
る
。
も
し
、
名
古
屋
急
行
電
鉄
が
開
業
し
て
い
た
ら
、
お

そ
ら
く
滋
賀
県
湖
東
地
方
も
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
た
は
ず

で
、
も
し
か
し
た
ら
関
西
と
中
部
地
方
が
一
つ
の
大
き
な
都
市

圏
に
な
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
し
、
五
個
荘
も
イ
ン
タ
ー
ア

ー
バ
ン
の
洗
礼
を
受
け
て
大
き
く
そ
の
姿
を
変
え
て
い
た
か
も

知
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
か
も
知
れ

な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
書
は
あ
り
え
た
か
も
知
れ
な
い
都

市
圏
を
妄
想
す
る
ネ
タ
に
も
で
き
る
し
、
新
し
い
技
術
を
前
提

に
し
た
未
来
の
（
こ
れ
か
ら
あ
り
う
る
か
も
知
れ
な
い
）
さ
ま

ざ
ま
な
「
明
日
の
田
園
都
市
」
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
に
も
な
る
と

思
っ
た
次
第
で
あ
る
。
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〈
う
た
〉
と
〈
つ
き
〉
と
風
流
夢
譚

石　

井　

美　

保

　
〈
う
た
〉
と
〈
つ
き
〉。
歌
と
憑
依
は
と
も
に
、
人
の
内
に
潜

む
他
性
が
自
己
を
凌
駕
す
る
契
機
を
は
ら
み
、
ま
た
い
ず
れ
も

〈
う
つ
し
〉
と
〈
う
つ
り
〉、
つ
ま
り
ミ
メ
シ
ス
を
通
し
た
自
己

の
変
容
を
伴
う
と
い
う
共
通
性
を
も
つ
。〈
う
つ
し
〉
を
通
し

て
〈
う
つ
り
〉
へ
と
至
る
歌
や
憑
依
の
意
味
を
考
え
よ
う
と
す

る
と
き
、
詩
歌
へ
の
批
評
は
興
味
深
い
視
座
を
提
供
し
て
く
れ

る
。

　

な
か
で
も
重
要
な
批
評
の
ひ
と
つ
は
、
桑
原
武
夫
に
よ
る
も

の
だ
ろ
う
。
彼
は
戦
後
間
も
な
い
一
九
四
六
年
と
一
九
四
七
年

に
そ
れ
ぞ
れ
、「
第
二
芸
術
」
と
「
短
歌
の
運
命
」
と
題
し
た

評
論
を
発
表
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
鷹
揚
な
語
り
口
で
、
現
代

日
本
に
お
け
る
短
詩
型
文
学
の
あ
り
方
を
批
判
し
、
そ
の
存
在

意
義
に
疑
問
を
呈
し
た
も
の
だ
。「
第
二
芸
術
」
の
な
か
で
桑

原
は
、
俳
人
の
地
位
が
作
品
そ
の
も
の
で
は
な
く
「
俗
世
界
に

お
け
る
地
位
の
ご
と
き
も
の
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
や
、
そ
の
社
会
的
行
為
が
「
作
品
そ
の
も
の
に
何
の
痕
跡
を

も
の
こ
さ
ぬ
」
と
い
っ
た
俳
句
の
性
格
を
批
判
し
、
こ
の
よ
う

に
大
衆
的
で
あ
る
上
に
旧
来
の
形
式
に
縛
ら
れ
た
俳
句
は
「
芸

術
」
と
い
う
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
く
、「
第
二
芸
術
」

と
呼
ん
で
他
と
区
別
す
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　

桑
原
の
手
厳
し
い
批
判
は
当
時
の
俳
壇
・
歌
壇
か
ら
の
激
し

い
反
撥
を
招
い
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
彼
の
批
評
は
、
自
律

的
な
個
人
た
る
べ
き
近
代
知
識
人
と
し
て
の
立
場
か
ら
の
明
晰

な
批
判
で
あ
っ
た
。
桑
原
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
芸
術
と
は
あ

く
ま
で
「
個
人
が
自
己
の
生
き
る
世
界
と
の
あ
い
だ
の
相
互
作

用
に
よ
っ
て
新
し
い

0

0

0

経
験
を
作
り
出
す
こ
と
」
で
あ
り
、
個
人

の
創
造
性
よ
り
も
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
形
式
の
継
承
を
重
ん
じ

る
短
歌
や
俳
句
な
ど
は
、
近
代
芸
術
と
は
み
な
し
が
た
い
も
の

だ
っ
た
。

　

桑
原
の
批
評
と
の
比
較
対
象
と
し
て
興
味
深
い
の
は
、「
た

と
へ
ば
（
君
）、
あ
る
い
は
、
告
白
、
だ
か
ら
、
と
い
う
か
、

な
の
で
、『
風
流
夢
譚
』
で
短
歌
を
解
毒
す
る
」
と
い
う
長
い

題
を
も
つ
金
井
美
恵
子
の
批
評
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
二
〇
一

二
年
、
雑
誌
の
深
沢
七
郎
特
集
に
掲
載
さ
れ
た
。
桑
原
の
明
快

な
批
評
と
は
対
照
的
に
、
皮
肉
と
諧
謔
に
満
ち
た
金
井
の
文
章

は
決
し
て
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

金
井
の
随
筆
が
発
表
さ
れ
た
と
き
の
短
歌
界
の
主
だ
っ
た
反
応

は
、「
結
局
、
第
二
芸
術
論
の
と
き
の
批
判
と
変
わ
ら
な
い
」

と
い
う
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。
だ
が
、
よ
く
読
み
比
べ
て
み
る

と
そ
れ
ぞ
れ
の
批
評
は
そ
の
論
調
を
異
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
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論
旨
に
お
い
て
も
少
な
く
な
い
差
異
を
も
つ
こ
と
に
気
が
つ
く
。

　

こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
冒
頭
、
金
井
は
「『
風
流
夢
譚
』
は
短
歌

に
つ
い
て
書
か
れ
た
小
説
で
あ
る
。
で
は
、
短
歌
（
俳
句
も
、

つ
い
で
に
）
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
」
と
書
く
。
そ
し
て
、
大

手
新
聞
に
お
け
る
歌
壇
欄
の
活
況
な
ど
を
挙
げ
な
が
ら
、
短
歌

と
は
い
わ
ば
、
日
本
中
に
拡
が
っ
た
「
巨
大
な
共
同
体
的
言
語

空
間
」
だ
と
述
べ
る
。
そ
の
一
方
で
彼
女
は
、
あ
る
雑
誌
の
新

聞
広
告
に
あ
っ
た
「〔
皇
室
の
〕
御
用
掛
と
し
て
和
歌

0

0

の
ご
指

導
に
あ
た
る
歌
人
」
と
い
う
文
句
を
目
に
し
て
、「
そ
う
だ
、

短
歌
で
は
な
く
、
あ
れ
は
和
歌
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
あ
た
っ

た
」
と
書
く
。「
あ
れ
」
と
い
う
の
は
、
深
沢
の
『
風
流
夢
譚
』

に
登
場
す
る
歌
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
新
聞
広
告
を

み
て
短
歌
と
和
歌
の
違
い
に
あ
ら
た
め
て
気
づ
い
た
ふ
り
を
し

な
が
ら
も
、
金
井
の
批
評
の
ポ
イ
ン
ト
は
、（
そ
の
区
別
を
う

っ
か
り
見
過
ご
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
）
両
者
の
連
続
性
に
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
金
井
の
随
筆
の
主
題
で
あ
る
『
風
流
夢
譚
』
と

は
、
ど
の
よ
う
な
小
説
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
六
〇
年
に
出
版

さ
れ
た
こ
の
小
説
は
、
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
の
み
た
奇
妙
な

夢
を
描
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
東
京
都
心
で
革
命
が
勃
発
し
て

群
衆
が
皇
居
に
押
し
か
け
、
皇
族
が
辞
世
の
歌
を
詠
ん
で
処
刑

さ
れ
、
お
祭
り
騒
ぎ
の
中
で
主
人
公
も
ま
た
辞
世
の
歌
を
詠
ん

で
ピ
ス
ト
ル
自
殺
を
図
る
と
い
う
荒
唐
無
稽
な
も
の
だ
。
出
版

当
時
の
時
代
背
景
と
し
て
は
、
一
九
五
九
年
に
皇
太
子
夫
妻
が

成
婚
し
、
翌
年
に
は
安
保
闘
争
が
起
き
て
い
る
。
六
〇
年
の
秋

に
こ
の
小
説
が
『
中
央
公
論
』
に
掲
載
さ
れ
る
や
そ
の
内
容
が

問
題
視
さ
れ
、
同
誌
の
編
集
部
長
が
宮
内
庁
に
出
頭
陳
謝
。
右

翼
に
よ
る
深
沢
と
出
版
社
へ
の
脅
迫
が
続
き
、
つ
い
に
は
社
長

宅
で
の
殺
傷
事
件
に
至
る
。

　

だ
が
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
金
井
は
『
風
流
夢
譚
』
の
惹

き
起
こ
し
た
事
件
に
つ
い
て
は
深
入
り
し
な
い
。
そ
れ
よ
り
も

彼
女
が
注
目
す
る
の
は
、
こ
の
小
説
の
中
で
「
私
」
の
み
た
夢

と
し
て
描
き
だ
さ
れ
る
、
一
般
大
衆
と
皇
室
と
を
つ
な
ぐ
巨
大

な
「
歌
の
言
語
空
間
」
の
存
在
で
あ
る
。

　
『
風
流
夢
譚
』
は
、
和
歌
と
い
う
、「
歌
開
始
」
が
ど
う
や

ら
そ
の
頂
点
を
占
め
て
い
る
ら
し
い
、
た
と
え
ば
日
本
一
の

富
士
の
山
を
思
い
出
さ
せ
る
言
語
空
間
の
言
葉
が
、
あ
れ
こ

れ
飾
り
た
て
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、「
意
味
」
と
し
て
は

空
疎
で
、
じ
ゃ
あ
自
分
も
、
と
（
簡
単
に
作
れ
そ
う
な
の

で
）
歌
を
詠
も
う
と
す
る
も
の
は
盗
作
者
（
深
く
記
憶
に
染

み
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
あ
れ
や
こ
れ
や
の
歌
の
せ
い

で
）
に
な
る
、
と
い
う
小
説
で
あ
る
。

　

こ
の
金
井
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
主
人
公
が
ピ
ス

ト
ル
自
殺
を
図
る
場
面
を
読
む
と
明
ら
か
に
な
る
。
死
を
決
意

し
て
「
私
」
が
詠
ん
だ
辞
世
の
歌
は
、
は
か
ら
ず
も
万
葉
の
防
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人
の
歌
の
引
用
（
盗
作
）
で
あ
っ
た

―
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、

単
に
「
私
」
の
と
ぼ
け
た
迂
闊
さ
を
表
し
て
い
る
だ
け
で
は
な

く
、
連
綿
と
続
く
歌
の
「
共
同
体
的
言
語
空
間
」
の
核
心
に
か

か
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。〈
う
つ
し
〉
を
通
し
て
〈
う
つ
り
〉

に
至
る
憑
依
に
も
似
て
、
短
歌
や
和
歌
で
は
先
人
の
歌
の
引
用

を
通
し
て
歌
の
意
味
や
文
脈
が
重
層
化
さ
れ
、
歌
の
主
体
も
ま

た
他
性
を
宿
し
て
重
層
性
を
帯
び
る
。
く
わ
え
て
、
憑
依
と
同

じ
く
歌
も
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を
と
り
な
が
ら
も
、
共
通
し

た
型
を
も
つ
こ
と
で
そ
の
継
承
性
と
同
一
性
が
保
た
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
歌
の
言
語
共
同
体
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
る
引

用
と
反
復
、
型
の
踏
襲
を
通
し
た
〈
私

わ
た
く
し

〉
の
重
層
化
と
い
っ

た
こ
と
こ
そ
、
こ
の
言
語
共
同
体
の
核
心
を
な
す
も
の
だ
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
点
こ
そ
が
、
新
た
な
経
験
に
根
ざ
し
た
個

人
の
創
造
性
と
、
芸
術
を
通
し
た
近
代
的
自
己
の
確
立
を
重
視

す
る
桑
原
が
批
判
し
た
点
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、「
歌
を
詠
も
う
と
す
る
も
の
は
盗
作
者
に
な
る
」
と

金
井
が
言
う
と
き
、
彼
女
は
そ
の
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
？  

あ
る
い
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、「
盗
作
」
と
い
う

言
葉
自
体
が
こ
の
場
合
は
一
種
の
諧
謔
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
あ

ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
は
引
用
で
し
か
な
い
こ
と
を
十
分
に
承
知
し

た
上
で
、
彼
女
は
あ
え
て
皮
肉
を
き
か
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
『
風
流
夢
譚
』
に
お
け
る
「
私
」
の
辞
世
の
歌
を
読
み
な
お

し
て
み
る
と
き
、
そ
れ
は
真
正
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
盗
用
で
あ
る

と
い
う
よ
り
も
、
引
用
と
反
復
を
通
し
た
言
葉
の
「
反
覆
」（
デ

リ
ダ
）
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
こ
の
小
説
の
中
で
、「
私
」

は
防
人
の
歌
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
ー
ド
を
共
有
す

る
歌
の
言
語
共
同
体
に
参
入
し
、
そ
の
内
部
で
発
話
行
為
を
行

っ
て
い
る
。
同
時
に
、「
私
」
は
万
葉
の
歌
を
思
い
が
け
な
い

コ
ン
テ
ク
ス
ト
（「
革
命
」
の
現
場
）
に
お
い
て
引
用
す
る
こ

と
で
、
異
質
な
効
果
を
生
み
だ
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
そ
う
し
た
異
化
・
反
覆
の
行
為
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
を

侵
害
す
る
例
外
的
な
不
法
行
為
な
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
歌

の
言
語
共
同
体
に
お
い
て
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
拡
張
を

促
し
て
き
た
反
覆
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
ひ
と
つ
で
あ
る
に
す

ぎ
な
い
。『
風
流
夢
譚
』
に
対
す
る
一
部
の
人
び
と
か
ら
の
激

し
い
攻
撃
は
、
真
正
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
や
正
し
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト

の
絶
対
性
を
疑
わ
な
い
よ
う
な
視
点
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
だ
ろ

う
。
だ
が
実
際
の
と
こ
ろ
、『
風
流
夢
譚
』
が
行
っ
て
い
る
の

は
、
共
有
さ
れ
た
コ
ー
ド
に
基
づ
く
歌
の
引
用
と
反
復
を
通
し

て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
同
一
視
さ
れ
う
る
歌
の
言
語
共
同

体
を
遂
行
的
に
召
喚
し
つ
つ
、
そ
れ
を
内
側
か
ら
攪
乱
す
る
試

み
だ
っ
た
。

　

近
代
芸
術
な
る
も
の
を
、
個
人
が
全
人
格
を
賭
し
て
取
り
組

む
べ
き
課
題
で
あ
り
、
作
者
自
身
の
経
験
と
不
可
分
に
結
び
つ

い
た
独
創
性
の
表
現
と
み
る
桑
原
と
は
異
な
り
、
金
井
は
近
代

以
降
の
短
歌
に
お
い
て
、
幾
度
も
の
革
新
を
経
て
も
な
お
「
近

―　 ―9
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代
的
主
体
」
の
確
立
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
金
井
の
論
で
は
、
そ
う
し
た
主
体

の
存
在
自
体
が
そ
も
そ
も
想
定
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

　

あ
ら
ゆ
る
遂
行
的
発
言
は
引
用
と
反
復
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま

な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
結
び
つ
き
な
が
ら
重
層
化
し
て
い
く
が
、

そ
の
と
き
発
話
の
主
体
も
ま
た
、
共
有
さ
れ
た
コ
ー
ド
に
従
っ

て
言
葉
を
引
用
し
、
反
復
す
る
者
と
し
て
の
集
合
性
と
代
弁
性

を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
な
か
で
も
定
型
の
中
で
模
倣
と

引
用
を
繰
り
返
す
歌
の
〈
私
〉
は
、
呪
言
を
の
べ
る
憑
坐
に
も

似
て
、
一
個
の
近
代
的
自
我
に
よ
っ
て
は
代
替
さ
れ
え
な
い
重

層
的
な
他
者
性
を
深
く
刻
印
さ
れ
て
い
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歌
人
と
呼
ば
れ
る
人
び
と
の
一
部
が
そ

う
し
た
〈
私
〉
の
異
他
性
と
底
知
れ
な
さ
に
慄
く
よ
り
も
、
む

し
ろ
共
通
の
基
盤
を
も
つ
「
私
た
ち
」
の
親
密
な
共
同
性
に
安

ん
じ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
連
綿

と
続
く
引
用
と
反
復
を
通
し
て
再
生
産
さ
れ
つ
づ
け
る
共
同
性

が
、
し
ば
し
ば
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
共
同
性
と
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
き

た
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
共
同
体
の
起
源
や
中
心
と
さ
れ

る
も
の
は
、
絶
え
間
な
い
模
倣
と
反
復
に
よ
っ
て
創
り
だ
さ
れ

る
仮
構
で
し
か
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
真
正
か
つ

神
聖
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
想
像
さ
れ
て
い
る
こ
と

―

そ
う
し
た
こ
と
を
、
こ
の
曲
が
り
く
ね
っ
た
エ
ッ
セ
イ
の
中
で

金
井
は
、
皮
肉
を
き
か
せ
て
か
ら
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

豊
穣
な
言
語
の
森
を
俯
瞰
す
る�

�

橋
本
萬
太
郎
『
言
語
類
型
地
理
論
』

池　

田　
　
　

巧

　

著
者
の
橋
本
萬
太
郎
教
授
（
一
九
三
二
―

一
九
八
七
）
は
、
日

本
を
代
表
す
る
言
語
学
者
の
ひ
と
り
で
す
。
中
国
語
諸
方
言
の

研
究
を
基
礎
に
、
言
語
類
型
論
と
言
語
地
理
学
を
結
び
付
け
た

「
言
語
類
型
地
理
論
」
を
提
唱
し
て
、
日
本
の
言
語
学
研
究
の
み

な
ら
ず
、
中
国
の
言
語
学
界
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　

橋
本
教
授
の
理
論
を
一
般
向
け
に
、
い
わ
ば
総
論
と
し
て
刊

行
し
た
の
が
『
言
語
類
型
地
理
論
』（
弘
文
堂
、
一
九
七
八
年
）

で
し
た
。
そ
の
後
、
各
論
と
も
言
う
べ
き
『
現
代
博
言
学
』

（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
一
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。『
言

語
類
型
地
理
論
』
の
影
響
は
大
き
く
、
日
本
に
お
け
る
中
国
語

研
究
の
基
本
参
考
図
書
と
し
て
歴
史
学
や
人
類
学
な
ど
東
ア
ジ

ア
研
究
の
関
連
分
野
に
お
い
て
も
広
く
読
ま
れ
ま
し
た
。
中
国

で
も
余
志
鴻
（
訳
）《
語
言
地
理
類
型
學
》（
北
京
大
學
出
版
社
、

一
九
八
五
年
）
が
出
版
さ
れ
る
と
学
界
に
衝
撃
を
与
え
、
そ
の

直
接
的
間
接
的
影
響
の
も
と
で
橋
本
教
授
の
手
法
を
ま
ね
た
数
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多
く
の
研
究
が
現
れ
ま
し
た
。
の
ち
二
〇
〇
八
年
に
は
、
世
界

圖
書
出
版
公
司
よ
り
《
外
國
語
言
學
名
著
譯
叢
》
の
一
冊
と
し

て
再
刊
さ
れ
、
歴
史
言
語
学
の
古
典
的
名
著
と
し
て
知
ら
れ
る

ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
メ
イ
エ
の
『
史
的
言
語
学
に
お
け
る
比
較
の

方
法
』
と
並
ん
で
、
中
国
で
は
言
語
学
徒
必
読
の
文
献
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

橋
本
教
授
は
中
国
語
諸
方
言
を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
の
諸
言

語
を
精
密
に
観
察
し
、
音
韻
、
語
彙
、
統
辞
構
造
な
ど
の
各
レ

ベ
ル
に
お
け
る
特
徴
の
類
型
分
析
を
各
言
語
の
地
域
分
布
に
照

ら
し
合
わ
せ
る
と
、
南
方
ほ
ど
タ
イ
・
カ
ダ
イ
語
的
で
、
単
音

節
語
が
多
く
、
声
調
が
多
く
、
Ｓ
Ｖ
Ｏ
型
で
あ
り
、
北
方
ほ
ど

ア
ル
タ
イ
語
的
で
、
多
音
節
語
が
多
く
、
声
調
が
少
な
く
、
Ｓ

Ｏ
Ｖ
型
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
中
国

語
諸
方
言
に
お
け
る
南
か
ら
北
へ
の
類
型
構
造
の
分
布
に
は
、

古
代
漢
語
か
ら
現
代
漢
語
へ
の
変
化
の
諸
相
が
反
映
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
豊
富
な
言
語
史
の
研
究
成
果
を
参
照
し
つ
つ
論
証
し

ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発
達
し
た
比
較
言
語
学
に
よ
る
系
統

論
的
分
析
を
そ
の
ま
ま
ア
ジ
ア
の
言
語
に
適
用
す
る
に
は
限
界

が
あ
り
、
ア
ジ
ア
大
陸
の
諸
言
語
は
系
統
が
異
な
っ
て
い
て
も
、

類
型
構
造
が
ひ
と
つ
の
連
続
帯
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
観
察

事
実
を
重
視
し
て
、
そ
れ
が
言
語
の
発
展
の
歴
史
を
反
映
し
て

い
る
と
い
う
「
言
語
類
型
地
理
論
」
を
提
唱
し
た
の
で
し
た
。

橋
本
教
授
の
マ
ク
ロ
な
視
点
は
、
世
界
最
大
の
言
語
群
で
あ
る

シ
ナ
＝
チ
ベ
ッ
ト
諸
語
の
研
究
に
お
け
る
基
本
理
論
と
し
て
、

今
日
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
『
言
語
類
型
地
理
論
』
は
、
中
国
語
と
は
ど
の
よ
う
な
言
語

な
の
か
を
巨
視
的
に
記
述
し
た
す
ぐ
れ
た
概
説
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
論
証
に
お
い
て
は
現
代
言
語
学
の
扱
う
諸
問
題
、
そ

し
て
そ
の
分
析
と
研
究
の
成
果
が
一
般
読
者
に
も
わ
か
り
や
す

く
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
時
に
中
国
語
を
中
心
と
し
た
東
ア

ジ
ア
の
言
語
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
発
展
を
た
ど
っ
て
今
日
見

る
よ
う
な
地
域
分
布
を
構
成
す
る
に
至
っ
た
の
か
を
ふ
ま
え
、

中
国
語
の
成
立
過
程
を
正
面
か
ら
論
じ
た
非
常
に
ス
ケ
ー
ル
の

大
き
な
論
考
で
あ
り
、
い
わ
ば
ジ
ャ
レ
ド
・
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の

『
銃
・
病
原
菌
・
鉄
』
の
東
ア
ジ
ア
言
語
版
と
い
っ
た
趣
の
、

知
的
刺
激
に
満
ち
た
読
み
物
で
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
刊
行

さ
れ
た
の
が
一
九
七
八
年
で
す
か
ら
、
今
日
の
目
か
ら
す
る
と
、

も
は
や
古
典
的
著
作
と
し
て
扱
う
べ
き
こ
と
も
事
実
で
す
。
橋

本
教
授
が
『
言
語
類
型
地
理
論
』
を
執
筆
し
て
い
た
頃
は
、
中

国
は
文
化
大
革
命
（
一
九
六
六
―

一
九
七
六
）
の
直
後
の
時
期

に
あ
た
り
、
今
日
の
目
で
見
る
と
、
そ
の
時
代
に
利
用
で
き
た

資
料
の
制
約
に
は
改
め
て
驚
か
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
ま
た
本
書

は
橋
本
教
授
の
初
期
の
執
筆
作
品
で
あ
り
、
の
ち
に
同
書
に
は

デ
ー
タ
の
引
用
に
不
正
確
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
の
指
摘
も
な
さ

れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
指
摘
は
八
〇
年
代
以
降
、
改
革
開
放
政

策
の
も
と
で
、
中
国
の
学
術
研
究
も
世
界
的
な
レ
ベ
ル
へ
と
飛
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躍
的
な
発
展
を
遂
げ
、
中
国
語
諸
方
言
を
は
じ
め
と
し
て
、
東

ア
ジ
ア
の
大
陸
で
話
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
の
デ
ー
タ

が
膨
大
に
蓄
積
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。
そ
の
な
か
に

は
、
橋
本
理
論
へ
の
反
証
を
示
す
事
例
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
な
お
指
摘
さ
れ
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
中
国
語
版
で

は
き
ち
ん
と
改
訂
が
な
さ
れ
て
お
り
、『
橋
本
萬
太
郎
著
作
集
』

第
一
巻
（
内
山
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
収
録
す
る
「
言
語
類

型
地
理
論
」
の
校
訂
注
に
詳
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

後
年
、
橋
本
先
生
は
、
新
た
な
言
語
事
実
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
明

ら
か
に
な
っ
て
い
く
時
代
の
中
で
、
自
身
が
提
唱
し
た
言
語
類

型
地
理
論
の
枠
組
み
を
自
ら
徹
底
的
に
再
検
証
し
て
お
ら
れ
ま

し
た
。
著
者
自
身
の
手
で
新
た
な
展
望
を
開
く
こ
と
は
、
病
魔

の
た
め
に
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、『
言
語
類
型
地
理
論
』
の

