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人文第 70号―抜念校

「
女
性
枠
」
を
め
ぐ
っ
て
贈
る
言
葉

竹　

沢　

泰　

子

　

退
職
し
て
間
も
な
い
四
月
初
め
、
興
味
本
位
か
ら
名
誉
教
授
の
授
与
式

に
参
列
し
た
。
会
場
に
入
っ
た
途
端
、
ほ
ぼ
黒
一
色
の
光
景
を
見
て
改
め

て
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
こ
の
世
代
の
教
授
職
に
い
か
に
女
性
が
少
な
か
っ

た
か
を
。
女
性
出
席
者
は
（
理
事
を
除
く
と
）
三
名
の
み
。
新
名
誉
教
授

八
五
名
中
、
女
性
と
思
わ
れ
る
名
前
を
も
つ
者
は
五
名
で
あ
っ
た
。
他
方
、

女
性
教
員
の
採
用
が
一
気
に
進
ん
だ
の
も
こ
の
世
代
以
降
で
あ
る
。

　

一
九
九
九
年
の
着
任
当
時
、
人
文
研
に
お
け
る
女
性
所
員
は
、
数
名
の

助
手
（
当
時
）
を
除
き
皆
無
で
あ
っ
た
。
正
確
に
言
え
ば
、
中
国
女
性
史

研
究
で
国
内
外
か
ら
高
い
評
価
を
得
た
の
ち
、
古
巣
に
還
暦
前
に
教
授
と

し
て
迎
え
ら
れ
た
東
方
部
の
小
野
和
子
先
生
が
第
一
号
で
あ
っ
た
が
、
す

で
に
退
職
さ
れ
て
い
た
（
小
野
先
生
は
、
矢
野
暢
セ
ク
ハ
ラ
事
件
に
お
い

て
、
女
性
教
員
懇
話
会
の
取
り
ま
と
め
役
と
し
て
大
き
く
貢
献
さ
れ
た
こ

と
で
も
知
ら
れ
る
）。

　

後
に
な
っ
て
聞
い
た
話
だ
が
、
七
十
年
の
歴
史
を
通
し
て
助
手
を
除
き

女
性
所
員
が
存
在
し
な
か
っ
た
西
洋
部
・
日
本
部
（
当
時
）
で
は
、
そ
の

数
年
前
か
ら
女
性
候
補
者
探
し
を
始
め
て
い
た
。
通
常
は
共
同
研
究
の
班
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員
や
知
り
合
い
か
ら
候
補
を
選
ぶ
の
だ
が
、
縁
も
ゆ
か
り
も
面
識
も
な
い

人
間
に
声
を
か
け
る
と
い
う
「
大
き
な
賭
け
に
出
た
」
と
い
う
。
そ
う
い

う
わ
け
で
、
私
は
今
で
い
う
女
性
枠
で
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

女
性
枠
は
、
当
事
者
が
実
力
不
足
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
女
性
で
あ

る
が
ゆ
え
に
採
用
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
る
、
と
考
え
る
教
員
が

ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
問
わ
ず
少
な
く
な
い
。
日
本
に
お
け
る
議
員
や
企
業
管
理

職
等
に
お
け
る
女
性
比
率
の
低
さ
が
昨
今
話
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
大
学

は
企
業
の
よ
う
に
多
様
性
の
欠
如
が
も
た
ら
す
不
利
益
が
目
に
見
え
る
形

で
表
出
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
特
に
国
立
大
学
で
は
安
泰
が
保
証
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
女
性
（
や
他
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
）
の
採
用
・
昇
進

が
最
も
遅
れ
て
い
る
業
界
の
一
つ
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
私
は
、
こ
う
し
た
課
題
を
抱
え
る
大
学
に
お
い
て
次
世

代
の
有
能
な
女
性
研
究
者
の
比
率
を
迅
速
に
高
め
る
た
め
に
は
、
現
状
で

は
女
性
枠
し
か
有
効
な
手
段
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ち
な
み
に
日
本
も

批
准
し
て
い
る
女
性
差
別
撤
廃
条
約
第
四
条
で
は
、「
締
約
国
が
男
女
の

事
実
上
の
平
等
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
暫
定
的
な
特
別
措
置
を

と
る
こ
と
は
、
こ
の
条
約
に
定
義
す
る
差
別
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
」
と

明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
考
え
か
ら
、
自
分
は
女
性
枠
で
雇
わ
れ
た
と
機
会
が
あ
れ
ば

公
言
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
そ
れ
に
よ
っ
て
私
の
研
究
者
と
し

て
の
評
価
を
下
げ
る
、
あ
る
い
は
上
か
ら
目
線
で
「
生
意
気
」
だ
と
み
な

す
男
性
研
究
者
ら
も
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
一
部
の
男
性

た
ち
の
目
を
気
に
す
る
よ
り
も
、
女
性
枠
で
採
用
さ
れ
た
こ
と
を
一
向
に

―　 ―2



人文第 70号―抜念校

恥
じ
な
い
女
性
研
究
者
も
存
在
す
る
の
だ
と
、
こ
の
問
題
を
考
え
直
す
研

究
者
や
、
勇
気
づ
け
ら
れ
る
後
進
の
女
性
研
究
者
が
一
人
で
も
増
え
る
可

能
性
に
希
望
を
つ
な
ぎ
た
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
は
「
男
性
枠
」
に
よ
っ
て
男
性
た
ち
が
採
用
・
昇
進
さ
れ
て

き
た
の
だ
と
い
う
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
ら
の
主
張
に
は
十
分
う
な
ず
け
る
。
女

性
や
三
浪
以
上
の
受
験
生
に
対
す
る
一
律
減
点
措
置
が
発
覚
し
た
一
部
の

医
学
部
・
医
科
大
学
で
の
入
試
不
正
事
件
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
象

牙
の
塔
に
お
い
て
女
性
た
ち
は
し
ば
し
ば
採
用
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、『
京
都
大
学　

男
女
共
同
参
画
へ
の
挑
戦
』（
二

〇
〇
八
）
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
女
性
教
員
は
職
階
と
の
関
係

で
言
え
ば
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
、
男
性
は
逆
三
角
形
で
あ
り
、
総
数
の
増
加
率

だ
け
で
は
可
視
化
さ
れ
に
く
い
職
階
を
め
ぐ
る
構
造
的
問
題
も
根
強
く
存

在
す
る
。
昇
進
用
の
女
性
枠
が
運
用
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
が
、

保
守
的
な
京
都
大
学
が
重
い
腰
を
上
げ
た
の
も
、
文
科
省
に
よ
る
大
学
評

価
と
い
う
外
圧
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
「
男
性
枠
」
の
議
論
以
上
に
私
の
考
え
に
影
響
を
も
た
ら
し
た

の
は
、
昔
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
で
行
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
出
会
っ
た

あ
る
黒
人
リ
ー
ダ
ー
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
積
極
的
是
正
措
置
（
ア
フ
ァ
ー

マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
）
を
め
ぐ
っ
て
彼
女
曰
く
、
公
民
権
運
動
の
興

隆
か
ら
約
四
〇
年
（
当
時
）
が
経
過
し
た
も
の
の
、
そ
の
効
果
は
期
待
し

て
い
た
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
。
多
く
の
白
人
企
業
や
組
織
は
、
有
能
な
黒
人

の
人
材
確
保
は
困
難
だ
と
黒
人
雇
用
率
の
低
さ
を
釈
明
し
よ
う
と
す
る
。

し
か
し
実
態
は
、
そ
う
し
た
企
業
が
積
極
的
に
身
を
乗
り
出
し
て
有
能
な

―　 ―3
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人
材
を
探
そ
う
と
し
な
い
だ
け
だ
。
白
人
中
心
の
世
界
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

か
ら
出
て
、
黒
人
た
ち
に
近
づ
け
ば
必
ず
有
能
な
候
補
者
は
見
つ
か
る
も

の
だ
。
こ
う
し
た
彼
女
の
言
葉
に
私
は
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
。

　

上
野
千
鶴
子
に
よ
る
『
お
ん
な
嫌
い
―
日
本
の
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
』
は
、
格

別
彼
女
の
フ
ァ
ン
で
も
な
い
私
に
も
説
得
力
を
も
つ
。
大
学
も
、
お
ん
な
、

特
に
目
立
つ
お
ん
な
、
が
苦
手
で
嫌
い
だ
と
い
う
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
と
け
っ
し

て
無
縁
で
は
な
い
。
感
情
が
先
行
す
る
ゆ
え
に
、
理
屈
は
後
づ
け
さ
れ
る
。

そ
う
し
た
男
性
ら
は
男
性
の
な
か
で
も
ご
く
一
部
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、

大
抵
の
場
合
、
当
人
た
ち
に
は
、
自
分
が
ミ
ソ
ジ
ニ
ス
ト
の
当
事
者
だ
と

い
う
自
覚
が
欠
如
し
て
お
り
、
あ
い
つ
が
悪
い
か
ら
だ
と
い
う
個
別
の
問

題
に
帰
す
る
。
そ
れ
が
活
躍
す
る
女
性
の
少
な
い
職
場
で
は
、
驚
く
ほ
ど

共
通
し
た
現
象
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ず
に
。

　

多
様
性
の
確
保
は
、
少
数
派
に
対
す
る
差
別
是
正
の
た
め
に
の
み
必
要

な
わ
け
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
人
種
研
究
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
お

け
る
女
性
や
黒
人
ら
の
研
究
者
の
増
加
に
よ
り
、
こ
の
分
野
が
飛
躍
的
進

展
を
遂
げ
た
と
さ
れ
る
。
分
野
を
問
わ
ず
、
学
問
の
進
化
に
は
新
し
い
発

想
や
視
点
が
常
に
欠
か
せ
な
い
。
そ
し
て
多
様
性
の
確
保
は
、
同
質
性
の

高
い
空
間
に
お
い
て
不
正
や
不
条
理
な
理
屈
が
ま
か
り
通
る
こ
と
の
抑
止

力
に
も
な
り
う
る
。
私
が
退
職
記
念
講
演
会
の
最
後
に
話
し
た
「
少
数
派

の
声
に
よ
っ
て
社
会
は
成
熟
し
て
き
た
」
と
い
う
言
葉
を
最
後
に
も
う
一

度
贈
り
、
人
文
研
の
さ
ら
な
る
発
展
を
期
待
し
た
い
。
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人文第 70号―抜念校

分
館
収
蔵
庫

岡　

村　

秀　

典

　

北
白
川
分
館
の
東
側
に
「
収
蔵
庫
」
と
い
う
別
棟
が
あ
る
。
面
積
二
三

一
平
方
メ
ー
ト
ル
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
平
屋
で
、
内
部
は
積
層
書

架
に
な
っ
て
い
る
。
い
ま
上
層
に
中
文
の
新
学
書
が
配
架
さ
れ
て
い
る
た

め
、
新
入
所
員
に
「
書
庫
」
と
ま
ち
が
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
収

蔵
庫
と
収
蔵
品
に
つ
い
て
は
桑
山
正
進
先
生
が
「
北
白
川
の
収
蔵
庫
」

（
所
報
『
人
文
』
第
四
九
号
、
二
〇
〇
二
年
）
の
中
で
詳
説
し
て
い
る
が
、

改
め
て
そ
の
由
来
を
書
い
て
お
き
た
い
。

　

収
蔵
庫
の
位
置
に
は
、
も
と
も
と
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
が
あ
っ
た
。
旧
東
方

文
化
学
院
京
都
研
究
所
「
所
員
須
知
」
第
一
条
に
「
所
員
保
健
ノ
タ
メ
所

内
ニ
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
ヲ
設
ク
。
但
シ
勤
務
時
間
中
ハ
之
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
ズ
」
と
あ
り
、
羽
田
亨
・
塚
本
善
隆
・
内
藤
乾
吉
・
小
川
茂
樹
ら
東

洋
史
出
身
の
所
員
が
そ
の
常
連
で
あ
っ
た
と
い
う
（『
人
文
科
学
研
究
所

五
〇
年
』、
一
九
七
九
年
）。
戦
争
中
は
食
糧
難
の
た
め
イ
モ
畑
に
な
り
、

終
戦
後
、
分
館
の
主
屋
は
進
駐
軍
の
接
収
を
ま
ぬ
が
れ
た
が
、
こ
こ
に
木

造
平
屋
の
軍
用
車
庫
が
建
て
ら
れ
た
。
進
駐
軍
の
退
去
し
た
後
、
半
分
は

研
究
所
の
公
用
車
の
車
庫
、
半
分
は
戦
前
・
戦
中
に
中
国
で
収
集
さ
れ
た

―　 ―5
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土
器
や
瓦
、
戦
後
に
東
亞
考
古
学
会
が
壱
岐
・
唐
津
で
発
掘
し
た
出
土
品

な
ど
の
収
蔵
に
利
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
建
物
の
老
朽
化
に
よ
り
保
管
状

況
が
悪
化
し
た
う
え
、
イ
ラ
ン
・
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
・
パ
キ
ス
タ
ン
調
査

隊
（
イ
ア
パ
）
が
持
ち
帰
っ
た
考
古
資
料
で
飽
和
状
態
に
な
っ
た
。
一
九

七
五
年
に
東
一
条
の
本
館
が
竣
工
し
た
と
き
、
イ
ア
パ
収
集
の
金
属
器
な

ど
一
部
の
貴
重
資
料
は
本
館
に
一
室
を
借
り
て
移
し
た
が
、
つ
い
に
収
蔵

庫
を
新
築
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
地
下
に
想
定
さ
れ
た
北
白
川
縄
文
時
代

遺
跡
の
事
前
発
掘
は
林
巳
奈
夫
・
桑
山
正
進
先
生
が
担
当
し
、
遺
構
の
検

出
に
よ
り
当
初
計
画
よ
り
や
や
南
側
に
ず
ら
し
て
一
九
八
〇
年
に
竣
工
し

た
。
こ
れ
が
現
在
の
収
蔵
庫
で
、
主
屋
と
同
じ
よ
う
な
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
風

の
瓦
葺
き
屋
根
で
あ
る
。
室
内
の
温
度
管
理
は
で
き
な
い
が
、
除
湿
機
の

ド
レ
ー
ン
は
備
え
ら
れ
て
い
る
。
同
年
の
所
報
『
人
文
』
第
二
二
号
に
よ

れ
ば
、
五
月
二
二
日
（
木
）
午
後
四
時
よ
り
沢
田
敏
男
総
長
を
は
じ
め
学

内
関
係
者
や
工
事
関
係
者
な
ど
約
四
〇
名
の
臨
席
を
え
て
「
資
料
収
蔵

庫
」
の
竣
工
披
露
が
お
こ
な
わ
れ
、
考
古
資
料
の
ほ
か
地
理
民
族
資
料
・

古
地
図
・
影
照
本
な
ど
約
二
八
万
点
の
収
蔵
を
予
定
し
て
い
た
と
い
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
こ
ろ
文
学
部
で
は
本
部
構
内
の
陳
列
館
を
一
部
取
り

壊
し
て
博
物
館
を
新
築
す
る
計
画
が
も
ち
あ
が
り
、
文
学
部
考
古
学
講
座

の
保
管
す
る
厖
大
な
考
古
資
料
の
疎
開
先
と
し
て
白
羽
の
矢
が
立
て
ら
れ

た
の
が
分
館
収
蔵
庫
で
あ
っ
た
。
収
蔵
庫
の
下
層
に
は
人
文
研
の
考
古
資

料
・
石
刻
拓
本
類
・
写
真
資
料
な
ど
が
す
で
に
収
納
済
み
で
あ
っ
た
か
ら
、

文
学
部
の
そ
れ
は
上
層
に
運
び
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
文
学
研
究
科
の

大
学
院
生
だ
っ
た
私
は
搬
入
作
業
を
手
伝
っ
た
が
、
土
器
片
で
満
た
さ
れ
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た
木
箱
は
ず
っ
し
り
と
重
く
、
収
蔵
庫
の
階
段
を
汗
だ
く
で
上
り
下
り
し

た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
一
九
八
六
年
、
文
学
部
博
物
館
新
館
が
竣
成

し
、
分
館
収
蔵
庫
に
仮
置
き
さ
れ
て
い
た
考
古
資
料
は
戻
さ
れ
た
。
し
か

し
、
そ
の
空
い
た
ス
ペ
ー
ス
に
収
納
さ
れ
た
の
は
、
主
屋
の
書
庫
や
研
究

室
に
詰
め
込
ま
れ
て
い
た
新
学
書
で
あ
っ
た
。
東
一
条
の
本
館
に
疎
開
し

て
い
た
考
古
資
料
が
戻
っ
て
き
た
の
は
、
本
館
が
本
部
構
内
に
移
転
し
た

二
〇
〇
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。
運
搬
は
日
通
美
術
品
輸
送
に
委
託
し
た
が
、

収
蔵
庫
の
下
層
に
収
容
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
の
に
苦
労
し
た
。

　

私
は
在
職
中
に
三
件
の
考
古
資
料
を
整
理
し
た
。
一
件
目
は
日
本
学
術

振
興
会
が
文
学
部
の
梅
原
末
治
先
生
を
代
表
者
と
し
て
一
九
四
二
年
に
発

掘
し
た
遼
寧
省
大
連
市
文
家
屯
貝
塚
・
東
大
山
積
石
塚
の
出
土
品
で
あ
る
。

こ
の
資
料
は
調
査
に
参
加
し
た
澄
田
正
一
先
生
が
整
理
の
た
め
名
古
屋
に

持
ち
出
し
た
ま
ま
亡
く
な
っ
た
の
で
、
一
九
九
九
年
に
私
は
そ
れ
ら
を
人

文
研
に
搬
入
し
、
大
学
院
生
た
ち
の
協
力
を
え
て
『
文
家
屯
』（
真
陽
社
、

二
〇
〇
二
年
）
を
公
刊
し
た
。
貝
塚
か
ら
は
玉
器
や
石
器
の
未
成
品
、
山

頂
の
積
石
塚
か
ら
は
南
海
産
の
ツ
ノ
ガ
イ
が
出
土
し
、
紀
元
前
三
千
年
紀

に
お
け
る
山
東
半
島
と
の
交
易
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
二
件
目
は
東
方
文

化
研
究
所
が
一
九
三
八
〜
四
四
年
に
雲
岡
石
窟
と
そ
の
周
辺
で
収
集
し
た

新
石
器
・
戦
国
・
秦
漢
・
北
魏
・
遼
金
時
代
の
土
器
・
陶
磁
器
・
瓦
や
石

器
・
石
仏
な
ど
で
あ
る
。
当
時
大
学
院
生
の
向
井
佑
介
さ
ん
は
、
北
魏
・

遼
金
時
代
の
瓦
を
整
理
し
、
そ
の
編
年
を
も
と
に
石
窟
寺
院
の
景
観
変
遷

を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
成
果
は
『
雲
岡
石
窟
』
遺
物
篇
（
朋
友
書
店
、

二
〇
〇
六
年
）
と
し
て
ま
と
め
た
が
、
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
と
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の
共
編
に
な
る
『
雲
岡
石
窟
』
全
二
〇
巻
四
二
冊
へ
と
展
開
す
る
端
緒
と

な
っ
た
。
三
件
目
は
一
九
六
七
年
に
パ
キ
ス
タ
ン
考
古
局
と
の
協
定
に
よ

り
将
来
さ
れ
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
寺
院
址
出
土
の
石
彫
・
ス
ト
ゥ
ッ
コ
・
土
器

な
ど
で
あ
る
。
そ
の
学
術
的
な
価
値
は
桑
山
先
生
が
「
北
白
川
の
収
蔵

庫
」
で
も
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
私
た
ち
は
そ
の
成
果
を
総
合
博
物
館
の

二
〇
〇
八
年
秋
季
企
画
展
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
発
掘
七
〇
年
―
雲
岡
石
窟
か

ら
ガ
ン
ダ
ー
ラ
ま
で
」
と
し
て
開
催
し
、
展
示
図
録
を
臨
川
書
店
よ
り
公

刊
し
た
。

　

土
や
埃
に
ま
み
れ
た
土
器
や
瓦
の
か
け
ら
は
、
書
斎
派
の
研
究
者
に
と

っ
て
価
値
の
な
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
戦
中
・
戦
後
の
き
び

し
い
情
勢
の
中
で
海
外
か
ら
持
ち
帰
っ
た
こ
れ
ら
考
古
資
料
は
、
収
蔵
庫

に
お
い
て
永
遠
に
保
管
し
、
新
し
い
見
方
で
継
続
的
に
調
査
研
究
す
る
だ

け
の
学
術
的
な
価
値
が
あ
る
。
微
力
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
だ
け
は
明
ら
か

に
で
き
た
と
自
負
し
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
14

デ
カ
ル
ト『
方
法
叙
説
』を
読
み
直
す

―
「
私
」
と
「
方
法
」

佐　

藤　

淳　

二

　

ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
（
一
五
九
六
―
一
六
五
〇
）
は
、
近
代
フ

ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
思
想
家
で
あ
り
、「
わ
れ
思
う
、
ゆ
え
に
、

わ
れ
有
り
」
と
い
う
誰
も
が
知
っ
て
い
る
言
葉
を
残
し
た
が
、

こ
の
言
葉
を
含
む
彼
の
『
方
法
叙
説
』
は
、
理
性
的
な
思
考
の

モ
デ
ル
と
評
価
さ
れ
、「
名
作
」
と
し
て
長
く
我
が
国
で
も
親

し
ま
れ
て
き
た
。
こ
の
書
物
は
小
さ
い
が
、
そ
の
内
容
は
極
め

て
重
大
で
あ
る
。
そ
の
重
大
性
を
確
認
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
講

座
の
目
標
と
し
て
設
定
し
た
。

　

書
物
は
、
六
つ
の
パ
ー
ト
か
ら
構
成
さ
れ
、
一
般
に
は
次
の

よ
う
に
概
括
さ
れ
て
い
る
。

第
１

部　

歴
史
論
（
著
者
デ
カ
ル
ト
の
個
人
史
、
生
涯
の
物

語
）、
第
２

部  

論
理
学
（
諸
学
問
の
基
礎
論
）、
第
３

部  

道
徳
、
第
４

部  

形
而
上
学
（
存
在
す
る
と
は
何
か
、
神
と

は
何
か
な
ど
）、
第
５

部  

科
学
論
（
数
学
な
ど
科
学
の
基

礎
付
け
）、
第
６

部  

読
者
な
い
し
公
衆
へ
の
呼
び
か
け

（
知
へ
の
誘
い
）。

　

こ
の
見
取
り
図
は
、
学
問
論
、
学
問
方
法
論
、
科
学
と
知
の

関
係
の
全
体
を
見
通
す
と
い
う
構
成
に
主
眼
を
お
い
た
も
の
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
書
物
を
動
か
し
て
い
る
独