刊
行
後
に
書
か
れ
た
中
国
語
と
東
ア
ジ
ア
の
言
語
に
関
す
る
一

般
向
け
の
文
章
が
二
編
あ
り
、
そ
の
挑
戦
的
な
姿
勢
が
貫
か
れ

て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
橋
本
萬
太
郎
（
編
）

『
民
族
の
世
界
史
五 

漢
民
族
と
中
国
社
会
』（
山
川
出
版
社
、

一
九
八
三
年
）「
第
二
章 

こ
と
ば
と
民
族
」
お
よ
び
亀
井
孝
・

河
野
六
郎
・
千
野
栄
一
（
編
）『
言
語
学
大
辞
典 

第
二
巻 

世

界
言
語
編
（
中
）』（
三
省
堂
、
一
九
八
九
年
）
の
「
中
国
語
」

の
項
目
を
ぜ
ひ
併
せ
て
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
特
に
後
者
は
、
辞

典
の
項
目
と
は
い
え
、
中
国
語
と
い
う
言
語
の
特
色
に
つ
い
て

類
型
地
理
論
的
視
点
で
書
か
れ
た
簡
に
し
て
要
を
得
た
概
述
で

あ
り
、
他
の
百
科
事
典
や
言
語
学
辞
典
の
中
国
語
の
項
目
と
は

一
線
を
画
す
ユ
ニ
ー
ク
な
文
章
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
資
料
的
制
約
の
大
き
か
っ
た
時
代
に
立
論
さ
れ

た
『
言
語
類
型
地
理
論
』
の
今
日
的
意
義
と
は
何
で
し
ょ
う

か
？  

デ
ー
タ
の
蓄
積
に
よ
り
学
問
的
知
見
が
書
き
換
え
ら
れ

よ
う
と
も
変
わ
る
こ
と
の
な
い
理
論
的
展
望
を
示
し
得
た
と
い

う
こ
と
が
最
大
の
貢
献
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て

立
論
に
あ
た
っ
て
示
さ
れ
た
数
々
の
研
究
課
題
は
、
今
日
で
も

普
遍
的
な
問
題
群
で
あ
っ
て
、
個
別
の
研
究
の
前
提
と
な
る
問

い
か
け
の
ヒ
ン
ト
が
す
で
に
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
が
本
書
の
価
値
を
古
典
と
し
て
の
レ
ベ
ル
に
高
め
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
ひ
と
つ
だ
け
、
例
を
あ
げ
る
と
、
橋
本
教

授
は
言
語
の
歴
史
的
発
展
を
理
解
す
る
た
め
の
作
業
仮
説
と
し

て
、
牧
畜
﹇
通
商
﹈
民
型
と
農
耕
民
型
の
ふ
た
つ
の
発
展
モ
デ

ル
を
提
唱
し
ま
し
た
。
執
筆
当
時
の
研
究
成
果
に
基
づ
い
て
、

前
者
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
言
語
を
、
後
者
は
ア
ジ
ア
の
諸
言
語

を
念
頭
に
置
い
て
立
論
さ
れ
た
も
の
で
し
た
が
、
橋
本
教
授
の

逝
去
後
の
九
〇
年
代
以
降
に
研
究
が
す
す
ん
だ
《
民
族
走
廊
地

区
》
と
呼
ば
れ
る
西
北
〜
西
南
中
国
の
農
牧
境
界
帯
や
、
ヒ
マ

ラ
ヤ
の
諸
言
語
に
見
ら
れ
る
複
雑
な
言
語
の
分
布
と
構
造
の
地

理
的
推
移
の
諸
相
を
探
究
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
こ
の
作
業
仮

説
の
有
効
性
が
再
び
注
目
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
慧
眼
に
は
改
め

て
敬
服
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
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彙
　
報
　〈
二
〇
二
一
年
四
月
よ
り
二
〇
二
二
年
三
月
ま
で
〉

お
く
り
も
の

◦
岡
田
暁
生
教
授
は
第
二
十
回
小
林
秀
雄
賞
を

受
賞
（
二
〇
二
一
年
十
月
八
日
）

◦
石
川
禎
浩
教
授
は
第
三
三
回
ア
ジ
ア
・
太
平

洋
賞  

特
別
賞
を
受
賞
（
二
〇
二
一
年
十
一

月
十
九
日
）

◦
岡
田
暁
生
教
授
は
第
四
十
回
京
都
府
文
化
賞
　

功
労
賞
を
受
賞
（
二
〇
二
二
年
二
月
一
日
）

◦
石
川
禎
浩
教
授
は
第
二
五
回
司
馬
遼
太
郎
賞

を
受
賞
（
二
〇
二
二
年
二
月
十
二
日
）

訃
報

◦
中
村
賢
二
郎
名
誉
教
授
（
九
六
歳
）
は
、
九

月
七
日
逝
去
。

◦
富
永
茂
樹
名
誉
教
授
（
七
一
歳
）
は
、
十
二

月
八
日
逝
去
。

◦
森
時
彦
名
誉
教
授
（
七
四
歳
）
は
、
三
月
二

九
日
逝
去
。

人
の
う
ご
き

◦
稲
葉
穣
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
を
当
研
究

所
長
に
併
任
（
二
〇
二
一
年
四
月
一
日
〜
二

〇
二
三
年
三
月
三
一
日
）

◦
岩
城
卓
二
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
を
副
所

長
に
併
任
（
二
〇
二
一
年
四
月
一
日
〜
二
〇

二
三
年
三
月
三
一
日
）

◦
池
田
巧
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
を
副
所
長

に
併
任
（
二
〇
二
一
年
四
月
一
日
〜
二
〇
二

三
年
三
月
三
一
日
）

◦
池
田
巧
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
を
附
属
東

ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン
タ
ー
長
に
併

任
（
二
〇
二
一
年
四
月
一
日
〜
二
〇
二
二
年

三
月
三
一
日
）

◦
石
川
禎
浩
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
を
附
属

現
代
中
国
研
究
セ
ン
タ
ー
長
に
併
任
（
二
〇

二
一
年
四
月
一
日
〜
二
〇
二
二
年
三
月
三
一

日
）

◦
古
勝
隆
一
准
教
授
は
、
教
授
（
東
方
学
研
究

部
）
に
昇
任
（
二
〇
二
一
年
四
月
一
日
付
）。

◦
古
松
崇
志
准
教
授
は
、
教
授
（
東
方
学
研
究

部
）
に
昇
任
（
二
〇
二
一
年
四
月
一
日
付
）。

◦
小
堀
聡
は
、
准
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
に

採
用
（
二
〇
二
一
年
四
月
一
日
付
）。

◦
野
原
将
揮
は
、
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）

に
採
用
（
二
〇
二
一
年
四
月
一
日
付
）。

◦
呉
孟
晋
は
、
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
に

採
用
（
二
〇
二
一
年
四
月
一
日
付
）。

◦
藤
野
志
織
は
、
助
教
（
人
文
学
研
究
部
）
に

採
用
（
二
〇
二
一
年
四
月
一
日
付
）。

◦
森
下
章
司
は
、
客
員
教
授
（
文
化
研
究
創
成

研
究
部
門
、
二
〇
二
一
年
四
月
一
日
〜
二
〇

二
二
年
三
月
三
一
日
）。

◦N
O
GU
EIRA

 RA
M
O
S, M

artin

は
、
客

員
准
教
授
（
文
化
研
究
創
成
研
究
部
門
、
二

〇
二
一
年
四
月
一
日
〜
二
〇
二
二
年
三
月
三

一
日
）。

◦V
IT
A
, Silvio

京
都
外
国
語
大
学
教
授
は
、

特
任
教
授
（
二
〇
二
一
年
四
月
一
日
〜
二
〇

二
二
年
三
月
三
一
日
）。

◦
岡
澤
康
浩
は
、
助
教
（
人
文
学
研
究
部
）
に

採
用
（
二
〇
二
一
年
五
月
一
日
付
）。

◦
楊
維
公
は
、
助
教
（
東
方
学
研
究
部
）
に
採

用
（
二
〇
二
一
年
九
月
一
日
付
）。

◦
藤
井
俊
之
助
教
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
任

期
満
了
に
よ
り
退
職
（
二
〇
二
一
年
十
月
三

一
日
付
）。

◦
梶
浦
晋
助
手
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
定
年

に
よ
り
退
職
（
二
〇
二
二
年
三
月
三
一
日
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付
）。

招
へ
い
研
究
員

◦
平
野　

克
弥　

Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ
歴
史
学
部
准
教
授

　

人
種
主
義
の
環
太
平
洋
的
形
成
：
な
ぜ
ア
イ

ヌ
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
比
較
さ
れ
た
か
？

 

（
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
）

 

受
入
教
員　

竹
沢
教
授

　

期
間　

二
〇
二
一
年
九
月
一
日
〜
二
〇
二
一

年
十
二
月
二
五
日

招
へ
い
外
国
人
学
者

◦M
A
RCEA

U
, Law

rence Edw
ard　

イ

タ
リ
ア
東
方
学
研
究
所
客
員
研
究
員

　

近
世
日
本
に
お
け
る
『
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
』

の
受
容

 

受
入
教
員　

稲
葉
教
授

　

期
間　

二
〇
二
〇
年
十
二
月
十
八
日
〜
二
〇

二
一
年
十
二
月
十
七
日

◦M
A
RQ
U
ET
, Christoph M

ichel　

フ
ラ

ン
ス
国
立
極
東
学
院
院
長

　

民
画
の
東
西
比
較
研
究

 

受
入
教
員　

稲
葉
教
授

　

期
間　

二
〇
二
一
年
六
月
二
八
日
〜
二
〇
二

一
年
九
月
五
日

◦H
U
BBA

RD
, Jam

es Bert　

ス
ミ
ス
大
学

教
授

　

中
国
・
日
本
仏
教
文
献
／
仏
教
と
脳
科
学
に

関
す
る
研
究

 

受
入
教
員　

W
ittern

教
授

　

期
間　

二
〇
二
一
年
十
月
一
日
〜
二
〇
二
二

年
九
月
三
十
日

◦D
uojiecaidan　

青
海
民
族
大
学
准
教
授

　

日
本
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
学
と
西
域
研
究
の

展
開
―
宗
教
哲
学
と
仏
教
文
化
を
中
心
に

―

 

受
入
教
員　

池
田
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
二
月
十
日
〜
二
〇
二
二

年
七
月
三
一
日

◦O
’RIA

IN
, Rebecca Chiyoko　

メ
イ
ヌ

ー
ス
大
学
講
師
／
准
教
授

　

T
he T

ransnational W
orld of Japa-

nese Popular Culture
 

受
入
教
員　

竹
沢
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
三
月
八
日
〜
二
〇
二
二

年
三
月
十
九
日

外
国
人
共
同
研
究
者

◦
頼　

霈
澄　

台
湾
大
学
文
学
院
中
国
文
学
系

博
士
候
選
人

　

晩
明
清
初
に
お
け
る
僧
詩
選
集
の
研
究

 

受
入
教
員　

永
田
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
〇
年
十
一
月
十
六
日
〜
二
〇

二
一
年
十
二
月
三
一
日

◦
余　

柯
君　

復
旦
大
学
博
士
後

　

金
剛
智
、
善
無
畏
梵
漢
対
音
譜
と
漢
語
中
古

音
の
研
究

 

受
入
教
員　

永
田
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
〇
年
十
一
月
二
四
日
〜
二
〇

二
一
年
十
一
月
二
三
日

◦
易　

丹
韵　

早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究

科
博
士
後
期
課
程

　

仏
教
宇
宙
観
の
中
国
的
展
開
に
関
す
る
研
究

―
五
〜
十
三
世
紀
の
「
世
界
図
」
制
作
を

手
掛
か
り
に
―

 

受
入
教
員　

倉
本
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
一
年
五
月
六
日
〜
二
〇
二
三

年
五
月
五
日

研
究
生

◦
石
垣　

章
子

　

漢
訳
仏
典
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
疑
偽
経

典
の
成
立
と
思
想
の
系
譜

 

受
入
教
員　

船
山
教
授

　

期
間　

二
〇
一
八
年
四
月
一
日
〜
二
〇
二
三
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年
三
月
三
一
日

外
国
人
研
究
生

◦
趙　

芙
蝶

　

人
文
科
学
と
デ
ジ
タ
ル　

デ
ジ
タ
ル
人
文
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
ユ
ー
ザ
ー
指
向
の
デ
ザ
イ
ン

 

受
入
教
員　

W
ittern

教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
十
月
一
日
〜
二
〇
二
一

年
九
月
三
十
日

◦Q
ianqing H

uang

　

一
九
二
〇
年
代
、
三
〇
年
代
の
日
本
に
お
け

る
被
差
別
部
落

 

受
入
教
員　

竹
沢
教
授

　

期
間　

二
〇
一
九
年
十
月
一
日
〜
二
〇
二
一

年
九
月
三
十
日

◦
王　

含
元

　

中
国
北
方
青
銅
器
文
化
の
社
会
変
動

 

受
入
教
員　

岡
村
教
授

　

期
間　

二
〇
二
一
年
一
月
一
日
〜
二
〇
二
一

年
十
二
月
三
一
日

◦
肖　

文
遠

　

日
中
比
較
の
視
点
か
ら
み
た
暦
書
時
間
の
近

代
化

 

受
入
教
員　

村
上
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
一
年
一
月
一
日
〜
二
〇
二
一

年
十
二
月
三
一
日

◦Pelayo Prieto, M
iguel A

ngel

　

和
食
前
の
日
本
料
理
。
中
世
・
近
世
日
本
料

理
へ
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
。

 

受
入
教
員　

藤
原
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
一
年
四
月
一
日
〜
二
〇
二
三

年
三
月
三
一
日

◦
陳　

佩
瑜

　

中
国
清
末
・
民
国
に
お
け
る
「
国
体
」
の
概

念

 

受
入
教
員　

永
田
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
一
年
十
月
一
日
〜
二
〇
二
二

年
三
月
三
一
日

◦
梁　

灝

　

劉
智
『
天
方
典
禮
擇
要
解
』
の
中
の
文
化
交

渉
―
朱
子
学
と
の
関
連
に
着
目
し
て
―

 

受
入
教
員　

中
西
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
一
年
十
月
一
日
〜
二
〇
二
二

年
三
月
三
一
日

東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン
タ
ー
講
習
会

◦
二
〇
二
一
年
度
漢
籍
担
当
職
員
講
習
会
（
初

級
）

　

第
一
日
（
十
月
四
日
）

　
　

開
講
挨
拶
・
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

 

池
田　

巧

　
　

漢
籍
に
つ
い
て 

永
田　

知
之

　
　

カ
ー
ド
の
取
り
方

―
漢
籍
整
理
の
実
践

 

福
谷　

彬

　

第
二
日
（
十
月
五
日
）

　
　

工
具
書
に
つ
い
て 

髙
井　

た
か
ね

　
　

漢
籍
関
連
サ
イ
ト
の
利
用

 
W
ittern, Christian

　
　

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
六
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
七
日
）

　
　

和
刻
本
に
つ
い
て

 

（
大
学
院
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
八
日
）

　
　

朝
鮮
本
に
つ
い
て 

矢
木　

毅

　
　

実
習
解
説 

福
谷　

彬

　
　

情
報
交
換 

安
岡　

孝
一

　
　

終
了
挨
拶 

池
田　

巧

◦
二
〇
二
一
年
度
漢
籍
担
当
職
員
講
習
会
（
中
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級
）

　

第
一
日
（
十
一
月
八
日
）

　
　

開
講
挨
拶
・
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

 

池
田　

巧

　
　

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
九
日
）

　
　

史
部
に
つ
い
て 
古
松　

崇
志

　
　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
（
一
）

　

第
三
日
（
十
一
月
十
日
）

　
　

子
部
に
つ
い
て 

稲
本　

泰
生

　
　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
（
二
）

　

第
四
日
（
十
一
月
十
一
日
）

　
　

集
部
に
つ
い
て

 

（
大
学
院
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
二
日
）

　
　

漢
籍
と
情
報
処
理 

W
ittern, Christian

　
　

実
習
解
説 

福
谷　

彬

　
　

情
報
交
換 

安
岡　

孝
一

　
　

終
了
挨
拶 

池
田　

巧

―　 ―19



共同研究の話題

人文第 69号―念校

「
見
え
る
」
も
の
や
「
見
え
な
い
」
も

の
を
表
す
東
ア
ジ
ア
の
文
物
や
芸
術

外　

村　
　
　

中

　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
が
取
り
組
ん
で
い
る
人
文
学
諸

領
域
の
複
合
的
共
同
研
究
国
際
拠
点
に
お
け
る
共
同
研
究
の
一

つ
と
し
て
、
二
〇
一
九
年
四
月
か
ら
、
稲
本
教
授
と
と
も
に
、

筆
者
（
ド
イ
ツ
・
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
学
漢
学
系
）
が
運
営
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
き
た
の
が
、
少
し
長
い
名
称
で
あ
る
か
ら
、

あ
る
い
は
班
員
で
も
そ
の
公
式
名
を
ち
ゃ
ん
と
い
え
る
人
は
少

な
い
か
も
し
れ
な
い
《「
見
え
る
も
の
」
や
「
見
え
な
い
も
の
」

に
関
わ
る
東
ア
ジ
ア
の
文
物
や
芸
術
に
つ
い
て
の
学
際
的
な
研

究
》
班
（
略
称
「
見
え
る
見
え
な
い
」
班
）
で
あ
る
。
当
初
の

予
定
で
は
、
様
々
な
分
野
の
研
究
者
が
一
堂
に
会
し
、
班
名
に

関
わ
る
か
ど
う
か
に
は
と
ら
わ
れ
ず
（
す
な
わ
ち
関
係
が
な
い

と
い
う
関
係
が
あ
る
と
い
う
理
屈
も
あ
え
て
認
め
る
）
専
門
分

野
の
枠
組
み
を
超
え
た
座
談
を
、
心
の
中
で
は
炎
が
燃
え
上
が

っ
て
も
、
外
見
上
は
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
い
た
っ
て
ク
ー

ル
に
、
お
こ
な
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
対
面
」
と

い
う
言
葉
を
口
に
す
る
人
な
ど
い
ま
だ
い
な
か
っ
た
頃
に
、
こ

の
班
の
研
究
会
は
順
調
に
始
ま
っ
た
、
と
思
わ
れ
た
。
と
こ
ろ

が
、
初
年
度
終
わ
り
に
突
然
コ
ロ
ナ
禍
に
見
舞
わ
れ
、
そ
れ
以

来
ず
っ
と
、
他
の
共
同
研
究
班
と
同
様
に
、
悪
戦
苦
闘
し
な
が

ら
、
こ
の
班
は
つ
い
に
三
年
間
の
研
究
期
間
の
終
了
を
迎
え
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
た
び
、
如
何
な
る
研
究
を
お
こ
な
っ
て

き
た
の
か
記
す
よ
う
に
と
の
要
請
が
、
筆
者
に
あ
っ
た
。
け
れ

ど
も
、
班
員
に
よ
る
す
ぐ
れ
た
研
究
の
成
果
を
そ
う
や
す
や
す

と
漏
ら
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
報
告
書
の
完
成
ま
で
待
っ
て

ほ
し
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
所
報
『
人
文
』
の

広
報
委
員
は
ま
じ
め
な
人
だ
か
ら
、
け
っ
し
て
見
逃
し
て
は
く

れ
ま
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
班
に
よ
る
研
究
会
に
お
け
る
座
談
の

内
容
の
ほ
ん
の
一
例
を
大
雑
把
に
紹
介
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、

無
作
法
に
も
京
都
の
お
茶
を
濁
ら
す
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
こ

う
と
思
う
。

　

そ
れ
で
、
以
下
に
記
す
と
こ
ろ
は
（
正
確
に
は
以
上
に
す
で

に
記
し
た
と
こ
ろ
も
）、
す
べ
て
は
真
実
で
は
な
い
、
と
か
い

え
ば
、
多
く
の
人
達
か
ら
、
そ
れ
で
は
、
お
ま
え
は
う
そ
つ
き

か
と
問
い
た
だ
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、「
見
え

る
」
も
の
や
「
見
え
な
い
」
も
の
を
真
剣
に
考
察
す
る
た
め
に

は
読
ん
で
お
い
た
方
が
よ
い
（
と
思
わ
れ
る
）『
金
剛
般
若
経
』

と
い
う
仏
典
が
説
く
と
こ
ろ
に
素
直
に
し
た
が
え
ば
、
以
上
の

よ
う
に
い
う
し
か
な
い
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
う
そ
に
は
な
ら

な
い
。
実
は
『
老
子
』
が
説
く
と
こ
ろ
も
案
外
同
じ
で
あ
る
よ
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う
に
も
思
わ
れ
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
前
提
に
し
て
、

こ
の
班
は
、「
見
え
る
」
も
の
や
「
見
え
な
い
」
も
の
に
つ
い

て
真
摯
に
検
討
し
て
き
た
。
こ
れ
は
真
実
う
そ
で
は
な
い
、
と

い
っ
て
も
信
じ
て
く
れ
る
人
は
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
我
々
の
よ
う
な
人
間
に
と
っ
て
、「
見
え
る
」
も
の

と
は
、
た
と
え
ば
道
家
系
に
よ
れ
ば
「
有
な
る
」
も
の
と
さ
れ

る
が
、
一
方
、
仏
教
で
は
「
有
な
る
」
も
の
で
も
「
無
な
る
」

も
の
で
も
な
く
「
空
な
る
」
も
の
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

道
家
系
が
説
く
「
見
え
る
」
も
の
と
仏
教
が
説
く
「
見
え
る
」

も
の
と
は
、
そ
も
そ
も
定
義
か
ら
異
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ぞ
れ
が
説
く
「
見
え
る
」
も
の
に
つ

い
て
の
様
々
な
情
報
を
比
較
分
析
す
る
時
に
は
、
相
当
の
注
意

が
必
要
に
な
る
。

　

ま
た
、「
見
え
な
い
」
も
の
と
し
て
は
、
い
ず
れ
も
同
じ
よ

う
な
も
の
と
思
わ
れ
る
「
真
空
」、「
虚
空
」、「
虚
無
」
が
古
く

か
ら
し
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
早
く
に

否
定
し
た
た
め
か
、
西
洋
で
は
「
真
空
」
の
思
想
は
な
か
な
か

展
開
し
な
か
っ
た
ら
し
い
。
一
方
、
イ
ン
ド
の
仏
教
で
は
、
共

通
暦
紀
元
後
二
世
紀
前
半
頃
か
ら
「
虚
空
」
と
ブ
ッ
ダ
（
正
確

に
は
そ
の
身
体
）
と
の
関
係
が
、
中
国
の
古
代
思
想
に
お
い
て

は
、
す
で
に
前
二
世
紀
頃
以
前
か
ら
「
虚
無
」
と
「
道
」（
正

確
に
は
「
常
道
」
と
「
一
な
る
」
も
の
）
と
の
関
係
が
大
い
に

議
論
さ
れ
始
め
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
「
虚
空
」
に
充
満
す
る

も
の
と
し
て
ブ
ッ
ダ
の
「
法
身
（
い
わ
ば
真
理
と
し
て
の
身

体
）」
が
、「
虚
無
」
に
集
ま
る
も
の
と
し
て
「
道
」
が
時
に
想

定
さ
れ
た
り
し
た
ら
し
い
。
そ
し
て
、「
法
身
」
や
「
道
」
が

は
た
し
て
ま
っ
た
く
「
見
え
な
い
」
も
の
な
の
か
ど
う
か
様
々

な
議
論
が
展
開
し
た
。「
法
身
」
は
、
衆
生
に
は
ま
っ
た
く

「
見
え
な
い
」
も
の
で
あ
る
が
、
菩
薩
に
は
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら

「
見
え
る
」
も
の
で
、
ブ
ッ
ダ
に
は
完
璧
に
「
見
え
る
」
も
の

と
す
る
説
な
ど
が
後
四
世
紀
以
降
に
登
場
し
、
そ
れ
に
と
も
な

い
仏
教
美
術
が
大
い
に
展
開
し
た
。
一
方
、「
道
」
は
、
一
貫

し
て
「
見
え
な
い
」
も
の
と
さ
れ
た
が
、
後
二
世
紀
後
半
に
は

道
家
系
と
儒
家
系
と
で
解
釈
が
分
か
れ
理
論
が
複
雑
化
し
た
。

と
く
に
「
一
な
る
」
も
の
（
す
な
わ
ち
「
太
極
」）
は
、
道
家

系
で
は
「
道
」
と
、
儒
家
系
で
は
「
気
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
、
両
者
の
理
論
は
、
時
は
下
っ
て
十
三
世
紀
に
、

日
本
の
伊
勢
神
道
に
採
用
さ
れ
、
天
神
六
代
九
神
は
「
一
な

る
」
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
伊
勢
神
道
が
説
く
「
一
な
る
」
も

の
は
、
儒
家
系
が
説
く
「
道
」
に
相
当
す
る
も
の
に
よ
っ
て
発

現
さ
れ
た
道
家
系
が
説
く
「
道
」
に
相
当
す
る
も
の
と
も
と
ら

え
ら
れ
る
。

　

少
し
長
く
な
っ
た
が
、「
見
え
る
見
え
な
い
」
班
で
は
、
た

と
え
ば
以
上
の
よ
う
な
わ
か
り
に
く
い
話
を
、
辛
抱
し
な
が
ら

本
当
か
ど
う
か
検
証
し
つ
つ
、
そ
の
結
果
は
班
員
そ
れ
ぞ
れ
が

心
の
内
に
秘
め
た
ま
ま
、
以
上
に
ま
つ
わ
る
文
物
（
考
古
）
や
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芸
術
（
美
術
）
に
つ
い
て
、
国
際
的
な
議
論
の
準
備
も
意
識
し

な
が
ら
、
音
楽
器
や
油
っ
こ
い
食
品
に
至
る
ま
で
可
能
な
限
り

学
際
的
な
研
究
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
報
告
書
は
い
っ
た
い
如

何
な
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

田
中
雅
一
さ
ん
へ
の
自
慢
話

岡　

田　

暁　

生

　

人
文
研
に
来
て
二
〇
年
近
く
な
る
が
、
私
の
専
門
ど
真
ん
中
、

す
な
わ
ち
「
音
楽
」
で
共
同
研
究
を
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で

避
け
て
き
た
。「
音
楽
そ
の
も
の
」
で
は
な
く
て
、「
音
楽
の
周

辺
」
で
な
ん
と
か
他
分
野
と
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
確
保
し
て
き
た
。

そ
も
そ
も
「
音
楽
そ
の
も
の
」
を
研
究
す
る
に
は
、「
音
楽
と

い
う
言
語
」
に
通
暁
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
な
る
と
研

究
者
で
は
な
く
音
楽
家
の
方
が
は
る
か
に
深
い
議
論
が
出
来
る
。

だ
か
ら
私
は
こ
れ
ま
で
「
音
楽
そ
の
も
の
」
の
議
論
は
大
学
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
の
外
で
や
る
こ
と
を
原
則
に
し
て
き
た
。

　

考
え
方
を
少
し
変
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
田
中
雅

一
さ
ん
か
ら
彼
の
退
職
直
前
に
言
わ
れ
た
、「
岡
田
さ
ん
、
君

も
停
年
の
前
に
一
回
く
ら
い
『
音
楽
』
で
研
究
会
し
た
ほ
う
が

い
い
よ
、
第
一
次
大
戦
と
か
そ
う
い
う
音
楽
の
周
辺
み
た
い
な

話
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
さ
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
田
中
さ
ん
い

わ
く
、「
人
文
研
に
音
楽
研
究
者
が
い
た
と
い
う
痕
跡
を
君
も

残
し
て
お
い
た
方
が
い
い
」
と
。

　

以
前
か
ら
交
流
の
あ
っ
た
作
曲
家
の
三
輪
眞
弘
氏
と
共
同
研

究
を
や
ろ
う
と
い
う
話
が
持
ち
上
が
っ
た
の
は
、
ほ
ぼ
同
時
で

あ
っ
た
と
思
う
。
三
輪
氏
は
日
本
を
代
表
す
る
現
代
音
楽
の
作

曲
家
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
音
楽
の
か
か
わ

り
を
問
う
作
品
の
数
々
に
い
つ
も
強
烈
な
印
象
を
受
け
て
い
た
。

数
々
の
音
楽
賞
以
外
に
、
著
書
『
音
楽
芸
術  

全
思
考
一
九
九

八
―

二
〇
一
〇
』
は
芸
術
選
奨
を
受
賞
し
て
い
る
。
何
度
か
人

文
研
の
研
究
班
で
話
を
し
て
も
ら
っ
て
も
い
た
し
、
と
り
わ
け

山
室
信
一
編
『
人
文
学
宣
言
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
）
に
寄
稿
し
て

も
ら
っ
た
論
考
は
、
音
楽
を
主
題
に
研
究
班
を
立
ち
上
げ
る
な

ら
、
班
長
は
三
輪
氏
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
と
確
信
さ
せ
る
も

の
で
あ
っ
た
。

　
「
私
の
人
文
学
宣
言
」
と
題
さ
れ
た
三
輪
氏
の
論
考
で
、
特

に
印
象
的
な
一
節
を
引
用
し
て
お
く
。「
自
然
学
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
知
見
を
実
世
界
に
お
い
て
展
開
す
る
『
技
術
』
を
広
く

工
学
と
呼
ぶ
な
ら
、
人
文
学
に
お
い
て
も
そ
れ
に
対
応
す
る

『
工
学
』
が
あ
っ
て
も
良
い
、
い
や
、
今
こ
そ
そ
れ
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
の
は
突
飛
な
こ
と
だ
ろ
う
か
？  
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人
文
学
に
お
け
る
様
々
な
知
見
を
展
開
し
、
い
ま
、
こ
の
世
界

で
『
や
っ
て
』
み
せ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
人
文
学
研
究
の
本

当
の
問
題
な
の
で
は
な
い
か
」。

―
こ
こ
ま
で
言
わ
れ
て
人

文
学
側
の
人
間
と
し
て
受
け
て
立
た
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い

だ
ろ
う
。

　

三
輪
班
の
最
大
の
目
標
は
、
ポ
ス
ト
ヒ
ュ
ー
マ
ン
が
喧
伝
さ

れ
る
時
代
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ズ
＝
人
文
学
／
人
間
性

の
存
立
に
つ
い
て
、
ア
ー
ト
実
践
に
関
わ
る
人
々
が
人
文
学
の

先
端
知
見
に
触
れ
る
場
を
作
り
、
そ
れ
を
触
媒
と
し
て
「
人
文

工
学
」
と
し
て
の
作
品
を
作
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
論

文
で
は
な
く
「
作
品
」
を
通
し
た
人
文
学
発
信
で
あ
る
。
メ
ン

バ
ー
は
思
想
史
や
科
学
史
や
人
類
学
な
ど
人
文
学
側
、
実
験
科

学
者
や
シ
ス
テ
ム
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
、
そ
し
て
映
像
作
家
や
メ
デ

ィ
ア
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
な
ど
。
近
代
が
信
奉
し
て
き
た
「
人
間
」

が
も
は
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
シ
ス
テ
ム
へ
部
品
と
し
て
組
み
込

ま
れ
、「
主
体
性
」
な
ど
持
ち
え
な
い
と
い
う
状
況
の
中
で
、

「
人
間
に
し
か
出
来
な
い
こ
と
」
の
最
後
の
砦
は
何
か
、
そ
れ

と
も
そ
ん
な
も
の
は
も
は
や
な
い
の
か  

―  

こ
れ
が
研
究
会

の
焦
点
だ
。

　

コ
ロ
ナ
禍
が
起
き
た
の
は
ま
さ
に
、
研
究
会
が
そ
ろ
そ
ろ
軌

道
に
の
っ
て
き
た
初
年
度
＝
二
〇
一
九
年
度
の
終
わ
り
で
あ
っ

た
。
机
上
の
学
問
で
は
な
く
「
作
品
を
通
し
て
現
実
社
会
に
働

き
か
け
る
こ
と
」
を
目
標
と
し
た
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
し
か

も
「
集
う
こ
と
な
く
し
て
人
間
は
人
間
た
り
う
る
か
」
と
い
う
、

研
究
班
の
議
論
の
ど
真
ん
中
の
よ
う
な
事
態
が
本
当
に
起
き
て

し
ま
っ
た
以
上
、
否
応
な
し
に
覚
悟
の
如
何
が
問
わ
れ
る
状
況

が
出
現
し
た
わ
け
だ
。
本
来
二
〇
二
〇
年
九
月
に
岐
阜
の
サ
ラ

マ
ン
カ
ホ
ー
ル
で
二
日
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
予
定
だ
っ
た
三

輪
氏
の
演
奏
会
を
、
急
遽
「
集
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
主
題

に
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
に
切
り
替
え
、
研
究
班
の
成
果
を
問

う
機
会
と
す
る
決
定
は
、
三
輪
氏
に
よ
っ
て
す
で
に
三
月
末
に

な
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
何
度
も
研
究
会
を
催
し
、
コ
ン
セ
プ
ト

に
つ
い
て
メ
ン
バ
ー
で
話
し
合
っ
た
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
の
概
要
に
つ
い
て
は
、「
ぎ
ふ
未
来

音
楽
展
二
〇
二
〇  

三
輪
眞
弘
祭
―
清
め
ら
れ
た
夜
―
」
で
検

索
す
れ
ば
、
大
量
の
情
報
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。
イ
ベ
ン
ト
は
九
月

一
九
日
の
深
夜
二
三
時
か
ら
翌
二
時
に
か
け
て
配
信
さ
れ
た
。

ラ
イ
ブ
配
信
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
一
部
の
み
現
在
も
公
開
さ

れ
て
い
る
の
で
、
是
非
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト

は
大
変
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
当
日
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
み
の
中
継

で
あ
っ
た
が
、
視
聴
回
数
は
三
一
五
六
、 

全
体
の
五
％
が
海
外

か
ら
の
視
聴
、
特
設
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ペ
ー
ジ
ビ
ュ
ー
数
は
九

八
一
九
回
。
朝
日
新
聞
一
二
月
一
七
日
「
二
〇
二
〇
年
の
回

顧
」
欄
（
音
楽
）
に
お
い
て
「
今
年
の
三
点
」
に
選
ば
れ
、
さ

ら
に
は
『
佐
治
敬
三
賞
』
お
よ
び
『
サ
ン
ト
リ
ー
音
楽
賞
』
を

ダ
ブ
ル
受
賞
す
る
と
い
う
快
挙
を
成
し
遂
げ
た
。
ど
ち
ら
も
今
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の
日
本
で
最
も
権
威
あ
る
音
楽
賞
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
オ
ン

ラ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
は
人
文
研
と
共
催
で
あ
っ
た
か
ら
、
人
文
研

が
ダ
ブ
ル
受
賞
し
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

　

―  
こ
ん
な
風
に
書
く
と
い
か
に
も
自
慢
し
て
い
る
よ
う
に

聴
こ
え
よ
う
。
実
際
私
は
自
慢
し
て
い
る
。
ほ
か
な
ら
ぬ
田
中

雅
一
さ
ん
に
対
し
て
。
よ
く
考
え
れ
ば
こ
の
研
究
班
の
最
大
の

恩
人
は
雅
一
さ
ん
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
か
ら
。
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私
の
「
訂
正
欄
」

呉　
　
　

孟　

晋

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
全
盛
の
ご
時
世
に
い
ま
や
少
数
派
か
も
し

れ
な
い
が
、
朝
起
き
て
ま
ず
目
に
す
る
文
字
と
い
え
ば
、
刷
り

た
て
の
新
聞
の
記
事
で
あ
る
。
一
面
ア
タ
マ
か
ら
後
ろ
の
社
会

面
ま
で
ざ
っ
と
見
出
し
を
拾
っ
て
ゆ
く
な
か
で
、
思
わ
ず
読
ん

で
し
ま
う
の
は
「
訂
正
し
て
、
お
わ
び
し
ま
す
」
で
は
じ
ま
る
訂

正
欄

―
。
ど
ん
な
経
緯
で
誤
報
や
誤
字
が
出
た
の
か
ま
で
記

し
て
い
る
の
は
反
省
文
の
よ
う
で
あ
り
、
読
ん
で
も
楽
し
い
も

の
で
は
な
い
。
た
い
て
い
の
記
事
は
自
分
が
読
ん
で
い
て
も
気

が
つ
か
な
か
っ
た
も
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
晒
さ
な
く
て
も
よ
い
の

で
は
と
思
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
読
ん
で
し
ま
う
の
は
、
ほ

か
で
も
な
い
、
か
つ
て
自
分
も
同
業
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

か
つ
て
「
就
職
氷
河
期
」
と
い
わ
れ
た
二
十
年
前
、
修
士
課

程
ま
で
社
会
に
出
る
猶
予
期
間
を
延
ば
し
て
、
な
ん
と
か
得
た

職
が
経
済
紙
の
記
者
で
あ
っ
た
。
絵
を
み
る
こ
と
が
好
き
な
の

で
、
い
ず
れ
文
化
部
の
美
術
記
者
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
た

の
は
甘
い
考
え
で
、
証
券
部
で
東
京
証
券
取
引
所
の
あ
る
兜
町

を
駆
け
回
る
日
々
。
若
気
の
至
り
で
一
年
半
で
退
職
し
た
が
、

い
ま
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
の
が
「
名
数
は
絶
対
に
間
違
え
る

な
」
と
い
う
先
輩
記
者
の
教
え
で
あ
る
。

　
「
名
数
」
と
は
名
前
と
数
字
の
こ
と
で
、「
フ
ァ
ク
ト
（
事

実
）」
が
生
命
線
の
経
済
紙
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
間
違
え
ば
、

市
場
に
巨
額
の
損
失
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

新
人
記
者
が
出
稿
し
た
記
事
は
先
輩
記
者
、
キ
ャ
ッ
プ
（
現
場

の
取
り
ま
と
め
役
の
記
者
）、
デ
ス
ク
（
部
内
の
編
集
担
当
の

責
任
者
）、
そ
し
て
校
閲
部
が
確
認
し
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

書
い
た
本
人
も
ゲ
ラ
刷
り
か
ら
紙
面
が
組
み
上
る
ご
と
に
読
み

返
し
て
確
認
す
る
の
だ
が
、
か
な
ら
ず
画
面
上
で
は
な
く
紙
に

印
刷
し
て
、
赤
鉛
筆
を
片
手
に
取
材
メ
モ
や
資
料
と
突
き
合
わ

せ
て
語
句
や
数
値
が
間
違
っ
て
い
な
い
か
、
一
つ
ひ
と
つ
に
印

を
つ
け
る
よ
う
に
指
導
さ
れ
た
。
新
聞
記
事
の
「
鮮
度
」
は
半

日
程
度
。
た
と
え
朝
刊
で
特
ダ
ネ
を
報
じ
た
と
し
て
も
、
夕
刊

で
他
紙
が
追
随
し
て
く
る
。
そ
れ
で
も
、
活
字
に
な
る
と
は
こ

の
よ
う
に
手
間
と
労
力
が
か
か
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

幸
い
に
も
記
者
在
職
中
に
誤
報
や
誤
字
を
出
し
た
記
憶
は
な

い
。
新
人
記
者
が
書
く
こ
と
な
ど
た
か
が
し
れ
て
い
る
し
、
在

職
期
間
が
短
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
何

度
、
こ
の
誤
り
を
出
さ
な
い
た
め
の
仕
組
み
に
助
け
ら
れ
た
こ

と
だ
ろ
う
か
。

　

退
職
後
は
博
士
課
程
に
復
学
し
、
五
年
た
っ
た
と
こ
ろ
で
、

幸
運
に
も
博
物
館
に
職
を
得
た
。
京
都
で
十
二
年
、
中
国
絵
画
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の
学
芸
員
と
し
て
過
ご
し
た
と
こ
ろ
で
、
今
度
は
人
文
科
学
研

究
所
に
籍
を
お
く
こ
と
に
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。
二
度
も
職
を

変
え
る
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
が
、
記
者
と
学
芸
員
、
そ

し
て
教
員
に
共
通
す
る
の
は
文
章
を
書
き
つ
づ
け
て
、
自
ら
の

思
い
を
伝
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
い
つ

ま
で
も
誤
字
の
恐
怖
と
隣
り
合
わ
せ
で
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

学
芸
員
の
本
分
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
を
あ
つ
め
て
、
そ
れ

ら
を
わ
か
り
や
す
く
展
示
し
て
自
ら
の
考
え
を
披
露
す
る
こ
と

に
あ
る
。
そ
の
表
舞
台
が
自
ら
企
画
し
た
展
覧
会
に
な
る
の
だ

が
、
こ
の
展
覧
会
図
録
が
ま
た
、
誤
字
が
な
い
も
の
が
珍
し
い

く
ら
い
に
誤
字
に
悩
ま
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
図
録
に
挟
ま
っ

て
い
る
正
誤
表
の
紙
片
を
み
る
た
び
に
気
が
重
く
な
っ
た
も
の

だ
。

　

展
覧
会
が
無
事
に
開
幕
を
迎
え
る
ま
で
に
、
学
芸
員
は
企
画

立
案
か
ら
は
じ
ま
り
、
出
品
交
渉
や
借
用
手
続
き
、
美
術
品
輸

送
業
者
や
会
場
設
営
業
者
と
の
打
ち
合
わ
せ
、
広
報
宣
伝
の
立

ち
合
い
な
ど
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
業
務
を
こ
な
し
て
ゆ
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
き
お
い
、
原
稿
執
筆
は
後
回
し
に
な
っ

て
し
ま
う
。
み
つ
か
る
誤
字
と
い
え
ば
、
た
い
て
い
は
落
ち
着

い
て
確
認
す
れ
ば
気
が
つ
く
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
王
羲
之
の
「
蘭
亭
序
」
の
一
節
に
あ
る
「
茂
林

修
竹
」
を
「
茂
林
修
林
」
と
し
、「
林
」
と
「
竹
」
を
取
り
違

え
て
し
ま
っ
た
の
は
穴
が
あ
っ
た
ら
入
り
た
い
ぐ
ら
い
に
恥
ず

か
し
い
誤
字
で
あ
る
。
こ
れ
は
館
内
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
入
力

さ
れ
て
い
た
作
品
の
釈
文
を
そ
の
ま
ま
流
用
し
た
た
め
だ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
展
覧
会
は
学
芸
員
ひ
と
り
で
で
き
る
も
の
で
は
な

く
、
館
内
の
同
僚
や
共
催
者
で
あ
る
新
聞
社
や
放
送
局
の
担
当

者
の
力
添
え
が
な
け
れ
ば
日
の
目
を
み
な
い
。
図
録
編
集
で
は
、

と
き
に
専
業
の
校
正
者
に
も
確
認
し
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
る
。

そ
れ
で
も
誤
字
が
出
る
の
は
ひ
と
え
に
自
ら
の
力
不
足
で
あ
り
、

い
つ
も
気
ぜ
わ
し
く
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
勉
学
に
励
む
の
に
理
想
的
な
環
境
で
あ
る
人
文

研
に
移
っ
て
き
て
か
ら
は
ど
う
か
。
誤
字
か
ら
解
放
さ
れ
た
か

と
い
う
と
、
残
念
な
が
ら
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
最
近
、
恩

師
の
論
文
集
に
寄
稿
し
た
論
考
で
、
ま
た
し
て
も
誤
字
を
出
し

て
し
ま
っ
た
の
だ
。
編
者
の
先
生
方
の
お
か
げ
で
い
く
つ
か
は

直
し
て
も
ら
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
引
用
文
で
の
助
詞
の
誤

字
、
注
釈
に
つ
け
た
人
名
の
誤
記
と
つ
づ
け
ば
、
さ
す
が
に
恩

師
に
顔
向
け
が
で
き
な
い
。
落
ち
着
い
て
取
り
組
む
べ
き
論
文

も
新
聞
や
図
録
の
よ
う
に
締
め
切
り
に
追
わ
れ
て
気
ぜ
わ
し
く

書
い
て
し
ま
っ
た
と
反
省
し
き
り
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
い
つ
ま

で
も
自
分
の
文
章
は
、
つ
か
の
間
の
言
説
を
い
う
「
エ
フ
ェ
メ

ラ
ル
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
や
は
り
、
悠
久
な
る
歴
史
の
蓄

積
で
あ
る
人
文
知
に
向
き
合
っ
て
言
葉
を
紡
い
で
ゆ
か
ね
ば
な

ら
な
い
者
と
し
て
は
不
誠
実
な
姿
勢
で
あ
る
。

　

実
を
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
間
違
い
に
気
が
つ
い
た
の
は
所
内
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の
研
究
班
で
の
こ
と
。
関
連
す
る
内
容
で
の
発
表
に
さ
い
し
て

講
評
担
当
の
先
生
に
指
摘
し
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

忌
憚
な
く
批
判
的
な
議
論
が
で
き
る
研
究
班
の
効
用
と
し
て
、

声
を
大
に
し
て
強
調
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
ら
の
非
力
は
、

ま
わ
り
の
力
添
え
を
い
た
だ
い
て
補
う
し
か
な
い
。
ウ
エ
ブ
空

間
で
膨
大
な
量
の
文
字
が
日
々
消
費
さ
れ
て
ゆ
く
今
日
だ
か
ら

こ
そ
、
研
究
班
と
い
う
場
に
お
い
て
、
と
き
に
時
流
か
ら
距
離

を
お
い
て
仲
間
う
ち
で
熟
考
す
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

不
穏
な
言
説
が
ゆ
き
か
う
最
近
の
情
勢
に
と
ま
ど
い
つ
つ
も
、

こ
の
「
訂
正
欄
」
が
連
載
さ
れ
な
い
よ
う
、
こ
こ
で
閉
じ
る
こ

と
に
し
た
い
。

鎌
倉
か
ら
鴨
川
へ

―
二
つ
の
漱
石
句
碑

小　

堀　
　
　

聡

　

数
十
年
ぶ
り
に
自
転
車
で
大
学
を
行
き
来
す
る
よ
う
に
な
っ

て
、
も
う
一
年
に
な
る
。
洛
外
か
ら
洛
外
ま
で
、
片
道
四
〇
分
。

こ
れ
だ
け
走
ら
せ
る
と
、
道
す
が
ら
発
見
も
少
な
く
な
い
。
も

っ
と
も
、
そ
の
多
く
は
居
酒
屋
（
な
の
で
見
つ
け
て
も
入
れ
な

い
）
だ
っ
た
り
す
る
の
だ
が
…
、
た
ま
に
は
石
碑
に
気
付
い
た

り
も
す
る
。

　

木
屋
町
に
宿
を
と
り
て
川
向
の
御
多
佳
さ
ん
に

春
の
川
を　

隔
て
　ゝ

男
女
哉　
　
　
　
　
　

漱
石

　

御
池
通
南
側
の
鴨
川
西
畔
に
建
つ
、
夏
目
漱
石
の
一
句
で
あ

る
。
最
後
の
京
都
滞
在
と
な
っ
た
一
九
一
五
年
春
、
祇
園
の
お

茶
屋
「
大だ

い

友と
も

」
の
女
将
・
磯
田
多
佳
に
、
鴨
川
対
岸
の
「
北
の

大だ
い

嘉か

」
か
ら
こ
れ
を
贈
っ
た
。
北
の
大
嘉
は
戦
時
中
の
強
制
疎

開
で
御
池
通
に
吸
収
さ
れ
た
が
、
漱
石
生
誕
百
年
の
六
七
年
、

代
わ
り
に
こ
の
句
碑
が
除
幕
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

雨
の
四
月
九
日
に
行
な
わ
れ
た
除
幕
式
は
、
そ
れ
な
り
の
話

題
と
な
り
、
翌
日
の
朝
刊
で
報
じ
ら
れ
た
。
だ
が
、
そ
こ
に
は

些
か
不
思
議
な
記
述
が
あ
る
。「
発
起
人
の
鎌
倉
市
二
階
堂
、

北
里
大
学
教
授
、
内
田
貢
さ
ん
ら
文
豪
を
し
の
ぶ
人
ら
が
集
り

除
幕
式
を
挙
げ
た
…
（
略
）
…
『
吾
輩
は
猫
…
』
の
お
も
し
ろ

さ
に
魅
せ
ら
れ
た
と
い
う
鎌
倉
円
覚
寺
の
塔
頭
・
帰
源
院
の
富

沢
珪
堂
住
職
が
禅
式
の
お
清
め
」（『
朝
日
』
京
都
版
）。
う
ー

む
、『
猫
』
フ
ァ
ン
と
は
い
え
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
鎌
倉
か
ら
…
。

　

話
は
一
九
六
二
年
二
月
二
五
日
に
遡
る
。
こ
の
日
、
北
鎌
倉

円
覚
寺
内
の
帰
源
院
で
は
、
月
刊
誌
『
鎌
倉
市
民
』
の
愛
読
者
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会
が
開
催
さ
れ
て
い
た
。『
鎌
倉
市
民
』
は
鎌
倉
の
名
士
団

体
・
鎌
倉
三
日
会
が
「
市
民
の
話
し
合
い
の
広
場
」
を
目
指
し

て
六
〇
年
一
月
に
発
刊
し
た
月
刊
誌
で
あ
る
が
、
諸
事
情
に
よ

り
六
一
年
六
月
に
独
立
。
三
日
会
で
発
刊
・
編
集
を
主
導
し
た

原は
ら

実み
の
る

の
個
人
雑
誌
と
な
っ
て
い
た
。
の
ち
『
鎌
倉
市
民
』
は

七
八
年
一
一
月
の
二
〇
四
号
ま
で
続
き
、
古
都
保
存
法
制
定
の

き
っ
か
け
を
作
る
な
ど
、
日
本
の
自
然
保
護
・
景
観
保
全
に
大

き
な
足
跡
を
残
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
原
は
ま
だ
知

ら
な
い
。
独
立
間
も
な
い
原
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
何
よ
り

も
先
ず
雑
誌
を
続
け
る
こ
と
。
そ
の
た
め
の
定
期
購
読
者
づ
く

り
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、「
愛
読
者
は
ふ
や
す
努
力
と
と
も
に

そ
の
読
者
を
か
た
め
る
努
力
も
必
要
」（「
編
集
室
」『
鎌
倉
市

民
』
一
九
六
二
年
二
月
）
と
の
考
え
か
ら
、
愛
読
者
会
を
思
い

つ
く
。

　