特
な
運
動
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
当
然
な
が
ら
矛
盾
や
衝
突
が
見

受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
と
り
わ
け
こ
の
百
年
ほ
ど
に

渡
っ
て
デ
カ
ル
ト
解
釈
が
世
界
中
で
次
々
と
出
現
し
、
そ
れ
は

宗
教
史
や
科
学
史
の
位
置
付
け
と
い
っ
た
「
純
粋
に
」
歴
史
的

な
学
問
論
争
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
先
端
的
な
論
理
学
や
政

治
思
想
史
と
い
っ
た
広
範
な
場
面
で
、
生
き
生
き
と
展
開
さ
れ

続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
名
作
」
は
死
な
な
い
と
い
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う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

簡
潔
だ
が
多
種
多
様
の
分
野
を
含
む
複
雑
な
書
物
と
し
て

『
方
法
叙
説
』
は
、
私
た
ち
の
前
に
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
ど

う
読
ん
で
い
っ
た
ら
良
い
の
か
。
デ
カ
ル
ト
自
身
は
冒
頭
で
、

私
た
ち
を
励
ま
し
て
く
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
良
識

は
も
っ
と
も
公
平
に
分
配
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
有
名
な
冒
頭

の
言
葉
は
、
た
と
え
こ
こ
で
の
「
良
識
」
が
、
真
理
を
見
極
め

る
繊
細
な
判
断
の
力
と
い
う
意
味
だ
と
し
て
も
、
二
十
一
世
紀

の
私
た
ち
は
、
専
門
家
で
な
く
と
も
こ
の
書
物
を
よ
む
べ
し
と

い
う
励
ま
し
と
受
け
取
っ
て
構
わ
な
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
も
そ

れ
ぞ
れ
自
分
の
良
識
で
こ
の
書
物
を
読
解
し
、
判
断
し
て
い
く

こ
と
に
し
た
い
。

　

端
的
に
言
え
ば
、
こ
の
書
物
の
意
義
は
、
知
と
生
の
統
合
を

目
指
し
、
科
学
と
形
而
上
学
な
い
し
道
徳
論
の
統
一
へ
の
意
志

を
鮮
明
に
し
た
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
の
生
き
た
時
代

は
、
知
が
根
底
的
に
変
革
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
科
学
革
命
」
の

時
代
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
れ
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
新
し
い

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
登
場
は
、
古
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
の
衝
突
な
し
に

は
済
ま
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
象
徴
が
、
新
し
い
世
界
観

を
提
唱
し
た
ガ
リ
レ
オ
へ
の
弾
圧
で
あ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
も
一

六
三
三
年
の
ガ
リ
レ
オ
裁
判
な
ど
か
ら
、
著
作
の
発
表
を
控
え

る
と
い
っ
た
影
響
を
蒙
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
は
科

学
と
哲
学
、
知
と
生
き
方
を
統
合
す
る
と
い
う
意
志
を
保
ち
続

け
た
の
で
あ
る
。
科
学
は
科
学
、
人
生
は
人
生
と
い
う
よ
う
な

都
合
の
よ
い
分
け
方
を
彼
は
し
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

デ
カ
ル
ト
の
『
方
法
叙
説
』
は
、
論
理
学
・
科
学
論
・
形
而
上

学
・
道
徳
論
な
ど
の
多
様
な
パ
ー
ツ
の
接
続
で
あ
り
、
一
見
す

る
と
、
と
り
と
め
の
な
い
異
種
混
合
の
系
列
に
沿
う
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
、
こ
の
書
物
は
、
そ
れ
に
続
く
三
つ
の
試
論
す

な
わ
ち
『
屈
折
光
学
』・『
気
象
学
』・『
幾
何
学
』
へ
の
一
種
の

「
序
論
」
の
位
置
に
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
よ
う
。
そ
う
す

れ
ば
、『
方
法
叙
説
』
で
の
自
伝
的
と
も
言
え
る
知
の
遍
歴
と
、

学
問
を
そ
の
基
礎
ま
で
解
体
し
て
か
ら
再
構
築
し
よ
う
と
い
う

強
い
意
志
、
そ
の
中
で
の
形
而
上
学
的
哲
学
的
問
題
群
の
位
置

付
け
な
ど
な
ど
が
、
生
き
方
の
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
、
そ
し

て
後
続
す
る
新
し
い
科
学
理
論
に
接
続
す
る
と
い
う
壮
大
な
意

図
と
い
っ
た
も
の
が
、
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
壮
大
な
科
学
の
知
へ
の
「
序
説
」
が
、
知
的
な

自
伝
、
私
的
な
「
自
分
語
り
」
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
、
ど
の

よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
科
学
の
知
と
自

分
の
思
想
と
が
、
激
し
く
そ
し
て
深
く
ぶ
つ
か
り
合
い
、
統
合

を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
意
味
し
て
い
る
。
知
と
人
生

の
統
合
を
、
科
学
に
ま
で
推
し
進
め
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

科
学
の
知
と
自
分
自
身
の
思
想
・
哲
学
・
道
徳
と
を
一
貫
し
て

考
え
る
こ
と
は
、
今
日
の
私
た
ち
に
も
ま
す
ま
す
難
し
く
な
っ

て
い
る
課
題
だ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
の
十
七
世
紀
に
あ
っ
て
も
、
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こ
れ
は
実
に
困
難
な
問
題
で
あ
っ
た
。
か
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
（
一

六
四
二
―
一
七
二
七
）
が
魔
術
マ
ニ
ア
と
噂
さ
れ
る
の
は
さ
て

お
く
と
し
て
も
、
政
治
哲
学
の
巨
人
で
あ
る
英
国
の
ト
マ
ス
・

ホ
ッ
ブ
ズ
（
一
五
八
八
―
一
六
七
九
）
で
さ
え
、
彼
の
科
学
へ

の
深
い
理
解
を
、
そ
の
宗
教
・
哲
学
思
想
に
ど
こ
ま
で
統
一
し

て
い
た
か
と
い
え
ば
、
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

そ
の
中
で
デ
カ
ル
ト
は
、
科
学
の
当
時
の
最
先
端
の
知
見
と
自

ら
の
思
想
・
形
而
上
学
を
統
一
し
よ
う
と
明
確
に
意
志
し
て
い

た
の
だ
と
考
え
た
い
。
今
も
な
お
『
方
法
叙
説
』
と
い
う
こ
の

小
さ
な
書
物
が
、
私
た
ち
に
語
り
掛
け
る
こ
と
を
止
め
な
い
理

由
の
一
つ
は
、
こ
の
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
有
限
の
人
間
が

無
限
を
考
え
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
驚
く
べ
き
事
で

あ
る
が
、
デ
カ
ル
ト
は
近
代
の
端
緒
に
、
こ
の
問
題
を
新
し
く

標
づ
け
る
意
義
深
い
仕
事
を
残
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

玄
奘
と
仏
光
王

―
玄
奘
三
蔵
の
伝
記
を
読
み
直
す

倉　

本　

尚　

徳

　

玄
奘
の
伝
記
史
料
は
数
種
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
最
も
詳
細

で
史
料
価
値
の
高
い
も
の
が
慧
立
撰
・
彦
悰
箋
『
大
慈
恩
寺
三

蔵
法
師
伝
』
全
十
巻
で
あ
る
。

　

こ
の
書
の
序
文
に
は
、
成
立
に
複
雑
な
経
緯
が
あ
っ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
玄
奘
の
弟
子
の
慧
立
が
そ
の

西
域
行
を
中
心
に
五
巻
本
を
撰
し
た
が
、
玄
奘
が
あ
ま
り
に
も

偉
大
な
た
め
、
数
多
く
の
善
事
を
書
き
漏
ら
す
の
を
恐
れ
て
世

に
出
さ
ず
に
地
中
に
隠
し
て
い
た
。
慧
立
が
臨
終
間
際
に
そ
の

書
物
を
取
り
出
そ
う
と
し
た
が
、
取
り
出
す
前
に
亡
く
な
っ
て

し
ま
い
、
門
人
た
ち
は
悲
嘆
に
暮
れ
た
。
こ
の
書
は
他
所
に
流

散
し
て
い
た
の
で
、
数
年
か
け
て
捜
し
集
め
て
買
い
戻
し
た
。

門
人
た
ち
は
さ
ら
に
彦
悰
に
伝
の
続
き
を
執
筆
す
る
よ
う
に
請

い
、
彦
悰
が
十
巻
に
増
補
し
た
と
い
う
。
こ
の
本
が
世
に
出
た

の
は
、
玄
奘
が
遷
化
し
て
二
十
余
年
の
後
、
睿
宗
の
垂
拱
四
年

（
六
八
八
）、
既
に
高
宗
が
他
界
し
、
武
則
天
が
実
権
を
完
全
に

掌
握
し
、
唐
王
朝
の
命
運
が
風
前
の
灯
火
と
な
っ
て
い
た
時
期
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で
あ
る
。

　

慧
立
は
隋
の
史
官
で
あ
っ
た
趙
毅
の
息
子
で
あ
り
、
曲
筆
を

嫌
っ
た
た
め
、
玄
奘
が
国
禁
を
破
り
密
か
に
出
国
し
た
こ
と
、

唐
が
滅
ぼ
し
た
高
昌
国
の
王
と
玄
奘
と
の
親
密
な
関
係
に
つ
い

て
も
詳
細
に
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
唐
王
朝
の
禁
忌
に
触
れ

る
も
の
で
あ
り
、
慧
立
が
世
に
出
す
こ
と
を
憚
っ
た
主
な
理
由

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

慧
立
の
跡
を
継
い
で
執
筆
し
た
彦
悰
は
、
仏
教
を
弾
圧
や
迫

害
か
ら
の
守
護
を
使
命
と
す
る
護
法
僧
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、

『
護
法
沙
門
法
琳
別
伝
』
三
巻
や
『
集
沙
門
不
応
拝
俗
等
事

（
沙
門
不
敬
録
）』
六
巻
な
ど
の
著
作
が
あ
る
。
こ
れ
ら
書
物
の

特
徴
は
、
詔
勅
や
上
表
文
な
ど
の
文
書
を
多
く
収
録
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

　

慧
立
が
執
筆
し
た
こ
の
本
の
前
半
の
西
域
・
イ
ン
ド
旅
行
記

の
部
分
は
様
々
な
仏
教
に
ま
つ
わ
る
神
秘
的
な
物
語
が
多
く
、

奇
跡
を
し
ば
し
ば
お
こ
す
神
聖
な
僧
の
興
趣
に
あ
ふ
れ
た
伝
記

と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
彦
悰
が
増
補
し
た
後
半
部
は
、
玄

奘
自
身
が
太
宗
・
高
宗
と
の
間
で
や
り
と
り
し
た
美
辞
麗
句
の

文
章
が
多
く
収
録
さ
れ
て
お
り
、
伝
記
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
資

料
集
の
よ
う
で
あ
る
の
は
彦
悰
の
上
記
二
著
作
と
同
じ
で
あ
る
。

　

読
み
物
と
し
て
は
前
半
部
の
西
域
紀
行
の
方
が
断
然
面
白
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
神
聖
化
さ
れ
た
玄
奘
で
は
な
く
、
玄
奘

自
身
の
考
え
や
心
情
を
知
る
に
は
、
後
半
部
分
に
多
く
収
録
さ

れ
た
玄
奘
自
身
の
撰
し
た
文
章
を
読
む
方
が
よ
り
そ
の
実
像
に

迫
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
文
書
を
当
時
の
歴
史
的
文

脈
に
基
づ
き
じ
っ
く
り
読
み
こ
ん
で
み
る
と
、
自
身
の
目
指
し

た
理
想
と
現
実
と
の
狭
間
で
苦
慮
す
る
生
身
の
玄
奘
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。

　

こ
こ
で
は
、
そ
の
重
要
な
事
跡
の
一
つ
と
し
て
、
仏
光
王
に

関
す
る
記
事
を
と
り
あ
げ
た
い
。
仏
光
王
と
は
、
唐
の
中
宗
、

す
な
わ
ち
高
宗
と
武
則
天
の
息
子
李
顕
が
、
そ
の
出
生
時
に
授

け
ら
れ
た
号
で
あ
る
。
永
徽
六
年
（
六
五
五
）、
高
宗
が
太
宗

の
旧
臣
た
ち
の
支
持
す
る
王
皇
后
を
廃
し
、
武
氏
を
皇
后
に
立

て
た
こ
と
で
、
政
治
の
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
太
宗
の
旧
臣
た

ち
の
権
威
が
動
揺
し
始
め
る
。
太
宗
は
そ
の
晩
年
、
玄
奘
を
師

と
し
て
大
変
尊
崇
し
て
お
り
、
玄
奘
は
先
帝
の
師
と
し
て
比
類

な
い
権
勢
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
機
に
乗
じ
て
、
呂
才
と
い
う

薬
学
・
易
学
・
暦
学
に
通
じ
皇
帝
に
側
仕
え
し
て
い
た
学
者
が
、

玄
奘
の
弟
子
た
ち
が
撰
し
た
因
明
の
注
釈
書
を
批
判
し
、
そ
れ

ま
で
自
身
が
表
に
出
る
こ
と
の
な
か
っ
た
玄
奘
が
表
に
出
て
直

接
呂
才
と
討
論
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ

た
。
こ
の
討
論
で
呂
才
を
打
ち
負
か
し
た
玄
奘
に
対
し
、
高

宗
・
武
則
天
か
ら
使
者
が
派
遣
さ
れ
、
高
宗
御
筆
の
慈
恩
寺
碑

が
立
て
ら
れ
る
な
ど
、
両
者
の
関
係
が
親
密
に
な
る
。
そ
し
て
、

玄
奘
が
西
域
行
で
得
た
持
病
が
再
発
し
危
篤
状
態
に
陥
っ
た
時
、

高
宗
は
手
厚
い
看
病
を
行
う
よ
う
命
じ
、
回
復
後
も
宮
殿
に
招
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く
な
ど
す
る
。
そ
こ
で
余
命
幾
ば
く
も
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
玄

奘
は
、
高
宗
・
武
后
に
対
し
大
胆
な
要
求
を
行
う
。
そ
の
最
た

る
も
の
が
、
武
后
が
懐
妊
し
た
時
、
玄
奘
に
安
産
祈
願
を
依
頼

し
、
男
子
を
出
産
し
た
あ
か
つ
き
に
は
、
僧
と
す
る
よ
う
に
高

宗
・
武
后
に
要
望
し
た
こ
と
で
あ
る
。
顕
慶
元
年
（
六
五
六
）

武
后
が
無
事
に
男
子
を
出
産
す
る
と
、
こ
の
子
に
仏
光
王
と
い

う
号
が
与
え
ら
れ
、
玄
奘
が
剃
髪
の
師
と
な
っ
た
。
こ
の
時
以

降
、
一
年
の
間
に
仏
光
王
に
関
す
る
玄
奘
と
高
宗
と
の
や
り
と

り
が
実
に
頻
繁
に
か
わ
さ
れ
る
。
玄
奘
が
仏
光
王
に
対
し
て
、

仏
教
界
の
守
護
者
と
し
て
大
変
期
待
を
か
け
、
仏
光
王
の
も
と

で
唐
王
朝
が
仏
教
王
国
と
な
る
こ
と
を
夢
見
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
玄
奘
の
夢
は
す
ぐ
に
打
ち
砕
か
れ
た
。
翌

年
の
顕
慶
二
年
（
六
五
七
）、
高
宗
と
武
則
天
は
洛
陽
へ
行
幸

し
、
仏
光
王
を
周
王
に
封
じ
、
こ
こ
を
東
都
と
定
め
た
。
特
に

武
后
が
彼
に
期
待
を
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
洛
陽
か
ら
長
安

に
帰
還
し
て
以
降
、
仏
光
王
に
関
す
る
玄
奘
と
高
宗
の
や
り
と

り
は
一
切
見
え
な
く
な
り
、
玄
奘
の
希
望
は
結
局
か
な
わ
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
後
、
玄
奘
と
高
宗
・
武
后
と
の
関

係
も
冷
め
た
も
の
と
な
り
、
玄
奘
は
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
玉
華

寺
で
示
寂
す
る
。

　

さ
て
、
玄
奘
の
死
後
、
仏
光
王
こ
と
李
顕
は
、
数
奇
な
運
命

を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。
兄
の
太
子
李
賢
が
廃
さ
れ
る
と
太
子

に
立
て
ら
れ
、
高
宗
が
崩
ず
る
と
、
武
后
に
よ
っ
て
皇
帝
に
擁

立
さ
れ
た
。
し
か
し
、
韋
皇
后
の
父
で
あ
る
韋
玄
貞
を
侍
中
に

抜
擢
し
よ
う
と
し
て
武
后
の
怒
り
を
買
い
、
廃
さ
れ
廬
陵
王
と

な
り
、
均
州
、
房
州
に
監
禁
さ
れ
る
。
房
州
で
は
死
の
影
に
怯

え
、
い
つ
も
薬
師
如
来
を
祈
念
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
後
、

武
則
天
が
皇
帝
に
即
位
す
る
と
、
再
び
皇
太
子
と
し
て
呼
び
戻

さ
れ
、
臣
下
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
再
び
皇
帝
に
立
て
ら
れ
る
。

　

二
度
目
の
即
位
後
、
宮
中
に
蔵
し
て
い
た
玄
奘
の
画
像
を
大

慈
恩
寺
の
翻
経
堂
に
移
し
て
顕
彰
し
、
玄
奘
に
「
大
遍
覚
」
と

い
う
諡
号
を
授
与
し
た
。
ま
た
、
仏
光
王
の
号
に
ち
な
ん
で
、

長
安
・
洛
陽
の
宮
城
内
に
そ
れ
ぞ
れ
仏
光
寺
（
仏
光
殿
）
を
建

立
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
訳
経
事
業
に
再
び
光
を
あ
て
、
玄
奘

が
最
後
に
訳
に
着
手
し
よ
う
と
し
て
放
棄
し
た
『
宝
積
経
』
の

翻
訳
事
業
を
興
し
、
仏
光
殿
に
て
自
ら
筆
受
を
担
当
し
た
。
中

宗
は
幼
い
と
き
に
玄
奘
が
示
寂
し
た
の
で
記
憶
は
な
か
っ
た
か

も
し
れ
な
い
が
、
周
り
の
者
か
ら
玄
奘
の
自
身
に
対
す
る
期
待

を
よ
く
聞
い
て
い
た
し
、『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
の
仏
光

王
の
記
述
に
も
目
を
通
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

帰
国
後
の
玄
奘
の
境
遇
が
い
か
に
変
化
し
た
か
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、『
ア
ジ
ア
人
物
史
第
三
巻  

ユ
ー
ラ
シ
ア
東
西
ふ
た

つ
の
帝
国
』
集
英
社
、
二
〇
二
三
年
に
収
録
の
拙
著
「
玄
奘

―
そ
の
理
想
と
現
実
」
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
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で
た
ら
め
な
「
僕
」
の
批
評
性

―
安
岡
章
太
郎
短
篇
作
品
の
魅
力

藤　

野　

志　

織

　

安
岡
章
太
郎
（
一
九
二
〇
―
二
〇
一
三
）
は
、
戦
後
に
文
壇

に
登
場
し
た
作
家
で
あ
る
。
思
想
や
政
治
性
の
欠
如
、
批
評
性

の
希
薄
さ
か
ら
、
デ
ビ
ュ
ー
当
初
に
は
揶
揄
を
込
め
て
「
第
三

の
新
人
」
と
呼
ば
れ
た
。
エ
ッ
セ
イ
の
ほ
か
、
実
体
験
に
根
差

し
た
小
説
を
数
多
く
執
筆
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

　

夏
期
公
開
講
座
で
取
り
上
げ
た
「
勲
章
」（
一
九
五
三
）
は
、

安
岡
が
一
九
四
五
年
十
二
月
よ
り
二
か
月
間
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

司
令
部
に
な
っ
た
日
比
谷
の
第
一
生
命
ビ
ル
で
掃
除
夫
と
し
て

働
い
た
実
体
験
を
素
材
と
す
る
。
小
説
は
三
部
構
成
で
、「
僕
」

と
い
う
一
人
称
で
語
ら
れ
る
。「
勲
章
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か

ら
、
占
領
下
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
庁
舎
で
「
僕
」
が
大
き
な
功
績
を
挙
げ

る
、
そ
ん
な
物
語
を
想
像
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ

う
で
は
な
い
。
問
題
の
勲
章
は
第
三
章
の
後
半
で
よ
う
や
く
登

場
す
る
。「
僕
」
が
、
父
の
勲
章
（
た
だ
し
、
父
が
無
く
し
て

し
ま
っ
た
た
め
に
買
っ
て
き
た
代
替
品
で
あ
り
、
い
わ
ば
偽

物
）
と
引
き
換
え
に
、
同
庁
舎
に
勤
務
す
る
ミ
ッ
チ
ェ
ル
伍
長

の
パ
イ
プ
・
タ
バ
コ
を
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
偶
然
に

も
シ
ガ
レ
ッ
ト
の
配
給
が
途
絶
え
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
が
ま
っ
た
く

タ
バ
コ
を
吸
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
が
発
生
す
る
。

こ
れ
が
物
語
の
結
末
で
あ
る
。

　

確
か
に
こ
の
展
開
は
、
被
支
配
者
で
あ
る
「
僕
」
が
悪
知
恵

を
働
か
せ
て
、
支
配
者
に
あ
た
る
ミ
ッ
チ
ェ
ル
に
一
杯
喰
わ
せ

た
逆
襲
の
物
語
と
も
読
め
る
。
そ
し
て
、
そ
の
行
為
に
対
し
て

勲
章
に
値
す
る
価
値
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
物
語
を
丁
寧
に
読
ん
で
い
く
と
、
こ
こ
に
は
物
々
交

換
に
よ
る
立
場
の
逆
転
で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
安
定
で
交
換
可

能
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
主
題
が
見
出
さ
れ
る
。
本
作

品
の
魅
力
の
一
つ
は
、
当
時
の
社
会
が
抱
え
て
い
た
支
配
／
被

支
配
の
問
題
（
ア
メ
リ
カ
・
日
本
・
朝
鮮
）、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
不
安
定
さ
を
緻
密
か
つ
明
快
な
構
成
に
よ
り
浮
き
彫
り

に
し
た
点
に
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
れ
ら
が
、
常
に
錯
覚
や
獲
得
の
失
敗
を
通
し
て
象

徴
的
に
語
ら
れ
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
安
岡
章
太
郎
の

批
評
性
と
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
側
に
立
ち
、
堅
固
な
考
え
を

主
張
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
本
作
品
に
お
い
て
は
、
一
個
の
身