会
場
の
帰
源
院
は
、
か
つ
て
漱
石
が
二
八
歳
で
参
禅
し
、

『
門
』
で
も
一
窓
庵
と
し
て
登
場
す
る
寺
院
の
モ
デ
ル
で
あ
っ

た
。
編
集
同
人
の
内
田
朝
子
は
「
そ
の
頃
の
住
持
は
も
う
い
ら

つ
し
や
ら
な
い
だ
ら
う
し
、
建
物
も
変
つ
て
ゐ
る
か
も
し
れ
な

い
。
何
か
記
念
の
も
の
が
あ
る
か
如
何
か
」（「
漱
石
の
寺
」

『
鎌
倉
市
民
』
一
九
六
二
年
四
月
）
く
ら
い
の
軽
い
気
持
で
参

加
し
た
。
が
、
そ
こ
で
彼
女
た
ち
は
思
わ
ぬ
事
実
を
住
職
か
ら

聞
か
さ
れ
る
。
住
職
の
富
沢
珪
堂
、
つ
ま
り
先
の
記
事
に
登
場

す
る
『
猫
』
フ
ァ
ン
は
、
漱
石
と
の
交
流
が
あ
っ
た
の
だ
。
珪

堂
は
か
つ
て
神
戸
で
雲
水
だ
っ
た
頃
、
漱
石
に
フ
ァ
ン
レ
タ
ー

を
送
り
、
つ
い
に
は
一
九
一
六
年
一
〇
月
、
早
稲
田
の
漱
石
邸

に
一
週
間
宿
泊
し
た
の
で
あ
る
。
妻
の
鏡
子
か
ら
帝
劇
や
歌
舞

伎
座
の
案
内
を
う
け
、
師
弟
の
集
ま
り
「
木
曜
会
」
に
も
出
席

し
た
。
漱
石
死
去
の
僅
か
二
か
月
前
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

一
一
年
後
の
二
七
年
、
珪
堂
は
帰
源
院
住
職
と
な
り
、
こ
こ
に

漱
石
が
止
宿
し
て
い
た
こ
と
を
初
め
て
知
る
。
珪
堂
は
「『
わ

が
仏
道
を
ひ
ら
き
、
わ
が
終
る
所
』
を
得
た
」（
鎌
倉
漱
石
の

会
『
夏
目
漱
石
と
帰
源
院
』）
と
感
じ
、
漱
石
命
日
の
一
二
月

九
日
に
は
必
ず
読
経
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
因
縁
は
、
参
加
者
に
大
き
な
感
銘
を
与
え
る
。
気
を
よ

く
し
た
原
は
、
一
九
六
二
年
五
月
三
日
、
今
度
は
「
漱
石
を
聴

く
会
」
を
帰
源
院
で
開
催
し
た
。
集
ま
っ
た
三
〇
人
は
改
め
て

珪
堂
の
話
を
聞
き
、
漱
石
の
書
簡
や
初
版
本
を
眺
め
た
。
夏
目

鏡
子
も
わ
ざ
わ
ざ
、
関
連
の
ス
ラ
イ
ド
を
寄
せ
て
い
る
。
参
加

者
は
再
び
感
じ
入
り
、
帰
源
院
に
漱
石
の
句
碑
を
建
て
る
こ
と

が
そ
の
場
で
決
定
。
朝
子
の
夫
で
独
文
学
者
の
内
田
貢
を
代
表

と
す
る
鎌
倉
漱
石
の
会
を
結
成
し
、
募
金
活
動
を
始
め
る
。
目

標
額
の
倍
以
上
の
四
一
万
円
（
当
時
の
国
家
公
務
員
総
合
職
の

初
任
給
は
一
・
六
万
円
）
が
三
二
〇
人
か
ら
寄
せ
ら
れ
、
石
材

に
は
二
・
五
ト
ン
の
北
山
石
が
、
洛
西
・
梅
ケ
畑
か
ら
は
る
ば

る
運
ば
れ
た
。
刻
ま
れ
た
句
は
、「
仏
性
は
白
き
桔
梗
に
こ
そ

あ
ら
め
」。
鴨
川
の
句
が
挨
拶
な
の
に
対
し
、
鎌
倉
の
句
は
漱
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石
な
り
の
「
悟
り
」
で
あ
ろ
う
か
。
除
幕
式
は
六
二
年
の
命
日

に
開
催
さ
れ
、
参
列
者
は
一
七
〇
人
を
数
え
た
。
ち
な
み
に
除

幕
は
、
当
時
一
二
歳
の
夏
目
房
之
介
氏
ら
が
行
な
っ
て
い
る

（『
神
奈
川
新
聞
』
六
二
年
一
二
月
一
〇
日
）。

　

こ
の
盛
り
上
が
り
を
受
け
て
、
鎌
倉
漱
石
の
会
は
、
会
合
を

定
例
化
す
る
と
と
も
に
、
漱
石
記
念
館
の
建
設
を
目
標
に
掲
げ

た
。
が
、
記
念
館
は
頓
挫
。
何
ら
か
の
永
久
的
記
念
物
を
、
没

後
五
十
年
・
生
誕
百
年
が
重
な
る
一
九
六
六
〜
六
七
年
に
建
て

る
構
想
に
変
更
す
る
。

　

そ
う
、
鴨
川
の
句
碑
は
「
北
の
大
嘉
」
だ
け
で
は
な
く
、
記

念
館
の
代
わ
り
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
一
九
六
五
年
一
二
月
の
鎌

倉
漱
石
の
会
で
は
、
一
〇
〇
人
以
上
が
出
席
す
る
な
か
、
内
田

貢
が
京
都
で
の
句
碑
建
立
計
画
を
発
表
し
た
。
同
日
は
、
漱
石

を
最
後
の
京
都
旅
行
に
誘
っ
た
画
家
・
津
田
清
楓
も
思
い
出
を

語
っ
て
い
る
。
以
後
、
高
山
義
三
前
京
都
市
長
ら
京
都
側
の
関

係
者
も
交
え
た
発
起
人
会
が
組
織
さ
れ
、
内
田
も
度
々
京
都
に

赴
い
た
。
募
金
の
呼
び
か
け
、
用
地
を
所
有
す
る
市
公
園
課
と

の
折
衝
、
石
材
の
入
手
交
渉
な
ど
が
進
め
ら
れ
て
い
く
。
石
材

は
内
田
の
こ
だ
わ
り
に
よ
り
、
比
叡
山
を
模
し
た
八
瀬
の
真
黒

石
が
選
ば
れ
た
。
八
瀬
童
子
会
が
所
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
る

（
京
都
漱
石
の
会
『
虞
美
人
草
』
三
）。
な
ぜ
八
瀬
の
真
黒
石
な

の
か
。
そ
の
理
由
は
不
明
だ
が
、
漱
石
最
初
の
新
聞
連
載
小
説

『
虞
美
人
草
』
冒
頭
の
比
叡
登
山
と
八
瀬
の
光
景
が
、
念
頭
に

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
漱
石
の
出
立
と
晩
年
と

を
同
時
に
物
語
る
趣
向
と
し
て
の
句
碑
。
そ
の
後
、
い
く
つ
か

の
紆
余
曲
折
を
経
つ
つ
も
、
除
幕
式
に
至
る
。

　
『
鎌
倉
市
民
』
を
繰
り
つ
つ
感
じ
る
の
は
、
短
期
間
で
の
建

立
を
実
現
さ
せ
た
熱
気
で
あ
り
、
そ
の
背
景
で
あ
る
。
余
暇
の

増
加
や
市
民
運
動
の
興
隆
、
鎌
倉
―
京
都
の
迅
速
な
や
り
取
り

を
可
能
に
す
る
交
通
・
通
信
の
発
達
と
い
っ
た
、
高
度
成
長
な

ら
で
は
の
変
化
。
一
方
で
、
夏
目
鏡
子
・
津
田
清
楓
ら
漱
石
関

係
者
の
存
命
と
、
そ
の
話
に
心
を
動
か
さ
れ
る
聴
衆
の
「
教
養

主
義
」
と
い
う
戦
前
か
ら
の
連
続
。
こ
の
変
化
と
連
続
と
が
と

も
に
揃
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
か
ら
こ
そ
、
二
つ
の
句
碑
は
建
ち

え
た
と
い
え
よ
う
。
鎌
倉
の
桔
梗
も
、
春
の
鴨
川
も
、
漱
石
の

俳
味
の
み
な
ら
ず
一
九
六
〇
年
代
と
い
う
時
代
の
一
面
を
、
私

た
ち
に
遺
し
た
の
で
あ
る
。

ト
ラ
ン
プ�

VS�

チ
ュ
ワ
ン
プ

野　

原　

将　

揮

　

二
〇
一
六
年
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
選
挙
終
盤
、
ク
リ
ン
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ト
ン
氏
と
ト
ラ
ン
プ
氏
の
両
候
補
は
激
し
い
選
挙
戦
を
繰
り
広

げ
、
両
陣
営
の
動
向
は
日
本
に
お
い
て
も
連
日
報
道
さ
れ
て
い

た
。
大
方
の
予
想
を
裏
切
り
ト
ラ
ン
プ
氏
が
第
四
五
代
大
統
領

に
選
出
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
私
は
そ
の
直

前
ま
で
ミ
シ
ガ
ン
大
学
に
留
学
し
て
い
た
た
め
、
な
ん
と
な
く

選
挙
の
動
向
に
注
目
し
て
い
た
の
だ
が
、
あ
る
時
、
洋
を
隔
て

た
こ
の
ア
ジ
ア
に
お
い
て
大
統
領
選
挙
と
関
連
し
て
別
の
「
争

い
」
が
起
き
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
中
国
語
圏
に
お
け

る
ト
ラ
ン
プ
氏
の
表
記
と
音
声
を
め
ぐ
る
「
争
い
」
で
あ
る
。

　
「T

rum
p

」
と
い
う
外
来
語
を
表
す
場
合
、
日
本
語
で
は
原

音
を
で
き
る
限
り
忠
実
に
実
現
す
る
こ
と
よ
り
も
、「
日
本
語

は
子
音
連
続
と
音
節
末
子
音
（
閉
鎖
音
）
を
許
さ
な
い
」
と
い

う
制
約
が
優
先
さ
れ
る
た
め
（
こ
こ
で
はT

r

と
末
子
音p

）、

そ
れ
ぞ
れ
母
音
を
挿
入
し
て
、
三
音
節
四
モ
ー
ラ
で
「toram

pu

（
ト
ラ
ン
プ
）」
の
よ
う
に
発
音
す
る
。
日
本
語
の
ル
ー
ル
に
従

順
に
従
っ
た
い
わ
ば
「
謙
虚
で
健
気
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
」
で
あ

る
。
中
国
語
の
普
通
話
も
基
本
的
に
子
音
連
続
や
音
節
末
子
音

（
閉
鎖
音
）
を
許
さ
な
い
た
め
、
日
本
語
と
同
様
に
母
音
を
挿

入
し
て
三
音
節
で
「tèlángpŭ

（
特
朗
普
）」
と
発
音
す
る
。

こ
れ
も
中
国
語
の
ル
ー
ル
に
則
っ
た
「
謙
虚
で
健
気
な
ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
」
で
あ
る
。
以
上
が
従
来
の
表
記
方
法
で
あ
る
。

　

前
任
校
で
は
法
律
と
政
治
の
二
学
科
か
ら
な
る
法
学
部
に
所

属
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
は
ア

ジ
ア
に
も
影
響
が
大
き
い
の
で
、
国
内
の
報
道
だ
け
で
な
く
中

国
語
の
報
道
も
斜
め
読
み
し
て
い
た
。
す
る
と
驚
い
た
こ
と
に

「tèlángpŭ

（
特
朗
普
）」
と
い
う
従
来
の
表
記
は
官
製
メ
デ
ィ

ア
を
除
き
殆
ど
使
用
さ
れ
ず
、「chuānpŭ

（
川
普
）」
と
い
う

表
現
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。「chuānpŭ

（
川
普
）」
の
音
節
末
子
音
に
は
母
音u

が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、

従
来
の
表
現
と
同
じ
だ
が
、
頭
子
音
を
見
て
み
る
と
、
英
語
の

T
r-

を
中
国
語
の
そ
り
舌
音ch-﹇tʂʰ

﹈ 

で
表
し
て
い
る
。
母
音

を
挿
入
す
る
と
い
う
中
国
語
の
ル
ー
ル
に
従
っ
た
「
謙
虚
で
健

気
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
原
音
に
近
づ
け
よ

う
と
す
る
強
い
意
思
が
垣
間
見
ら
れ
る
「
大
胆
な
ア
ウ
ト
プ
ッ

ト
」
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
英
語
のt-

は
日
本
語
の
歯
茎

音
のt-

よ
り
も
舌
が
後
ろ
よ
り
で
あ
り
（
後
部
歯
茎
音
、
舌

先
を
歯
に
付
け
な
い
後
ろ
寄
り
の
発
音
）、
た
と
え
ばtim

e

と

い
う
英
単
語
の
場
合
、（
批
判
を
恐
れ
ず
敢
え
て
カ
タ
カ
ナ
で

表
記
す
る
と
）「
タ
イ
ム
」
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
チ
ャ
イ
ム
」

に
近
い
。
特
に
英
語
で
はtry

やdry

の
よ
う
にr-

が
後
続

す
る
場
合
は
後
舌
化
が
顕
著
に
現
れ
る
。
某
飲
料
メ
ー
カ
ー
の

ス
ー
パ
ー
ド
ラ
イ
と
い
う
お
酒
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
は
日
本
語

と
英
語
で
そ
れ
ぞ
れ
商
品
名
が
発
せ
ら
れ
る
が
、
日
本
語
が
そ

の
ま
ま
「
ド
ラ
イ
」
と
い
う
の
に
対
し
て
、
後
者
の
場
合
は

「
ヂ
ュ
ラ
イ
」
が
如
き
発
音
で
あ
る
。
こ
れ
も
後
部
歯
茎
音
だ

か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
「
特
朗
普
」
か
ら
「
川
普
」
へ
の
変
化
は
、
中
国
語
話

者
の
間
で
母
語
の
ル
ー
ル
に
忠
実
に
従
お
う
と
す
る
制
約
（
子

音
連
続
禁
止
）
よ
り
も
、
む
し
ろ
英
語
の
原
音
に
近
い
音
で
ア

ウ
ト
プ
ッ
ト
し
よ
う
と
い
う
動
機
が
強
く
働
い
た
結
果
で
あ
ろ

う
。
ま
た
一
音
節
で
あ
るT

rum
p

を
三
音
節
の
「
特
朗
普
」

で
表
す
よ
り
も
、
二
音
節
の
「
川
普
」
で
表
し
た
ほ
う
が
音
節

数
の
面
に
お
い
て
も
よ
り
原
音
に
近
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
変

化
が
生
じ
た
要
因
に
つ
い
て
は
不
詳
だ
が
、
一
つ
に
は
英
語
を

巧
み
に
操
る
中
国
語
話
者
の
数
が
増
加
し
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ

う
。
ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
「
川
普
」
と
い
う
表
記
が
多

く
見
ら
れ
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。

　

ク
リ
ン
ト
ン
氏
の
大
統
領
選
出
を
確
信
し
て
い
た
私
は
こ
の

表
記
上
の
争
い
に
つ
い
て
は
「
謙
虚
で
健
気
な
ア
ウ
ト
プ
ッ

ト
」
で
あ
る
保
守
派

―
「
ト
ラ
ン
プ
（
特
朗
普
）」
の
圧
勝

を
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ク
リ
ン
ト
ン
氏
が
勝
利

す
れ
ば
、「
大
胆
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
」
で
あ
る
「
チ
ュ
ワ
ン
プ

（
川
普
）」
は
話
題
に
あ
が
る
こ
と
も
な
く
、
す
ぐ
に
消
え
て
し

ま
う
だ
ろ
う
と
高
を
括
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
結

果
は
真
逆
で
あ
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
み
て
も

「
川
普
」
と
い
う
表
記
は
確
固
た
る
地
位
を
築
き
つ
つ
あ
る
よ

う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
音
声
と
表
記
の
争
い
は
あ
ら
ゆ
る
言

語
が
度
々
直
面
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
日
本
語
が
漢
字
音
を

借
用
す
る
時
、
中
国
語
が
異
邦
の
地
名
や
人
名
を
漢
字
で
表
す

時
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
役
者
の
名
前
を
カ
タ

カ
ナ
で
表
記
す
る
時
な
ど
（
雑
誌
に
よ
っ
て
表
記
に
異
同
が
あ

る
た
め
子
ど
も
の
頃
か
ら
い
つ
も
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
）、

ど
れ
も
母
語
と
外
来
語
、
表
記
と
音
声
の
鬩
ぎ
合
い
の
産
物
で

あ
る
。
こ
こ
に
言
語
研
究
の
醍
醐
味
の
一
つ
が
あ
る
と
私
は
思

っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
表
記
の
交
替
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
見
る
こ
と
が

で
き
た
こ
と
に
喜
び
を
覚
え
る
と
同
時
に
昔
の
思
い
出
が
不
図

蘇
っ
て
き
た
。
中
学
生
の
頃
、
修
学
旅
行
で
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン

ド
に
行
く
こ
と
と
な
っ
た
。
年
配
の
ツ
ア
ー
ガ
イ
ド
さ
ん
の
案

内
で
都
心
か
ら
舞
浜
ま
で
向
か
う
道
中
、
彼
が
「
ト
ゥ
ー
ン
タ

ウ
ン
」
と
い
う
テ
ー
マ
パ
ー
ク
の
こ
と
を
「
ツ
ー
ン
タ
ウ
ン
」

と
発
音
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
音
韻
体
系
か
ら
す
れ
ば
「
ト

ゥ
」
と
い
う
発
音
は
制
約
上
許
さ
れ
な
い
た
め
、
規
則
通
り
に

「
ツ
」
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
し
た
に
過
ぎ
な
い
わ
け
で
、
ど
ち
ら

が
正
し
い
と
い
う
こ
と
も
な
い
の
だ
が
、
無
礼
な
こ
と
に
同
級

生
た
ち
の
間
か
ら
ど
っ
と
笑
い
が
起
き
た
。
し
か
し
そ
ん
な
彼

ら
も
「D

isney sea

」
を
「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
・
シ
ー
」
と
か
、
略

称
し
て
「
シ
ー
」
と
言
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
母
語
の
規

則
を
打
破
し
原
音
を
優
先
す
る
な
ら
ば
、「
ス
ィ
ー
」
と
言
う

べ
き
で
あ
る
。
い
ま
は
ま
だ
小
さ
な
子
ど
も
た
ち
が
、
或
い
は

さ
ら
に
そ
の
子
ど
も
た
ち
が
将
来
「
ス
ィ
ー
」
と
言
う
音
声
を

受
け
入
れ
た
時
、
私
の
「
シ
ー
」
と
い
う
発
音
を
笑
う
だ
ろ
う
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か
。
い
ま
か
ら
楽
し
み
で
あ
る
。

誤
読
の
ユ
ー
ト
ピ
ア藤　

野　

志　

織

　

小
さ
い
頃
か
ら
本
が
好
き
で
、
読
む
こ
と
が
楽
し
く
て
、
大

学
院
へ
進
学
し
た
。
し
か
し
、
い
ざ
学
問
の
世
界
に
足
を
踏
み

入
れ
て
み
る
と
、
自
分
が
ま
っ
た
く
「
読
め
な
い
」
こ
と
に
苦

し
め
ら
れ
、
あ
ろ
う
こ
と
か
フ
ラ
ン
ス
文
学
と
い
う
フ
ィ
ー
ル

ド
を
選
択
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
苦
悶
は
一
層
深
ま
っ
た
。

僅
か
で
も
外
国
語
を
直
に
読
む
と
い
う
営
み
に
手
を
染
め
た
人

間
な
ら
誰
し
も
、
突
然
濃
い
霧
に
包
ま
れ
て
途
方
に
暮
れ
る
心

細
さ
を
味
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
最

も
恐
ろ
し
い
罠
は
、
こ
の
瞬
間
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
な
ん

と
な
く
意
味
が
通
る
ほ
う
へ
、
す
る
す
る
と
引
き
寄
せ
ら
れ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
気
づ
け
ば
た
っ
た
独
り
、
現
実
か

ら
遊
離
し
た
桃
源
郷
の
虜
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
類
の
思
い
込

み
は
、
他
人
に
指
摘
さ
れ
る
ま
で
気
づ
か
な
い
こ
と
が
多
い
。

虚
心
坦
懐
に
対
象
と
向
き
合
い
、
正
確
に
「
読
む
」
こ
と
を
本

懐
と
す
る
学
術
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
独
り
よ
が
り

や
決
め
つ
け
は
唾
棄
す
べ
き
行
い
で
あ
り
、
厳
し
い
叱
責
の
対

象
と
な
る
。

　

し
か
し
翻
っ
て
、
誤
読
と
い
う
も
の
は
外
国
語
だ
か
ら
起
こ

る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
厳
粛
な
学
術
的
営
為
か
ら
身
を
引
き

離
し
、
誤
読
を
眺
め
て
み
る
と
、
存
外
に
面
白
か
っ
た
り
す
る
。

よ
り
広
く
と
っ
て
、「
見
間
違
い
」「
聞
き
間
違
い
」「
勘
違
い
」

で
も
い
い
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
時
に
「
詩
的
」
と
形
容
し
た
く

な
る
ほ
ど
の
強
度
を
備
え
て
い
る
こ
と
す
ら
ま
ま
あ
る
。
こ
の

「
強
度
」
と
は
ひ
と
ま
ず
他
者
に
語
ら
せ
る
力
で
あ
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
（
生
物
が
子
孫
を
残
す
こ
と
に
よ
り
生
命
を
繋
ぐ
よ

う
に
、
無
生
物
は
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
生
き
永
ら
え
る
）。

そ
し
て
、
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
と
い
う
人
物
は
、
こ
の
「
誤

読
の
詩
学
」
の
推
進
者
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
も
興
味
深
い
。

ブ
ル
ト
ン
は
詩
人
で
あ
り
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
運
動
の
領
袖

で
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
書
く
こ
と
は
人
生
そ
の
も
の
、
ま
た
最

大
の
武
器
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
が
言
葉
に
よ
る
伝
達
に
、

精
確
さ
や
透
明
性
を
希
求
し
て
い
た
か
と
い
え
ば
か
な
り
疑
わ

し
い
。
伝
わ
ら
な
い
こ
と
を
延
々
と
書
き
続
け
た
狂
人
で
あ
っ

た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
が
一
人
ひ
と
り
違
う

こ
と
に
、
ま
た
一
人
の
人
間
が
刻
々
と
変
わ
っ
て
い
っ
て
し
ま

う
こ
と
に
、
あ
ま
り
に
も
意
識
的
で
あ
っ
た
た
め
、
一
種
の
あ

き
ら
め
の
う
ち
に
、
思
う
と
こ
ろ
を
遠
慮
構
わ
ず
書
き
倒
し
た
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奇
人
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
か
。
そ
し
て
彼
の
詩
学
は
ま
た
、

理
解
の
隔
た
り
の
う
ち
に
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、
伝
言
ゲ
ー
ム
の
分
析
に

基
づ
い
た
同
人
の
詩
論
「
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
の
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス

ム
」（
一
九
三
五
）
で
あ
る
。「
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
」
と
は
、

主
観
的
な
判
断
や
意
識
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
及
ば
な
い
、
一

種
の
夢
の
状
態
を
指
す
。
ブ
ル
ト
ン
が
詩
作
に
あ
た
っ
て
こ
れ

に
大
き
く
依
拠
し
、
自
動
記
述l

’écriture autom
atique

を

打
ち
立
て
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
共
同
的
な
自
動
記

述
実
践
が
下
火
に
な
っ
た
後
も
、
ブ
ル
ト
ン
は
集
団
遊
戯
を
通

し
て
、
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
を
め
ぐ
る
詩
的
探
求
を
深
め
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
伝
言
ゲ
ー
ム
が
オ
ー
ト
マ
テ
ィ

ス
ム
に
関
わ
る
の
か
。
耳
元
で
囁
か
れ
る
短
い
一
文
を
素
早
く

書
き
留
め
、
す
ぐ
さ
ま
隣
の
人
間
に
口
述
す
る
。
聞
き
直
す
こ

と
も
、
ゆ
っ
く
り
理
解
し
て
か
ら
伝
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
な

か
で
、
意
識
的
な
判
断
は
す
ぼ
み
、
無
意
識
に
よ
る
処
理
が
優

勢
に
な
る
。
こ
こ
に
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
と
同
様
の
状
態
が
現

れ
る
と
ブ
ル
ト
ン
は
考
え
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
そ
う
し

た
慌
た
だ
し
い
伝
達
の
過
程
で
元
の
文
章
は
多
く
の
場
合
、
図

ら
ず
も
「
誤
っ
て
」
伝
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
オ
ー
ト
マ

テ
ィ
ス
ム
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
（
異
文
）
で
あ

る
。
ゲ
ー
ム
の
参
加
者
が
奇
を
衒
っ
て
フ
レ
ー
ズ
に
手
を
加
え

て
い
る
訳
で
は
な
い
点
を
ブ
ル
ト
ン
は
強
調
す
る
。
彼
ら
は
緊

張
し
た
面
持
ち
で
、
曲
芸
師
さ
な
が
ら
に
、
か
細
い
意
味
の
糸

を
渡
っ
て
い
く
。

　

元
の
モ
デ
ル
を
唯
一
の
正
解
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
の

ず
れ
は
「
誤
読
」
と
見
做
さ
れ
る
。
し
か
し
ブ
ル
ト
ン
は
、
ヴ

ァ
リ
ア
ン
ト
を
誤
読
の
集
積
と
片
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ

に
無
意
識
の
欲
望
に
導
か
れ
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
看
取
し
、
変
形

を
被
り
な
が
ら
も
保
た
れ
る
詩
情
に
関
心
を
示
す
。
こ
の
よ
う

に
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
に
積
極
的
な
意
味
を
見
出
し
て
い
る
点
に
、

筆
者
は
ブ
ル
ト
ン
の
「
誤
読
の
詩
学
」
の
片
鱗
を
認
め
た
い
。

詩
人
が
ゆ
く
り
な
く
到
来
す
る
言
葉
に
終
生
強
く
執
着
し
た
こ

と
を
想
起
す
れ
ば
、「
誤
読
」
に
よ
り
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
を
生
み

出
す
場
は
、
新
し
い
視
界
を
拓
く
装
置
と
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
こ
と
は
、
読
む

こ
と
の
自
由
と
軽
さ
を
取
り
戻
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

差
し
出
さ
れ
た
言
葉
は
「
わ
た
し
」
の
こ
と
ば
で
語
り
直
さ
れ

る
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
信
じ
よ
う
。
読
む
ま
ま
、
感
じ
る
ま

ま
語
る
こ
と
を
至
上
命
令
と
す
る
「
誤
読
」
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
、

私
は
日
々
夢
想
す
る
の
で
あ
る
。
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接
続
と
切
断
の
科
学
史
に
む
け
て

岡　

澤　

康　

浩

　
「
第
二
部
門
の
セ
ミ
ナ
ー
に
は
必
ず
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

ダ
ス
ト
ン
先
生
は
温
厚
な
方
で
す
が
、
セ
ミ
ナ
ー
に
出
席
さ
れ

な
い
方
に
は
、
と
て
も
厳
し
い
態
度
を
取
ら
れ
ま
す
」
博
士
論

文
の
最
終
作
業
を
行
う
た
め
に
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
科
学
史

研
究
所
を
訪
れ
た
わ
た
し
は
、
ロ
レ
イ
ン
・
ダ
ス
ト
ン
先
生
の

秘
書
の
方
か
ら
そ
う
告
げ
ら
れ
た
。
ダ
ス
ト
ン
先
生
が
率
い
て

い
た
第
二
部
門
の
セ
ミ
ナ
ー
に
は
、
言
語
も
分
野
も
超
え
て

様
々
な
人
々
が
集
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
セ
ミ
ナ
ー
に
は
全
員
が

参
加
し
て
議
論
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、

確
か
に
研
究
所
か
ら
も
事
前
に
義
務
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た

け
れ
ど
、
そ
の
言
葉
は
建
前
以
上
の
重
み
を
も
っ
て
い
る
ら
し

か
っ
た
。

　

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
の
登
場
と
と
も
に
展
開
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
、
事
実
に
も
と
づ
く
新
し
い
認
識
論
は
、
事
実
の

収
集
を
可
能
に
す
る
新
し
い
共
同
体
と
、
そ
う
し
た
共
同
体
を

可
能
に
す
る
社
交
性
と
倫
理
と
を
備
え
る
新
し
い
自
己
と
を
必

要
と
し
た
。
そ
ん
な
風
に
、
科
学
的
認
識
の
歴
史
を
科
学
者
同

士
の
接
続
の
技
法
か
ら
た
ど
り
直
し
て
き
た
科
学
史
家
が
、
自

分
自
身
も
あ
る
種
の
知
的
共
同
性
を
信
じ
そ
れ
を
実
践
し
て
い

た
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
実
際
、
歴
史
家
と
し
て
は
珍
し
く
、
ダ
ス
ト
ン

先
生
の
研
究
成
果
の
多
く
は
、
共
著
の
著
作
や
、
共
同
研
究
を

ま
と
め
た
論
文
集
と
い
う
形
で
発
表
さ
れ
て
い
た
。
第
二
部
門

の
セ
ミ
ナ
ー
で
質
問
者
が
使
う
独
特
の
ハ
ン
ド
・
シ
グ
ナ
ル
も
、

一
人
の
質
問
者
が
会
話
を
独
占
し
て
し
ま
う
こ
と
を
防
ぐ
た
め

に
導
入
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
実
践
さ
れ
て
い
た

相
互
接
続
の
技
法
は
、
実
際
に
優
れ
た
研
究
成
果
を
生
み
出
し

て
い
た
よ
う
だ
け
れ
ど
、
わ
た
し
の
印
象
に
強
く
残
っ
た
の
は
、

そ
う
し
た
接
続
へ
と
賭
け
ら
れ
て
い
た
情
熱
と
倫
理
で
あ
り
、

そ
れ
に
し
た
が
っ
て
営
ま
れ
る
生
き
方
だ
っ
た
。

　

知
的
共
同
性
に
せ
よ
、
そ
れ
を
支
え
る
社
交
性
に
せ
よ
、
そ

の
種
類
は
も
ち
ろ
ん
一
つ
で
は
あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
、
あ
る

特
定
の
タ
イ
プ
の
接
続
を
志
向
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
異
な
る

タ
イ
プ
の
接
続
が
作
り
出
す
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
意
図
的
に
切

断
す
る
こ
と
で
も
あ
り
え
る
。
異
な
る
接
続
の
モ
ー
ド
に
お
い

て
は
、
異
な
る
振
る
舞
い
が
要
求
さ
れ
、
推
奨
さ
れ
る
か
ら
だ
。

助
教
に
採
用
さ
れ
て
始
め
て
訪
れ
た
人
文
研
で
、
研
究
所
に
お

け
る
共
同
研
究
と
い
う
独
特
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
説
明
を
受

け
た
時
に
は
、
ア
マ
チ
ュ
ア
で
あ
る
こ
と
を
恐
れ
ず
に
、
分
野

を
超
え
た
共
同
研
究
の
場
に
積
極
的
に
参
加
す
る
よ
う
に
と
ア
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ド
バ
イ
ス
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
な
知
的
共
同
性
が
も
た
ら
し
う
る
快
楽
へ
の
招
待
だ
っ
た
け

れ
ど
、
わ
た
し
に
は
そ
れ
が
、
人
文
研
の
歴
史
の
一
部
に
根
ざ

す
独
特
な
倫
理
へ
の
招
待
で
も
あ
る
よ
う
に
思
え
た
。

　

人
文
研
で
の
共
同
研
究
に
つ
い
て
わ
た
し
が
知
っ
て
い
た
こ

と
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
、
桑
原
武
夫
の
著
作
を
通
し
た
も
の

だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
と
し
て
の
か
れ
が
行
っ
た
研
究
に

つ
い
て
、
わ
た
し
は
な
ん
の
知
識
も
持
っ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
、

胸
を
張
っ
て
専
門
と
呼
べ
る
も
の
も
な
く
、
論
文
を
書
く
よ
り

も
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
好
き
な
わ
た
し
は
、
桑

原
の
生
き
方
や
、
か
れ
が
時
折
見
せ
る
独
特
の
ア
マ
チ
ュ
ア
主

義
を
、
い
つ
も
興
味
深
く
思
っ
て
い
た
。

　

人
文
研
で
の
共
同
研
究
の
重
要
性
を
信
じ
、
そ
れ
を
推
進
し

て
き
た
桑
原
は
、
自
身
の
最
終
講
義
に
お
い
て
も
共
同
研
究
の

あ
り
方
を
議
論
の
対
象
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
ウ
ィ
ー
ナ
ー
の

『
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス
』
を
も
ち
だ
す
桑
原
は
、
自
然
科
学
と

工
学
に
お
け
る
協
働
を
モ
デ
ル
に
、
学
際
的
研
究
が
も
ち
う
る

知
的
生
産
性
と
い
う
、
凡
庸
で
穏
当
な
意
見
を
述
べ
る
こ
と
も

で
き
た
だ
ろ
う
。
だ
が
桑
原
は
、
ウ
ィ
ー
ナ
ー
の
邦
訳
本
は
す

べ
て
読
ん
だ
が
、
数
式
は
飛
ば
し
て
読
ん
だ
の
だ
と
わ
ざ
わ
ざ

聴
衆
に
告
白
し
て
み
せ
る
。
そ
し
て
、
桑
原
の
推
進
す
る
共
同

研
究
な
ど
所
詮
は
耳
学
問
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
批
判
に
対
し
て

も
、
な
か
ば
開
き
直
る
か
の
よ
う
に
耳
学
問
を
擁
護
す
る
。
そ

の
発
言
に
、
貴
族
的
サ
ロ
ン
文
化
の
残
滓
や
、
知
的
デ
ィ
レ
ッ

タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
見
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
可
能
で
あ
り
、
ま
た

妥
当
で
さ
え
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
、
そ
の
こ
と
と
、

桑
原
も
ま
た
学
的
共
同
性
を
支
え
る
知
的
倫
理
を
探
究
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
は
、
両
立
す
る
よ
う
に
わ
た
し
に
は
思
え
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
人
文
研
で
の
共
同
研
究
を
可
能
に
し
た
の
は
、

倫
理
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
知
的
共
同
性
を
維
持
す
る

た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
が
発
明
さ
れ
、
メ
デ
ィ
ア
や
モ
ノ
が

動
員
さ
れ
て
き
た
。
人
文
研
の
も
う
ひ
と
つ
の
伝
統
で
あ
る
フ

ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
、
専
門
家
と
現
地
住
民
を
、
そ
し
て
ま
た

異
な
る
専
門
家
た
ち
を
出
会
わ
せ
る
技
法
で
も
あ
っ
た
。
人
文

研
東
方
部
の
共
同
研
究
の
歴
史
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
と
い
う
、
同
一
の
テ
ク
ス
ト
を
精
読
す
る
会
読
と
い
う
実

践
や
、
共
同
利
用
で
き
る
目
録
の
編
纂
、
そ
し
て
東
方
部
専
属

の
写
真
家
に
よ
っ
て
撮
ら
れ
た
と
い
う
大
量
の
写
真
も
ま
た
、

そ
う
し
た
共
同
性
を
立
ち
上
げ
る
装
置
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
桑

原
自
身
も
、
公
開
講
座
や
商
業
出
版
と
い
っ
た
、
専
門
家
と
一

般
聴
衆
の
接
続
を
志
向
す
る
よ
う
な
実
践
に
積
極
的
に
参
加
し

て
い
た
し
、
自
分
が
率
い
た
研
究
班
の
班
員
に
情
報
カ
ー
ド
と

い
う
モ
ノ
を
配
付
す
る
こ
と
で
、
集
積
さ
れ
た
カ
ー
ド
が
共
同

研
究
グ
ル
ー
プ
の
共
有
財
産
と
し
て
機
能
す
る
は
ず
だ
と
い
う

独
自
の
メ
デ
ィ
ア
理
論
も
温
め
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
ん
な
桑
原

に
と
っ
て
は
、
数
式
を
飛
ば
し
て
本
を
読
み
、
座
談
会
で
お
し
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ゃ
べ
り
に
興
じ
て
み
る
こ
と
さ
え
も
、
専
門
家
同
士
の
接
続
と

は
別
の
形
で
、
接
続
の
新
し
い
回
路
を
作
り
出
す
た
め
の
決
死

の
賭
け
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
う
考
え
て
み
れ
ば
、
共
同
研
究
と
い
う
営
み
を
通
し
て
接

続
の
形
式
に
つ
い
て
の
理
論
と
実
践
が
深
め
ら
れ
て
き
た
人
文

研
と
い
う
場
所
が
、
優
れ
た
メ
デ
ィ
ア
論
者
と
メ
デ
ィ
ア
実
践

を
生
み
出
し
て
き
た
こ
と
も
偶
然
で
は
な
く
思
え
て
く
る
。
人

文
研
の
助
手
を
長
く
務
め
、
最
初
期
の
メ
デ
ィ
ア
理
論
家
で
も

あ
っ
た
加
藤
秀
俊
氏
は
、
新
た
な
接
続
の
方
向
を
模
索
す
る
中

で
、
よ
り
よ
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
た
め

に
大
学
の
外
に
シ
ン
ク
タ
ン
ク
を
設
立
す
る
に
至
っ
た
。
同
じ

く
人
文
研
の
助
手
で
あ
り
、
最
新
の
メ
デ
ィ
ア
論
に
通
じ
て
い

た
浅
田
彰
氏
は
、
専
門
知
の
た
め
で
も
大
衆
啓
蒙
の
た
め
で
も

な
い
、
新
し
い
知
の
回
路
を
作
る
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
的
実
験
の

た
め
に
『GS

：
た
の
し
い
知
識
』
を
創
刊
し
、
後
に
は
「
交

通
」
の
思
想
家
で
も
あ
る
柄
谷
行
人
氏
と
『
批
評
空
間
』
を
編

集
し
た
。
ニ
ュ
ー
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
も
呼
ば
れ
た
そ
の
運
動
は
、

専
門
知
か
ら
の
切
断
と
し
て
非
難
さ
れ
も
し
た
け
れ
ど
、
そ
れ

は
ま
た
新
し
い
知
的
共
同
性
と
新
し
い
接
続
の
倫
理
の
模
索
で

も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

時
代
は
変
わ
り
、
知
的
交
流
を
支
え
る
接
続
と
切
断
の
モ
ー

ド
も
変
わ
る
。
そ
の
変
化
と
と
も
に
、
大
学
の
役
割
も
変
わ
っ

て
い
く
の
だ
ろ
う
。
も
し
か
し
た
ら
未
来
に
は
、「
シ
ラ
ス
」

の
よ
う
な
大
学
の
外
に
つ
く
ら
れ
る
新
し
い
接
続
の
場
が
、
大

学
よ
り
も
重
要
と
な
る
こ
と
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
時
間

と
空
間
、
専
門
分
野
と
教
育
レ
ベ
ル
、
利
害
関
心
と
政
治
的
信

条
、
そ
し
て
言
語
や
性
別
や
人
種
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は

た
や
す
く
分
断
さ
れ
て
し
ま
う
。
知
的
共
同
性
の
歴
史
と
は
、

そ
う
し
た
分
断
を
あ
え
て
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
接
続
の
歴
史

で
あ
り
、
そ
う
し
た
接
続
を
支
え
る
倫
理
と
、
実
践
的
技
法
と
、

メ
デ
ィ
ア
と
、
マ
テ
リ
ア
ル
な
環
境
の
織
り
上
げ
る
歴
史
で
あ

る
。
そ
し
て
、
あ
る
特
定
の
仕
方
で
の
接
続
を
求
め
る
こ
と
が
、

し
ば
し
ば
別
の
接
続
の
方
法
か
ら
の
切
断
を
意
味
す
る
以
上
、

接
続
の
歴
史
は
同
時
に
切
断
の
歴
史
だ
と
も
言
え
る
の
だ
ろ
う
。

　

科
学
の
歴
史
を
接
続
と
切
断
の
歴
史
と
し
て
描
い
て
み
る
こ

と
。
そ
れ
が
わ
た
し
の
最
近
の
関
心
な
の
だ
け
れ
ど
、
そ
ん
な

こ
と
が
実
際
に
可
能
な
の
か
は
、
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
け

れ
ど
、
接
続
と
切
断
の
科
学
史
と
い
う
も
の
を
も
し
書
く
こ
と

が
で
き
る
の
だ
と
し
た
ら
、
知
的
共
同
性
の
た
め
の
理
論
と
実

践
が
追
究
さ
れ
て
き
た
人
文
研
は
、
そ
の
仕
事
に
ぴ
っ
た
り
な

場
所
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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顔
音
痴
な
私
と
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
日

常

楊　
　
　

維　

公

　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
始
ま
っ
て
か
ら
早
く
も
二
年
が
経
っ
た
。

当
初
は
、
少
し
さ
え
我
慢
す
れ
ば
す
ぐ
普
段
の
生
活
に
戻
れ
る

と
思
っ
て
い
た
が
、
い
ま
だ
に
終
息
が
見
え
ず
に
い
る
。
と
い

う
よ
り
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
積
み
重
な
っ
た
結

果
、
対
面
を
な
る
べ
く
避
け
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
交
流
す
る
こ
と

が
普
段
の
生
活
に
な
っ
た
気
さ
え
す
る
。

　

私
に
と
っ
て
、
こ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
二
年
間
は
、
自
分
が

置
か
れ
た
環
境
に
た
い
へ
ん
大
き
な
変
化
が
起
き
た
二
年
間
で

あ
る
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
で
博
士
論
文
を
提
出
し
、
試
問
を
経

て
博
士
号
を
い
た
だ
い
た
。
大
学
院
を
出
た
あ
と
は
非
常
勤
講

師
を
か
け
持
ち
し
て
な
ん
と
か
在
留
資
格
を
取
得
し
て
日
本
に

残
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
人
文
科
学
研
究
所
に
職
を
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
、
昨
年
九
月
に
着
任
し
た
。
し
か
し
、
私
の
場

合
、
人
生
に
お
い
て
も
っ
と
も
大
き
い
と
も
い
え
る
ほ
ど
の
変

化
が
起
き
た
こ
の
二
年
間
は
な
ぜ
か
あ
ま
り
実
感
を
伴
わ
な
い

よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
二
年
間
に
私
が
参
加
し
た
行
事

の
大
半
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
大
き
く
影
響

し
て
い
る
だ
ろ
う
。
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
私
が
学
生
と
し
て

の
最
後
の
一
年
間
の
日
常
、
大
学
勤
務
一
年
目
の
日
常
、
そ
し

て
人
文
研
に
入
っ
て
か
ら
の
日
常
は
、
ほ
と
ん
ど
オ
ン
ラ
イ
ン

で
の
日
常
と
言
っ
て
も
い
い
ほ
ど
で
あ
る
。
会
議
は
も
ち
ろ
ん
、

授
業
も
半
分
以
上
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
、
人
文
研
に
入
る
前
に
ず

っ
と
ひ
そ
か
に
憧
れ
て
い
た
研
究
班
も
今
参
加
し
て
い
る
も
の

は
す
べ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
わ
れ
て
い
る
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
と
い
う
形
式
に
す
っ
か
り
慣
れ
て
き
て
は
い
る

が
、
私
に
と
っ
て
一
つ
だ
け
大
き
な
不
便
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

人
の
顔
が
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
覚
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
で
さ
え
顔
音
痴
な
私
に
と
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
が
初
対
面
の

所
員
の
先
生
方
の
顔
を
覚
え
る
の
は
実
に
ひ
と
苦
労
で
あ
る
。

着
任
時
に
い
た
だ
い
た
所
員
の
顔
写
真
付
き
の
要
覧
を
片
手
に

し
て
必
死
に
覚
え
よ
う
と
し
て
も
、
学
内
で
す
れ
違
っ
た
時
は

互
い
に
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
い
る
た
め
、
画
面
上
で
し
か
見
た

こ
と
の
な
い
顔
を
マ
ス
ク
越
し
で
判
断
す
る
の
は
私
に
と
っ
て

は
や
は
り
至
難
の
業
で
、
結
局
ど
な
た
が
ど
な
た
か
は
い
ま
だ

に
わ
か
ら
な
い
ま
ま
半
年
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
半
年
の

間
に
つ
か
ん
だ
コ
ツ
は
、
失
礼
な
人
間
と
思
わ
れ
な
い
よ
う
に
、

学
内
で
目
が
合
っ
た
人
に
は
と
り
あ
え
ず
ぺ
こ
っ
と
会
釈
し
て

お
こ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
、
顔
音
痴
だ
け
で
な
く
、
人
前
で
人
の
顔
を
見
な
が
ら
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話
す
こ
と
も
苦
手
な
私
に
と
っ
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
行
事
な

ら
い
さ
さ
か
気
楽
に
参
加
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
の
存
在
も

否
め
な
い
。
特
に
緊
張
感
が
溢
れ
る
研
究
班
で
本
を
会
読
す
る

こ
と
も
オ
ン
ラ
イ
ン
に
な
る
と
な
ん
だ
か
緊
張
感
が
少
し
和
ら

い
だ
よ
う
で
、
な
ん
と
も
不
思
議
な
感
覚
が
伴
っ
て
い
る
。

　

と
い
う
の
は
、
私
は
以
前
か
ら
「
読
み
方
」
と
い
う
こ
と
、

と
り
わ
け
個
人
で
読
む
こ
と
と
集
団
で
読
む
こ
と
の
相
違
に
興

味
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の

は
、
日
本
に
留
学
に
来
て
か
ら
、
日
本
で
行
わ
れ
て
い
る
会
読

形
式
の
読
書
会
に
驚
き
を
覚
え
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
私

に
と
っ
て
の
読
書
は
家
で
横
に
な
っ
て
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
な
が
ら
ペ

ー
ジ
を
め
く
る
こ
と
で
あ
り
、
い
わ
ば
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間

で
一
人
で
行
う
、
か
な
り
私
的
な
行
為
で
あ
っ
た
。
無
論
、
中

国
に
読
書
会
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
事

前
に
各
自
で
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
か
ら
感
想
を
述
べ
合
う
こ
と

が
ほ
と
ん
ど
で
、
日
本
の
よ
う
に
読
書
会
の
場
で
テ
キ
ス
ト
を

逐
字
読
み
上
げ
て
翻
訳
し
て
か
ら
そ
の
意
味
を
討
論
す
る
形
式

は
私
は
経
験
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
も
し
読
む
と
い
う
行
為

を
あ
え
て
個
人
的
と
集
団
的
に
二
分
す
る
な
ら
、
事
前
に
読
ん

で
か
ら
感
想
を
述
べ
合
う
も
の
は
あ
く
ま
で
個
人
的
な
読
み
方

の
延
長
線
上
に
あ
る
よ
う
な
も
の
で
、
日
本
の
よ
う
な
会
読
は

集
団
的
な
読
み
方
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
集
団
的
な
読
み
方
の
場
が
オ
ン
ラ
イ
ン
に

な
る
と
、
そ
の
意
味
が
い
さ
さ
か
変
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が

す
る
。
ど
う
や
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
会
読
は
個
人
的
な
面
と
集

団
的
な
面
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。
確
か
に
み
ん
な
で
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
と
い
う
擬
似
的
空
間
に
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
だ

が
、
実
際
個
々
人
の
体
が
置
か
れ
て
い
る
現
実
的
空
間
に
は
他

者
は
お
ら
ず
、
な
ん
な
ら
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
体
勢
で
参
加
し
た

り
、
あ
る
い
は
こ
っ
そ
り
と
別
の
本
や
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
り
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
対
面
で
会
読
し
て
い
た
時
で
も
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
机
の
下
に
隠
し
な
が
ら
検
索
す
る
こ
と
も
や

っ
て
は
い
た
が
、
今
ほ
ど
堂
々
と
パ
ソ
コ
ン
を
開
い
て
ネ
ッ
ト

で
調
べ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
私
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し

た
緊
張
感
と
リ
ラ
ッ
ク
ス
感
が
同
時
に
存
在
す
る
の
は
オ
ン
ラ

イ
ン
読
書
会
な
ら
で
は
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
会
読
の
場

に
限
ら
ず
、
個
人
的
と
集
団
的
な
面
を
併
せ
持
つ
点
で
は
、
あ

ら
ゆ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
行
事
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
意
味

で
、
昨
今
の
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
日
常
は
臆
病
な
私
に
と
っ
て
本

当
に
気
楽
で
あ
る
。
強
い
て
い
え
ば
、
そ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
私

の
よ
う
な
顔
音
痴
は
永
遠
に
人
の
顔
が
覚
え
ら
れ
な
く
な
る
こ

と
、
そ
し
て
会
が
終
わ
っ
て
か
ら
の
楽
し
み
と
な
る
飲
み
会
が

な
く
な
る
こ
と
く
ら
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
は
い
え
、
人
の
顔
が
覚
え
ら
れ
な
い
、
そ
し
て
飲
み
会
を

は
じ
め
と
し
た
社
会
的
交
流
が
途
絶
え
た
こ
と
は
や
は
り
日
常

の
大
き
な
楽
し
み
を
奪
っ
た
こ
と
に
な
る
。
私
の
顔
音
痴
が
さ
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ら
に
重
症
化
し
な
い
た
め
に
も
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
一
日
も
早

く
終
息
し
て
、
気
兼
ね
な
く
対
面
で
集
ま
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
心
か
ら
願
っ
て
い
る
。
ま
た
、
万
が
一
私
と
す
れ
違
っ
た

際
に
私
か
ら
な
ん
ら
反
応
も
な
か
っ
た
ら
、
こ
の
人
は
顔
音
痴

だ
と
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
、
そ
し
て
ど
う
か
そ
の
無
礼
を
お

許
し
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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N
egation in M

u-nya.　

林
範
彦
・
池
田
巧
（
共
編
）『
シ
ナ
＝
チ
ベ

ッ
ト
系
諸
言
語
の
文
法
現
象
５　

否
定
の
多
様
性
』

 

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

二
月

D
irectional prefixes in T

angut and M
u-nya : A

 Contrastive 
Study.

（
共
著
）　

荒
川
慎
太
郎
・
池
田
巧
（
共
編
）『
シ
ナ
＝
チ
ベ

ッ
ト
系
諸
言
語
の
文
法
現
象
３　

方
向
接
辞
の
機
能
』

 

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

二
月

D
irectional prefixes in M

u-nya.　