体
を
持
ち
な
が
ら
も
、
名
前
を
持
た
な
い
不
安
定
な
「
僕
」
の

視
点
を
通
し
て
、
読
者
は
強
者
／
弱
者
の
一
方
に
与
す
る
こ
と

な
く
、
フ
ラ
ッ
ト
に
世
界
を
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

が
安
岡
作
品
の
持
つ
批
評
性
な
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
こ
う
し
た
読
み
が
導
か
れ
る
の
か
、

鍵
と
な
る
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。
第
一
章
の
メ
イ
ン
は
、
敗
戦

直
前
の
「
僕
」
の
回
想
で
あ
る
。
あ
る
日
「
僕
」
は
キ
セ
ル
を

携
え
て
「
ま
っ
た
く
空
ッ
ポ
」
の
東
京
の
町
を
さ
す
ら
い
歩
く
。

「
僕
」
の
心
情
が
乾
い
た
透
明
性
を
持
っ
て
記
述
さ
れ
る
。
本

章
に
お
け
る
錯
覚
と
獲
得
の
失
敗
の
対
象
は
タ
バ
コ
で
あ
る
。

「
僕
」
は
、「
吸
い
が
ら
の
幽
霊
」
を
見
る
。
紙
の
筒
を
タ
バ
コ

と
見
間
違
え
て
し
ま
う
こ
の
出
来
事
は
、
次
の
文
章
で
閉
じ
ら

れ
る
。「
…
…
僕
は
ガ
ッ
カ
リ
も
し
な
け
れ
ば
、
気
恥
ず
か
し

い
と
も
思
わ
な
か
っ
た
。
藁
ク
ズ
に
だ
ま
か
さ
れ
た
、
と
い
う

こ
と
が
お
か
し
く
も
な
か
っ
た
。
…
…
そ
ん
な
に
心
が
弱
っ
て

い
た
。」
こ
れ
が
第
一
の
錯
覚
と
獲
得
の
失
敗
で
あ
る
。
誰
し

も
身
に
覚
え
の
あ
る
よ
う
な
他
愛
な
い
現
象
で
あ
る
。
し
か
し

そ
こ
に
可
笑
し
み
も
怒
り
も
感
じ
な
い
、
こ
こ
に
戦
争
に
す
べ

て
を
吸
い
尽
く
さ
れ
た
空
ッ
ポ
の
人
間
像
が
あ
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

　

そ
し
て
第
二
章
の
舞
台
は
戦
後
で
あ
る
。
第
二
の
錯
覚
と
獲

得
の
失
敗
は
、
二
つ
の
郊
外
電
車
の
交
叉
す
る
Ｓ
駅
で
起
こ
る
。

朝
鮮
人
の
少
年
が
封
を
切
っ
た
ア
メ
リ
カ
・
タ
バ
コ
を
「
僕
」

に
差
し
出
す
場
面
で
あ
る
。
朝
鮮
の
少
年
と
「
僕
」
の
束
の
間

の
交
歓
は
、
し
か
し
意
外
な
結
末
を
迎
え
る
。「
僕
」
は
自
分

の
チ
ェ
ビ
オ
ッ
ト
格
子
の
半
マ
ン
ト
を
気
に
入
っ
て
、
少
年
が

近
づ
い
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
実
は
、

少
年
は
そ
れ
以
上
に
「
僕
」
を
朝
鮮
人
の
同
胞
だ
と
勘
違
い
し

た
か
ら
こ
そ
、
貴
重
な
タ
バ
コ
を
分
け
て
く
れ
た
の
だ
っ
た
。

こ
れ
が
第
二
の
錯
覚
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
、

「
僕
」
は
過
去
の
習
慣
に
と
ら
わ
れ
な
い
新
し
い
美
意
識
を
身

に
つ
け
た
日
本
人
と
し
て
の
自
己
像
の
獲
得
に
失
敗
す
る
。
不

安
定
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
こ
こ
で
顕
在

化
す
る
。

　

第
三
章
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
庁
舎
が
舞
台
で
あ
る
。「
僕
」
は
掃
除

夫
の
仕
事
に
つ
き
、「
自
分
自
身
の
中
身
に
ゴ
ミ
と
ホ
コ
リ
を

一
ぱ
い
に
詰
め
こ
む
」
こ
と
に
大
き
な
喜
び
を
見
出
す
。
こ
れ

は
第
一
章
と
明
確
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
成
し
て
い
る
。
次
第
に

劣
等
感
や
屈
辱
感
は
完
全
に
麻
痺
し
、
ア
メ
リ
カ
兵
か
ら
「
ミ

ッ
キ
ー
」
と
か
「
ジ
ョ
オ
」
と
か
呼
ば
れ
て
も
よ
ろ
こ
ん
で
応

じ
る
。
拙
い
英
語
で
交
わ
す
彼
ら
と
の
会
話
も
で
た
ら
め
な
自

己
像
を
形
成
し
て
い
く
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
「
僕
」
に
言
わ

せ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
嘘
で
も
ナ
ン
デ
モ
ナ
イ
こ
と
だ
っ
た
。
た

だ
タ
バ
コ
が
吸
い
た
い
と
い
う
気
持
を
の
ぞ
い
て
は
」。
そ
し

て
こ
の
タ
バ
コ
に
対
す
る
底
な
し
の
欲
望
が
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
伍

長
の
パ
イ
プ
・
タ
バ
コ
へ
と
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

物
語
の
結
末
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
第
三
の
錯
覚

と
獲
得
の
失
敗
は
、
勲
章
と
パ
イ
プ
・
タ
バ
コ
の
交
換
を
め
ぐ

っ
て
な
さ
れ
る
。
内
気
な
伍
長
は
勲
章
の
価
値
を
見
誤
り
、
そ

れ
と
気
付
か
ず
不
当
な
取
引
に
応
じ
、「
僕
」
は
ま
ん
ま
と
パ
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イ
プ
・
タ
バ
コ
を
手
に
い
れ
る
。
つ
ま
り
獲
得
に
失
敗
す
る
の

は
「
僕
」
で
は
な
い
の
だ
。
し
か
し
伍
長
を
惨
め
な
立
場
に
追

い
や
っ
て
い
る
の
が
、
シ
ガ
レ
ッ
ト
の
一
時
的
な
配
給
停
止
と

い
う
偶
然
で
あ
る
点
を
考
え
併
せ
れ
ば
、
看
取
す
べ
き
は
、
支

配
／
被
支
配
の
劇
的
な
逆
転
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
い
く
ら
で

も
す
り
替
え
可
能
な
「
僕
」
と
い
う
存
在
の
可
笑
し
み
と
不
気

味
さ
な
の
で
あ
る
。
安
岡
章
太
郎
の
作
品
に
は
、
不
誠
実
で
不

安
定
な
「
僕
」
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
で
可
能
に
な
る
同
時
代

へ
の
批
評
的
な
眼
差
し
が
あ
る
。
そ
れ
は
敗
戦
を
経
て
、
自
ら

の
足
場
が
突
き
崩
さ
れ
た
時
代
に
や
っ
て
き
た
、
負
の
感
情
と

弱
さ
を
抱
え
込
ん
だ
批
評
性
な
の
で
あ
る
。
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彙
　
報
　〈
二
〇
二
二
年
四
月
よ
り
二
〇
二
三
年
三
月
ま
で
〉

お
く
り
も
の

◦
平
岡
隆
二
准
教
授
は
第
一
六
回
日
本
科
学
史

学
会
論
文
賞
を
受
賞
（
二
〇
二
二
年
五
月
二

八
日
）

◦
楊
維
公
助
教
は
、
第
三
二
回
蘆
北
賞
奨
励
賞

を
受
賞
（
二
〇
二
二
年
十
二
月
一
日
）

◦
酒
井
朋
子
准
教
授
は
、
第
一
五
回
京
都
大
学

優
秀
女
性
研
究
者
奨
励
賞
を
受
賞
（
二
〇
二

三
年
三
月
六
日
）

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

日
）

◦
酒
井
朋
子
は
、
准
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）

に
採
用
（
二
〇
二
二
年
四
月
一
日
付
）。

◦
金
智
慧
は
、
助
教
（
人
文
学
研
究
部
）
に
採

用
（
二
〇
二
二
年
四
月
一
日
付
）。

◦
佐
藤
淳
二
は
、
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
に

配
置
換
（
二
〇
二
二
年
四
月
一
日
付
）。

◦
高
階
絵
里
加
教
授
は
、
地
球
環
境
学
堂
に
配

置
換
（
二
〇
二
二
年
四
月
一
日
付
）。

◦
福
谷
彬
助
教（
東
方
学
研
究
部
）は
、
人
間
・

環
境
学
研
究
科
に
配
置
換
（
二
〇
二
二
年
四

月
一
日
付
）。

◦
冨
山
一
郎
は
、
客
員
教
授
（
文
化
研
究
創
成

研
究
部
門
、
二
〇
二
二
年
四
月
一
日
〜
二
〇

二
五
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
二
年
四
月
一
日
〜
二
〇
二
二
年
八
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
二
年
四
月
一
日
〜
二
〇

二
三
年
三
月
三
一
日
）。

◦M
A
RQ
U
ET
, Christoph M

ichel

は
、

特
任
教
授
（
二
〇
二
二
年
五
月
一
日
〜
二
〇

二
三
年
三
月
三
一
日
）。

◦
竹
沢
泰
子
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
定

年
に
よ
り
退
職
（
二
〇
二
三
年
三
月
三
一
日

付
）

◦
岡
村
秀
典
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
定

年
に
よ
り
退
職
（
二
〇
二
三
年
三
月
三
一
日

付
）

◦
守
岡
知
彦
助
教
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
退

職
（
二
〇
二
三
年
三
月
三
一
日
付
）

海
外
で
の
研
究
活
動

◦
中
西
竜
也
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、

二
〇
二
一
年
九
月
二
八
日
成
田
発
、
ハ
ー
バ

ー
ド
燕
京
研
究
所
に
お
い
てvisiting 

scholar

と
し
て
科
研
費
課
題
に
か
か
る
中

国
ム
ス
リ
ム
研
究
を
行
い
、
二
〇
二
二
年
六

月
二
日
帰
国
。
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◦FO
RT
E, Erika

教
授
（
東
方
学
研
究
部
）

は
、
二
〇
二
二
年
八
月
四
日
大
阪
発
、
ウ
ィ

ー
ン
大
学
に
お
い
て
科
研
費
課
題
に
か
か
る

作
業
・
研
究
打
ち
合
わ
せ
を
行
い
、
ロ
ー

マ
・
ラ
・
サ
ピ
エ
ン
ツ
ァ
大
学
に
お
い
て
科

研
費
課
題
に
か
か
る
情
報
収
集
・
研
究
打
ち

合
わ
せ
を
行
い
、
二
〇
二
二
年
九
月
二
三
日

帰
国
。

招
へ
い
研
究
員

◦
林  

立
萍  

台
湾
大
学
日
本
語
文
学
科
教
授

　

外
の
視
点
か
ら
京
こ
と
ば
の
特
徴
を
考
え
る

 

（
文
化
連
関
研
究
客
員
部
門
）

 

受
入
教
員  

岩
城
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
四
月
一
日
〜
二
〇
二
二

年
九
月
三
十
日

◦Y
I, Lidu  

フ
ロ
リ
ダ
国
際
大
学
准
教
授

　

三
〜
六
世
紀
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
仏
教
伝
播
に

お
け
る
宗
教
的
実
践
と
儀
礼

 

（
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
）

 

受
入
教
員  

向
井
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
五
月
一
日
〜
二
〇
二
二

年
七
月
三
一
日

◦
馮  

継
仁  

ハ
ワ
イ
大
学
ヒ
ロ
校
准
教
授

　
『
営
造
法
式
』
の
文
献
学
研
究

 

（
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
）

 

受
入
教
員  

古
松
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
七
月
六
日
〜
二
〇
二
二

年
十
月
五
日

◦CH
RIST

Y
, A
lan Scott  

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
大
学
サ
ン
タ
ク
ル
ー
ズ
校
准
教
授

　

八
重
山
戦
争
マ
ラ
リ
ア
：
帝
国
主
義
、
科
学

と
記
憶
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

 

（
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
）

 

受
入
教
員  

直
野
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
十
月
一
日
〜
二
〇
二
二

年
十
二
月
三
一
日

◦
張  

曦  

中
央
民
族
大
学
民
俗
学
與
社
会
学

学
院
文
化
人
類
学
教
授

　

自
然
災
害
と
文
化
の
繼
承
に
関
す
る
中
日
比

較
研
究

 

（
文
化
連
関
研
究
客
員
部
門
）

 

受
入
教
員  

池
田
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
十
月
一
日
〜
二
〇
二
二

年
十
二
月
三
一
日

招
へ
い
外
国
人
学
者

◦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
三

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
二
六
日

◦
張  

利
軍  

東
北
師
範
大
学
歴
史
文
化
学
院

副
教
授

　

夏
商
周
国
家
構
造
の
考
古
学
研
究

 

受
入
教
員  

岡
村
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
六
月
十
三
日
〜
二
〇
二

三
年
四
月
二
六
日

◦
高  

婧
聡  

東
北
師
範
大
学
歴
史
文
化
学
院

副
教
授

　

西
周
時
代
の
国
家
構
造
と
そ
の
歴
史
的
影
響

 

受
入
教
員  

岡
村
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
六
月
十
三
日
〜
二
〇
二

三
年
四
月
二
六
日

◦
李  

乃
琦  

中
国
浙
江
大
学
文
学
部
准
教
授

　

玄
応
「
一
切
経
音
義
」
写
本
文
献
整
理
集
成
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と
言
語
研
究

 

受
入
教
員  

船
山
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
六
月
二
十
日
〜
二
〇
二

三
年
一
月
二
十
日

◦Y
I, Lidu  

フ
ロ
リ
ダ
国
際
大
学
准
教
授

　

三
〜
六
世
紀
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
介
し
た
仏
教

伝
播
に
つ
い
て
の
美
術
考
古
学
的
研
究

 

受
入
教
員  

向
井
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
八
月
一
日
〜
二
〇
二
二

年
九
月
七
日

◦BEH
R, W

olfgang

　

上
古
中
国
語
に
お
け
る
放
浪
語

 

受
入
教
員  

野
原
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
九
月
一
日
〜
二
〇
二
二

年
十
二
月
三
一
日

◦
李  

皓  

東
北
師
範
大
学
歴
史
文
化
学
院
副

教
授

　

辛
亥
革
命
期
の
中
国
東
北
辺
境
政
局
に
対
す

る
日
本
の
対
応

 

受
入
教
員  

石
川
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
十
月
二
四
日
〜
二
〇
二

三
年
十
月
十
四
日

◦
楊  

奎
松  

華
東
師
範
大
学
中
国
当
代
史
研

究
セ
ン
タ
ー
主
任

　

一
九
四
九
年
以
前
の
毛
沢
東
の
前
半
生
と
そ

の
思
想
に
つ
い
て
の
考
証

 

受
入
教
員  

石
川
教
授

　

期
間　

二
〇
二
三
年
一
月
一
日
〜
二
〇
二
三

年
十
二
月
三
一
日

◦
崔  

善
娥  

明
知
大
學
校
教
授

　

九
世
紀
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
仏
教
美
術
の
研

究

 

受
入
教
員  

稲
本
教
授

　

期
間　

二
〇
二
三
年
一
月
三
十
日
〜
二
〇
二

三
年
二
月
二
四
日

◦K
A
T
A
, Prachatip  

カ
セ
サ
ー
ト
大
学

講
師

　
T
he living w

ith deteriorated soil : 
T
he transform

ative ethics in trou-
bled naturecultural w

orlds
 

受
入
教
員  

酒
井
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
三
年
三
月
二
五
日
〜
二
〇
二

三
年
四
月
二
七
日

外
国
人
共
同
研
究
者

◦
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
二

年
八
月
十
七
日

◦
蔡  

長
廷  

国
立
聯
合
大
学
通
識
教
育
中
心

兼
任
助
理
教
授

　

日
本
に
お
け
る
征
服
王
朝
論
の
発
展
と
そ
の

後

 

受
入
教
員  

古
松
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
三
月
八
日
〜
二
〇
二
三

年
三
月
七
日

◦
趙  

一
水  

高
麗
大
学
民
族
文
化
研
究
院
訪

問
学
者

　

近
世
朝
鮮
及
び
清
朝
の
政
治
的
言
説
に
お
け

る
日
本

 

受
入
教
員  

矢
木
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
四
月
六
日
〜
二
〇
二
三

年
四
月
五
日

◦
胡  

頎  

台
湾
大
学
中
国
文
学
研
究
所
博
士

候
選
人

　

南
北
朝
時
代
に
お
け
る
国
家
意
識
の
構
築
と

そ
の
表
象

―
外
交
使
節
・
活
動
を
中
心

に

 

受
入
教
員  

永
田
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
四
月
二
二
日
〜
二
〇
二

三
年
四
月
二
一
日
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◦Elia W
eber  

ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
修
士

課
程

　

Indo-Iranian anim
al sacrifice

（
イ
ン

ド
・
イ
ラ
ン
の
動
物
供
犠
）

 
受
入
教
員  

石
井
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
六
月
九
日
〜
二
〇
二
二

年
八
月
十
一
日

◦Baoli Y
ang  

ブ
ラ
ウ
ン
大
学Ph. D

. can-
didate

　

唐
代
仏
教
と
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
観
光
文
化

 

受
入
教
員  

倉
本
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
七
月
四
日
〜
二
〇
二
二

年
八
月
一
日

◦
楊  

翊  

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
博
士
後
期
課
程

　

叙
述
史
学
か
ら
分
析
史
学
へ
：
唐
宋
時
代
の

史
学
の
転
換

 

受
入
教
員  

古
松
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
八
月
二
一
日
〜
二
〇
二

三
年
八
月
二
十
日

◦BRO
W
N
IN
G, Jason  

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大

学
ブ
ル
ー
ミ
ン
ト
ン
校
博
士
課
程

　

Early M
edieval Central A

sian Bud-
dhist Philosophy as Reflected in 
Early Japanese and Islam

ic Scho-
lastic T

raditions  : Exam
ining the 

T
ransm

ission of the D
octrine of 

M
om
entariness

 

受
入
教
員  

中
西
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
八
月
二
二
日
〜
二
〇
二

三
年
八
月
二
一
日

◦
劉  

素
桂  

蘭
州
大
学
外
国
語
学
院
副
教
授

　

近
代
日
本
人
に
よ
る
中
国
文
化
財
調
査

 

受
入
教
員  

向
井
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
十
二
月
二
日
〜
二
〇
二

三
年
十
一
月
三
十
日

◦
郭  

珮
君

　

日
本
中
世
の
仏
教
願
文
に
お
け
る
神
国
と
仏

国

 

受
入
教
員  

倉
本
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
三
年
二
月
一
日
〜
二
〇
二
三

年
七
月
三
一
日

外
国
人
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
四

年
三
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

◦D
epairon, Philippe

　

Representations of M
em
ories of T

rau-
m
atic Events in Contem

porary Ja-
pan

 

受
入
教
員  

直
野
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
四
月
一
日
〜
二
〇
二
四

年
九
月
三
十
日

◦
荘  

帆

　

京
都
に
お
け
る
羅
振
玉
の
生
活
と
思
想

 

受
入
教
員  

石
川
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
四
月
一
日
〜
二
〇
二
三

年
七
月
三
十
日

◦
丁  

麗
瓊

　

感
情
史
の
視
点
か
ら
見
る
日
中
戦
争
時
期
の

中
国
共
産
党
新
聞
宣
伝
史
の
研
究
（
十
九

三
十
一
九
四
五
）

 

受
入
教
員  

石
川
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
五
月
一
日
〜
二
〇
二
三

年
四
月
三
十
日

◦
沈  

佳
穎
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海
洋
に
お
け
る
帝
国
―
日
本
帝
国
海
洋
主
権

の
形
成

 

受
入
教
員  

福
家
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
六
月
一
日
〜
二
〇
二
三

年
三
月
三
一
日

◦N
athaniel Lovdahl

　

唐
と
宋
王
朝
の
仏
教
受
戒
歴
史

 
受
入
教
員  

船
山
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
六
月
一
日
〜
二
〇
二
四

年
三
月
三
一
日

◦K
irill K

artashov

　

一
八
八
〇
〜
一
九
五
〇
年
代
日
本
に
お
け
る

除
虫
菊
の
歴
史

 

受
入
教
員  

瀬
戸
口
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
六
月
一
日
〜
二
〇
二
二

年
十
一
月
三
十
日

◦
申  

晴

　

清
末
以
降
の
幣
制
改
革

 

受
入
教
員  

村
上
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
九
月
一
日
〜
二
〇
二
三

年
八
月
十
九
日

◦
黄  

蓉

　

唐
・
宋
・
西
夏
時
代
に
お
け
る
漢
、
チ
ベ
ッ

ト
の
薬
師
仏
図
像
と
そ
の
信
仰
に
関
す
る

研
究

 

受
入
教
員  

稲
本
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
十
月
一
日
〜
二
〇
二
三

年
九
月
三
十
日

◦
姜  

伊

　

漢
唐
時
期
に
お
け
る
天
象
図
の
変
遷
に
つ
い

て
の
考
古
学
的
研
究

 

受
入
教
員  

向
井
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
二
年
十
月
一
日
〜
二
〇
二
三

年
九
月
三
十
日

◦
李  

瀾

　

唐
代
の
石
刻
造
像
銘
と
中
国
仏
教
実
践

　
（Stone Inscriptions and C

hinese 
Buddhist Practices in the T

ang 
D
ynasty

）

 

受
入
教
員  

倉
本
准
教
授

　

期
間　

二
〇
二
三
年
一
月
一
日
〜
二
〇
二
四

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
二
年
度
漢
籍
担
当
職
員
講
習
会
（
初

級
）

　

第
一
日
（
十
月
三
日
）

　
　

開
講
挨
拶
・
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン 

 
 

池
田　

巧

　
　

漢
籍
に
つ
い
て
（
四
部
分
類
概
説
を
含

む
） 

永
田　

知
之

　
　

カ
ー
ド
の
取
り
方

―
漢
籍
整
理
の
実
践  

 

楊　

維
公

　

第
二
日
（
十
月
四
日
）

　
　

工
具
書
に
つ
い
て 

髙
井
た
か
ね

　
　

漢
籍
関
連
サ
イ
ト
の
利
用 

 
 

W
ittern, Christian

　
　

実
習
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て 

 
 

永
田　

知
之

　
　

漢
籍
目
録
カ
ー
ド
作
成
実
習

　

第
三
日
（
十
月
五
日
）

　
　

目
録
検
索
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
検
索 

 
 

安
岡　

孝
一

　
　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
（
一
）

　

第
四
日
（
十
月
六
日
）

　
　

和
刻
本
に
つ
い
て
（
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
七
日
）

　
　