荒
川
慎
太
郎
・
池
田
巧
（
共

編
）『
シ
ナ
＝
チ
ベ
ッ
ト
系
諸
言
語
の
文
法
現
象
３　

方
向
接
辞
の

機
能
』 

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

二
月

石
　
井
　
美
　
保

「
止
ま
っ
た
時
間
」
を
生
き
る
―
学
校
事
故
を
め
ぐ
る
倫
理
的
応
答
の

軌
跡 

文
化
人
類
学　

八
六
巻
二
号　

九
月

T
he Code of Pangolins : Interspecies Ethics in the Face of 
SA
RS-CoV

-2 Current A
nthropology 62

（5

） 

十
月

解
説　

ト
ム
・
ヴ
ァ
ン
・
ド
ゥ
ー
レ
ン
『
フ
ラ
イ
ト
・
ウ
ェ
イ
ズ
』

 

現
代
思
想　

五
〇
巻
一
号　

一
月

◉
官
能
の
人
類
学
―
感
覚
論
的
転
回
を
超
え
て
（
共
編
著
）

 

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版　

三
月

序
章
（
共
著
）　

石
井
美
保
・
岩
谷
彩
子
・
金
谷
美
和
・
河
西
瑛
里
子

編
『
官
能
の
人
類
学
―
感
覚
論
的
転
回
を
超
え
て
』

 

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版　

三
月

ゾ
ー
エ
ー
の
海
に
身
を
浸
す
―
妖
術
者
と
女
性
司
祭
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ

テ
ィ
と
官
能
性　

石
井
美
保
・
岩
谷
彩
子
・
金
谷
美
和
・
河
西
瑛
里

子
編
『
官
能
の
人
類
学
―
感
覚
論
的
転
回
を
超
え
て
』

 

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版　

三
月

石
　
川
　
禎
　
浩

結
党
一
〇
〇
年
を
迎
え
る
中
国
共
産
党
：
成
立
ま
で
の
歴
史
に
残
る
さ

ま
ざ
ま
な
〝
謎
〞 

オ
ン
ラ
イ
ン
雑
誌N

ippon

コ
ム　

四
月
二
日

◉
中
国
共
産
党
、
そ
の
百
年 

筑
摩
書
房　

六
月

◉〝
紅
星
〞
―
世
界
是
如
何
知
道
毛
沢
東
的
？

 

北
京
大
学
出
版
社　

六
月

「
革
命
党
」
の
本
質
変
わ
ら
ず
／
大
国
率
い
る
政
権
党
、
問
わ
れ
る
役

割 

時
事
通
信
配
信
記
事　

六
月
三
十
日

記
念
と
展
示
に
見
る
中
国
共
産
党
第
一
回
代
表
大
会

 

学
士
会
会
報　

九
四
九
号　

七
月

◉
中
国
共
産
党
成
立
史
（
増
訂
版
） 

香
港
中
文
大
学
出
版
社　

七
月

著
者
に
会
い
た
い
／
中
国
共
産
党
、
そ
の
百
年

 

朝
日
新
聞　

七
月
三
一
日
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読
書　
《
紅
星
照
耀
中
国
》
曽
経
過
毛
沢
東
的
審
査
嗎
？

 

文
匯
報　

八
月
四
日

序
二　

東
洋
文
庫
現
代
中
国
研
究
班
主
編
『
集
体
化
時
代
的
中
国
：
日

中
共
同
研
究
』 

東
洋
文
庫　

九
月

報
告
Ⅰ
／
結
党
か
ら
建
国
初
期 

中
国
研
究
月
報　

八
八
四
号　

十
月

第
三
三
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
賞
受
賞
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 

ア
ジ
ア
時
報　

五
七
一
号　

十
一
月

習
近
平
体
制
の
歴
史
決
議
／
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
論
点

 

毎
日
新
聞　

十
二
月
十
五
日

対
談　

中
共
成
立
史
的
考
據
原
則
（
毛
升
氏
と
） 

明
報　

一
月
十
八
日

対
談　

中
共
成
立
史
的
東
亜
背
景
（
毛
升
氏
と
） 

明
報　

一
月
二
五
日

受
賞
者
あ
い
さ
つ
（
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
賞
特
別
賞
）

 

ア
ジ
ア
時
報　

五
七
三
号　

一
月

◉H
ow
 the 

“Red Star

” R
ose : E

dgar Snow
 and E

arly Im
ages 

of M
ao Zedong, T

he Chinese U
niversity of H

ong K
ong 

Press 

一
月

受
賞
の
こ
と
ば

―
中
国
の
〝
偉
大
な
る
復
興
〞
／
理
想
達
成
の
先

は
？ 

遼　

八
二
号　

一
月

対
談　

中
共
「
一
大
」
以
来
的
党
史
変
化
（
毛
升
氏
と
）

 

明
報　

二
月
八
日

中
国
共
産
党
一
〇
〇
年
目
の
歴
史
決
議

 

国
際
問
題　

七
〇
五
号　

二
月

司
馬
遼
太
郎
賞
を
受
賞
し
て 

山
形
新
聞　

三
月
三
日

対
談　

毛
沢
東
と
習
近
平
（
池
上
彰
氏
と
）

 

文
藝
春
秋　

一
〇
〇
巻
四
号　

三
月

稲
　
葉
　
　
　
穣

漢
籍
史
料
か
ら
み
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン　

前
田
耕
作
・
山
内
和
也
編

『
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
知
る
た
め
の
70
章
』 

明
石
書
店　

九
月

◉
イ
ス
ラ
ー
ム
の
東
・
中
華
の
西
―
七
〜
八
世
紀
の
中
央
ア
ジ
ア
を
巡
っ

て 

臨
川
書
店　

三
月

稲
　
本
　
泰
　
生

◉
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ　

参
考
資
料
集　

仏
教
と
道
家
系
の
「
見
え

る
」
も
の
や
「
見
え
な
い
」
も
の
（
編
）

 

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

二
〇
二
一
年
三
月

編
集
後
記 

仏
教
芸
術　

七
号　

九
月

編
集
後
記 

仏
教
芸
術　

八
号　

三
月

岩
　
城
　
卓
　
二

◉
本
興
寺
文
書　

六
巻
（
共
編
） 

清
文
堂
出
版　

十
二
月

地
域
博
物
館
の
展
望
―
「
共
創
」
に
よ
る
「
社
会
総
掛
か
り
」
―

 

地
域
研
究
い
た
み　

五
一
号　

二
月

尼
崎
市
史
編
纂
と
尼
崎
郷
土
史
研
究
会
―
「
市
民
の
た
め
」
の
挫
折
と

成
熟
― 

み
ち
し
る
べ　

五
〇
号　

尼
崎
郷
土
史
研
究
会　

三
月

ウ
ィ
ッ
テ
ル
ン
　
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン

“Zen, M
otorcycles and Burning Buddhas

” H
ualin Interna-

tional Journal of Buddhist Studies 

（H
IJBS

）, 3, 1, 

五
月

 
https://dx.doi.org/10.15239/hijbs.03.02.06

“Digital T
exts in Practice

” Journal of the T
ext E

ncoding 
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Initiative 13, 

五
月

岡
　
澤
　
康
　
浩

◉
翻
訳　

ロ
レ
イ
ン
・
ダ
ス
ト
ン
、
ピ
ー
タ
ー
・
ギ
ャ
リ
ソ
ン
『
客
観

性
』（
共
訳
） 

名
古
屋
大
学
出
版
会　

八
月

書
評　

ロ
レ
イ
ン
・
ダ
ス
ト
ン
、
ピ
ー
タ
ー
・
ギ
ャ
リ
ソ
ン
『
客
観

性
』 

T
okyo A

cadem
ic Review

 of Books　

二
九
号　

九
月

新
刊
紹
介　

ロ
レ
イ
ン
・
ダ
ス
ト
ン
、
ピ
ー
タ
ー
・
ギ
ャ
リ
ソ
ン
『
客

観
性
』 

REPRE　

四
四
号　

三
月

岡
　
村
　
秀
　
典

◉
東
ア
ジ
ア
古
代
の
車
社
会
史 

臨
川
書
店　

七
月

◉
雲
岡
石
窟
的
考
古
学
研
究 
四
川
人
民
出
版
社　

十
月

舶
載
さ
れ
た
王
莽
宮
廷
鏡
―
大
阪
府
紫
金
山
古
墳
出
土
方
格
規
矩
四
神

鏡
の
鉛
同
位
体
比
分
析
か
ら 

史
林　

一
〇
四
巻
五
号　

九
月

千
石
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
漢
六
朝
青
銅
器
の
化
学
分
析
（
共
著
）

 

東
方
学
報　

九
六
冊　

十
二
月

菊
　
地
　
　
　
暁

趣
旨
説
明
：
近
代
／
戦
後
を
紡
ぎ
な
お
す
た
め
に

 

人
文
学
報　

一
一
七　

五
月

モ
ノ
を
は
こ
ぶ
ヒ
ト　

京
都
文
化
博
物
館
編
・
発
行
『
戦
後
京
都
の

「
色
」
は
ア
メ
リ
カ
に
あ
っ
た
！
カ
ラ
ー
写
真
が
描
く
〈
オ
キ
ュ
パ

イ
ド
・
ジ
ャ
パ
ン
〉
と
そ
の
後
』 

七
月

「
民
俗
写
真
」
研
究
、
道
半
ば

 

日
本
写
真
協
会
会
報　

四
八
〇　

九
月

さ
ら
に
い
く
つ
も
の
〈
こ
ど
も
風
土
記
〉
の
た
め
に
・
大
正
台
湾
編
―

『
台
湾
小
公
学
校
児
童
文
集
』
を
読
む
―　

大
塚
英
志
編
『
運
動
と

し
て
の
大
衆
文
化
：
協
働
・
フ
ァ
ン
・
文
化
工
作
』

 

　

水
声
社　

九
月

特
集　
「
東
ア
ジ
ア
の
民
俗
学
―
歴
史
と
課
題
―
」
趣
旨
説
明

 

人
文
学
報　

一
一
八　

十
一
月

〈
一
国
民
俗
学
史
〉
ノ
ム
コ
ウ
―
あ
る
い
は
、
比
較
民
俗
学
史
の
た
め

の
準
備
体
操
― 

人
文
学
報　

一
一
八　

十
一
月

〝
ゆ
る
ふ
わ
〞
保
護
制
度
と
生
活
の
な
か
の
遺
跡

 

遺
跡
学
研
究　

一
八　

十
二
月

◉
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
レ
ポ
ー
ト
選　

二
〇
二
一
（
編
著
）

 

京
都
大
学
民
俗
学
研
究
会　

十
二
月

書
評
：
文
化
の
創
造
の
あ
り
方
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
一
冊　

鵜
野
祐

介
『
子
ど
も
の
替
え
唄
と
戦
争
：
笠
木
透
の
ラ
ス
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
』

 

子
ど
も
の
文
化　

五
四
／
一　

一
月

◉
民
俗
学
入
門 

岩
波
新
書　

一
月

◉
記
念
誌　

市
川
秀
之
先
生
還
暦
記
念　

日
本
民
俗
学
講
習
会
（
編
著
）

 

同
会
世
話
人　

三
月

送
辞　

佐
藤
健
二
退
職
記
念
会
編
・
発
行
『
葦
を
編
む
：
佐
藤
健
二
の

仕
事
』 

三
月

倉
　
本
　
尚
　
徳

善
導
の
在
家
弟
子
に
見
る
臨
終
行
儀
―
新
出
「
念
弥
陀
仏
誦
弥
陀
経
行

者
」
墓
誌
銘
に
つ
い
て
―
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印
度
學
佛
教
學
研
究　

七
〇
巻
一
号　

十
二
月

北
斉
の
仏
教　

氣
賀
澤
保
規
監
修
『
中
国
史
書
入
門
：
現
代
語
訳
北
斉

書
』 

勉
誠
出
版　

十
二
月

翻
訳　

李
百
藥　

氣
賀
澤
保
規
監
修
『
中
国
史
書
入
門
：
現
代
語
訳
北

斉
書
』 

勉
誠
出
版　

十
二
月

呉
　
　
　
孟
　
晋

（
動
向
）
美
術　
『
中
国
年
鑑
二
〇
二
一
』 

中
国
研
究
所　

五
月

修
理
報
告　

国
宝
絹
本
著
色
宮
女
図
（
伝
桓
野
王
図
）（
岡
岩
太
郎
と

共
著
） 

学
叢　

四
三
号　

六
月

作
品
解
説　
『
特
別
企
画　

オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
×
ニ
ッ
ポ
ン
・
ビ
ジ
ュ
ツ
』

展
図
録 
京
都
国
立
博
物
館　

六
月

作
品
解
説　
『
特
別
展　

京
（
み
や
こ
）
の
国
宝
―
守
り
伝
え
る
日
本

の
た
か
ら
―
』
展
図
録

 

文
化
庁
・
京
都
国
立
博
物
館
・
読
売
新
聞
社　

七
月

明
・
林
良
筆　

老
松
棲
鷲
図　
（
特
輯　

明
清
絵
画
の
新
た
な
視
点
）

 

國
華　

一
五
一
〇
号　

八
月

「
臥
遊
千
里
図
画
冊
」（
唐
招
提
寺
蔵
）
に
つ
い
て

 

大
和
文
華　

一
三
九
号　

九
月

作
品
解
説　
『
特
別
展　

畠
山
記
念
館
の
名
品
―
能
楽
か
ら
茶
の
湯
、

そ
し
て
琳
派
―
』
展
図
録

　
　
　
　
　

 

京
都
国
立
博
物
館
・
畠
山
記
念
館
・
日
本
経
済
新
聞
社
・

Ｎ
Ｈ
Ｋ
京
都
放
送
局
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
近
畿　

 

十
月

国
を
う
ご
か
す
動
物
た
ち
―
民
国
期
中
国
に
お
け
る
嶺
南
画
派
の
猛

獣
・
猛
禽
画
に
つ
い
て
―
（
特
集　

ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
・
レ
ト
リ
ッ
ク

再
考
） 

美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
二
一　

四
四
号　

十
二
月

「
旧
王
孫
」
が
紡
い
だ
詩
画
の
縁
―
溥
儒
と
須
磨
弥
吉
郎
、
そ
し
て
伊

藤
紫
虹
の
「
合
作
」
に
つ
い
て
―　

板
倉
聖
哲
・
塚
本
麿
充
編
『
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
と
ア
ー
カ
イ
ヴ
―
東
ア
ジ
ア
美
術
研
究
の
可
能
性
―
』

 

勉
誠
出
版　

十
二
月

交
友
と
協
業
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
―
野
﨑
家
と
森
家
に
あ
る
来
舶
清
人
の

書
画
に
つ
い
て
―　
『
関
西
中
国
書
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
研
究
会
設
立

十
周
年
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書　

中
国
書
画
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
時
空
』 

関
西
中
国
書
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
研
究
会　

三
月

第
四
五
章　

美
術
―
台
湾
を
い
か
に
魅
せ
る
か
―
／
第
四
六
章　

演
劇

―
伝
統
と
現
代
、
そ
れ
ぞ
れ
の
試
み
―　

赤
松
美
和
子
・
若
松
大
祐

編
著
『
台
湾
を
知
る
た
め
の
七
二
章
』 

明
石
書
店　

三
月

古
　
勝
　
隆
　
一

◉
漢
唐
注
疏
写
本
研
究 

社
会
科
学
文
献
出
版
社　

五
月

隋
朝
に
お
け
る
一
切
経
書
写
の
意
義
―
「
宝
台
経
蔵
」
を
め
ぐ
っ
て　

伊
東
貴
之
編
『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
秩
序
』 

汲
古
書
院　

十
月

礼
体
系
の
継
承
と
変
容
―
性
差
の
観
点
か
ら　

冨
谷
至
編
『
岩
波
講
座　

世
界
歴
史
』
第
五
巻 

岩
波
書
店　

十
一
月

◉
中
国
中
古
の
学
術
と
社
会 

法
藏
館　

十
二
月

『
文
史
通
義
』
内
篇
四
譯
注
（
共
訳
）

 

東
方
学
報　

第
九
六
冊　

十
二
月
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小
　
関
　
　
　
隆

◉
イ
ギ
リ
ス1960

年
代
：
ビ
ー
ト
ル
ズ
か
ら
サ
ッ
チ
ャ
ー
へ

 

中
央
公
論
新
社　

五
月

European Crisis in H
istorical Perspectives 

（w
ith Serena 

Ferente
） 

Zinbun　

no. 52　

三
月

Book Review
 : D
avid Cannadine, V

ictorious Century : T
he 

U
nited K

ingdom
, 1800

―1906

’ （w
ith Shusaku K

anazaw
a

） 
T
he E

ast A
sian Journal of British H

istory vol.  8　

 

四
月

ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
書
評
：
新
書
に
お
け
る
歴
史
叙
述
を
め
ぐ
っ
て　

小

関
隆
著
『
イ
ギ
リ
ス1960
年
代
―
ビ
ー
ト
ル
ズ
か
ら
サ
ッ
チ
ャ
ー
へ

―
』、
金
澤
周
作
著
『
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
帝
国
―
も
う
ひ
と
つ
の
イ
ギ

リ
ス
近
現
代
史
―
』
を
読
む
（
金
澤
周
作
と
の
共
著
）

 

女
性
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
歴
史　

九
号　

二
月

小
　
堀
　
　
　
聡

◉
社
会
経
済
史
学
事
典
（
共
編
著
） 
丸
善
出
版　

六
月

編
集
後
記 

社
会
経
済
史
学　

八
七
巻
二
号　

八
月

Book Review
 : N
ishino, T

oshiaki. N
ihon chiiki denka-shi ron : 

Jūm
in ga denki o tom

oshita rekishi ni m
anabu 

﹇T
he 

history of rural electrification in Japan  : Learning from
 

cases in w
hich regional residents prom

oted electrifica-
tion

﹈. T
okyo : N

ihon K
eizai H

yōronsha, 2020. Japanese 
R
esearch in Business H

istory 

（38

）. 

十
二
月

産
業
政
策
の
展
開
―
商
工
省
と
大
阪
府
・
大
阪
市　

エ
ネ
ル
ギ
ー
革
命

と
公
害
―
技
術
革
新
と
住
民
運
動　

平
井
健
介
・
島
西
智
輝
・
岸
田

真
編
『
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
日
本
経
済
史
―
徳
川
期
か
ら
安
定
成
長
期
ま

で
』 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

十
二
月

佐
　
藤
　
淳
　
二

啓
蒙
へ
の
問
い　

相
澤
ほ
か
共
著
『
狂
い
咲
く
、
フ
ー
コ
ー
』

 

読
書
人
新
書　

八
月

白
　
須
　
裕
　
之

『
文
史
通
義
』
內
篇
四
譯
注 

東
方
学
報　

九
六
冊　

十
二
月

瀬
戸
口
　
明
　
久

進
化
論　

野
生
生
物　

農
薬
と
害
虫　

生
物
多
様
性　

日
本
科
学
史
学

会
編
『
科
学
史
事
典
』 

丸
善
出
版　

五
月

自
然
保
護　

社
会
経
済
史
学
会
編
『
社
会
経
済
史
学
事
典
』

 

丸
善
出
版　

六
月

◉
翻
訳　

ロ
レ
イ
ン
・
ダ
ス
ト
ン
、
ピ
ー
タ
ー
・
ギ
ャ
リ
ソ
ン
『
客
観

性
』（
共
訳
） 

名
古
屋
大
学
出
版
会　

八
月

書
評　

岡
本
拓
司
『
近
代
日
本
の
科
学
論
』

 

図
書
新
聞　

三
五
〇
九
号　

八
月

コ
メ
ン
ト 

生
物
学
史
研
究　

一
〇
一
号　

十
二
月

反
科
学
論　

塚
原
東
吾
ほ
か
編
著
『
よ
く
わ
か
る
現
代
科
学
技
術
史
・

Ｓ
Ｔ
Ｓ
』 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

二
月

髙
　
井
　
た
か
ね

◉
翻
訳　

楊
鴻
勛
『
唐
長
安　

大
明
宮
』
上
・
下
（
共
訳
）
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科
学
出
版
社
東
京
・
ゆ
ま
に
書
房　

五
月

高
　
木
　
博
　
志

戦
争
前
夜
の
寿
岳
文
章　
『
寿
岳
文
章　

人
と
仕
事　

展
』

 

向
日
市
文
化
資
料
館　

三
月

明
治
維
新
と
京
都
御
所　

グ
リ
ー
ン
パ
ワ
ー

 

森
林
文
化
協
会　

五
〇
九　

六
月

近
代
天
皇
制
と
「
陵
墓
」　

陵
墓
限
定
公
開
40
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
実
行
委
員
会
編
『
文
化
財
と
し
て
の
「
陵
墓
」
と
世
界
遺
産
：

「
陵
墓
限
定
公
開
」
40
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』 

新
泉
社　

六
月

社
会
を
描
く
―
笠
木
治
郎
吉
「
下
校
の
子
供
た
ち
」
と
星
野
画
廊　

『
企
画
展
示　

学
び
の
歴
史
像
―
わ
た
り
あ
う
近
代
』

 

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館　

十
月

序
論　

京
都
の
近
代
―
美
術
・
工
芸
と
教
育
の
歩
み
を
重
ね
て　
『
美

術
の
教
育
／
教
育
の
美
術
』

 

京
都
工
芸
繊
維
大
学
・
美
術
工
芸
資
料
館　

十
月

意
見
書
・
近
現
代
大
嘗
祭
の
歴
史
的
特
質　

京
都
・
主
基
田
抜
穂
の
儀

違
憲
訴
訟
（
京
都
地
方
裁
判
所
） 
一
月

近
代
天
皇
制
と
洞
村
移
転　

朝
治
武
・
黒
川
み
ど
り
編
『
近
代
の
部
落

問
題
』 

解
放
出
版
社　

三
月

寿
岳
文
章
と
向
日
庵
本
時
代　

向
日
庵
５

 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
向
日
庵　

三
月

電
車
が
生
駒
に
や
っ
て
き
た　
『
生
駒
歴
史
タ
イ
ム
ス
』
創
刊
号

 

生
駒
市
図
書
館
・
市
史
編
さ
ん
係　

三
月

京
都
時
代
、
竹
久
夢
二
の
ロ
マ
ン
主
義
と
花
街
・
遊
廓

 

竹
久
夢
二
研
究
（
竹
久
夢
二
学
会
誌
）　

三
号　

三
月

高
　
階
　
絵
里
加

東
京
美
術
学
校
時
代　

ベ
ル
ギ
ー
留
学
時
代　

黄
海
海
戦
を
描
く　

『
近
代
文
化
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク　

太
田
喜
二
郎
の
周
辺
』（
共
編
）

 

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
み
や
こ
の
学
術

 

資
源
研
究
・
活
用
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

十
二
月

竹
久
夢
二
《
西
海
岸
の
裸
婦
》
に
つ
い
て
の
試
論

 

竹
久
夢
二
研
究　

三
号　

三
月

竹
　
沢
　
泰
　
子

『
環
太
平
洋
地
域
の
移
動
と
人
種
』
を
語
る
―
序
論
と
拙
論
か
ら

 

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
研
究
会
ニ
ュ
ー
ス　

九
〇　

五
月

Japan

’s M
odernization and Self Construction Betw

een 
W
hite and Y

ellow
. Shona H

U
N
T
ER and Christi van 

der W
EST

H
U
IZEN

 

（eds.

） T
he R

outledge H
andbook of 

Critical Studies in W
hiteness, London  : Routledge. 

一
月

◉
人
種
主
義
と
反
人
種
主
義
―
越
境
と
転
換　

竹
沢
泰
子
×
ジ
ャ
ン=

フ

レ
デ
リ
ッ
ク
・
シ
ョ
ブ
編 

京
都
大
学
学
術
出
版
会　

三
月

序
論　

非
英
語
圏
か
ら
の
共
同
発
信
の
試
み
（
ジ
ャ
ン=

フ
レ
デ
リ
ッ

ク
・
シ
ョ
ブ
と
共
著
）

「
人
種
」
と
「
文
明
」　

明
治
期
の
教
科
書
記
述
に
み
る
世
界
認
識
の
変

容
遺
伝
的
祖
先
と
人
種
の
解
体
／
再
生　

解
説　

遺
伝
子
検
査
に
よ
る
祖

先
（
ル
ー
ツ
）
検
査
と
は
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◉Y
asuko T

akezaw
a et Jean-Frédéric Schaub eds. La race 

objet des sciences sociales, un dialogue franco-japonais,
（
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
）École des hautes études en scienc-

es sociales 

三
月

T
heorizing People of M

ixed Race in the Pacific and the 
A
tlantic 

（Stephen Sm
all

と
共
著
）. Social Sciences

（
オ
ー
プ

ン
ア
ク
セ
ス
）
十
一
（
三
） 

三
月

「
人
種
」
は
見
え
る
も
の
か　

社
会
的
に
作
ら
れ
る
認
識
を

 

朝
日
新
聞　

三
月
八
日

立
　
木
　
康
　
介

◉
狂
い
咲
く
、
フ
ー
コ
ー
―
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

人
文
研
ア
カ

デ
ミ
ー　
『
フ
ー
コ
ー
研
究
』
出
版
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
全
記
録
＋

（
プ
ラ
ス
）（
共
著
） 

読
書
人　

八
月

〈
物
〉
の
秘
密
―
フ
ロ
イ
ト
の
リ
ア
リ
テ
ィ
論
か
ら
ラ
カ
ン
の
「
現
実

界
」
へ 

思
想
（
岩
波
書
店
）　

二
〇
二
一
年
第
八
号　

八
月

ラ
カ
ン
の
い
る
風
景
―
フ
ラ
ン
ス
精
神
分
析
史
の
な
か
の
ラ
プ
ラ
ン
シ

ュ 

精
神
分
析
研
究　

第
六
五
巻
四
号　

十
一
月

◉
翻
訳　

ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
ワ
ッ
セ
ル
マ
ン
『
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
の
黄

金
の
聖
櫃
―
〈
詩
人
大
使
〉
の
文
化
創
造
と
そ
の
遺
産
』（
共
訳
）

 

水
声
社　

三
月

都
　
留
　
俊
太
郎

現
代
台
湾
の
地
方
志
編
纂
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

 

歴
史
評
論　

八
五
五
号　

七
月

直
　
野
　
章
　
子

針
路
二
一　

コ
ロ
ナ
禍
の
子
ど
も　

ま
た
歌
え
な
く
な
っ
た

 

神
戸
新
聞　

五
月
二
四
日

第
五
回
「
原
発
と
人
権
」
全
国
研
究
・
市
民
交
流
集
会in

ふ
く
し
ま　

分
科
会
「
人
間
と
核
の
関
係
を
考
え
る
」
報
告　

日
本
政
府
の
核
政

策
と
被
爆
者
対
策
―
被
害
認
識
と
正
義
回
復
へ
の
遠
い
道
の
り

 

反
核
法
律
家　

一
〇
七
号　

六
月

現
代
の
こ
と
ば　

引
き
裂
か
れ
た
親
子

 

京
都
新
聞
（
夕
刊
）　

八
月
五
日

「
黒
い
雨
」
被
爆
者
認
定
―
戦
争
遂
行
の
責
任
果
た
せ

 

共
同
通
信
配
信
（
長
崎
新
聞
、
西
日
本
新
聞
、
東
京
新
聞
ほ
か
）

 

　

八
月
六
日
ほ
か

針
路
二
一　

平
和
主
義
の
実
践　

子
ど
も
に
ど
う
教
え
れ
ば

 

神
戸
新
聞　

八
月
三
十
日

「
原
爆
の
絵
」
に
み
る
被
爆
の
記
憶

 

広
島
平
和
記
念
資
料
館
資
料
調
査
研
究
会
研
究
報
告　

第
一
七
号

 

　

九
月

現
代
の
こ
と
ば　

コ
ロ
ナ
禍
の
格
差
拡
大
と
子
ど
も
の
貧
困

 

京
都
新
聞
（
夕
刊
）　

十
月
二
六
日

現
代
の
こ
と
ば　
「
被
爆
体
験
の
継
承
」
再
考

 

京
都
新
聞
（
夕
刊
）　

一
月
十
四
日

現
代
の
こ
と
ば　

空
襲
被
害
と
「
受
忍
論
」

 

京
都
新
聞
（
夕
刊
）　

三
月
十
七
日

針
路
二
一　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
と
核　

危
機
に
乗
じ
た
「
共
有
」
論

 

神
戸
新
聞　

三
月
二
八
日
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永
　
田
　
知
　
之

上
野
本
《
文
選
》
小
議　

卞
東
波
編
『
縞
紵
風
雅　

第
二
届
南
京
大
学

域
外
漢
籍
研
究
国
際
学
術
研
討
会
論
文
集
』 

中
華
書
局　

十
二
月

『
文
史
通
義
』
内
篇
四
訳
注
（
共
訳
） 

東
方
学
報　

九
六
冊　

十
二
月

詩
歌
に
伴
う
書
簡
―
『
万
葉
集
』
と
唐
代
前
期
ま
で
の
詩
の
贈
答
を
通

し
て
―　

鉄
野
昌
弘
・
奥
村
和
美
編
『
萬
葉
集
研
究
』
四
一
集

 

塙
書
房　

二
月

中
　
西
　
竜
　
也

二
〇
二
一
年
度　

龍
谷
史
学
会　

定
期
総
会
講
演
録　

中
国
ム
ス
リ
ム

研
究
の
魅
力
と
課
題 
龍
谷
史
壇　

一
五
三
号　

十
二
月

明
清
時
代
の
ム
ス
リ
ム
―
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
い
か
に
存
続
し
た
か　

吉
澤
誠
一
郎
監
修
『
論
点
・
東
洋
史
学
―
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
へ
の

問
い158

』 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

一
月

野
　
原
　
将
　
揮

学
会
展
望
・
文
字
・
訓
詁

 

日
本
中
国
学
会
報　

七
三
集
／
中
国
語
学　

二
六
八
号

◉
秦
簡
牘
通
假
例 

セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
二
〇
二
一　

二
月

说
｛
狗
｝（
共
著
） 

岩
田
礼
教
授
栄
休
紀
念
論
文
集　

三
月

平
　
岡
　
隆
　
二

江
戸
の
天
文
暦
学
：
西
洋
天
文
学
知
の
多
様
な
自
己
化　

日
本
科
学
史

学
会
編
『
科
学
史
事
典
』 

丸
善
出
版　

五
月

沢
野
忠
庵
、
ビ
ュ
ル
ゲ
ル
、
西
学
書
、
坤
輿
万
国
全
図
、
長
崎
遊
学　

洋
学
史
学
会
監
修
・
青
木
歳
幸
ほ
か
編
『
洋
学
史
研
究
事
典
』

 

思
文
閣
出
版　

九
月

D
eciphering A

ristotle w
ith Chinese M

edical Cosm
ology : 

N
anban U

nkiron and the Reception of Jesuit Cosm
olo-

gy in Early M
odern Japan.　

Bill M
. M
ak and Eric H

un-
tington 

（eds.

） O
verlapping Cosm

ologies in A
sia : T

rans-
cultural and Interdisciplinary A

pproaches, Brill. 

一
月

長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
収
蔵
「
伊
能
図
」　

平
井
松
午
・
島
津
美
子
編

『〈
稿
本
・
大
名
家
本
〉
伊
能
図
研
究
図
録
』 

創
元
社　

三
月

東
西
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
出
会
い
と
キ
リ
シ
タ
ン
文
献　

岸
本
恵
美
・
白

井
純
編
『
キ
リ
シ
タ
ン
語
学
入
門
』 

八
木
書
店　

三
月

福
　
谷
　
　
　
彬

『
文
史
通
義
』
內
篇
四
譯
注 

東
方
学
報　

九
六
冊　

十
二
月

『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
抄
訳
（
三
）
―
「
廷
対
」
訳
注
（
２

）
―

 

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想　

三
〇
号　

一
月

福
　
家
　
崇
　
洋

二
〇
二
〇
年
の
歴
史
学
界
―
回
顧
と
展
望
―　

思
想

 

史
学
雑
誌　

一
三
〇
巻
五
号　

五
月

松
尾
尊
兊
と
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
研
究

 

人
文
学
報　

一
一
七
号　

五
月

宮
崎
家
所
蔵
宮
崎
滔
天
関
係
資
料
目
録

 

人
文
学
報　

一
一
七
号　

五
月

社
会
運
動
の
諸
相　

筒
井
清
忠
編
『
大
正
史
講
義
』
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筑
摩
書
房　

七
月

国
家
改
造
運
動　

筒
井
清
忠
編
『
大
正
史
講
義
』 

筑
摩
書
房　

七
月

三
谷
太
一
郎
と
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論　

吉
野
作
造
の
時
代
と
そ
の

後
』 

日
本
史
研
究　

七
〇
八
号　

八
月

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
再
考　

戦
後
民
主
主
義
と
の
関
連
か
ら

 

二
十
世
紀
研
究　

二
二
号　

十
二
月

◉
近
代
文
化
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク　

太
田
喜
二
郎
の
周
辺
（
共
編
）

 
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
み
や
こ
の
学
術

 
資
源
研
究
・
活
用
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

十
二
月

満
洲
事
変
と
十
月
事
件 
中
央
公
論　

一
三
六
巻
一
号　

十
二
月

大
正
時
代
の
関
西　

上　

社
会
に
ど
う
向
き
合
う　

河
上
肇
の
問
い

 

毎
日
新
聞
（
夕
刊
）　

一
月
十
五
日

日
本
遺
族
会
と
靖
国
神
社
国
家
護
持
運
動　

蘭
信
三
・
石
原
俊
・
一
ノ

瀬
俊
也
・
佐
藤
文
香
・
西
村
明
・
野
上
元
・
福
間
良
明
編
『
シ
リ
ー

ズ
戦
争
と
社
会
四　

言
説
・
表
象
の
磁
場
』 
岩
波
書
店　

二
月

書
評　

黒
川
伊
織
『
戦
争
・
革
命
の
東
ア
ジ
ア
と
日
本
の
コ
ミ
ュ
ニ
ス

ト
』 

歴
史
評
論　

八
六
二
号　

二
月

初
期
社
会
主
義
と
部
落
問
題　

朝
治
武
・
黒
川
み
ど
り
・
内
田
龍
史
編

『
近
現
代
日
本
の
部
落
問
題
一　

近
代
の
部
落
問
題
』

 

解
放
出
版
社　

三
月

養
徳
社
の
誕
生　

奈
良
県
立
大
学
ユ
ー
ラ
シ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
奈

良
県
立
大
学
ユ
ー
ラ
シ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
叢
書　

三　

奈
良
に

蒔
か
れ
た
言
葉　

近
世
・
近
代
の
思
想
』

 

京
阪
奈
情
報
教
育
出
版　

三
月

藤
　
井
　
律
　
之

『
文
史
通
義
』
内
篇
四
訳
注 

東
方
学
報　

九
六
冊　

十
二
月

藤
　
野
　
志
　
織

関
西
日
仏
学
館
と
女
性
た
ち
―
九
条
山
時
代
（
一
九
二
七
―

三
六
）
に

お
け
る
女
子
部
の
活
動
を
中
心
に
―

 

人
文
學
報　

一
一
七
巻　

五
月

抄
訳　

シ
ャ
ル
ル
・
グ
ロ
ボ
ワ
「
中
国
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
語
と
ア
リ

ア
ン
ス
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
役
割
（
抄
）
」

 

人
文
學
報　

一
一
七
巻　

五
月

ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
に
お
け
る
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
問
い
―
「
あ
り
の

ま
ま
」
の
記
述
に
つ
い
て
の
一
考
察

 

フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究　

一
一
九
巻　

八
月

藤
　
原
　
辰
　
史

歴
史
の
屑
拾
い
12　

非
人
間
の
歴
史
学
（
１

）

 

群
像
四
月
号　

七
六
巻
四
号　

四
月

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
一
講　

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ

ン
の
精
神 

ク
ー
ヨ
ン
四
月
号　

二
六
巻
四
号　

四
月

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
二
講　

育
て
る
と
は
何
か

 

ク
ー
ヨ
ン
五
月
号　

二
六
巻
五
号　

四
月

解
説　

ス
マ
ー
ト
さ
と
真
逆
の
世
界
を
描
く
「
ザ
ラ
ザ
ラ
感
の
濃
い

本
」
を
読
む 

朝
日
新
聞　

四
月
三
日

病
人
の
治
療
だ
け
が
医
者
の
務
め
か　

チ
ャ
ペ
ッ
ク
『
白
い
病
』
の
問

い　

コ
ロ
ナ
の
時
代
の
想
像
力 

四
月
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い
い
人
生
は
、
い
い
社
会
か
ら

 
php

ス
ペ
シ
ャ
ル　

二
七
四
号　

四
月

書
評　

ア
ネ
ッ
テ
・
ヘ
ス
『
レ
ス
ト
ラ
ン
「
ド
イ
ツ
亭
」』

 

朝
日
新
聞　

四
月
十
七
日

藤
原
辰
史
先
生
の
農
の
教
室　

危
機
の
時
代
と
有
機
農
業

 
M
etrom

in. locarhythm

　

一
九
巻
四
号　

四
月

時
論
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹇
人
権
問
題
と
企
業
﹈
調
査
・
報
告
と
検
証
を

 

毎
日
新
聞　

四
月
二
二
日

書
評　

ヨ
ハ
ン
・
ハ
リ
『
麻
薬
と
人
間　

100

年
の
物
語　

薬
物
へ
の

認
識
を
変
え
る
衝
撃
の
事
実
』 

朝
日
新
聞　

四
月
二
四
日

災
い
は
ど
こ
に
濃
縮
さ
れ
て
い
く
の
か　

ア
ジ
ア
太
平
洋
資
料
セ
ン
タ

ー
編
『
コ
ロ
ナ
危
機
と
未
来
の
選
択
』 

コ
モ
ン
ズ　

四
月

歴
史
の
屑
拾
い
13　

非
人
間
の
歴
史
学
（
２

）

 

群
像
五
月
号　

七
六
巻
五
号　

五
月

表
皮
の
脱
領
域
的
思
考

 

文
藝
二
〇
二
一
年
夏
季
号　

六
〇
巻
二
号　

五
月

商
品
で
は
な
く
人
間
関
係
構
築
の
食
を

 

食
べ
も
の
通
信　

六
〇
三
号　

五
月

解
説　

SN
S

を
や
ら
な
い
理
由　

言
葉
の
発
酵　

時
間
必
要

 

山
陰
中
央
新
報　

五
月
二
日

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
三
講　

強
い
目
的
と
弱
い

目
的 

ク
ー
ヨ
ン
六
月
号　

二
六
巻
六
号　

五
月

対
談　

藤
原
辰
史
・
山
縣
良
和
「
循
環
と
分
解
か
ら
見
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
」 

Fashion T
ech N

ew
s　

五
月

解
説　
「
脱
炭
素
」
の
ま
や
か
し　

環
境
破
壊
の
現
実　

目
向
け
て

 

北
海
道
新
聞　

五
月
十
三
日

書
評　

ロ
ブ
・
ダ
ン
『
家
は
生
態
系
』 

朝
日
新
聞　

五
月
十
五
日

解
説　
「
子
ど
も
の
７

人
に
１

人
は
給
食
が
命
綱
」
と
い
う
日
本
の
貧

困　

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
機
能
す
る
「
共
同
の
食
事
の
場
」

 
W
O
RK
SIGH

T

　

五
月

時
論
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹇
沖
縄
・
戦
没
者
遺
骨
へ
の
冒
と
く
﹈
倫
理
総
崩
れ

に
歯
止
め
を 

毎
日
新
聞　

五
月
二
七
日　

五
月

対
談　

伊
藤
亜
紗
×
藤
原
辰
史　
「
ふ
れ
る
、
も
れ
る
」
社
会
を
ど
う

つ
く
る
？　

二
〇
二
一
年
春
／
夏
号　

ち
ゃ
ぶ
台
⑦　

特
集
：
ふ
れ

る
、
も
れ
る
、
す
く
わ
れ
る 

五
月

ふ
れ
あ
い
再
考　

二
〇
二
一
年
春
／
夏
号　

ち
ゃ
ぶ
台
⑦　

特
集
：
ふ

れ
る
、
も
れ
る
、
す
く
わ
れ
る 

五
月

日
々
の
ご
は
ん　

今
、
ゆ
る
く
な
い
の
は
な
ぜ
？

 

母
の
友　

六
月
号　

八
一
七
号　

六
月

土
壇
場
の
環
境
思
想
―
生
産
か
ら
分
解
へ

 
express　

一
〇
巻
六
号　

六
月

歴
史
の
屑
拾
い
14　

事
件
の
背
景
（
１

）

 

群
像
六
月
号　

七
六
巻
六
号　

六
月

書
評　

岩
井
克
人
・
生
源
寺
眞
一
・
溝
端
左
登
史
・
内
田
由
紀
子
・
小

島
大
造
「
資
本
主
義
と
倫
理
：
分
断
社
会
を
こ
え
て
」

 

農
業
経
済
研
究　

九
三
巻
一
号　

六
月

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学　

第
四
講　

食
堂
付
属
大
学

 

ク
ー
ヨ
ン
七
月
号　

二
六
巻
七
号　

六
月

書
評　

星
野
智
幸
『
植
物
忌
』 

朝
日
新
聞　

六
月
五
日

対
談　

藤
原
辰
史
×
森
田
真
生　
「
危
機
」
の
時
代
の
新
し
い
地
図
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新
潮
二
〇
二
一
年
七
月
号　

一
〇
八
巻
七
号　

六
月

解
説　

コ
ロ
ナ
禍
が
浮
き
彫
り
に
し
た
課
題

 

宮
城
保
険
医
新
聞　

六
月
十
五
日

対
談　

藤
原
辰
史
×
古
村
伸
宏　

コ
ロ
ナ
禍
と
労
協
法
制
定
か
ら
未
来

社
会
と
そ
の
研
究
の
展
望
を
探
る
〜
実
践
と
研
究
、
そ
し
て
分
野
を

越
境
し
て
〜 

協
同
の
發
見　

三
四
三
号　

六
月

「
子
ど
も
」
か
ら
読
む
現
代
史　

連
載
第
一
回　

子
ど
も
か
ら
現
代
史

を
考
え
る
構
え 

は
ら
っ
ぱ　

三
九
七
号　

六
月

解
説　

そ
れ
は
何
か
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
が
起
こ
る
前
触
れ　

集
英
社

新
書
編
集
部
編
『「
自
由
」
の
危
機
―
息
苦
し
さ
の
正
体
―
』

 

集
英
社　

六
月

新
・
植
物
考　

第
五
回　

種
に
つ
い
て
（
２

）
 

生
き
の
び
る
ブ
ッ
ク
ス　

六
月

時
論
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹇
北
陸
新
幹
線
延
長
﹈
環
境
へ
の
負
荷
大
、
撤
退
を

 

毎
日
新
聞　

六
月
二
四
日

歴
史
の
屑
拾
い
15　

事
件
の
背
景
（
２

）

 

群
像
七
月
号　

七
六
巻
七
号　

七
月

遊
び
の
名
手　
『
虚
無
思
想
研
究
』
20
終
刊
号
《
辻
潤
全
集
未
収
録
作

品
／
辻
潤
関
係
資
料
の
発
掘
・
収
録
＋
創
造
的
虚
無
思
想
へ
の
オ
マ

ー
ジ
ュ
》 

七
月

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
五
講　

厳
し
さ
に
つ
い
て

 

ク
ー
ヨ
ン
八
月
号　

二
六
巻
八
号　

七
月

書
評　

川
満
彰
『
沖
縄
戦
の
子
ど
も
た
ち
』 

朝
日
新
聞　

七
月
三
日

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

日
本
の
農
業
は
守
れ
る
か
（
上
）

 

週
刊
金
曜
日　

一
三
三
六
号　

七
月

補
欠
の
眼
力　

ア
マ
チ
ュ
ア
精
神
失
っ
て
い
な
い
か

 

山
陰
中
央
新
報　

七
月
十
一
日

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

誰
か
と
囲
む
食
の
可
能
性

 

毎
日
新
聞
（
夕
刊
）　

七
月
十
二
日

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

日
本
の
農
業
は
守
れ
る
か
（
下
）

 

週
刊
金
曜
日　

一
三
三
七
号　

七
月

対
談　

藤
原
辰
史
×
佐
藤
優　

生
き
方
さ
が
し
の
道
し
る
べ

 
FILT

二
〇
二
一
年
八
・
九
月
号　

一
一
二
号　

七
月

時
論
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹇
東
京
五
輪
﹈
虚
飾
の
国
の
内
実
さ
ら
す

 

毎
日
新
聞　

七
月
二
二
日

2021

年
上
半
期　

読
書
ア
ン
ケ
ー
ト

 

図
書
新
聞　

三
五
〇
五
号　

七
月

書
評　

伊
藤
絵
理
子
『
清
六
の
戦
争　

あ
る
従
軍
記
者
の
軌
跡
』

 

朝
日
新
聞　

七
月
三
一
日

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　
〈
対
話
編
〉
寄
せ
場
と
「
縁
食
」。（
上
）

 

潮
八
月
号　

七
五
〇
号　

八
月

子
ど
も
の
商
品
化
に
抗
す
る
思
想 

教
育　

九
〇
七
号　

八
月

対
談　

篠
原
聡
子
×
藤
原
辰
史　

ゆ
る
や
か
な
集
ま
り
の
ル
ー
ル
―
食

を
通
し
て
考
え
る
、
関
係
性
の
あ
り
か
た

 

新
建
築
二
〇
二
一
年
八
月
号　

九
六
巻
一
〇
号　

八
月

歴
史
の
屑
拾
い
16　

歴
史
と
文
学
（
１

） 

群
像
八
月
号　

八
月

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
六
講　

公
害
に
つ
い
て

 

ク
ー
ヨ
ン
九
月
号　

二
六
巻
九
号　

八
月

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

食
と
農
の
問
題　

若
者
に
し
わ
寄
せ

 

日
本
農
業
新
聞　

八
月
十
三
日
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（
書
評
）
横
山
智
『
納
豆
の
食
文
化
誌
』 

朝
日
新
聞　

八
月
十
四
日

食
事
行
為
の
緊
張
と
緩
和　

縁
食
空
間
の
ケ
ア
に
つ
い
て

 

臨
床
心
理
学　

増
刊
一
三
号　

八
月

時
論
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹇
タ
リ
バ
ン
の
ア
フ
ガ
ン
制
圧
﹈
大
国
の
「
物
語
」

に
乗
る
な 

毎
日
新
聞　

八
月
二
六
日

◉
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
の
生
命
哲
学
（
共
著
） 

集
英
社
新
書　

九
月

対
談　

藤
原
辰
史
×
中
原
一
歩
〈
対
話
編
〉
寄
せ
場
と
「
縁
食
」。

（
下
） 

潮
九
月
号　

七
五
一
号　

九
月

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

や
さ
し
さ
、
っ
て
？

 
BRU

T
U
S　

二
〇
二
一
年
九
月
一
日
号　

九
月

歴
史
の
屑
拾
い
17　

歴
史
と
文
学
（
２

） 

群
像
九
月
号　

九
月

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
七
講　

本
を
読
む
こ
と

 

ク
ー
ヨ
ン
十
月
号　

二
六
巻
一
〇
号　

九
月

書
評　

リ
チ
ャ
ー
ド
・J. 

エ
ヴ
ァ
ン
ズ
『
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム　

歴
史
の
中
の
人
生
（
上
・
下
）
』 

朝
日
新
聞　

九
月
四
日

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

食
べ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、
社
会
が
見

え
て
く
る
。 

本
の
花
束
二
〇
二
一
年
九
月　

九
月

新
・
植
物
考　

第
六
回
（
最
終
回
）「
植
物
を
考
え
る
」
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か 

生
き
の
び
る
ブ
ッ
ク
ス　

九
月

鼎
談　

藤
原
辰
史
×
伊
藤
亜
紗
×
福
岡
伸
一　

コ
ロ
ナ
を
「
ウ
イ
ル
ス

と
の
戦
争
」
と
見
る
事
へ
の
違
和
感

 

東
洋
経
済
オ
ン
ラ
イ
ン　

九
月
十
七
日

書
評　

板
垣
竜
太
『
北
に
渡
っ
た
言
語
学
者
』

 

朝
日
新
聞　

九
月
十
八
日

「
子
ど
も
」
か
ら
読
む
現
代
史　

連
載
第
二
回　

独
断
と
偏
見

 

は
ら
っ
ぱ　

三
九
八
号　

九
月

時
論
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹇
政
府
の
「
大
学
改
革
」﹈
学
問
の
不
自
由
に
拍

車
？ 

毎
日
新
聞　

九
月
二
三
日

対
談　

藤
原
辰
史
×
永
田
希　
「
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
」
を
め
ぐ
る
対

話　

第
２

回　

世
界
を
「
分
解
」
す
る
こ
と
へ
の
欲
望

 

集
英
社
新
書
プ
ラ
ス　

九
月
二
七
日

歴
史
の
屑
拾
い
18　

歴
史
と
文
学
（
３

） 

群
像
十
月
号　

十
月

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
八
講　

故
郷
に
つ
い
て

 

ク
ー
ヨ
ン
十
一
月
号　

二
六
巻
一
一
号　

十
月

書
評　

マ
リ
オ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ラ
ン
テ
ル
ゲ
ム
『
ア
ン
ゲ
ラ
・
メ
ル
ケ

ル　

東
ド
イ
ツ
の
物
理
学
者
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
母
に
な
る
ま
で
』

 

朝
日
新
聞　

十
月
九
日

農
業
も
、
戦
争
も
、
科
学
技
術
〈
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
〉
で
ビ
ッ
グ
に
な
っ

た　

関
根
佳
恵
『
家
族
農
業
が
世
界
を
変
え
る
１　

貧
困
・
飢
餓
を

な
く
す
』 

か
も
が
わ
出
版　

十
月

書
評　

稲
葉
剛
『
貧
困
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
』 

朝
日
新
聞　

十
月
二
三
日

時
論
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹇
食
料
自
給
率
﹈
政
治
の
根
幹
に
注
目
を

 

毎
日
新
聞　

十
月
二
八
日

書
評　

ア
ン
ト
ニ
オ
・
ス
ク
ラ
ー
テ
ィ
『
小
説
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ　

世
紀

の
落
と
し
子
（
上
・
下
）
』 

朝
日
新
聞　

十
月
三
十
日

死
ぬ
か
ら
咲
く
、
い
の
ち　

里
見
喜
久
夫
編
『
障
害
を
し
ゃ
べ
ろ
う　

下
巻
』 

青
土
社　

十
月

「
食
べ
る
こ
と
」
と
「
信
じ
る
こ
と
」 

ア
レ　

vol. 10　

十
一
月

「
捨
て
ら
れ
た
も
の
」
目
線
の
人
文
学

 

學
士
會
会
報　

九
五
一
号　

十
一
月
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複
眼
時
評　

苦
手
な
理
由 

京
都
大
学
新
聞　

十
一
月
一
日

歴
史
の
屑
拾
い
19　

歴
史
と
文
学
（
４

）

 

群
像
十
一
月
号　

七
六
巻
一
一
号　

十
一
月

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
九
講　

保
育
園
と
大
学

 