朝
鮮
本
に
つ
い
て 

矢
木　

毅

　
　

実
習
解
説 

楊　

維
公

　
　

情
報
交
換 

安
岡　

孝
一

　
　

終
了
挨
拶 

池
田　

巧

◦
二
〇
二
二
年
度
漢
籍
担
当
職
員
講
習
会
（
中

級
）
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第
一
日
（
十
一
月
七
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
八
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
九
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
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
一
日
）

　
　

漢
籍
と
情
報
処
理 
W
ittern, Christian

　
　

実
習
解
説 

楊　

維
公

　
　

情
報
交
換 

安
岡　

孝
一

　
　

終
了
挨
拶 

池
田　

巧
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人文第 70号―抜念校

火
中
の
栗
を
拾
う

― 

京
大
人
文
研
で
「
日
本
の
伝
統
文
化
」
を

問
い
直
す
と
い
う
こ
と

―
菊　

地　
　
　

暁

　

火
中
の
栗
を
拾
う
よ
う
な
研
究
班
だ
。
末
席
を
汚
し
て
勉
強

さ
せ
て
も
ら
お
う
と
共
同
研
究
「「
日
本
の
伝
統
文
化
」
を
問

い
直
す
」
班
の
お
誘
い
を
快
諾
し
た
と
こ
ろ
、
思
い
が
け
ず
副

班
長
を
お
引
き
受
け
す
る
こ
と
と
な
り
、
遅
ま
き
な
が
ら
課
題

の
難
儀
さ
に
気
づ
い
た
。
呆
然
と
な
っ
た
。

　

と
い
う
の
は
、
何
を
ど
う
論
じ
た
と
こ
ろ
で
必
ず
異
論
反
論

が
つ
き
ま
と
う
の
が
「
伝
統
」
で
あ
る
か
ら
だ
。「
伝
統
」
は
、

そ
れ
を
語
る
人
に
と
っ
て
は
自
明
で
確
固
た
る
存
在
な
の
だ
が
、

じ
つ
の
と
こ
ろ
、
語
り
手
の
価
値
判
断
と
対
象
選
択
を
避
け
ら

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
伝
統
」
は
、
そ
れ
が
い
か
に
古
き
良
き

「
過
去
」
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
よ
う
と
も
、
本
質

的
に
は
そ
れ
を
語
る
「
現
在
」
に
属
す
る
事
象
で
あ
り
、
そ
の

語
り
の
対
象
と
さ
れ
た
出
来
事
と
し
て
の
「
過
去
」
と
の
間
に

は
必
然
的
に
齟
齬
が
生
ま
れ
る
。『
創
ら
れ
た
伝
統
』（
ホ
ブ
ズ

ボ
ウ
ム
＆
レ
ン
ジ
ャ
ー
編
、
一
九
八
三
）
を
は
じ
め
と
す
る
多

く
の
研
究
が
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
論
じ
て
き
た
わ
け
で
、
そ
の
成

果
を
認
識
し
た
上
で
、
新
た
な
る
「
伝
統
」
研
究
が
実
践
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
て
、
ど
う
し
た
も
の
か
。
も
っ
と
も
簡
便
な
の
は
、「
伝

統
」
と
い
う
必
然
的
に
誤
解
を
招
く
言
葉
の
使
用
を
避
け
て
、

対
象
と
な
る
地
域
や
時
代
や
ジ
ャ
ン
ル
を
個
別
具
体
的
に
論
じ

て
い
く
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
が
（
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
各

人
の
守
備
範
囲
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
は
大
切
だ
と
思
わ
れ
る

が
）、「「
日
本
の
伝
統
文
化
」
を
問
い
直
す
」
と
い
う
御
題
を

掲
げ
て
し
ま
っ
た
以
上
、
そ
れ
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
よ
う
な
気

が
し
な
い
で
は
な
い
。
日
本
列
島
で
生
起
し
た
文
化
事
象
に
関

わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
何
を
や
っ
て
も
、
そ
れ
な
り
に
「
日
本
の

伝
統
文
化
」
を
問
い
直
し
た
こ
と
に
は
な
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、

何
を
ど
こ
ま
で
や
れ
ば
、「
問
い
直
し
」
を
達
成
し
た
と
言
い

得
る
の
だ
ろ
う
か
。
共
同
研
究
と
い
う
期
間
を
限
定
さ
れ
た
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
は
、
甚
だ
厄
介
と
い
う
の
が
偽
ら
ざ
る
本

音
だ
っ
た
。

　

誤
解
の
な
い
よ
う
に
言
っ
て
お
く
と
、
班
員
諸
氏
に
よ
る
研

究
報
告
は
、
そ
れ
ぞ
れ
充
実
し
た
興
味
深
い
も
の
ば
か
り
だ
っ

た
。
個
人
的
に
印
象
に
残
っ
た
も
の
を
二
、
三
挙
げ
る
と
（
以

下
、
不
正
確
な
紹
介
と
な
る
こ
と
の
ご
寛
恕
を
乞
う
）、
室
町

時
代
、
中
国
か
ら
直
輸
入
さ
れ
た
禅
信
仰
と
そ
れ
に
と
も
な
う

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
、
南
禅
寺
か
ら
東
福
寺
へ
と
連
な
る
東
山
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の
禅
宗
寺
院
群
で
展
開
さ
れ
た
様
子
を
「
一
種
の
チ
ャ
イ
ナ
タ

ウ
ン
」
と
評
さ
れ
た
の
は
、
中
世
京
都
の
イ
メ
ー
ジ
を
刷
新
す

る
ユ
ニ
ー
ク
な
視
点
だ
っ
た
し
（
禅
仏
教
史
・
西
谷
功
氏
報

告
）、
朝
廷
の
一
機
関
た
る
大
学
寮
で
孔
子
を
祀
る
「
釋
奠
」

執
行
す
る
際
、
供
物
と
し
て
猪
肉
を
献
ず
る
か
否
か
、
天
照
大

神
を
頂
点
と
す
る
神
道
祭
祀
と
の
整
合
性
が
問
わ
れ
る
と
い
う

出
来
事
の
検
証
は
、
儒
仏
神
が
錯
綜
す
る
中
世
的
コ
ス
モ
ロ
ジ

ー
の
奇
怪
さ
を
鮮
や
か
に
照
ら
し
出
し
（
中
国
思
想
史
・
水
口

拓
寿
氏
報
告
）、
そ
し
て
、
現
存
す
る
古
書
籍
の
綿
密
な
精
査

に
よ
っ
て
、
巻
子
状
の
絵
巻
物
か
ら
冊
子
状
の
絵
草
紙
へ
と

「
絵
の
あ
る
物
語
」
の
媒
体
が
交
代
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
跡
付
け

ら
れ
た
こ
と
は
、
室
町
後
期
の
社
会
変
容
が
同
時
に
メ
デ
ィ
ア

変
容
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
説
得
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
（
日

本
書
物
史
・
佐
々
木
孝
浩
氏
報
告
）。
い
ず
れ
も
、「
日
本
の
伝

統
文
化
」
を
問
い
直
す
、
貴
重
な
貢
献
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
だ
。
こ
う
し
た
知
見
の
蓄
積
を
踏
ま
え

て
「
日
本
の
伝
統
文
化
」
の
全
体
像
を
描
き
直
す
こ
と
は
、
今

も
未
完
の
課
題
で
あ
る
。
部
分
の
更
新
は
自
動
的
に
は
全
体
の

更
新
を
導
か
な
い
。
誰
か
が
火
中
の
栗
を
拾
う
覚
悟
で
そ
の
作

業
に
着
手
し
な
い
限
り
、
旧
態
依
然
と
し
た
（
そ
し
て
実
証
的

に
問
題
の
あ
る
）「
日
本
の
伝
統
文
化
」
像
が
、
相
変
わ
ら
ず

跋
扈
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

閑
話
休
題
。

　

今
日
、「
失
わ
れ
た
三
〇
年
」
の
停
滞
に
相
反
す
る
よ
う
に

「
日
本
ス
ゴ
イ
系
」
と
称
さ
れ
る
自
画
自
賛
コ
ン
テ
ン
ツ
が
大

活
躍
だ
。
本
当
に
ス
ゴ
い
な
ら
自
分
で
言
わ
な
く
と
も
良
い
だ

ろ
う
に
、
わ
ざ
わ
ざ
自
分
で
言
わ
な
け
れ
ば
気
が
す
ま
な
い
人

が
後
を
絶
た
ず
、
そ
し
て
そ
の
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
が
巷
に
あ
ふ

れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
日
本
の
伝
統
文
化
」
も
、
都
合
よ
く

そ
の
素
材
に
活
用
さ
れ
続
け
る
の
だ
ろ
う
。
暗
澹
た
る
気
分
に

さ
せ
ら
れ
る
。

　

唐
突
か
も
し
れ
な
い
が
、
戦
時
中
の
「
日
本
ス
ゴ
イ
系
」
を

乗
り
越
え
た
桑
原
武
夫
の
感
慨
は
、
一
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
か

も
し
れ
な
い
。

　

私
は
戦
争
に
抵
抗
な
ど
と
い
う
立
派
な
こ
と
は
何
一
つ
し

な
か
っ
た
が
、
便
乗
は
せ
ず
に
す
ん
だ
。
せ
ず
に
す
ん
だ
な

ど
と
変
な
言
い
方
を
す
る
の
は
、
私
が
無
名
で
相
手
に
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
を
さ
す
が
、
同
時
に
、
京
都
の
老
先
生
た
ち

の
感
化
も
あ
る
と
思
う
か
ら
だ
。
よ
く
お
目
に
か
か
っ
た
の

は
、
口
を
ひ
ら
け
ば
中
国
文
化
の
偉
大
さ
を
説
か
れ
る
狩
野

直
喜
先
生
く
ら
い
だ
が
、
原
勝
郎
、
内
藤
湖
南
、
内
田
銀
蔵
、

喜
田
貞
吉
な
ど
と
い
う
人
々
の
本
を
戦
争
の
こ
ろ
楽
し
み
に

よ
く
読
ん
だ
。
紀
元
二
千
六
百
年
な
ど
と
い
う
の
は
全
く
の

う
そ
で
、
桓
武
天
皇
の
祖
母
は
朝
鮮
人
、
伊
勢
神
宮
は
大
小
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便
の
神
様
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
頭
に
の
こ
っ
て
い
て
は
、

あ
の
時
勢
の
風
潮
に
は
乗
り
か
ね
る
の
だ
っ
た
。
専
門
の
学

問
領
域
で
は
そ
の
後
ど
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
知

ら
な
い
が
、
た
と
え
こ
れ
ら
の
先
生
た
ち
の
説
が
打
破
さ
れ

た
に
し
て
も
、
あ
あ
い
う
大
胆
な
問
題
の
立
て
方
と
精
密
な

推
し
進
め
方
、
そ
れ
の
で
き
た
明
治
の
学
者
は
大
し
た
も
の

だ
と
、
私
は
少
年
時
代
の
印
象
を
再
確
認
し
た
（
桑
原
武
夫

「
榊
亮
三
郎
先
生
の
こ
と
」『
桑
原
武
夫
集  

四
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
〇
、
二
二
頁
）。

　

二
〇
二
三
年
、
戦
火
止
ま
ぬ
世
界
の
中
で
「
日
本
の
伝
統
文

化
」
と
問
い
直
す
こ
と
の
意
味
を
、
い
ま
一
度
考
え
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。

研
究
班
を
終
え
て

竹　

元　

規　

人

　

研
究
班
「
清
代
〜
近
代
に
お
け
る
経
学
の
断
絶
と
連
続
：
目

録
学
の
視
角
か
ら
」
は
二
〇
二
〇
年
四
月
に
始
ま
り
、
こ
の
三

月
に
終
了
し
た
。
そ
の
第
一
の
任
務
は
、「『
文
史
通
義
』
班
」

（
古
勝
隆
一
班
長
）
に
お
い
て
二
〇
一
五
年
か
ら
取
り
組
ま
れ

て
き
た
『
文
史
通
義
』
内
篇
の
会
読
を
継
続
し
、
訳
注
の
作
成

と
刊
行
を
完
結
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
先
日
、『
東
方
学
報
』

第
九
十
七
冊
に
内
篇
五
の
訳
注
を
掲
載
し
て
、
こ
の
仕
事
は
ひ

と
ま
ず
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

研
究
班
で
の
検
討
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
章
学
誠
の
学
問
と
思

想
に
関
す
る
見
解
は
、
研
究
論
集
『
章
学
誠
の
可
能
性
』
ほ
か

で
示
す
予
定
で
あ
る
。
い
ま
筆
者
個
人
の
認
識
を
ご
く
簡
潔
に

述
べ
る
と
、
章
は
文
献
の
系
統
的
な
再
定
位
を
通
し
て
、
中
国

の
学
術
の
全
体
的
把
握
を
追
求
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

そ
れ
が
、
章
が
目
録
学
を
基
礎
と
し
た
こ
と
の
意
味
で
あ
っ
た
。

『
文
史
通
義
』
は
体
系
的
な
史
学
方
法
論
の
書
で
は
な
く
、
書

名
の
通
り
、「
文
史
」
の
通
義
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

あ
え
て
現
在
の
言
葉
に
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、「
人
文
学
通
論
」

と
で
も
言
い
得
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
そ
の

「
通
論
」
に
強
固
に
通
底
し
た
の
が
歴
史
的
視
座
で
あ
っ
た
、

と
も
言
え
る
が
、
こ
の
問
題
は
別
途
詳
論
を
要
す
る
）。

　
『
文
史
通
義
』
は
「
易
教
」
篇
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
冒
頭
に

有
名
な
「
六
経
皆
史
」
が
出
て
く
る
。
そ
の
後
「
書
教
」
篇
、

「
詩
教
」
篇
、「
経
解
」
篇
と
、
儒
教
経
書
に
即
し
た
篇
が
続
く
。

中
国
前
近
代
の
学
問
の
中
心
は
経
学
、
書
物
の
中
心
は
経
書
で

あ
り
、『
文
史
通
義
』
の
構
成
も
そ
の
前
提
に
則
っ
て
い
る
と

―　 ―30



共同研究の話題

人文第 70号―抜念校

言
え
る
。
で
は
章
学
誠
の
、
学
術
の
淵
源
と
展
開
を
跡
づ
け
、

学
術
を
分
類
し
な
が
ら
そ
の
統
一
的
把
握
を
図
る
と
い
う
、
目

録
学
の
立
場
を
援
用
す
れ
ば
、
経
学
は
清
代
か
ら
近
代
に
か
け

て
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

章
学
誠
へ
の
認
識
・
評
価
な
ど
、
近
代
以
来
構
築
さ
れ
て
き
た

清
代
学
術
思
想
史
は
、
ど
の
よ
う
に
再
考
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
か
。

こ
う
い
っ
た
問
題
を
考
察
す
る
の
が
、
本
研
究
班
の
テ
ー
マ
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
、
こ
の
三
月
に
人
文
研
分
館
大
会
議
室

に
お
い
て
、
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
中
国
近
代
に
お
け
る
経

書
の
受
容
と
変
容
」
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
タ
イ
ト
ル

を
「
経
学
」
と
せ
ず
「
経
書
」
と
し
た
の
は
、
章
学
誠
が
「
原

道
中
」
篇
で
「
道
は
器
を
離
れ
ず
（
形
而
上
の
道
は
具
体
的
な

事
物
を
離
れ
る
こ
と
は
な
い
）
」
と
述
べ
た
の
に
倣
っ
て
、

「
学
は
書
を
離
れ
ず
」
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

出
土
資
料
や
中
国
の
外
の
文
献
な
ど
、
中
国
に
お
け
る
学
問
の

対
象
は
従
来
の
目
録
学
の
範
囲
を
超
え
、
垂
直
・
水
平
方
向
に

空
間
的
拡
大
を
遂
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
章
学
誠

以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
討
論
も
盛
り
上
が

り
、
手
前
味
噌
な
が
ら
大
変
有
意
義
な
も
の
と
な
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
た
。
会
場
の
熱
量
がZoom

で
の
参
加
者
に
ど
の
程
度

共
有
で
き
て
い
た
の
か
把
握
し
難
い
の
は
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
方

式
の
課
題
と
思
わ
れ
る
。

　

折
し
も
感
染
症
法
上
の
五
類
化
を
見
据
え
、
年
度
末
か
ら
各

方
面
で
の
コ
ロ
ナ
以
前
へ
の
復
帰
が
進
行
し
て
お
り
、
今
回
の

研
究
班
は
結
局covid-19 

と
と
も
に
終
始
し
た
も
の
と
言
え

る
。
特
に
最
初
の
二
年
間
は
そ
の
影
響
が
強
く
、
研
究
班
開
始

か
ら
半
年
は
完
全
遠
隔
で
の
進
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
二
〇
二

〇
年
十
月
に
一
旦
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
方
式
を
実
現
し
た
も
の
の
、

感
染
拡
大
に
よ
っ
て
ま
た
遠
隔
に
戻
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

国
外
か
ら
の
研
究
者
の
招
聘
が
極
め
て
困
難
と
な
っ
た
の
は
、

大
き
な
損
失
だ
っ
た
。

　

た
だ
悪
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
遠
隔
会
議
が
一
般
化
し

た
こ
と
に
よ
り
、
遠
く
離
れ
た
場
所
に
所
在
す
る
研
究
者
と
会

話
す
る
（
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
通
信
す
る
）
こ
と
の
ハ
ー
ド
ル
が

下
が
っ
た
と
言
え
る
。
こ
れ
は
、
国
内
外
各
地
の
研
究
者
に
ご

参
加
い
た
だ
い
た
本
研
究
班
に
と
っ
て
は
利
点
と
な
っ
た
。
そ

し
て
そ
う
と
は
言
い
な
が
ら
、
遠
隔
会
議
が
日
常
化
し
た
が
ゆ

え
に
、
か
え
っ
て
対
面
会
議
の
有
難
味
も
、
改
め
て
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
た
。

　

最
後
に
話
題
は
や
は
り
会
読
に
戻
る
。
二
〇
一
五
年
に

「『
文
史
通
義
』
班
」
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
当
初
、
自
分

で
予
習
は
す
る
も
の
の
、
研
究
班
の
場
で
改
め
て
精
読
し
、
衆

知
を
結
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
読
み
と
理
解
が
生
成

さ
れ
る
、
そ
の
体
験
の
鮮
烈
さ
を
、
今
で
も
如
実
に
記
憶
し
て

い
る
。
書
名
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
十
分
読
ま
れ
て
い
る
と
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は
言
い
難
い
『
文
史
通
義
』
内
篇
の
訳
注
が
、
人
文
研
の
研
究

班
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
の
は
、
章
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

「
理
勢
の
自
然
」（「
原
道
上
」
篇
）
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

個
人
的
感
慨
で
恐
縮
だ
が
、
こ
う
し
た
場
に
八
年
間
、
福
岡
か

ら
通
い
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
大
い
な
る
幸
運
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
ら
れ
た
人
文
科
学
研
究
所
、
そ

し
て
二
〇
一
五
年
に
研
究
班
に
お
声
が
け
い
た
だ
い
て
か
ら
本

研
究
班
で
副
班
長
と
し
て
ご
指
導
い
た
だ
く
ま
で
、
お
世
話
に

な
り
続
け
て
い
る
古
勝
隆
一
先
生
に
は
、
改
め
て
深
く
感
謝
申

し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
研
究
班
で
様
々
に
ご
示
教
い
た
だ
い
た

先
生
方
に
も
、
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

　

現
在
世
上
で
は
「
対
話
型
Ａ
Ｉ
」
の
衝
撃
が
取
り
沙
汰
さ
れ

て
い
る
が
、
Ａ
Ｉ
が
章
学
誠
の
テ
ク
ス
ト
を
見
事
に
解
釈
訳
読

す
る
事
態
は
な
お
想
像
し
難
く
、
た
と
え
そ
の
日
が
来
た
と
し

て
も
、
人
間
は
古
典
を
読
み
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
会
読
万
歳
、

会
読
よ
永
遠
な
れ
、
で
あ
る
。

途
上
の
実
験
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、

「
実
験
性
の
生
態
学
」石　

井　

美　

保

　

二
〇
二
〇
年
の
四
月
か
ら
三
年
間
、「
実
験
性
の
生
態
学

―
人
新
世
に
お
け
る
多
種
共
生
関
係
に
関
す
る
比
較
研
究
」

と
題
し
た
共
同
研
究
を
行
っ
て
き
た
。
研
究
班
長
は
大
阪
大
学

人
間
科
学
研
究
科
に
所
属
す
る
医
療
人
類
学
者
、
モ
ハ
ー
チ

ゲ
ル
ゲ
イ
さ
ん
。
メ
ン
バ
ー
に
は
文
化
人
類
学
、
科
学
技
術
社

会
論
、
科
学
史
を
専
門
と
す
る
研
究
者
た
ち
が
集
ま
っ
た
。

　

こ
の
共
同
研
究
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
タ
イ
ト
ル
に
も
含
ま
れ

て
い
る
「
実
験
性
（experim

entality

）」
と
い
う
言
葉
で
あ

る
。
実
験
性
と
は
何
か
。
こ
の
研
究
班
で
扱
わ
れ
る
「
実
験
」

と
は
、
た
と
え
ば
顕
微
鏡
や
ビ
ー
カ
ー
な
ど
の
器
具
を
用
い
て

実
験
室
内
で
行
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し

た
従
来
の
実
験
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
よ
う
な
、

し
か
し
そ
れ
で
い
て
「
実
験
」
と
し
か
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い

よ
う
な
現
象
が
、
現
代
社
会
に
は
溢
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
新

薬
の
臨
床
試
験
や
遺
伝
子
組
換
え
作
物
の
試
験
栽
培
な
ど
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
一
部
の
科
学
実
験
は
実
験
室
内
に
と
ど
ま
る
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こ
と
な
く
、
社
会
そ
れ
自
体
を
実
験
の
現
場
（「
実
験
場
」）
に

し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
と
き
、
社
会
の
成
員
は
自
分

が
被
験
者
で
あ
る
と
特
に
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
い
つ
の
ま
に

か
実
験
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の

共
同
研
究
班
で
は
、
こ
の
よ
う
に
科
学
的
な
実
験
が
限
定
さ
れ

た
時
空
間
か
ら
社
会
全
体
へ
と
拡
が
っ
て
い
く
と
い
う
展
開
そ

の
も
の
を
「
実
験
性
」
と
名
づ
け
て
検
討
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

　

実
験
性
を
帯
び
た
さ
ま
ざ
ま
な
試
行
や
実
践
を
通
し
て
、
人

と
人
、
人
と
動
植
物
、
人
と
モ
ノ
の
関
係
性
は
そ
の
つ
ど
再
編

さ
れ
、
新
た
な
相
互
作
用
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
ミ
ク

ロ
な
過
程
を
民
族
誌
的
に
記
述
す
る
と
同
時
に
、
複
数
の
実
験

場
の
あ
り
方
を
比
較
研
究
す
る
こ
と
が
、
こ
の
共
同
研
究
班
の

主
な
目
的
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
さ

ま
ざ
ま
な
実
験
場
の
創
造
と
発
展
を
可
能
と
し
て
い
る
経
済
と

ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
、
理
念
と
情
動
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
絡
み
合
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
通
し
て
、
現
代
社
会
に
お
け
る
人
間
と
環
境
の
関
係

を
批
判
的
に
見
直
す
と
と
も
に
、
多
種
間
の
新
た
な
共
生
の
可

能
性
を
見
出
す
こ
と
が
、
本
研
究
班
の
よ
り
大
き
な
目
的
で
も

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
視
座
は
、
本
研
究
所
に
お
い
て
過
去
に

実
施
さ
れ
た
三
つ
の
共
同
研
究
班
、
す
な
わ
ち
、「
環
境
イ
ン

フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

―
自
然
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
環
境
変

動
に
関
す
る
比
較
研
究
」（
二
〇
一
三
―
二
〇
一
六
）、「
環
世

界
の
人
文
学

―
生
き
も
の
・
な
り
わ
い
・
わ
ざ
」（
二
〇
一

五
―
二
〇
一
七
）、
そ
し
て
「
生
と
創
造
の
探
究

―
環
世
界

の
人
文
学
」（
二
〇
一
七
―
二
〇
二
〇
）
に
お
い
て
提
起
さ
れ

た
視
点
や
問
題
意
識
と
重
な
る
面
を
も
つ
。

　

こ
れ
ら
の
目
的
の
下
に
、
こ
の
研
究
班
で
は
各
班
員
の
関
心

に
合
わ
せ
て
七
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
を
設
定
し
た
。
一
、
代
謝
と
共

生
。
二
、
環
境
デ
ザ
イ
ン
と
市
民
参
加
。
三
、
実
験
室
と
フ
ィ

ー
ル
ド
ワ
ー
ク
。
四
、
野
生
生
物
保
護
。
五
、
発
酵
の
実
験
性
。

六
、
脱
植
民
地
化
の
政
治
。
七
、
実
験
的
民
族
誌
の
作
成
。

　

各
回
の
研
究
会
で
は
、こ
れ
ら
の
問
題
設
定
に
基
づ
く
班
員
の

研
究
発
表
に
加
え
て
、海
外
か
ら
の
研
究
者
を
招
い
て
数
回
の
国

際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム（Experim

ental Ecologies : Case Studies 
from

 A
m
azonia and Japan

、
な
ら
び
にEcologies of 

E
xperim

entality  : A
 C
om
parative A

pproach to 
M
ultispecies Coexistence in the A

nthropocene 1, 2

）

を
開
催
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
研
究
会
で
し
ば
し
ば
議
論
の
的
に
な
っ
た
の
は
、

実
の
と
こ
ろ
「
実
験
性
」
と
は
何
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
従
来
の
実
験
室
型
の
実
験
で
は
な
く
、
社
会
に
開
か
れ
、

な
お
か
つ
人
間
以
外
の
存
在
を
も
含
む
実
験
的
な
実
践
は
多
岐

に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
統
一
的
な
定
義
を
与
え
る
こ
と

は
難
し
い
。
多
く
の
事
例
を
検
討
す
る
中
で
、
実
験
性
と
い
う

概
念
に
付
随
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
偶
然
性
、
予
測
不
可
能
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性
、
創
発
と
い
っ
た
言
葉
が
浮
上
し
て
き
た
が
、
い
ず
れ
も
実

験
性
と
い
う
概
念
の
定
義
を
容
易
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
さ

ら
に
、
実
験
性
を
特
徴
と
す
る
諸
現
象
を
追
い
か
け
る
研
究
と

そ
の
記
述
も
ま
た
、
あ
る
対
象
を
外
部
か
ら
観
察
し
て
記
録
す

る
の
で
は
な
く
、
当
の
現
象
に
巻
き
込
ま
れ
な
が
ら
記
述
し
て

い
く
と
い
う
実
験
的
な
方
法
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
と
す

れ
ば
、
こ
の
研
究
班
に
お
い
て
「
実
験
性
と
は
何
か
」
と
い
う

議
論
に
決
着
が
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
は
問
題
で
は
な
く
、
む
し

ろ
そ
の
よ
う
に
鍵
と
な
る
概
念
も
記
述
の
方
法
も
、
研
究
の
対

象
さ
え
も
完
全
に
は
枠
づ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
こ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
特
徴
で
あ
り
、
醍
醐
味
だ
っ
た
と
い
え
る

か
も
し
れ
な
い
。

　

と
は
い
え
、
実
験
性
に
つ
い
て
実
際
に
調
査
研
究
を
進
め
て

い
く
上
で
は
、
や
は
り
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
い
に
ぶ
つ
か
ら
ざ
る

を
得
な
い
。
い
つ
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
あ
る
現
象
を

「
実
験
」
と
名
指
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
社
会
全
体
に
拡
張

さ
れ
た
実
験
の
外
縁
は
、
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
う
る
の
か
。

あ
る
時
点
で
「
実
験
」
と
名
付
け
ら
れ
た
現
象
の
多
面
性
や
複

数
性
を
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

　

現
時
点
で
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
明
確
な
答
え
は
出
て
い
な
い
。

短
い
研
究
期
間
で
は
論
じ
尽
く
せ
な
か
っ
た
問
い
や
課
題
は
い

ま
だ
に
山
積
し
て
お
り
、
何
を
議
論
す
べ
き
か
が
よ
う
や
く
見

え
て
き
た
と
こ
ろ
で
時
間
切
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
感

も
否
め
な
い
。
た
だ
言
え
る
こ
と
は
、
私
た
ち
は
誰
も
が
否
応

な
く
同
時
代
的
な
実
験
性
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
だ
。
そ
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
、
外
側
か
ら
描
く
こ
と
は
で
き

な
い
。オ

ン
ラ
イ
ン
会
読
・
ア
ラ
ビ
ア
語
検

索
・
翻
訳

稲　

葉　
　
　

穣

　

共
同
研
究
「
内
陸
ア
ジ
ア
と
そ
の
隣
接
地
域
の
社
会
と
文

化
」
は
予
定
の
三
年
を
一
年
延
長
し
、
二
〇
二
二
年
度
末
で
無

事
（
？
）
終
了
を
迎
え
た
。
ス
タ
ー
ト
し
た
の
が
二
〇
一
九
年

の
春
で
、
当
初
の
予
定
通
り
ど
う
に
か
進
ん
だ
の
は
一
年
ほ
ど
、

そ
の
後
は
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
を
も
ろ
に
被
る
こ
と
と
な
っ
た
。

も
と
も
と
こ
の
研
究
班
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
先
立
つ
研
究
会

も
、
研
究
報
告
と
史
料
会
読
を
半
々
く
ら
い
の
割
合
で
行
っ
て

い
た
の
だ
が
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
下
、
実
際
に
集
ま
っ
て
研
究

報
告
の
会
を
開
く
の
は
不
可
能
と
な
っ
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の

研
究
報
告
の
会
も
試
し
て
は
み
た
の
だ
が
、
ど
う
も
班
長
で
あ

る
私
自
身
が
（
極
め
て
注
意
力
散
漫
の
ゆ
え
）
オ
ン
ラ
イ
ン
で

―　 ―34



共同研究の話題

人文第 70号―抜念校

発
表
や
報
告
を
聞
く
の
が
苦
手
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、

二
〇
二
〇
年
春
以
降
は
ほ
と
ん
ど
の
研
究
会
を
史
料
会
読
に
あ

て
る
こ
と
と
し
た
。

　

史
料
会
読
自
体
、
コ
ロ
ナ
前
の
二
〇
一
九
年
度
か
ら
す
で
に

開
始
し
て
い
た
の
だ
が
、
題
材
は
、
西
暦
一
二
世
紀
に
書
か
れ

た
と
覚
し
い
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
ヘ
ラ
ー
ト
に
関
す
る
ペ
ル

シ
ア
語
地
方
史
の
手
写
本
で
あ
る
。
こ
の
写
本
は
二
〇
〇
六
年

頃
に
イ
ラ
ン
の
ヤ
ズ
ド
の
古
物
商
の
店
頭
で
発
見
さ
れ
た
と
言

わ
れ
る
が
、
首
尾
を
欠
い
て
お
り
、
誰
の
作
か
は
正
確
に
は
わ

か
ら
な
い
（
一
応
、
ヘ
ラ
ー
ト
の
地
方
史
の
著
者
と
し
て
後
代

の
書
録
に
名
の
見
え
る
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
フ
マ
ー
ン
・
フ
ァ
ー
ミ

ー
作
と
見
な
さ
れ
て
い
る
）。
写
本
自
体
は
お
そ
ら
く
一
三
世

紀
頃
に
書
写
さ
れ
た
も
の
だ
と
想
定
さ
れ
る
が
、
書
写
生
は
あ

ま
り
優
秀
で
も
注
意
深
く
も
な
か
っ
た
よ
う
で
、
書
写
間
違
い

が
各
所
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
文
字
は
鮮
明
で
あ
り
、
読
み

取
り
に
苦
労
す
る
部
分
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し

て
こ
の
写
本
会
読
と
い
う
作
業
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
環
境
は

ず
い
ぶ
ん
と
上
手
く
ハ
マ
っ
た
と
自
分
で
は
思
っ
て
い
る
。
画

面
共
有
機
能
を
使
っ
て
問
題
の
箇
所
を
（
時
に
は
大
き
く
拡
大

し
て
）
示
し
、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
点
の
有
無
、
ス
ト
ロ
ー
ク
の

長
さ
な
ど
を
一
緒
に
検
討
で
き
る
。
多
く
の
メ
ン
バ
ー
が
自
分

の
研
究
室
や
書
斎
か
ら
参
加
し
て
い
た
た
め
、
議
論
の
流
れ
に

応
じ
て
関
連
す
る
資
料
を
自
分
の
本
棚
か
ら
ヒ
ョ
イ
と
取
り
出

し
て
は
示
し
て
く
れ
る
し
、
重
た
い
辞
書
類
も
使
い
放
題
で
あ

っ
た
。
特
に
後
者
は
、
メ
ン
バ
ー
が
一
堂
に
会
し
て
行
う
読
書

会
で
は
な
か
な
か
実
現
で
き
な
い
状
況
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
今

後
も
史
料
会
読
に
関
し
て
は
オ
ン
ラ
イ
ン
研
究
会
と
い
う
の
は

有
力
な
選
択
肢
で
あ
り
続
け
る
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
地
方
史
写
本
に
は
随
所
に
ア
ラ
ビ
ア
語
の
詩
が
ひ
か
れ

て
い
て
、
そ
の
ほ
ぼ
全
て
に
ペ
ル
シ
ア
語
の
訳
が
付
さ
れ
て
い

る
。
写
本
を
出
版
し
た
編
者
た
ち
は
そ
こ
か
ら
、
こ
の
書
物
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
、
そ
れ
が
ペ
ル
シ
ア
語
に
翻
訳

さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
も
想
定
し
て
い
る
。
そ
の
当
否
は

我
々
に
は
判
じ
が
た
い
が
、
こ
の
ア
ラ
ビ
ア
語
詩
は
な
か
な
か

の
難
物
で
あ
っ
た
。
中
国
古
典
籍
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
ア
ラ
ビ

ア
文
字
の
も
の
も
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
テ
キ
ス
ト
検
索

が
随
分
と
可
能
と
な
っ
て
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
い
ろ
ん
な

も
の
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。
た
だ
古
い
ア
ラ
ビ
ア
語
の
詩
は
引
用
の

過
程
で
多
く
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
生
じ
て
い
て
割
と
手
強
い
こ

と
が
多
い
。
そ
こ
で
班
員
諸
氏
は
、
自
ら
の
経
験
と
勘
を
駆
使

し
て
い
ろ
ん
な
形
を
想
定
し
て
検
索
し
、
時
に
ド
ン
ピ
シ
ャ
の

も
の
、
あ
る
い
は
そ
こ
そ
こ
近
い
も
の
を
見
つ
け
、
文
脈
を
補

っ
て
解
釈
し
よ
う
と
試
み
る
。
も
ち
ろ
ん
韻
律
も
重
要
で
、
ア

ラ
ビ
ア
語
史
料
に
熟
達
し
た
班
員
の
存
在
は
大
変
あ
り
が
た
か

っ
た
。

　

右
に
書
い
た
よ
う
に
ペ
ル
シ
ア
語
の
訳
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
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随
分
と
助
け
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
我
々
も
最
初
は
甘
い

見
通
し
を
持
っ
て
い
た
の
だ
が
、
ま
た
ま
た
厄
介
な
こ
と
に

我
々
の
解
釈
す
る
ア
ラ
ビ
ア
語
と
ペ
ル
シ
ア
語
訳
が
う
ま
く
合

致
し
て
く
れ
な
い
。
ペ
ル
シ
ア
語
訳
も
詩
の
形
に
な
っ
て
い
る

の
で
、
当
然
韻
律
を
考
慮
し
て
意
味
を
解
釈
す
る
の
だ
が
、
ア

ラ
ビ
ア
語
の
方
と
四
五
度
く
ら
い
意
味
が
ズ
レ
て
い
る
場
合
も

あ
れ
ば
、
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
違
っ
て
い
る
場
合
も
あ
っ

て
頭
を
抱
え
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
、
我
々
か
ら

見
れ
ば
下
手
な
翻
訳
で
あ
っ
た
り
、
訳
し
間
違
い
に
見
え
る
も

の
も
ま
た
、
立
派
な
歴
史
表
象
で
あ
る
こ
と
に
徐
々
に
気
づ
い

て
き
た
。
ズ
レ
や
間
違
い
の
原
因
は
、
右
に
も
書
い
た
書
写
生

の
能
力
不
足
の
せ
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
編
者
達
が
想
定
す
る

ペ
ル
シ
ア
語
翻
訳
者
の
能
力
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
乏
し
い
な
が
ら
も
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
経
験
を
鑑
み
る
に
、

ア
ラ
ビ
ア
語
古
典
籍
の
歴
史
的
ペ
ル
シ
ア
語
訳
、
特
に
モ
ン
ゴ

ル
時
代
以
前
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
決
し
て
翻
訳
は
正
確
で
は

な
く
、
か
な
り
な
意
訳
を
看
取
で
き
る
こ
と
が
多
い
。「
翻
訳
」

の
概
念
は
近
年
人
文
学
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
キ
ー
と
な
っ
て
い

る
の
だ
が
、
歴
史
的
文
献
の
歴
史
的
翻
訳
、
と
い
う
も
の
に
つ

い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
る
手
が
か
り
を
、
こ
の
地
方
史
の
会
読

は
与
え
て
く
れ
た
よ
う
に
思
う
。

　

会
読
自
体
は
実
は
三
年
目
の
冬
に
は
一
旦
終
わ
っ
た
の
だ
が
、

そ
れ
か
ら
一
年
間
を
か
け
て
訳
註
の
見
直
し
を
行
っ
て
き
た
。

そ
れ
で
も
ま
だ
見
直
し
切
れ
て
い
な
い
部
分
は
あ
る
の
で
、
今

後
も
班
員
の
助
け
を
借
り
な
が
ら
原
稿
を
仕
上
げ
、
な
る
べ
く

早
く
に
日
本
語
訳
注
と
し
て
公
刊
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

古
典
中
国
語
と
系
列
ラ
ベ
リ
ン
グ

安　

岡　

孝　

一

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
言
語
処
理
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、

古
典
中
国
語
（
漢
文
）
の
白
文
と
い
う
の
は
、
か
な
り
厄
介
な

シ
ロ
モ
ノ
で
あ
る
。
単
語
と
単
語
の
間
に
区
切
り
が
な
い
。
文

と
文
の
間
に
も
区
切
り
が
な
い
。
漢
字
が
ズ
ラ
ズ
ラ
と
切
れ
目

な
く
並
ぶ
だ
け
。
こ
ん
な
も
の
、
ど
う
や
っ
て
読
め
ば
い
い
の

か
、
と
『
人
文
』
第
六
六
号
に
書
い
て
か
ら
、
四
年
が
過
ぎ
た
。

　

共
同
研
究
班
「
古
典
中
国
語
の
コ
ー
パ
ス
の
研
究
」
で
は
、

系
列
ラ
ベ
リ
ン
グ
と
い
う
手
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の

問
題
に
挑
ん
で
き
た
。
系
列
ラ
ベ
リ
ン
グ
は
、
品
詞
付
与
や
固

有
表
現
抽
出
の
た
め
に
開
発
さ
れ
た
手
法
で
、
わ
れ
わ
れ
も
品

詞
付
与
に
用
い
て
き
た
。
た
だ
し
、
わ
れ
わ
れ
が
古
典
中
国
語

向
け
に
作
成
し
た
言
語
モ
デ
ルRoBERT

a-Classical-Chinese
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は
、
一
文
字
ず
つ
の
系
列
ラ
ベ
リ
ン
グ
に
特
化
し
て
い
る
。

　

一
文
字
ず
つ
の
系
列
ラ
ベ
リ
ン
グ
は
、
古
典
中
国
語
の
文
切

り
に
適
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
文
頭
の
漢
字
に
対
す
る
ラ

ベ
ル
を
Ｂ
，
文
末
の
漢
字
に
対
す
る
ラ
ベ
ル
を
Ｅ
と
し
て
、

Ｂ
・
Ｍ
・
E3
・
E2
・
Ｅ
を
用
い
て
各
文
を
表
す
。
た
だ
し
、
一

文
字
だ
け
の
文
は
ラ
ベ
ル
を
Ｓ
と
す
る
。
前
ペ
ー
ジ
上
図
に
、

Google Colaboratory

上
で
の
文
切
り
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
、『
論

語
』
の
一
節
を
文
切
り
し
た
結
果
を
示
す
。

　

一
文
字
ず
つ
の
系
列
ラ
ベ
リ
ン
グ
は
、
古
典
中
国
語
の
品
詞

付
与
に
も
適
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
二
文
字
以
上
の
単
語
に
つ

い
て
は
、
一
文
字
目
に
品
詞
ラ
ベ
ル
を
付
与
し
て
お
き
、
二
文

字
目
以
降
は
Ｘ
を
付
与
す
る
、
と
い
う
ト
リ
ッ
ク
を
必
要
と
す

る
。
前
ペ
ー
ジ
下
図
に
、Google Colaboratory

上
で
の
品

詞
付
与
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
、『
論
語
』
の
一
節
に
品
詞
付
与
し
た

結
果
を
示
す
。

　

と
こ
ろ
が
係
り
受
け
解
析
と
な
る
と
、
一
文
字
ず
つ
の
系
列

ラ
ベ
リ
ン
グ
は
、
必
ず
し
も
う
ま
く
動
か
な
い
。
各
文
字
の
間

の
係
り
受
け
関
係
を
、
有
向
グ
ラ
フ
に
お
け
る
リ
ン
ク
と
み
な

し
、
隣
接
行
列
を
確
率
的
に
解
く
手
法
に
挑
戦
し
て
み
た
が
、

そ
こ
そ
こ
解
析
精
度
は
出
る
も
の
の
、
二
文
字
以
上
の
単
語
が

増
え
る
と
精
度
が
ど
ん
ど
ん
下
が
っ
て
し
ま
う
。
一
般
的
な
漢

文
に
お
い
て
は
、
二
文
字
以
上
の
単
語
は
あ
ま
り
多
く
な
い
が
、

そ
れ
で
も
官
職
は
手
ご
わ
い
。
ま
た
、
漢
訳
仏
典
は
、
二
文
字

以
上
の
単
語
だ
ら
け
で
あ
り
、
文
法
の
異
様
さ
も
あ
っ
て
、
今

の
と
こ
ろ
手
に
負
え
な
い
。

　

一
方
で
、
古
典
中
国
語
に
対
す
る
系
列
ラ
ベ
リ
ン
グ
は
、
タ

イ
語
や
ベ
ト
ナ
ム
語
に
も
応
用
で
き
る
よ
う
だ
。
ま
だ
ま
だ
、

研
究
す
べ
き
こ
と
は
多
い
。
今
後
の
わ
れ
わ
れ
の
研
究
の
進
展

に
期
待
さ
れ
た
い
。
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生
き
る
身
体
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
さ

酒　

井　

朋　

子

　

数
日
前
の
こ
と
で
あ
る
。
近
く
の
ス
ー
パ
ー
に
天
然
物
の
ブ

リ
が
大
き
な
切
り
身
で
安
く
売
っ
て
い
た
。
つ
や
つ
や
し
て
い

き
が
よ
さ
そ
う
に
見
え
る
。
隣
に
あ
る
タ
イ
は
旬
の
は
ず
だ
が
、

ち
ょ
っ
と
身
が
ダ
レ
て
見
え
る
し
高
い
。
家
族
に
聞
く
と
、
今

は
ブ
リ
の
旬
と
し
て
は
か
な
り
遅
い
は
ず
だ
が
、
最
近
は
こ
の

時
期
に
売
り
出
し
て
い
る
の
を
よ
く
見
る
と
言
う
。
気
候
や
海

流
が
変
化
し
て
い
る
影
響
も
あ
る
の
か
。
買
っ
て
幽
庵
焼
き
を

夕
食
に
た
め
す
こ
と
に
し
た
。

　

塩
を
ふ
っ
て
置
い
た
の
ち
に
、
し
ょ
う
ゆ
と
酒
と
み
り
ん
を

一
：
一
：
一
で
合
わ
せ
た
も
の
に
一
時
間
ほ
ど
漬
け
て
焼
く
。

仕
上
げ
に
漬
け
汁
を
か
け
な
が
ら
焦
げ
目
を
つ
け
て
い
く
の
だ

が
、
こ
こ
で
火
を
入
れ
す
ぎ
た
。
わ
た
し
は
い
つ
も
そ
う
で
、

焼
き
魚
を
ジ
ュ
ー
シ
ー
に
仕
上
げ
る
の
が
苦
手
だ
。
今
回
も
黒

く
な
り
す
ぎ
た
。

　

そ
の
ブ
リ
を
食
べ
て
い
た
ら
、
皮
と
血
合
い
の
あ
い
だ
に
妙

な
長
細
い
ひ
も
状
の
も
の
が
見
え
る
。
何
か
と
思
っ
て
つ
つ
く

と
、
と
ぐ
ろ
を
巻
い
た
も
の
が
ワ
ラ
ワ
ラ
と
出
て
き
た
。
思
わ

ず
ぎ
ゃ
っ
と
声
が
出
た
。

　