ク
ー
ヨ
ン
十
二
月
号　

二
六
巻
一
二
号　

十
一
月

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
な
贈
り
も
の

 
ク
ー
ヨ
ン
十
二
月
号　

二
六
巻
一
二
号　

十
一
月

家
族
の
枠
組
み
を
超
え
た
食
の
あ
り
方
を
考
え
る　

田
中
ひ
か
る
編

『
ア
ナ
キ
ズ
ム
を
読
む　
〈
自
由
〉
を
生
き
る
た
め
の
ブ
ッ
ク
ガ
イ

ド
』 

皓
星
社　

十
一
月

「
藤
原
辰
史
×
伊
原
康
隆　

学
ぶ
と
は
何
か
―
数
学
と
歴
史
学
の
対
話
」　

第
１

回　

今
で
も
根
っ
こ
は
理
系
か
も
し
れ
な
い

 

み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン　

二
〇
二
一
年
十
一
月
八
日　

十
一
月

書
評　

岩
間
一
弘
『
中
国
料
理
の
世
界
史 

美
食
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
こ
え
て
』 

朝
日
新
聞　

十
一
月
十
三
日

過
去
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
か
ら
の
考
察
―
ス
ペ
イ
ン
風
邪
を
考
え
る　

別

冊
・
医
学
の
あ
ゆ
み　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（CO

V
-

ID
-19

）
―

 

〝
共
生
〞
へ
の
道　

二
〇
二
一
年
十
一
月
二
十
日　

十
一
月

マ
ル
コ
・
フ
ァ
イ
ン
ゴ
ル
ト
の
飢
餓
体
験
に
つ
い
て　

映
画
「
ユ
ダ
ヤ

人
の
私
」
パ
ン
フ
レ
ッ
ト　

二
〇
二
一
年
十
一
月
二
十
日 

十
一
月

時
論
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹇
地
球
環
境
破
壊
へ
の
対
応
﹈
小
手
先
思
考
か
ら
脱

却
を 

毎
日
新
聞　

十
一
月
二
五
日

対
談　

青
木
真
兵
×
藤
原
辰
史　
「
ス
マ
ー
ト
」
と
闘
う　

青
木
真
兵

編
『
手
づ
く
り
の
ア
ジ
ー
ル　
「
土
着
の
知
」
が
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
』

 

晶
文
社　

十
一
月

書
評　

松
村
圭
一
郎
『
く
ら
し
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
』

 

朝
日
新
聞　

十
一
月
二
七
日

解
説　

健
常
者
中
心
主
義　
「
ま
ま
な
ら
な
さ
」
誰
に
も

 

山
陰
中
央
新
報　

十
一
月
二
八
日

論
考　

民
間
人
に
つ
い
て 

ち
ゃ
ぶ
台
⑧　

十
一
月

〈
コ
ロ
ナ
下
の
羅
針
盤
〉
３　

負
の
歴
史
か
ら
学
ぶ　

 

北
海
道
新
聞　

十
一
月
三
十
日

農
の
美
学　

第
２

回　

不
可
視
の
美

 

農
業
と
経
済　

八
七
巻
六
号　

十
一
月

歴
史
の
屑
拾
い
最
終
回　

偶
発
を
待
ち
受
け
る

 

群
像
十
二
月
号　

七
六
巻
一
二
号　

十
二
月

対
談　

藤
原
辰
史
×
池
内
了　

戦
争
を
克
服
す
る

 
T
H
E BIG ISSU

E　

四
二
〇
号　

十
二
月

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
歴
史
学
の
課
題
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

 

学
術
の
動
向　

二
六
巻
一
二
号　

十
二
月

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
十
講　

諳
ん
じ
る
こ
と

 

ク
ー
ヨ
ン
一
月
号　

二
七
巻
一
号　

十
二
月

「
藤
原
辰
史
×
伊
原
康
隆　

学
ぶ
と
は
何
か
―
数
学
と
歴
史
学
の
対
話
」　

第
３

回　

孤
学
と
縁
学　

藤
原
辰
史

 

み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン　

二
〇
二
一
年
十
二
月
八
日　

十
二
月

台
湾
の
政
治
学
者　

呉
叡
人
さ
ん
の
問
い
か
け
に
ど
う
応
え
る
か　

も

し
も
日
本
が
「
小
さ
な
島
じ
ま
」
の
一
つ
と
し
て
や
り
な
お
せ
る
な

ら 

週
刊
金
曜
日　

一
三
五
七
号　

十
二
月

書
評　

中
野
智
世
・
木
畑
和
子
・
梅
原
秀
元
・
紀
愛
子
『
価
値
を
否
定
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さ
れ
た
人
　々

ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
強
制
断
種
と
「
安
楽
死
」』

 

朝
日
新
聞　

十
二
月
十
一
日

微
生
物
た
ち
を
動
か
す
「
呪
文
」
を
発
見
し
よ
う　

関
根
佳
恵
著
『
家

族
農
業
が
世
界
を
変
え
る
２　

環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
を
解
決
す

る
』 

か
も
が
わ
出
版　

十
二
月

書
評　

マ
リ
オ
・
バ
ル
ガ
ス=

リ
ョ
サ
『
ケ
ル
ト
人
の
夢
』

 

朝
日
新
聞　

十
二
月
十
八
日

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
中
で
農
業
を
考
え
る　

西
谷
文
和
編
『
自

公
の
罪　

維
新
の
毒
』 
日
本
機
関
紙
出
版
セ
ン
タ
ー　

十
二
月

解
説　

欲
望
共
有
す
る
社
会
へ 

中
日
新
聞　

十
二
月
二
十
日

「
子
ど
も
」
か
ら
読
む
現
代
史　

連
載
第
三
回　

歴
史
学
の
方
法
と
し

て
の
変
身　

は
ら
っ
ぱ　

コ
ロ
ナ
下
、「
戦
争
」
を
考
え
る　

 
三
九
九
号　

十
二
月

時
論
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹇
オ
ミ
ク
ロ
ン
水
際
対
策
﹈
外
国
人
に
硬
直
的

 

毎
日
新
聞　

十
二
月
二
三
日

藤
原
辰
史　

書
評
委
員
の
「
今
年
の
３

点
」

 

朝
日
新
聞　

十
二
月
二
五
日

北
海
道
ば
あ
ち
ゃ
ん 

明
日
の
友2021

年
冬
号　

二
七
一
号　

一
月

か
が
り
火　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
生
き
た
者
の
責
務

 

月
刊
社
会
教
育　

六
六
巻
一
号　

一
月

二
〇
二
二
年
の
計 

い
つ
で
も
元
気　

三
六
二
号　

一
月

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
待
つ
楽
し
み
」
教
え
て
く
れ
る

 

山
陰
中
央
新
報　

一
月
一
日

公
衆
浴
場
と
公
衆
食
堂 

あ
す
の
畑　

二
〇
二
二
年
一
月
号　

一
月

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
十
一
講　

お
惣
菜
の
研
究

 

ク
ー
ヨ
ン
二
月
号　

二
七
巻
二
号　

一
月

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

種
と
土
と
ひ
と
の
持
続
可
能
な
未
来
っ
て
？

 

い
い
ね　

vol. 59　

種
と
土
あ
っ
て
の
食
卓　

一
月

解
説　

年
始
評
論　

肥
大
し
た
自
画
像
を
捨
て
る　

自
浄
に
向
け
て
列

島
の
換
気
を 

山
陰
中
央
新
報　

一
月
五
日
（
共
同
通
信
配
信
）

対
談　
（
新
春
鼎
談
）
藤
原
辰
史
×
槌
田
劭
×
魚
住
道
郎　

い
ま
こ
そ

求
め
ら
れ
る
有
機
農
業
の
思
想

 

土
と
健
康　

二
〇
二
二
年
１

・
２

合
併
号　

五
〇
巻
一
号　

一
月

書
評　

毎
日
新
聞
取
材
班
『
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
』

 

朝
日
新
聞　

一
月
八
日

「
藤
原
辰
史
×
伊
原
康
隆　

学
ぶ
と
は
何
か
―
数
学
と
歴
史
学
の
対
話
」　

第
５

回　

本
物
と
は
何
か 

み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン　

一
月

書
評　

カ
ト
リ
ー
ン
・
マ
ル
サ
ル
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
夕
食
を
作
っ

た
の
は
誰
か
？　

こ
れ
か
ら
の
経
済
と
女
性
の
話
』

 

朝
日
新
聞　

一
月
十
五
日

時
論
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹇
Ｎ
Ｈ
Ｋ
字
幕
問
題
﹈
卑
し
さ
の
あ
ら
わ
れ

 

毎
日
新
聞　

一
月
二
七
日

解
説　

各
自
核
論　

無
縁
希
望
社
会　

日
本
近
代
問
い
直
す
時
期

 

北
海
道
新
聞　

一
月
二
七
日

書
評　

久
野
愛
『
視
覚
化
す
る
味
覚
』　

人
工
着
色
料
か
ら
考
え
る

 

朝
日
新
聞　

一
月
二
九
日

解
説　

羅
針
盤　

旧
大
社
基
地　

歴
史
検
証
し
、
世
界
に
発
信
を

 

山
陰
中
央
新
報　

一
月
三
十
日

慢
性
と
急
性
―
人
文
学
的
省
察

 
み
ん
な
の
ね
が
い
二
〇
二
二
年
二
月　

六
七
三
号　

二
月
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対
談　

討
議　

藤
原
辰
史
×
阿
古
真
理　

ケ
ア
の
家
政
学

 

現
代
思
想
二
〇
二
二
年
二
月
号　

五
〇
巻
二
号　

二
月

対
談　

ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
談
義　

藤
原
辰
史
×
金
滿
里
「
食
べ
て
出
す
、

間
を
耕
し
世
界
を
つ
な
げ
る
」 

IM
A
JU

　

三
五
八
五
巻　

二
月

「
藤
原
辰
史
×
伊
原
康
隆　

学
ぶ
と
は
何
か
―
数
学
と
歴
史
学
の
対
話
」　

第
７

回　

歴
史
学
習
に
お
け
る
「
し
た
い
」
と
「
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」 

み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン　

二
月

書
評　

小
野
容
照
『
韓
国
「
建
国
」
の
起
源
を
探
る　

三
・
一
独
立
運

動
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
変
遷
』 

朝
日
新
聞　

二
月
十
二
日

時
論
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹇
緊
迫
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
﹈
総
合
的
な
視
点
、
報

道
を 

毎
日
新
聞　

二
月
二
四
日

◉
高
校
生
と
考
え
る
新
時
代
の
争
点
21
（
共
著
） 

左
右
社　

三
月

書
評　

林
博
史
『
帝
国
主
義
国
の
軍
隊
と
性　

売
春
規
制
と
軍
用
性
的

施
設
』 
朝
日
新
聞　

三
月
五
日

「
藤
原
辰
史
×
伊
原
康
隆　

学
ぶ
と
は
何
か
―
数
学
と
歴
史
学
の
対
話
」　

第
９

回　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
つ
い
て

 

み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン　

三
月

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
十
二
講　

歴
史
を
学
ぶ

 

ク
ー
ヨ
ン
三
月
号　

二
七
巻
三
号　

三
月

書
評　

松
尾
貴
史
『
違
和
感
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』

 

朝
日
新
聞　

三
月
二
六
日

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
十
三
講　

図
書
館
の
あ
そ

び
方 

ク
ー
ヨ
ン
四
月
号　

二
七
巻
三
号　

三
月

時
論
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹇
露
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
﹈
背
景
学
び
続
け
よ

 

毎
日
新
聞　

三
月
二
四
日

「
子
ど
も
」
か
ら
読
む
現
代
史　

連
載
第
四
回　

犠
牲
に
つ
い
て

 

は
ら
っ
ぱ　

四
〇
〇
号　

三
月

船
　
山
　
　
　
徹

『
六
度
集
経
』
の
外
側
：
語
彙
と
併
行
句　

六
度
集
経
研
究
会
『
全
訳

六
度
集
経
：
仏
の
前
世
物
語
』 

法
藏
館　

六
月

解
説　

森
三
樹
三
郎
『
梁
の
武
帝
：
仏
教
王
朝
の
悲
劇
』

 

法
藏
館
文
庫　

法
藏
館　

九
月

未
詳
撰
者
『
慈
悲
道
場
懺
法
』
十
巻
の
資
料
価
値

 

東
方
學
報　

京
都
九
六　

十
二
月

漢
訳
仏
典
：
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
始
ま
り

 

同
朋　

二
〇
二
二
年
一
月
号　

十
二
月

◉
科
研
費
成
果
報
告
書
『
仏
教
漢
語　

語
義
解
釈
：
漢
字
で
深
め
る
仏
教

理
解
』（
単
著
） 

三
月

中
国
に
お
け
る
『
梵
網
経
』
と
日
本
へ
の
影
響
：
日
本
の
重
文
写
本

『
梵
網
経
』
二
種　

公
益
財
団
法
人
仏
教
美
術
研
究
上
野
記
念
財
団

研
究
報
告
書
四
八
『
日
本
に
お
け
る
梵
網
経
と
菩
薩
戒
思
想
の
問

題
』 

三
月

古
　
松
　
崇
　
志

徐
夢
莘
『
三
朝
北
盟
会
編
』
と
文
献
会
読 

人
文　

六
八
号　

六
月

◉
草
原
的
稱
霸
（
岩
波
新
書
中
國
的
歴
史
三
）

 

聯
經
出
版
公
司　

十
一
月

◉
金
（
女
真
）
と
宋
― 

12
世
紀
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
の
民
族
・
軍
事
・
外

交
（
京
大
人
文
研
漢
籍
セ
ミ
ナ
ー
九
）（
共
著
）
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研
文
出
版　

十
二
月

契
丹
（
遼
）
の
王
権
儀
礼
と
信
仰

 

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学　

一
七
号　

十
二
月

宮
　
　
　
紀
　
子

「
知
」
の
混
一
と
出
版
事
業　

櫻
井
智
美
・
飯
山
知
保
・
森
田
憲
司
・

渡
辺
健
哉
編
『
ア
ジ
ア
遊
学
二
五
六　

元
朝
の
歴
史

―
モ
ン
ゴ
ル

帝
国
期
の
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
』 

勉
誠
出
版　

五
月

モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
鶏
肋
抄
（
一
）
ク
ビ
ラ
イ
の
マ
ス
ク

 

究　

一
二
四　

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

七
月

モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
鶏
肋
抄
（
二
）
権
威
も
つ
は
ん
こ
（
上
）

 

究　

一
二
五　

八
月

モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
鶏
肋
抄
（
三
）
権
威
も
つ
は
ん
こ
（
下
）
」

 
究　

一
二
六　

九
月

モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
鶏
肋
抄
（
四
）
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東
西
で
読
ま
れ
た
法

令
書 

究　

一
二
七　

十
月

モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
鶏
肋
抄
（
五
）
モ
ン
ゴ
ル
の
文
字
の
来
し
方
・
行
く

末 

究　

一
二
八　

十
一
月

モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
鶏
肋
抄
（
六
）
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東
西
で
読
ま
れ
た
医

学
書 

究　

一
二
九　

十
二
月

◉
呼
斯
楽
（
訳
）『
元
代
的
出
版
文
化
』

 

社
会
科
学
文
献
出
版
社　

十
二
月

モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
鶏
肋
抄
（
七
）
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東
西
で
鑑
賞
さ
れ
た

道
釈
画 

究　

一
三
〇　

一
月

モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
鶏
肋
抄
（
八
）
バ
ヤ
ン
の
肖
像

 

究　

一
三
一　

二
月

モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
鶏
肋
抄
（
九
）
一
兵
卒
が
語
る
東
南
ア
ジ
ア
遠
征

 

究　

一
三
二　

三
月

宮
　
宅
　
　
　
潔

「
秦
代
出
土
文
字
史
料
の
研
究
」
班
の
二
〇
二
〇
年

 

人
文　

六
八　

六
月

「
中
華
帝
國
」
的
誕
生　

南
川
高
志
編
『
歴
史
的
轉
換
期
01　

前
二
二

〇
年　

帝
國
與
世
界
史
的
誕
生
』 

臺
湾
商
務
印
書
館　

七
月

◉
あ
る
地
方
官
吏
の
生
涯　

木
簡
が
語
る
中
国
古
代
人
の
日
常
生
活

 

臨
川
書
店　

七
月

從
征
服
走
向
占
領
統
治
：
里
耶
秦
簡
所
見
糧
食
支
給
与
駐
屯
軍　

張
忠

瓘
編
『
里
耶
秦
簡
研
究
論
文
選
集
』 

中
西
書
局　

八
月

軍
事
制
度
か
ら
み
た
帝
国
の
誕
生
：
秦
か
ら
漢
へ　
『
岩
波
講
座
世
界

歴
史　

05　

中
華
世
界
の
盛
衰
〜
四
世
紀
』 

岩
波
書
店　

十
一
月

釋
秦
代
的
〝
徭
〞
与
〝
戍
〞 

簡
牘
学
研
究　

一
一　

十
二
月

岳
麓
書
院
所
蔵
簡
《
秦
律
令
（
壹
）》
訳
注
稿　

そ
の
（
四
）（
共
訳
）

 

東
方
学
報
京
都　

九
六
冊　

十
二
月

◉
論
点
・
東
洋
史
学
（
共
編
） 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

一
月

秦
の
始
皇
帝
―
フ
ァ
ー
ス
ト
・
エ
ン
ペ
ラ
ー
の
素
顔
に
迫
れ
る
か
―　

『
論
点
・
東
洋
史
学
』 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

一
月

『
漢
簡
語
彙
考
證
』
訂
補
（
一
）
―
遣
自
致
、
封
符
、
物
故

 

簡
帛
網
二
〇
二
二
年
一
月
二
八
日

T
he W

ithdraw
al of the Q

in A
rm
y from

 Q
ianling Prefec-

ture  : From
 the End of Conquest to the Beginning of 
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O
ccupation　

 
Bam

boo and Silk 5

―1　

三
月

書
評　

水
間
大
輔
「
漢
律
令
「
大
不
敬
」
考
」・「
漢
律
令
「
不
敬
」
考
」　

 

法
制
史
研
究　

七
一　

三
月

向
　
井
　
佑
　
介

◉
翻
訳　

楊
鴻
勛
著
『
唐
長
安 

大
明
宮
』（
監
訳
・
共
訳
）
上
下
巻

 

科
学
出
版
社
東
京
・
ゆ
ま
に
書
房　

五
月

三
世
紀
東
ア
ジ
ア
の
文
物
を
さ
ぐ
る 

人
文　

六
八
号　

六
月

北
魏
考
古
資
料
人
鮮
卑
税
漢
化
―
５

世
紀
税
都
城
引
墓
制
變
容　

 

國
立
扶
餘
博
物
館
編
・
発
行
『
百
濟
人
北
魏
Ⅱ
』　

十
月

村
　
上
　
　
　
衛

商
人
集
団
・
ギ
ル
ド
／
ア
ヘ
ン
戦
争　

社
会
経
済
史
学
会
編
『
社
会
経

済
史
学
辞
典
』 
丸
善
出
版　

六
月

書
評　

蒲
豊
彦
『
闘
う
村
落

―
近
代
中
国
華
南
の
民
衆
と
国
家
』

 

歴
史
学
研
究　

一
〇
一
六
号　

十
一
月

「
士
大
夫
」
か
ら
華
人
へ
―
清
代
後
期
同
安
県
の
寺
廟
に
対
す
る
寄
付

事
例
よ
り 

東
方
学
報　

九
六
冊　

十
二
月

ア
ヘ
ン
戦
争　

吉
澤
誠
一
郎
監
修
『
論
点
・
東
洋
史
学
』

 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

十
二
月

「
鎖
国
」
と
「
海
禁
」　

平
井
健
介
・
島
西
智
輝
・
岸
田
真
編
『
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
日
本
経
済
史

―
徳
川
期
か
ら
安
定
成
長
期
ま
で
』

 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

十
二
月

望
廈
・
黄
埔
条
約
と
無
条
約
国 

山
川
歴
史PRESS　

五　

十
二
月

も
う
い
ち
ど
読
む
山
川
世
界
史　

PLU
S　

ア
ジ
ア
編
（
共
著
）

 

山
川
出
版
社　

一
月

も
う
い
ち
ど
読
む
山
川
世
界
史　

PLU
S　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ

編
（
共
著
） 

山
川
出
版
社　

一
月

書
評　

佐
藤
淳
平
『
近
代
中
国
財
政
史

―
「
外
省
」
か
ら
「
地
方
」

へ
』 

法
制
史
研
究　

七
一
号　

三
月

守
　
岡
　
知
　
彦

説
文
小
篆
に
対
す
る
漢
字
構
造
記
述
の
試
み　

東
洋
学
へ
の
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
利
用 

第
34
回
研
究
セ
ミ
ナ
ー　

七
月

M
achine-readable description of C

hinese C
harac-

ters 

― O
verview

 and background of CH
ISE 

―

 
K
U
D
H
 International Conference　

十
月

圏
論
に
基
づ
く
漢
字
構
造
記
述
の
モ
デ
ル
化
の
試
み

 

情
処
研
報　

2022-CH
-128

巻　

一
二
号　

二
月

森
　
本
　
淳
　
生

座
談
会　

立
木
康
介
他
『
狂
い
咲
く
、
フ
ー
コ
ー　

京
都
大
学
人
文
科

学
研
究
所　

人
文
研
ア
カ
デ
ミ
ー
『
フ
ー
コ
ー
研
究
』
出
版
記
念
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
全
記
録
＋（
プ
ラ
ス
）
』 

読
書
人
新
書　

八
月

父
の
権
威
と
マ
イ
ナ
ー
作
家
性
―
レ
チ
フ
・
ド
・
ラ
・
ブ
ル
ト
ン
ヌ
に

お
け
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
主
体
を
め
ぐ
っ
て　

文
芸
事
象
の
歴
史

研
究
会
（
野
呂
康
他
）
編
『GRIH

L

Ⅱ　

文
学
に
働
く
力
、
文
学

が
発
す
る
力
』 

吉
田
書
店　

十
一
月

Introduction, D
u 

“Non-hum
ain

” au 

“Post-hum
ain

”. M
O
RIM
-

O
T
O
 A
tsuo 

（ed.

） D
ossier spécial II : Les H

um
anités  
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« post-hum
aines ». 

Zinbun 52　

三
月

翻
訳　

ジ
ャ
ン
・
モ
レ
ア
ス
「
ア
ニ
ェ
ス
」（『
情
熱
の
巡
礼
者
』
所

収
）
―
翻
訳
と
註
解
の
試
み
（
鳥
山
定
嗣
と
共
訳
）　

日
本
ヴ
ァ
レ

リ
ー
研
究
会
ブ
ロ
グ
「Le vent se lève

」　https://w
w
w
.paul-

valery-japon.com
/blog 

三
月

知
と
欲
望
―
バ
ル
ザ
ッ
ク
『
絶
対
の
探
求
』
を
読
む
フ
ー
コ
ー　

日
本

ヴ
ァ
レ
リ
ー
研
究
会
ブ
ロ
グ
「Le vent se lève

」　https://
w
w
w
.paul-valery-japon.com

/blog 

三
月

矢
　
木
　
　
　
毅

口
伝
と
下
批
：
朝
鮮
時
代
に
お
け
る
王
命
出
納
の
手
続
き

 
東
方
学
報　

九
六
冊　

十
二
月

安
　
岡
　
孝
　
一

世
界
のU

niversal D
ependencies

と
係
り
受
け
解
析
ツ
ー
ル
群　

第
三
回U

niversal D
ependencies

公
開
研
究
会 
六
月
二
二
日

ア
イ
ヌ
語U

niversal D
ependencies

再
考　

東
洋
学
へ
の
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
利
用 

　

第
三
四
回
研
究
セ
ミ
ナ
ー　

七
月
三
十
日

U
niversal D

ependencies

に
よ
る
ア
イ
ヌ
語
テ
キ
ス
ト
コ
ー
パ
ス　

情
報
処
理
学
会
研
究
報
告　

V
ol. 2021-CH

-127

『
人
文
科
学
と
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
』 

八
月
二
八
日

T
ransform

ers

を
用
い
た
古
典
中
国
語
（
漢
文
）
文
切
り
モ
デ
ル
の

製
作　

人
文
科
学
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
じ
ん
も
ん
こ

ん2021

」
論
文
集 

十
二
月
十
一
日

古
典
中
国
語
（
漢
文
）U

niversal D
ependencies

と
そ
の
応
用

 

情
報
処
理
学
会
論
文
誌　

第
六
三
巻
第
二
号　

二
月
十
五
日

T
ransform

ers

と
国
語
研
長
単
位
に
よ
る
日
本
語
係
り
受
け
解
析
モ

デ
ル
の
製
作　

情
報
処
理
学
会
研
究
報
告　

V
ol. 2022-CH

-128

『
人
文
科
学
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
』 

二
月
十
九
日

U
niversal D

ependencies

とBERT
/RoBERT

a

モ
デ
ル
に
よ
る

多
言
語
情
報
処
理　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
・
未
踏
科
学
研
究

ユ
ニ
ッ
ト
・
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
で
切
り
拓
く
総
合
地
域
研
究
ユ
ニ

ッ
ト 

二
月
二
八
日

楊
　
　
　
維
　
公

詩
で
讀
む
傳
奇
―
和
刻
本
『
蒲
東
崔
張
珠
玉
詩
集
』
と
江
戶
時
代
に
お

け
る
西
廂
故
事
の
傳
わ
り
方
の
可
能
性
―

 

中
國
文
學
報　

九
四
册　

四
月

◉
翻
訳　

興
膳
宏
『
杜
甫
：
超
越
憂
愁
的
詩
人
』

 

生
活
・
讀
書
・
新
知
三
聯
書
店　

一
月
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