寄
生
虫
で
あ
る
。
ア
ニ
サ
キ
ス
だ
、
と
思
っ
た
。
直
径 2 m

m

ほ
ど
だ
ろ
う
か
、
け
っ
こ
う
な
太
さ
が
あ
る
。
色
は
不
透
明
の

茶
色
が
か
っ
た
灰
色
。
タ
ン
パ
ク
質
が
完
全
に
変
性
し
て
い
て
、

明
ら
か
に
死
ん
で
い
た
。
先
ほ
ど
焼
き
す
ぎ
る
く
ら
い
焼
い
て

お
い
て
よ
か
っ
た
と
安
堵
も
す
る
。
周
囲
の
身
を
ほ
ぐ
し
、
ほ

か
に
異
変
が
な
い
の
を
確
認
し
て
か
ら
ゴ
ミ
箱
に
捨
て
た
。
隣

に
座
っ
て
い
た
子
ど
も
が
目
を
丸
く
し
て
一
部
始
終
を
見
て
い

る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
気
味
の
悪
い
外
見
だ
っ
た
。
長
い
ひ
も
状
の

も
の
が
小
腸
の
よ
う
に
う
ね
っ
た
姿
が
脳
裏
に
や
き
つ
い
て
い

て
、
数
日
た
っ
て
も
気
が
つ
け
ば
思
い
起
こ
し
て
い
る
。

　

そ
の
虫
は
と
っ
さ
に
ア
ニ
サ
キ
ス
だ
と
思
っ
た
が
、
あ
と
で

調
べ
る
と
、
ブ
リ
に
つ
い
て
い
た
こ
と
と
大
き
さ
か
ら
判
断
す

る
に
ブ
リ
糸
状
虫
と
い
う
も
の
ら
し
い
。
人
に
は
寄
生
し
な
い
。

う
っ
か
り
生
き
た
ま
ま
胃
に
入
り
込
ん
で
し
ま
う
と
激
し
い
腹

痛
や
嘔
吐
を
も
た
ら
し
う
る
ア
ニ
サ
キ
ス
と
違
い
、
食
中
毒
の

原
因
に
も
な
ら
な
い
。
生
の
状
態
で
す
ら
体
内
に
入
れ
て
も
問

題
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
、
そ
う
い
わ
れ
て
「
じ
ゃ
あ

食
べ
て
も
大
丈
夫
」
と
積
極
的
に
な
る
人
は
多
く
は
あ
る
ま
い
。

わ
た
し
は
残
り
の
身
を
食
べ
た
が
、
ま
る
ご
と
捨
て
て
し
ま
う

人
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

　

あ
ら
た
め
て
考
え
る
と
、
感
覚
的
嫌
悪
は
非
―

知
性
的
で
非
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合
理
で
あ
る
。
ブ
リ
糸
状
虫
よ
り
危
険
な
ア
ニ
サ
キ
ス
に
し
た

と
こ
ろ
で
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
加
熱
し
て
し
ま
え
ば
食
べ
た
と
こ

ろ
で
害
は
な
い
。
寄
生
虫
と
い
う
と
そ
れ
だ
け
で
グ
ロ
テ
ス
ク

な
印
象
が
あ
る
が
、
わ
た
し
た
ち
の
生
は
い
つ
も
寄
生
的
生
物

と
と
も
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
カ
ー
ペ
ッ
ト
や
布
団
は
お
ろ
か

顔
な
ど
皮
膚
の
上
に
も
ダ
ニ
が
い
る
と
い
う
。
で
は
皿
の
上
の

「
あ
れ
」
と
の
遭
遇
に
と
も
な
っ
た
衝
撃
は
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ

し
く
見
え
る
け
れ
ど
無
害
な
あ
の
も
の
へ
の
忌
避
感
は
、
無
知

さ
や
愚
か
さ
の
証
と
し
て
片
付
け
て
し
ま
う
べ
き
な
の
か
。

　

そ
う
い
う
部
分
は
確
か
に
あ
る
。
嫌
悪
や
恐
怖
は
遭
遇
対
象

が
未
知
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
倍
加
さ
れ
う
る
。
相
手

の
し
く
み
や
く
せ
を
よ
く
知
れ
ば
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
さ
も
し

だ
い
に
後
退
し
て
い
く
。
し
か
し
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
の
は
、

グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
が
も
た
ら
す
相
反
す
る
情
動
で
あ
り
、
そ

の
深
遠
さ
で
あ
る
。
何
か
を
お
ぞ
ま
し
い
と
思
う
感
覚
経
験
は
、

と
き
に
あ
ら
が
い
が
た
い
、
え
た
い
の
し
れ
な
い
引
力
に
巻
き

込
ま
れ
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
。
嫌
悪
と
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
の
領

域
が
近
接
し
て
お
り
、
と
き
に
重
な
っ
て
い
る
こ
と
と
も
関
係

し
て
い
る
。

　

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
イ
ア
ン
・
ミ
ラ
ー
と
い
う
中
世
史
家
は
、
嫌

悪
感
の
語
彙
は
い
つ
も
感
覚
的
な
体
験
に
う
っ
た
え
か
け
る
と

論
じ
て
い
る
（『
嫌
悪
の
解
剖
学
』
一
九
九
七
年
）。
に
お
い

―
た
と
え
ば
動
物
の
身
体
や
そ
の
老
廃
物
の
臭
気
。
甘
っ
た

る
い
も
の
、
粘
り
気
の
あ
る
も
の
、
く
ね
く
ね
と
波
打
つ
も
の
。

食
べ
物
や
飲
み
物
の
な
ま
あ
た
た
か
さ
。
そ
れ
は
「
生
き
て
い

る
身
体
」
へ
の
嫌
悪
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
想
定
と
は
異

な
る
場
所
で
、
異
な
る
も
の
が
、
異
な
る
か
た
ち
で
「
生
き
て

い
た
の
だ
」
と
い
う
発
見
に
対
す
る
驚
き
の
反
応
で
あ
る
。

　

グ
ロ
テ
ス
ク
は
、
か
つ
て
は
生
物
と
生
物
と
が
個
体
も
種
も

超
え
て
合
体
し
か
ら
ま
り
あ
う
図
を
形
容
す
る
言
葉
で
あ
っ
た

し
、
今
も
そ
の
含
意
が
う
っ
す
ら
残
っ
て
い
る
。
あ
る
生
き
物

の
内
部
で
別
の
生
き
物
が
息
づ
い
て
い
る
。
も
し
く
は
あ
る
生

き
物
と
別
の
生
き
物
が
混
じ
り
合
い
身
体
を
共
有
し
、
区
分
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
が
ア
ブ
ジ

ェ
ク
シ
オ
ン
と
名
付
け
て
描
出
し
た
、「
か
つ
て
母
と
一
体
だ

っ
た
」
こ
と
へ
の
嫌
悪
も
こ
れ
に
関
わ
る
。
こ
う
し
た
現
象
へ

の
畏
怖
と
忌
避
感
は
、
同
時
に
自
身
の
身
体
お
よ
び
生
活
空
間

の
な
ま
な
ま
し
さ
の
再
確
認
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

単
純
な
他
者
化
の
感
情
と
し
て
は
説
明
で
き
な
い
。

　

ブ
リ
糸
状
虫
に
話
を
戻
そ
う
。
こ
の
虫
が
つ
く
の
は
、
お
も

に
産
卵
終
了
後
の
ヤ
セ
ブ
リ
で
あ
る
と
い
う
（
中
島
健
次
・
江

草
周
三
・
中
島
東
夫
「
ブ
リ
に
寄
生
す
る
線
虫 

Philom
etroides seriolae 

の
魚
体
脱
出
現
象
に
つ
い
て
」

『
魚
病
研
究
』
四
（
二
）、
一
九
七
〇
）。
と
す
る
と
や
は
り
、

あ
れ
は
旬
を
は
ず
し
た
買
い
物
で
、
け
し
て
美
味
く
は
な
い
魚

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
脂
が
そ
こ
そ
こ
乗
っ
て
い
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て
、
ま
ず
く
は
な
い
よ
う
に
感
じ
て
食
べ
て
い
た
が
、
自
分
の

味
覚
も
疑
わ
し
く
な
っ
て
く
る
。
春
の
ブ
リ
は
、
い
ろ
い
ろ
な

意
味
で
要
注
意
で
あ
る
。

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
と「
い
に
し
へ
ま
な
び
」

金　
　
　

智　

慧

　

よ
く
「
音
楽
は
人
生
を
豊
か
に
す
る
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に

す
る
が
、
自
分
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
み
て
非
常
に
共
感
で
き

る
一
言
で
あ
る
と
思
う
。
私
が
音
楽
の
魅
力
を
知
っ
た
の
は
、

小
学
五
年
生
く
ら
い
の
頃
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
ポ
ッ
プ

好
き
の
父
親
の
影
響
も
あ
り
、
ア
バ
、
ビ
ー
・
ジ
ー
ズ
、
ジ
ョ

ー
ジ
・
マ
イ
ケ
ル
、
ク
ィ
ー
ン
な
ど
、
小
学
生
に
し
て
は
随
分

古
め
か
し
い
ひ
と
昔
の
音
楽
に
接
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
な

か
で
も
す
っ
か
り
と
り
こ
に
な
っ
た
の
は
、
ク
ラ
ン
ベ
リ
ー
ズ

と
い
う
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
の
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
で
あ
る
。
ラ
イ

セ
ン
ス
版
の
Ｃ
Ｄ
を
デ
ス
ク
ト
ッ
プ
に
入
れ
て
聴
く
の
が
放
課

後
の
日
課
で
あ
っ
た
が
、
親
に
ね
だ
っ
て
Ｍ
Ｐ
３

を
プ
レ
ゼ
ン

ト
し
て
も
ら
っ
て
か
ら
は
場
所
に
制
限
さ
れ
ず
聴
く
こ
と
が
で

き
た
。
今
の
時
代
な
ら
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
最
初

に
手
に
入
れ
た
Ｍ
Ｐ
３

は
十
数
曲
し
か
入
れ
ら
れ
な
い
低
用
量

の
も
の
だ
っ
た
の
で
、
ど
ん
な
曲
を
選
択
し
て
入
れ
る
か
が
当

時
の
最
大
の
悩
み
だ
っ
た
。
一
旦
厳
選
し
た
プ
レ
イ
リ
ス
ト
で

も
、
あ
れ
が
欲
し
い
、
こ
れ
が
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
三
日
も

持
た
ず
、
入
れ
替
え
る
日
々
の
繰
り
返
し
が
続
く
。
こ
れ
が
生

ま
れ
て
は
じ
め
て
何
か
に
「
は
ま
る
」
経
験
だ
っ
た
の
で
、
そ

う
い
う
意
味
で
も
ク
ラ
ン
ベ
リ
ー
ズ
の
音
楽
は
私
に
と
っ
て
格

別
で
あ
る
。

　

音
楽
に
関
す
る
専
門
知
識
や
歴
史
な
ど
を
深
く
探
求
し
た
り

ま
で
は
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
も
だ
い
た
い
ロ
ッ
ク
一
筋

と
い
う
感
じ
で
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
、
日
本
の
ロ
ッ
ク
バ

ン
ド
の
様
々
な
音
楽
を
試
し
て
（
十
代
の
私
は
韓
国
の
音
楽
を

聴
く
の
が
な
ぜ
か
粋
で
は
な
い
こ
と
に
思
え
て
距
離
を
置
い
て

い
た
）、
気
に
入
っ
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
見
つ
か
れ
ば
、
と
に

か
く
全
曲
を
聴
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
一
、
二
曲
は
よ
か
っ

た
が
、
す
べ
て
の
ア
ル
バ
ム
を
聴
い
て
み
る
と
し
っ
く
り
こ
な

い
場
合
も
多
々
あ
る
の
で
、
予
選
通
過
（
？
）
し
て
プ
レ
イ
リ

ス
ト
に
残
り
続
け
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
は
忠
誠
を
尽
く
す
。
そ

れ
か
ら
、
も
う
一
つ
の
音
楽
の
愉
し
み
方
は
、
好
き
な
ア
ー
テ

ィ
ス
ト
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
で
影
響
を
受
け
た
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
に
言
及
す
る
と
、
そ
れ
ら
に
あ
た
っ
て
み
る
こ
と
だ
っ
た
。

そ
の
お
か
げ
で
発
見
で
き
た
バ
ン
ド
も
多
く
、
た
と
え
ば
、
オ
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ア
シ
ス
か
ら
ビ
ー
ト
ル
ズ
、
コ
ー
ル
ド
プ
レ
イ
か
ら
ア
ー
ハ
、

ア
ジ
カ
ン
か
ら
ウ
ィ
ー
ザ
ー
へ
と
遡
っ
て
い
く
と
自
分
の
中
の

音
楽
世
界
も
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
っ
た
。

　

二
十
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
ア
ヴ
ィ
ー
チ
ー
、
イ
マ
ジ
ン
・

ド
ラ
ゴ
ン
ズ
、
パ
ラ
モ
ア
な
ど
が
好
き
に
な
り
、
ビ
ル
ボ
ー

ド
・
チ
ャ
ー
ト
入
り
の
人
気
曲
や
Ｋ
―

Ｐ
Ｏ
Ｐ
と
い
っ
た
同
時

代
の
音
楽
も
聴
く
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
や
は
り

私
が
生
ま
れ
る
直
前
か
、
生
ま
れ
て
ほ
ど
な
く
し
て
活
動
し
て

い
た
二
十
世
紀
末
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
に
惹
か
れ
る
こ
と
が

多
い
。
こ
う
し
た
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
志
向
は
、
何
と
な
く
研
究
を

行
う
上
に
も
活
か
さ
れ
て
い
た
気
が
す
る
。
最
初
、
明
治
期
の

散
切
物
（
歌
舞
伎
世
話
物
の
一
種
）
に
興
味
を
持
っ
た
の
も
、

文
明
開
化
期
に
み
ら
れ
る
過
ぎ
去
っ
た
時
代
へ
の
郷
愁
や
恋
し

さ
が
あ
り
あ
り
と
映
し
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
か

ら
で
あ
る
。
皮
相
的
に
し
ろ
、
明
治
初
期
の
時
代
相
と
新
文
物

を
活
写
し
た
と
い
う
の
が
散
切
物
の
一
般
的
な
評
価
で
は
あ
る

も
の
の
、
や
は
り
個
人
的
に
は
激
動
の
時
代
に
取
り
残
さ
れ
た

人
間
群
像
の
方
に
目
が
向
い
て
し
ま
う
。

　

い
つ
の
時
代
に
も
過
去
の
事
象
に
関
心
を
寄
せ
る
人
た
ち
が

い
て
、
芝
居
に
関
し
て
言
う
と
、
十
七
世
紀
初
頭
の
寛
永
期
か

ら
文
化
元
年
ま
で
お
よ
そ
百
八
十
年
間
に
の
ぼ
る
歌
舞
伎
の
歴

史
と
上
演
記
録
を
網
羅
し
た
烏
亭
焉
馬
の
『
花
江
都
歌
舞
妓
年

代
記
』
の
編
纂
は
、
趣
味
や
道
楽
の
レ
ベ
ル
を
遥
か
に
超
え
た

想
像
を
絶
す
る
偉
業
で
あ
る
。
こ
う
し
た
焉
馬
を
肖
り
、
式
亭

三
馬
は
百
年
間
に
お
よ
ぶ
役
割
番
付
を
年
代
順
に
貼
り
込
ん
だ

『
江
戸
三
芝
居
紋
番
付
』
を
制
作
し
、
石
塚
豊
芥
子
は
文
化
文

政
期
か
ら
安
政
年
間
の
上
演
記
録
を
整
理
し
た
『
続
歌
舞
伎
年

代
記
』
を
上
梓
し
た
。
彼
ら
の
執
着
的
と
い
う
ほ
ど
の
考
証
精

神
に
基
づ
い
た
「
い
に
し
へ
ま
な
び
」
を
継
承
し
、
明
治
大
正

期
に
は
、
伊
原
敏
郎
『
歌
舞
伎
年
表
』、
田
村
成
義
『
続
々
歌

舞
伎
年
代
記
』、
関
根
只
誠
『
東
都
劇
場
沿
革
誌
』
な
ど
、
現

在
の
歌
舞
伎
研
究
の
基
礎
と
な
る
史
料
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。

　

私
な
ど
は
彼
ら
の
よ
う
な
芝
居
通
の
考
証
癖
や
マ
ニ
ア
ッ
ク

さ
に
は
と
う
て
い
及
ば
な
い
が
、
明
治
期
以
来
の
近
代
歌
舞
伎

の
歴
史
を
自
分
な
り
の
視
点
で
ま
と
め
て
み
た
い
と
い
う
素
朴

と
も
膨
大
と
も
い
え
る
夢
（
目
標
と
い
っ
た
方
が
よ
い
か
）
が

あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
頭
の
片
隅
で
は
ウ
ィ
ー
ザ
ー
の
デ
ビ

ュ
ー
ア
ル
バ
ム
が
出
た
一
九
九
四
年
や
、
オ
ア
シ
ス
の
伝
説
的

な
曲
の
ワ
ン
ダ
ー
ウ
ォ
ー
ル
が
発
表
さ
れ
た
一
九
九
五
年
こ
ろ

に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
い
と
い
う
、
し
ょ
う
も
な
い
空
想
を

巡
ら
せ
た
り
も
す
る
の
で
あ
る
。
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「
大
体
で
き
て
る
」

福　

谷　
　
　

彬

　

筆
者
が
研
究
所
か
ら
人
間
・
環
境
学
研
究
科
へ
異
動
し
て
し

ば
ら
く
し
た
頃
、
あ
る
飲
み
会
で
研
究
所
の
Ｈ
さ
ん
と
お
話
し

て
い
た
時
の
こ
と
だ
。
先
生
は
最
近
、
原
稿
の
取
り
ま
と
め
作

業
を
さ
れ
て
い
て
、
あ
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
と
い
う
。
締
め

切
り
を
遅
れ
る
執
筆
者
が
、
締
め
切
り
超
過
前
に
、
異
口
同
音

に
口
に
す
る
言
葉
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。

　
「
研
究
や
っ
て
る
人
っ
て
よ
く
「
大
体
で
き
て
る
」
っ
て
言

う
こ
と
あ
る
や
ん
。
あ
れ
言
う
人
、
思
う
ん
や
け
ど
大
体
ほ
と

ん
ど
書
け
て
な
い
よ
。」

　

そ
の
時
は
「
あ
ー
確
か
に
」
な
ど
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
場

で
ゲ
ラ
ゲ
ラ
笑
っ
て
い
た
も
の
だ
。
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
。

半
年
以
上
た
っ
て
そ
の
言
葉
で
こ
れ
ほ
ど
自
ら
身
に
つ
ま
さ
れ

よ
う
と
は
。

　

筆
者
の
異
動
が
決
ま
っ
た
の
は
昨
年
度
末
だ
っ
た
。
正
式
な

決
定
が
遅
く
な
っ
た
関
係
で
、
昨
年
の
『
所
報
人
文
』
で
異
動

の
ご
挨
拶
を
し
そ
び
れ
て
し
ま
っ
た
。
編
集
委
員
の
皆
さ
ん
の

ご
厚
意
で
「
う
ち
と
そ
と
」
の
執
筆
の
機
会
を
頂
い
て
、
軽
い

気
持
ち
で
引
き
受
け
た
の
だ
っ
た
。
最
初
は
昨
年
の
四
月
か
ら

人
環
の
教
員
と
し
て
異
動
し
、
一
年
間
学
生
に
講
義
し
た
時
の

体
験
談
を
書
こ
う
と
思
っ
て
い
た
。
構
想
は
す
ぐ
に
で
き
た
。

　

春
先
に
吉
田
南
を
歩
い
て
い
て
新
入
生
と
間
違
わ
れ
て
、
学

生
集
団
か
ら
サ
ー
ク
ル
に
勧
誘
さ
れ
た
話
か
ら
説
き
起
こ
そ
う
。

そ
し
て
、
勘
違
い
さ
れ
た
の
も
不
思
議
は
な
い
、
期
待
と
不
安

で
心
が
い
っ
ぱ
い
の
人
環
教
員
一
年
生
で
は
な
い
か
、
と
話
を

持
っ
て
い
く
。
そ
れ
か
ら
講
義
で
の
面
白
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
い
く

つ
か
書
い
て
、
最
後
は
一
回
生
に
戻
っ
た
つ
も
り
で
初
心
に
帰

っ
て
取
り
組
み
た
い
と
い
う
感
じ
で
締
め
く
く
る
…
。
講
義
内

容
と
絡
め
て
、
孔
子
は
自
分
が
弟
子
に
教
え
る
だ
け
で
は
な
く
、

弟
子
か
ら
学
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
話
を
取
り
上
げ
て
も
い

い
か
も
な
…
。

　
「
よ
し
。
大
体
で
き
た
。」

　

そ
う
思
っ
て
と
り
あ
え
ず
し
ば
ら
く
原
稿
を
塩
漬
け
に
し
て
、

別
の
原
稿
と
授
業
準
備
に
切
り
替
え
た
の
が
誤
り
だ
っ
た
。
締

め
切
り
が
近
づ
い
て
か
ら
い
ざ
書
い
て
み
る
と
、
一
向
に
う
ま

く
い
か
な
い
の
だ
。
ま
ず
面
白
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
大
半
は
、
実
際

に
文
字
に
し
て
み
る
と
、
ち
っ
と
も
面
白
く
な
ら
な
い
。
趣
向

を
改
め
て
講
義
の
苦
労
話
と
し
て
書
い
て
み
た
。
今
度
は
す
ら

す
ら
書
け
る
が
全
体
が
愚
痴
っ
ぽ
く
な
っ
て
、
な
ん
だ
か
後
味

が
悪
い
。
悩
ん
だ
末
、「
学
生
の
反
応
か
ら
こ
う
い
う
こ
と
を

学
び
、
成
長
で
き
た
」
と
い
う
方
向
で
改
め
よ
う
と
し
た
が
、
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ど
う
も
実
感
が
こ
も
ら
な
い
。
自
分
で
書
き
な
が
ら
、
白
々
し

い
レ
ポ
ー
ト
課
題
を
見
て
い
る
よ
う
な
気
分
に
な
っ
て
き
た
。

　

あ
れ
こ
れ
悩
ん
で
い
る
う
ち
に
、
な
ん
だ
か
懐
か
し
い
感
覚

を
思
い
出
す
気
が
し
た
。
思
え
ば
、
学
生
時
代
、
こ
ん
な
状
況

の
繰
り
返
し
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　

史
料
を
読
む
中
で
、
こ
う
い
う
見
通
し
で
論
文
を
書
こ
う
、

と
い
う
方
針
が
な
ん
と
な
く
固
ま
っ
て
き
て
安
心
す
る
。
方
針

が
固
ま
る
と
、
論
旨
に
合
う
材
料
が
ど
ん
ど
ん
集
ま
っ
て
（
い

る
よ
う
に
錯
覚
し
て
）、
自
分
の
中
で
の
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
を

迎
え
た
心
境
に
な
る
。
締
め
切
り
が
近
づ
い
て
き
た
と
こ
ろ
で

史
料
の
細
か
い
と
こ
ろ
に
ま
で
気
を
付
け
た
作
業
に
取
り
か
か

る
。
新
た
に
史
料
を
あ
れ
こ
れ
見
て
い
る
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
と

当
初
の
史
料
の
理
解
は
自
分
に
都
合
よ
く
読
ん
で
い
た
だ
け
で

は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
が
わ
き
始
め
る
。
読
め
ば
読
む
ほ
ど
、

全
然
違
う
話
に
思
え
て
き
た
と
こ
ろ
で
疑
念
は
焦
燥
へ
と
転
ず

る
。ギ
リ
ギ
リ
ま
で
格
闘
し
、論
文
の
締
め
切
り
数
日
前
に
な
っ

て
、
当
初
の
方
針
を
大
幅
に
改
め
て
、
ま
っ
た
く
異
な
る
内
容

で
ま
と
め
る
（
そ
し
て
、
各
方
面
か
ら
お
叱
り
を
受
け
る
）
…
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
学
生
時
代
何
度
も
繰
り
返
し
た
。
こ
の
よ
う

に
書
く
と
過
去
の
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
不
思
議
と
こ
れ
と
同
じ

ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
体
験
は
こ
こ
最
近
し
て
い
な
か
っ
た
。

研
究
の
取
り
組
み
方
は
、
今
も
大
し
て
変
わ
ら
な
い
は
ず
な
の

に
、
で
あ
る
。
そ
こ
で
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
学
生
時
代
と

今
と
で
は
大
き
く
異
な
る
状
況
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
間
に
合
わ
な
い
と
思
っ
た
ら
そ
も
そ
も
無
理
に
提
出

す
る
必
要
が
今
は
な
く
な
っ
た
こ
と
だ
。
学
生
時
代
は
学
位
論

文
に
し
て
も
査
読
論
文
に
し
て
も
、
間
に
合
わ
な
い
こ
と
に
よ

る
リ
ス
ク
が
大
き
す
ぎ
て
、
無
理
に
で
も
出
さ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
ま
た
、
今
は
事
情
を
説
明
す
れ
ば
締
め
切
り
の
方
が
延

び
て
く
れ
る
こ
と
が
増
え
た
。
学
生
時
代
は
そ
う
は
い
か
な
い
。

そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
れ
ば
、
課
程
博
士
論
文
を
抱
え
た
学
生

は
、
学
位
論
文
提
出
の
た
め
に
、
相
当
の
ス
ト
レ
ス
と
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
の
中
で
研
究
を
し
て
い
る
わ
け
だ
。
当
た
り
前
の
経
験

と
思
っ
て
疑
問
に
持
つ
こ
と
す
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
の

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
そ
の
後
は
恐
ら
く
も
う
経
験
し
な
い
か
も
知

れ
な
い
。
一
度
教
員
と
な
っ
て
し
ま
う
と
、
自
分
の
方
が
学
生

よ
り
忙
し
い
、
自
分
の
学
生
時
代
の
方
が
大
変
だ
っ
た
、
そ
う

思
っ
て
、
学
生
の
抱
え
る
ス
ト
レ
ス
に
対
す
る
想
像
力
が
減
退

し
て
し
ま
う
の
か
も
知
れ
な
い
。
肝
に
銘
じ
て
お
き
た
い
。

　

研
究
所
の
「
そ
と
」
へ
出
て
今
年
で
二
年
目
だ
。
吉
田
南
で

フ
レ
ッ
シ
ュ
な
学
生
た
ち
と
接
す
る
中
で
、
自
分
の
学
生
時
代

の
経
験
を
、
今
度
は
教
員
と
し
て
活
か
し
て
い
き
た
い
と
感
ず

る
。
研
究
計
画
を
語
る
と
雄
弁
だ
が
、
な
か
な
か
エ
ン
ジ
ン
が

始
動
し
な
い
学
生
。
そ
ん
な
学
生
に
は
、
自
分
と
同
じ
轍
を
踏

む
前
に
教
え
て
あ
げ
た
い
。「
大
体
で
き
て
る
は
、
大
体
で
き

て
な
い
ん
だ
よ
」
と
。
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書
い
た
も
の
一
覧
　
二
〇
二
二
年
四
月
〜
二
〇
二
三
年
三
月
（
氏
名
五
十
音
順　

◉
は
単
行
本
）

石
　
井
　
美
　
保

〈
う
た
〉
と
〈
つ
き
〉
と
風
流
夢
譚　

 

人
文  

六
九
号  

六
月

◉
遠
い
声
を
さ
が
し
て
―
学
校
事
故
を
め
ぐ
る
〈
同
行
者
〉
た
ち
の
記
録　

 

岩
波
書
店  

六
月

編
集
後
記　

 
文
化
人
類
学  

八
七
巻
一
号  

六
月

「
回
復
の
物
語
」
に
抗
い
、
亡
き
人
の
声
に
耳
を
す
ま
す　

 
 

 
図
書  

八
八
四
巻
三
二
号  

七
月

◉
た
ま
ふ
り
の
人
類
学　

 

青
土
社  

十
一
月

Living in the forest as a pluriverse : N
ature conservation 

and indigeneity in India

’s W
estern Ghats Journal of Po-

litical E
cology 29

（1

）　 

十
二
月

石
　
川
　
禎
　
浩

第
五
章  

政
治
史  

岡
本
隆
司
・
吉
澤
誠
一
郎
編
、
袁
広
泉
・
袁
広
偉

訳
『
近
代
中
国
研
究
入
門
』　 

当
代
世
界
出
版
社  
四
月

書
評  

高
橋
伸
夫
著
『
中
国
共
産
党
の
歴
史
』　 

 
 

中
国
研
究
月
報  

八
九
二
号  

六
月

「
十
月
革
命
の
砲
声
が
と
ど
ろ
き
」
―
ア
ジ
ア
の
共
産
主
義
運
動  

永

原
陽
子
・
吉
澤
誠
一
郎
編
『
岩
波
講
座  

世
界
歴
史  

二
〇  

二
つ

の
大
戦
と
帝
国
主
義
Ⅰ  

二
〇
世
紀
前
半
』　 

岩
波
書
店  

九
月

大
沢
武
彦
氏
の
書
評
に
対
す
る
リ
プ
ラ
イ　

 
 

 

中
国
現
代
史
研
究  

四
九
号  

十
一
月

戦
前
日
本
の
毛
沢
東
観  

福
家
崇
洋
ほ
か
編
『
思
想
史
講
義
【
戦
前
昭

和
篇
】』　 

ち
く
ま
新
書  

十
一
月

◉
中
国
共
産
党
百
年
史　

 

台
湾
商
務
印
書
館  

一
月

稲
　
葉
　
　
　
穣

◉D
eborah G. T

O
R and M

inoru IN
A
BA
 

（eds.

） T
he H

istory 
and Culture of Iran and Central A

sia  : From
 the Pre-Is-

lam
ic to the Islam

ic Period. U
niversity of N

otre D
am
e 

Press.　

 

四
月

Central A
sia in the M

id-Eighth Century : W
ukong

’s Itin-
erary tow

ard India, D
eborah G.  T

O
R and M

inoru IN
A
-

BA
 

（eds.

） T
he H

istory and Culture of Iran and Central 
A
sia  : From

 the Pre-Islam
ic to the Islam

ic Period. U
ni-

versity of N
otre D

am
e Press.　

 

四
月

K
ābul and the Regional Centers of Eastern A

fghanistan 
in the H

istorical Perspective, Liu X
IN
RU
 

（ed.

） T
he 

W
orld of the A

ncient Silk R
oad. Routledge.　

 

九
月

稲
　
本
　
泰
　
生

雲
岡
石
刻
録
―
「
雲
岡
金
石
録
」
改
訂
版
―
（
分
担
執
筆
）　 
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東
方
学
報  

九
七
冊  

十
二
月

牛
伏
寺
の
文
化
財
を
た
ず
ね
て　

 

牛
伏
寺
だ
よ
り  

四
四
号  

一
月

序
に
か
え
て  

筒
井
忠
仁
編
『
仏
師
と
絵
師
―
日
本
・
東
洋
美
術
の
制

作
者
た
ち
（
根
立
研
介
先
生
退
職
記
念
論
集
）』　 

 
 

思
文
閣
出
版  

三
月

編
集
後
記
（
短
評
）　 

仏
教
芸
術  

十
号  

三
月

岩
　
城
　
卓
　
二

◉
論
点
・
日
本
史
学
（
共
編
著
）　 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房  

八
月

◉
西
宮
神
社
文
書　

三
（
共
編
）　 

清
文
堂
出
版  

三
月

書
評  

野
本
禎
司
『
近
世
旗
本
領
主
支
配
と
家
臣
団
』　 

 
 

東
北
ア
ジ
ア
研
究  

二
七
号  

三
月

岡
　
澤
　
康
　
浩

接
続
と
切
断
の
科
学
史
に
向
け
て　

 

人
文  
六
九
号  

六
月

書
記
技
術
の
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
：
ブ
リ
ュ
ノ
・
ラ
ト
ゥ
ー
ル
の
メ
デ
ィ

ア
論
の
た
め
に　

 

現
代
思
想  

五
一
巻
三
号  
三
月

岡
　
村
　
秀
　
典

中
国
で
発
見
さ
れ
た
景
初
三
年
鏡　

 

史
林  

一
〇
五
巻
五
号  

九
月

画
紋
帯
神
獣
鏡
の
東
伝
―
型
式
と
鉛
同
位
体
比
か
ら
み
た
九
子
派
の
動

態　

 

東
方
学
報  

九
七
冊  

十
二
月

T
he T

ransform
ation of Rules for Chariots and Carriages 

in the H
an-Chin Period, T

ransactions of the Internation-
al Conference of E

astern Studies 66 T
he T

ōhō Gakkai　

 

十
二
月

A
rchaeological Research on the H

an-Chin T
ransition, 

T
ransactions of the International Conference of E

astern 
Studies 66 T

he T
ōhō Gakkai　

 

十
二
月

◉
夏
王
朝  

中
国
文
明
的
原
像　

 

大
象
出
版
社  

二
月

籠
　
谷
　
直
　
人

◉
近
代
東
南
ア
ジ
ア
社
会
経
済
の
国
際
的
契
機
（
共
編
）　 

 
 

臨
川
書
店  

三
月

菊
　
地
　
　
　
暁

〝
ハ
ガ
キ
職
人
系
〞
民
俗
学
者
の
奔
放
：
宝
塚
文
芸
図
書
館
員
辰
井
隆

に
つ
い
て
分
か
っ
た
こ
と　

 

近
代
出
版
研
究  

創
刊
号  

四
月

第
一
三
回
南
方
熊
楠
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
：
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン　

 
 

 

熊
楠w

orks  

五
九
号  

四
月

ど
う
し
て
人
は
、
何
か
を
残
し
た
い
と
思
う
の
？  

公
益
財
団
法
人
せ

た
が
や
文
化
財
団
・
生
活
工
房
編
・
発
行
『
生
活
工
房
ア
ニ
ュ
ア
ル

レ
ポ
ー
ト
二
〇
二
一
』　 

四
月

は
じ
め
に
：
那
賀
川
流
域
調
査
概
要  

早
稲
田
大
学
中
谷
礼
仁
建
築
史

研
究
室
編
・
発
行
『
二
〇
二
一
年
度
高
地
・
流
域
研
究  

四
国
山
地

那
賀
川
流
域
調
査
報
告
書
』　 

四
月

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー  

わ
が
大
学
の
先
生
と
語
る
：
あ
り
の
ま
ま
を
見
つ
め

て　
 

季
刊
読
書
の
い
ず
み  

一
七
二
号  

九
月

対
談  
竹
中
労
と
い
う
思
想  

原
田
健
一
編
『
映
像
を
め
ぐ
る
生
の
ポ

リ
フ
ォ
ニ
ー
：
七
人
の
ヴ
ォ
ワ
イ
ア
ン
〈
見
者
〉
と
の
対
話
』　 
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日
月
舎　

九
月

日
本
心
霊
学
会
編
集
部
代
表
・
野
村
瑞
城
（
政
造
）
の
作
品
と
略
歴  

栗
田
英
彦
編
『「
日
本
心
霊
学
会
」
研
究
』　 

人
文
書
院  

十
月

西
田
・
折
口
講
演
解
題  

栗
田
英
彦
編
『「
日
本
心
霊
学
会
」
研
究
』　  

 

人
文
書
院  

十
月

高
梁
川
・
日
野
川
流
域
管
見  

早
稲
田
大
学
中
谷
礼
仁
建
築
史
研
究
室

編
・
発
行
『
二
〇
二
二
年
度
高
地
・
流
域
研
究  

中
国
山
地
高
梁

川
・
日
野
川
流
域
調
査
報
告
書
』　 

十
一
月

鎌
倉
殿
と
京
の
生
首
の
パ
レ
ー
ド　

 

京
都
新
聞
朝
刊  

十
二
月
九
日
付

や
さ
ぐ
れ
て
民
俗
学
を
批
判
し
て
い
た
私
が
『
民
俗
学
入
門
』
を
書
く

ま
で　

 
京
都
民
俗  

四
〇
号  

十
二
月

◉
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
レ
ポ
ー
ト
選
二
〇
二
二  

京
都
大
学
民
俗
学
研
究

会
（
編
著
）　 

十
二
月

人
生
の
か
け
ら
を
集
め
る　

 

図
書  
八
八
九
号  

一
月

◉
민
속
학 

입
문
　 

에
이
케
이 

커
뮤
니
케
이
션
즈  

二
月

占
領
期
カ
ラ
ー
写
真
の
な
か
の
海
女  

植
田
憲
司
・
衣
川
太
一
・
佐
藤

洋
一
編
『
増
補
新
版  

戦
後
京
都
の
「
色
」
は
ア
メ
リ
カ
に
あ
っ

た
！
―
占
領
期
カ
ラ
ー
写
真
が
描
く
〈
オ
キ
ュ
パ
イ
ド
・
ジ
ャ
パ

ン
〉
と
そ
の
後
―
』　 

小
さ
子
社  
三
月

人
に
話
を
聞
く
と
い
う
こ
と  

木
谷
百
花
編
『
旅
す
る
モ
ヤ
モ
ヤ
相
談

室
』　 

世
界
思
想
社  

三
月

道
産
子
が
民
俗
学
を
学
ん
で
『
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
レ
ポ
ー
ト
選
』
を

編
む
ま
で　

 

口
承
文
芸
研
究  

四
六
号  

三
月

金
　
　
　
智
　
慧

坪
内
逍
遥
の
史
劇
改
良
―
『
桐
一
葉
』
に
お
け
る
〈
型
〉
の
破
壊
―　

  
 

日
本
研
究  

三
八
号  

八
月

追
善
公
演
の
史
的
展
開
と
そ
の
意
味　

 
 

 

歌
舞
伎
：
研
究
と
批
評  

六
七
号  

十
一
月

名
所
の
形
成
と
名
所
イ
メ
ー
ジ
の
構
築
―
『
平
家
物
語
』
の
築
島
伝
説

を
手
掛
か
り
に
―　

 
BU
N
RO
N
  

九
号  

十
二
月

五
代
目
尾
上
菊
五
郎
と
尾
上
家
の
家
の
芸
―
新
古
演
劇
十
種
を
手
掛
か

り
に
―　

 

日
本
學
報  

一
三
四
号  

二
月

◉
明
治
歌
舞
伎
史
論  

懐
古
・
改
良
・
高
尚
化　

 

思
文
閣
出
版  

三
月

倉
　
本
　
尚
　
徳

◉
儀
礼
と
仏
像　

 

臨
川
書
店  

八
月

雲
岡
石
刻
録
―
「
雲
岡
金
石
録
」
改
訂
版
（
編
・
分
担
執
筆
）　 

 
 

東
方
学
報  

九
七
冊  

十
二
月

儀
礼
と
仏
像
―
仏
に
見
え
る　

 

朝
日
新
聞
夕
刊  

三
月
十
七
日

仏
に
ま
み
え
る　

 
 

 

東
京
大
学
中
国
思
想
文
化
研
究
室
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー  

三
月

玄
奘
と
高
宗
―
智
首
律
師
碑
の
再
検
討  

氣
賀
澤
保
規
編
『
論
集  

隋

唐
仏
教
社
会
と
そ
の
周
辺
』　 

汲
古
書
院  

三
月

呉
　
　
　
孟
　
晋

広
東
か
ら
来
た
前
衛
画
家
―
一
九
三
〇
年
代
の
東
京
に
お
け
る
李
仲
生

の
画
業
に
つ
い
て
―　

 

『
ア
ジ
ア
遊
学
』  

二
六
九
号  

五
月

動
向  

美
術  
『
中
国
年
鑑
二
〇
二
二
』　 

中
国
研
究
所  

五
月
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森
琴
石
ゆ
か
り
の
中
国
書
画
お
よ
び
書
簡
資
料
に
つ
い
て
―
来
舶
清
人

と
の
交
流
を
中
心
に
―
（
陳
捷
と
共
著
）　 

学
叢  

四
四
号  

六
月

私
の
「
訂
正
欄
」　 

人
文  

六
九
号  

六
月

王
済
遠
的
油
画
、
水
彩
画
和
水
墨
画
―
従
日
本
交
流
談
起
―  

包
銘
新

主
編
『
旅
行
的
筆
墨
―
王
済
遠
的
絵
画
芸
術
―
』　 

 
 

広
州
：
嶺
南
美
術
出
版
社  

九
月

田
能
村
直
入
の
中
国
憧
憬
か
ら
思
っ
た
こ
と  

『
田
能
村
直
入
と
そ
の

子
弟
』
展
図
録　

 

天
門
美
術
館
・
山
添
天
香
堂  

十
二
月

継
承
溥
儒
筆
墨
的
日
本
画
家
―
論
伊
藤
紫
虹
的
抽
象
水
墨
画
―  

『
水

墨
，
結
束
了
嗎
？
―
再
現
筆
墨
精
神
国
際
研
討
会
論
文
集
―
』　 

 
 

台
北
：
雄
獅
図
書
股
份
有
限
公
司  

二
月

古
　
勝
　
隆
　
一

◉
中
国
注
疏
講
義
―
経
書
の
巻　

 

法
藏
館  

九
月

『
文
史
通
義
』
内
篇
五
訳
注
（
共
著
）　 

東
方
学
報  
九
七
冊  

十
二
月

小
　
関
　
　
　
隆

コ
ラ
ム
：
未
完
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
革
命  

『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
20  

二
つ
の
大
戦
と
帝
国
主
義
Ⅰ  

二
〇
世
紀
前
半
』　 

 
 

岩
波
書
店  

九
月

一
九
二
〇
年
代
の
「
戦
後
の
戦
争
」
と
は  

「
パ
ラ
ミ
リ
タ
リ
ー
」
が

毒
し
た
社
会
（
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
）　 

 
 

朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル  

九
月
十
四
日

小
　
堀
　
　
　
聡

書
評　

伊
藤
正
直
著
『
戦
後
文
学
の
み
た
〈
高
度
成
長
〉』　 

 
 

歴
史
と
経
済  

六
四
巻
三
号  

四
月

W
hen Energy Effi

ciency Begets A
ir Pollution : Fuel Con-

servation in Japan

’s Steel Industry, 1945

―60. T
echnology 

and Culture 63

（2

）　 

四
月

鎌
倉
か
ら
鴨
川
へ
―
二
つ
の
漱
石
句
碑　

 

人
文  

六
九
号  

六
月

Book Review
 O
hara Institute for Social Research, H

osei 
U
niversity and A

kira Suzuki 

（eds

）. Rōdōsha to K
ōgai

・

K
ankyō M

ondai 

﹇W
orkers and pollution/environm

ental 
problem

s

﹈. T
okyo : H

osei U
niversity Press, 2021. Japa-

nese R
esearch in Business H

istory

（39

）   

十
二
月

書
評　

橘
川
武
郎
著
『
災
後
日
本
の
電
力
業
―
歴
史
的
転
換
点
を
こ
え

て
』　 

経
営
史
学  

五
七
巻
三
号  

十
二
月

◉
新
修
豊
田
市
史
総
集
編
（
新
修
豊
田
市
史
編
さ
ん
専
門
委
員
会
編
）　  

 

三
月

酒
　
井
　
朋
　
子

H
um
our and the Plurality of Everyday Life : Com

ical A
c-

counts from
 an Interface A

rea in Belfast. Social A
n-

thropology 30

（3

） European A
ssociation of Social A

n-
thropologists   

九
月

書
評　

村
本
邦
子
著
『
周
辺
か
ら
の
記
憶
―
三
・
一
一
の
証
人
と
な
っ

た
十
年
』　 

社
会
と
倫
理  

三
七
号  

一
二
月

コ
ラ
ム
５　

軍
事
独
裁
政
権
の
暴
力
に
抗
す
る
手
縫
い
の
壁
か
け
―
チ
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リ
の
ア
ル
ピ
ジ
ェ
ラ  

鈴
木
紀
（
編
）『
特
別
展  

ラ
テ
ン
ア
メ
リ

カ
の
民
衆
芸
術
』　 

国
立
民
族
学
博
物
館  

三
月

紛
争
体
験
と
笑
い
―
不
条
理
な
現
実
か
ら
生
ま
れ
る
冗
談  

神
戸
大
学

人
文
学
研
究
科
編
『
人
文
学
を
解
き
放
つ
』　 

 
 

神
戸
大
学
出
版
会  

三
月

佐
　
藤
　
淳
　
二

倒
錯
と
法
：「
症
例
」
ル
ソ
ー
と
そ
の
思
想  

十
川
幸
司
・
藤
山
直
樹 

編
著
『
精
神
分
析
の
ゆ
く
え 
臨
床
知
と
人
文
知
の
間
』　 

 
 

金
剛
出
版  

十
月

書
評　

差
異
の
一
般
意
志
論
へ
の
擁
護  
西
川
純
子
著
『
統
治
の
エ
コ

ノ
ミ
ー
』　 
週
刊
読
書
人  

四
月
二
二
日

白
　
須
　
裕
　
之

漢
字
の
意
味
と
構
造
に
つ
い
て
の
論
理
学
的
な
試
論
―
文
字
論
と
字
符

論
を
手
掛
か
り
に
し
て
―　

 

東
方
学
報  

九
七
冊  
十
二
月

瀬
戸
口
　
明
　
久

Jaehw
an H

yun, A
kihisa Setoguchi, and M

ary A
ugusta 

Brazelton, Som
e Reflections on the H

istory of M
asked 

Societies in East A
sia, E

ast A
sian Science, T

echnology 
and Society  : A

n International Journal, 16.   

四
月

書
評　

ジ
ョ
エ
ル
・
モ
キ
イ
ア
（
長
尾
伸
一
監
訳
、
伊
藤
庄
一
訳
）

『
知
識
経
済
の
形
成
』　 

西
洋
史
学  

二
七
三
号  

六
月

人
間
―

装
置
―

自
然
系
と
し
て
の
科
学
―
『
客
観
性
』
の
歴
史
叙
述
と

科
学
批
判　

 

生
物
学
史
研
究  

一
〇
二
号  

三
月

高
　
井
　
た
か
ね

◉
田
中
淡
著
作
集
二　

中
国
建
築
と
庭
園　

 

中
央
公
論
美
術
出
版  

二
月

解
題　

髙
井
た
か
ね
編
『
田
中
淡
著
作
集
二  

中
国
建
築
と
庭
園
』　  

 

中
央
公
論
美
術
出
版  

二
月

翻
訳　

田
中
淡
「
日
本
初
期
の
造
園
書
と
浄
土
庭
園
―
『
作
庭
記
』
と

古
代
日
本
お
よ
び
中
国
に
お
け
る
そ
の
背
景
」  

髙
井
た
か
ね
編

『
田
中
淡
著
作
集
二  

中
国
建
築
と
庭
園
』　 

 
 

中
央
公
論
美
術
出
版  

二
月

高
　
木
　
博
　
志

世
界
遺
産
と
陵
墓
古
墳
名
称
―
大
山
古
墳
（
自
治
体
が
決
め
た
文
化
財

名
称
）
の
提
案　

 

日
本
史
研
究  

七
一
七  

五
月

「
日
本
部
」
の
共
同
研
究
の
思
い
出　

 

人
文  

六
月

京
都
高
等
工
芸
学
校
と
そ
の
時
代　
『
学
理
と
応
用
―
京
都
高
等
工
芸

学
校
初
一
〇
年
の
軌
跡
』　 

 
 

京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館  

十
月

山
尾
幸
久
先
生
を
追
悼
す
る　
『
志
賀
の
曙
光
―
山
尾
幸
久
先
生
追
悼

文
集
』　 

山
尾
幸
久
先
生
追
悼
文
集
刊
行
世
話
人
会  

十
一
月

◉
人
文
学
報
―
特
集
・
近
代
京
都
と
文
化
（
編
集
）
一
二
〇　

 

二
月

〈
史
料
紹
介
〉
民
芸
同
人
・
寿
岳
文
章
宛
水
谷
良
一
書
簡
（
向
日
庵
所

蔵
）　 

人
文
学
報  

一
二
〇  

二
月

京
都
の
帝
室
技
芸
員
―
特
別
展
「
綺
羅
め
く
京
の
明
治
美
術
―
世
界
が

驚
い
た
帝
室
技
芸
員
の
神
業
」
に
寄
せ
て　
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京
都
市
京
セ
ラ
美
術
館
ニ
ュ
ー
ス  

三
月

竹
　
沢
　
泰
　
子

Social Issues and the Role of A
nthropology in Contem

po-
rary Japan, Gustavo Lins Ribeiro 

（ed.

） P
athw

ays to 
A
nthropological Futures   

十
月

◉R
ace and M

igration in the T
ranspacific. 

（
共
編
）Routledge　

 

一
月

Preface to the Special Issue on Genetics, D
T
C, and T

heir 
Social Im

plications. A
nthropological Science 131

（1

）　 

一
月

Com
paring direct-to-consum

er genetic testing services in 
English, Japanese, and Chinese W

ebsites. 

（
共
著
）  A

n-
thropological Science 131

（1

）   

一
月

◉
ア
メ
リ
カ
の
人
種
主
義
―
カ
テ
ゴ
リ
ー
／
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成

と
転
換　

 

名
古
屋
大
学
出
版
会  

二
月

◉
日
本
学
術
会
議
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
人
類
学
者
と
語
る
人
間
の
『
ち
が

い
』
と
差
別
」
報
告
書
（
共
編
）　 

同
実
行
委
員
会  
三
月

人
種
と
民
族　

横
山
智
他
編
『
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
地
球
を
学
ぶ
』　 

 
 

古
今
書
院  
三
月

人
種
主
義
と
反
人
種
主
義　

横
山
智
他
編
『
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
地
球
を

学
ぶ
』　 

古
今
書
院  

三
月

立
　
木
　
康
　
介

ト
ラ
ウ
マ
記
憶
と
ト
ラ
ウ
マ
経
験
の
あ
い
だ
―
精
神
分
析
的
外
傷
論
の

ア
ッ
プ
デ
ー
ト
の
試
み　

 

人
文
學
報  

一
一
九
号  

六
月

他
者
性
の
否
認
、
愛
の
砂
漠
―
討
論
の
後
に
、
藤
山
直
樹
・
十
川
幸
司

編
『
精
神
分
析
の
ゆ
く
え
』　 

金
剛
出
版  

一
一
月

◉
極
限
の
思
想　

ラ
カ
ン　

 

講
談
社
選
書
メ
チ
エ
（Le Livre

）　

一
月

都
　
留
　
俊
太
郎

書
評　

堀
内
義
隆
『
緑
の
工
業
化
：
台
湾
経
済
の
歴
史
的
起
源
』　 

 
 

歴
史
学
研
究  

一
〇
二
五
号  

八
月

李
応
章
的
摩
托
車
：
二
林
街
的
経
済
発
展
和
蔗
農
組
合  

許
雪
姫
主
編

『
世
界
・
啓
蒙
・
在
地
：
台
湾
文
化
協
会
百
年
紀
念
（
上
）』　 

 
 

中
央
研
究
院
台
湾
史
研
究
所  

二
月

直
　
野
　
章
　
子

「
原
爆
の
絵
」
が
拓
く
証
言
の
場  

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
五  

変
容
す
る
記
憶
と
追
悼
』　 

岩
波
書
店  

四
月

論
点　
「
核
共
有
」 

核
の
加
害
国
に
な
る
選
択　

望
む
安
全
保
障
の
形

な
の
か　

 

大
阪
歯
科
保
険
医
新
聞  

五
月
二
五
日

現
代
の
こ
と
ば  

核
時
代
の
岐
路　

 

京
都
新
聞
夕
刊  

五
月
二
七
日

特
集　

戦
争
社
会
学
の
可
能
性　
〈
人
間
〉
を
取
り
戻
す
―
立
ち
上
が

る
原
爆
被
害
者
た
ち　

 

思
想  

一
一
七
七
号  

五
月

小
特
集　
「
記
憶
の
存
在
論
と
歴
史
の
地
平
」
に
寄
せ
て　

 
 

 

人
文
学
報  

一
一
九
号  

六
月

記
憶
を
擁
護
す
る
―
「
あ
り
得
な
い
出
来
事
」
の
記
憶
を
追
い
な
が
ら　

 

人
文
学
報  

一
一
九
号  

六
月

針
路
二
一　

戦
争
と
子
ど
も  

重
大
な
権
利
侵
害
は
過
去
最
多　
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神
戸
新
聞  

八
月
二
二
日

針
路
二
一　

母
親
た
ち
の
ケ
ア
労
働  

ス
テ
イ
・
ホ
ー
ム
生
活
支
え
た

の
は　

 

神
戸
新
聞  

十
二
月
二
八
日

書
評　

安
東
量
子
著
『
ス
テ
ィ
ー
ブ
＆
ボ
ニ
ー
』　 

共
同
通
信
配
信

（
山
梨
日
日
新
聞
、
福
島
民
友
、
徳
島
新
聞
、
佐
賀
新
聞
ほ
か
）  

 

二
月
一
二
日
ほ
か

N
ationalism

 under the B
anner of Pacifism

 : Japanese 
A
tom
ic Bom

bing Sufferers

’ Struggle against the State. 
Sim
on A

V
EN
ELL 

（ed.
） R

econsidering Postw
ar Japanese 

H
istory  : A

 H
andbook, M

H
M
.　
 

三
月

永
　
田
　
知
　
之

読
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
蔵
鈔
本
《
周
易
正
義
》
跋
（
陳
卓
然

訳
）　

王
暁
平
主
編
『
国
際
中
国
文
学
研
究
叢
刊
』
十
二
集　

 
 

 

上
海
古
籍
出
版
社  

十
一
月

『
文
史
通
義
』
内
篇
五
訳
注
（
共
訳
）　 

東
方
学
報  

九
七
冊  
十
二
月

書
儀
と
罪
の
意
識
―
死
者
を
悼
む
言
葉
の
定
型
化　

 
 

 

敦
煌
写
本
研
究
年
報  

十
七
号  
三
月

中
　
西
　
竜
　
也

地
域
ご
と
の
言
語
と
文
字
（
中
国
）  

八
木
久
美
子
編
『
イ
ス
ラ
ー
ム

文
化
事
典
』　 

丸
善
出
版  

一
月

◉
よ
く
わ
か
る
中
国
史
（
共
編
著
）　 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房  

二
月

「
聖
」
な
る
賽
典
赤
と
ム
ス
リ
ム
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
―
清
代
中
国

の
預
言
者
一
族
の
対
外
生
存
戦
略
と
内
的
緊
張
関
係　

 
 

 

東
洋
文
化  

一
〇
三  

三
月

野
　
原
　
将
　
揮

《
漢
簡
語
彙
考
證
》
訂
補
（
四
）
―
訊　

 

簡
帛
網  

五
月

構
擬
上
古
音  

＊K
r-

：
以
《
安
大
簡
》「
䜌
」
為
例　

 
 

 

聲
韻
論
叢  

二
八
輯  

六
月

闽
语
中
来
自  

＊m
.r- 

和  

＊ŋ.r- 

的
来
母
字
（
共
著
）　 

 
 

辭
書
研
究  

五
期  

九
月

O
ld Chinese 

‘egg

’ : M
ore evidence for consonant clusters. 

Language and Linguistics 24 

（2

）, John Benjam
ins Pub-

lishing Com
pany　

 

三
月

略
談
『
非
』
的
上
古
音
及
相
關
問
題　

 

雲
漢  

一
号  

三
月

解
説　

上
古
音
研
究
の
方
法
と
二
つ
の
仮
説　

 

漢
字
之
窓  

七  

六
月

新
刊
紹
介　

裘
錫
圭
著
、
稲
畑
耕
一
郎
・
崎
川
隆
・
荻
野
友
範
訳
『
漢

字
学
講
義
』　 

中
国
出
土
資
料
学
会
会
報  

七
五  

十
二
月

辞
典
項
目　

漢
簡
、
九
店
楚
簡
、
鏡
銘
、
孔
子
詩
論
、
侯
馬
盟
書
、
古

文
四
声
韻
、
出
土
資
料
、
新
蔡
楚
簡
、
曽
侯
乙
墓
、
中
山
王
墓
、
天

星
観
楚
簡
、
買
地
券
、
礼
記
、
老
子  

日
本
中
国
語
学
会
編
『
中
国

語
学
辞
典
』　 

岩
波
書
店  

十
月

平
　
岡
　
隆
　
二

書
評　

大
島
明
秀
著
『
蘭
学
の
九
州
』　 

熊
本
日
日
新
聞  

七
月
一
〇
日

キ
リ
シ
タ
ン
と
科
学
伝
来
―
宣
教
師
は
な
ぜ
西
洋
科
学
を
紹
介
し
、
ど

の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
の
か
―  

岩
城
卓
二
ほ
か
編
『
論
点
・
日
本

史
学
』　 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房  

八
月
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◉Special issue : East-W
est Contacts and Scientific Culture 

in Early M
odern East A

sia 2. H
istoria scientiarum

 32

―2  
 

三
月

T
he D

iscovery and Significance of Sufera no nukigaki 

（Selection on the Sphere

）, a Jesuit Cosm
ology T

ext-
book in Japanese T

ranslation. H
istoria scientiarum

 32

―2  
 

三
月

フ
ォ
ル
テ
　
エ
リ
カ

‘Khotanese T
hem
es

’ in D
unhuang : V

isual and Ideological 
T
ransfer in the 9th-11th Centuries. Y

ukiyo K
A
SA
I and 

H
enrik H

.  SO
REN

SEN
 

（eds.

） Buddhism
 in Central A

sia 
II.  Practices and R

ituals, V
isual and M

aterial T
ransfers, 

Brill.   

七
月

福
　
家
　
崇
　
洋

資
料
紹
介　

宮
崎
家
所
蔵
宮
崎
滔
天
関
係
資
料　

 
 

 

人
文
学
報  

一
一
九
号  
六
月

蕗
苳
さ
ん
へ
の
追
悼
文　

 

こ
と
た
ま  

宮
崎
蕗
苳
追
悼
号  
七
月

労
働
運
動　

岩
城
卓
二
・
上
島
享
・
河
西
秀
哉
・
塩
出
浩
之
・
谷
川

穣
・
告
井
幸
男
編
著
『
論
点
・
日
本
史
学
』　 

 
 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房  

八
月

◉
思
想
史
講
義　

大
正
篇
（
共
編
）　 

筑
摩
書
房  

八
月

刊
行
の
辞
（
共
著
）　

山
口
輝
臣
・
福
家
崇
洋
編
『
思
想
史
講
義
』
大

正
篇　

 

筑
摩
書
房  

八
月

は
じ
め
に　
『
思
想
史
講
義
』
大
正
篇　

 

筑
摩
書
房  

八
月

共
同
研
究
報
告　

近
現
代
史
部
会  

戦
間
期
日
中
交
渉
に
お
け
る
宮
崎

龍
介　

 

日
本
史
研
究  

七
二
一
号  

九
月

◉
思
想
史
講
義　

明
治
篇
Ⅰ
（
共
編
）　 

筑
摩
書
房  

一
〇
月

奈
良
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム  

鉄
道
・
歌
劇
・
映
画　

 
 

 
N
A
RA
SIA
 Q
  

二
二
号  

一
〇
月

翻
訳　

M
iki K

iyoshi 

“La form
e m
arxienne de l

’anthropolo-
gie

” （
共
訳
）  E

uropean Journal of Japanese Philosophy　

  
 

七
号  

一
〇
月

無
産
政
党
の
台
頭
と
挫
折　

筒
井
清
忠
編
『
昭
和
史
研
究
の
最
前
線  

大
衆
・
軍
部
・
マ
ス
コ
ミ
、
戦
争
へ
の
道
』　 

 
 

朝
日
新
聞
出
版  

一
一
月

堺
利
彦
―
社
会
主
義
運
動
か
ら
部
落
問
題
を
と
ら
え
る  

朝
治
武
・
黒

川
み
ど
り
・
内
田
龍
史
編
『
非
部
落
民
の
部
落
問
題
』　 

 
 

解
放
出
版
社  

一
一
月

◉
思
想
史
講
義　

戦
前
昭
和
篇
（
共
編
）　 

筑
摩
書
房  

一
二
月

は
じ
め
に　

山
口
輝
臣
・
福
家
崇
洋
編
『
思
想
史
講
義
』
戦
前
昭
和
篇　

 

筑
摩
書
房  

一
二
月

国
家
社
会
主
義
と
満
洲
事
変  

『
思
想
史
講
義
』
戦
前
昭
和
篇　

 
 

 

筑
摩
書
房  

一
二
月

反
フ
ァ
シ
ズ
ム
人
民
戦
線
論　
『
思
想
史
講
義
』
戦
前
昭
和
篇　

 
 

 

筑
摩
書
房  

一
二
月

◉
思
想
史
講
義　

明
治
篇
Ⅱ
（
共
編
）　 

筑
摩
書
房  

二
月

平
民
社  
山
口
輝
臣
・
福
家
崇
洋
編
『
思
想
史
講
義
』
明
治
篇
Ⅱ　

 
 

 

筑
摩
書
房  

二
月
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書
評　

仁
昌
寺
正
一
『
平
和
憲
法
を
つ
く
っ
た
男  

鈴
木
義
男
』　 

 
 

京
都
新
聞
他
（
共
同
通
信
社
配
信
）  

三
月
一
九
日

戦
間
期
日
中
交
渉
に
お
け
る
宮
崎
龍
介　

 
 

 

日
本
史
研
究  

七
二
七
号  

三
月

初
期
社
会
主
義
と
部
落
問
題　

京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
編

『
二
〇
二
二
年
度
差
別
の
歴
史
を
考
え
る
連
続
講
座
講
演
録
』　 
 

 
京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー  

三
月

樽
井
藤
吉
の
軌
跡
と
思
想　

奈
良
県
立
大
学
ユ
ー
ラ
シ
ア
研
究
セ
ン
タ

ー
編
『
奈
良
に
蒔
か
れ
た
言
葉
Ⅱ  

近
世
・
近
代
の
思
想
』　 

 
 

京
阪
奈
情
報
教
育
出
版  

三
月

『
生
駒
市
史
史
料
集
第
一
集　

近
世
・
近
代
史
料
一  

近
代
郷
土
誌
・

風
俗
誌
』（
共
監
修
）　 

生
駒
市
役
所  

三
月

藤
　
井
　
律
　
之

『
文
史
通
義
』
内
篇
五
譯
注
（
共
訳
）　 

東
方
學
報  
九
七
冊  

十
二
月

よ
く
わ
か
る
中
国
史
（
共
著
）　 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房  

二
月

◉
北
魏
文
成
帝
南
巡
碑
碑
陰
図
釈　

 
 

 

セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
二
〇
二
二  
二
月

藤
　
野
　
志
　
織

◉
上
海
フ
ラ
ン
ス
租
界
へ
の
招
待
―
日
仏
中
三
か
国
の
文
化
交
流
（
共
編

著
）　 

勉
誠
出
版  

一
月

在
外
教
育
・
文
化
機
関
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
語
蔵
書
の
意
味
を
考
え
る

―
上
海
ア
リ
ア
ン
ス
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
と
関
西
日
仏
学
館
を
例
に

榎
本
泰
子
・
森
本
頼
子
・
藤
野
志
織
編
『
上
海
フ
ラ
ン
ス
租
界
へ
の

招
待
―
日
仏
中
三
か
国
の
文
化
交
流
』　 

勉
誠
出
版  

一
月

私
が
グ
ロ
ボ
ワ
に
「
触
れ
る
」
ま
で
―
コ
ロ
ナ
禍
を
超
え
て  

榎
本
泰

子
・
森
本
頼
子
・
藤
野
志
織
編
『
上
海
フ
ラ
ン
ス
租
界
へ
の
招
待
―

日
仏
中
三
か
国
の
文
化
交
流
』　 

勉
誠
出
版  

一
月

藤
　
原
　
辰
　
史

書
評　

ア
ダ
ム
・
ト
ゥ
ー
ズ
『
世
界
は
コ
ロ
ナ
と
ど
う
闘
っ
た
の
か
？  

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
経
済
危
機
』　 

朝
日
新
聞  

四
月
二
日

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
十
四
講  

ロ
シ
ア
の
ウ
ク

ラ
イ
ナ
侵
攻
に
寄
せ
て　

 

ク
ー
ヨ
ン  

二
十
七
巻
五
号  

四
月

羅
針
盤　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
悲
劇  

自
分
た
ち
の
痛
み
と
し
て　

 
 

 

山
陰
中
央
新
報  

四
月
三
日

交
遊
抄　

幼
馴
染
の
同
業
者　

 

日
本
経
済
新
聞  

四
月
九
日

危
機
の
時
代
に
こ
そ　

 

東
京
新
聞  

四
月
十
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
11
回
「
第
二
歩
目
」
に
つ
い
て　

 
 

 

み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン  

四
月

書
評　

マ
ル
レ
ー
ヌ
・
ラ
リ
ュ
エ
ル
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
ロ
シ
ア
』　 

 
 

朝
日
新
聞  

四
月
十
五
日

対
談　

藤
原
辰
史
×
葛
谷
寧
鵬
―
分
解
の
哲
学
と
建
築
の
エ
イ
リ
ア
ン

性　

 

建
築
新
人
戦013  

四
月

対
談　

藤
原
辰
史
×
笹
川
大
輔
×
真
鍋
太
一　

究
極
の
給
食
パ
ン
を
求

め
て
。
第
１

回  

京
大
・
藤
原
辰
史
先
生
と
「
社
会
を
動
か
す
パ
ン

の
力
」
に
つ
い
て
語
り
合
う　

 

料
理
通
信  

四
月

書
評　

ベ
ン
・
ゴ
ー
ル
ド
フ
ァ
ー
ブ
『
ビ
ー
バ
ー
：
世
界
を
救
う
可
愛
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す
ぎ
る
動
物
』　 

朝
日
新
聞  

四
月
二
三
日

飢
餓
と
飽
食
の
時
代　

歴
史
学
研
究
会
編
『「
歴
史
総
合
」
を
つ
む
ぐ

―
新
し
い
歴
史
教
育
実
践
へ
の
い
ざ
な
い
』　 

 
 

東
京
大
学
出
版
会  

四
月

時
論
フ
ォ
ー
ラ
ム　
﹇
国
際
卓
越
研
究
大
学
﹈
研
究
の
破
壊
を
加
速　

  
 

毎
日
新
聞  

四
月
二
八
日

書
評　

ク
リ
ン
ト
・
ス
ミ
ス
『
場
所
か
ら
た
ど
る
ア
メ
リ
カ
と
奴
隷
制

の
歴
史  

米
国
史
の
真
実
を
め
ぐ
る
ダ
ー
ク
ツ
ー
リ
ズ
ム
』／
シ
ド

ハ
ー
ス
・
カ
ー
ラ
『
性
的
人
身
取
引  

現
代
奴
隷
制
と
い
う
ビ
ジ
ネ

ス
の
内
側
』　 

朝
日
新
聞  

四
月
三
十
日

ナ
チ
ズ
ム
を
台
所
か
ら
眺
め
る　

 
 

 

月
刊
み
ん
ぱ
く  

四
六
巻
五
号  

五
月

ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
十
五
講  

隙
間
に
つ
い
て　

 

ク
ー
ヨ
ン  
二
七
巻
六
号  

五
月

座
談
会　

構
築
様
式
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
庭　

 
 

 

生
環
境
構
築
史  

第
４

号  

特
集
：
構
築
４

の
庭
へ  

五
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
13
回
「
サ
ー
ク
ル
」
に
つ
い
て　

 
 

 

み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン  
五
月

書
評　

坂
上
香
『
プ
リ
ズ
ン
・
サ
ー
ク
ル
』　 

 
 

朝
日
新
聞  

五
月
十
四
日

時
論
フ
ォ
ー
ラ
ム　
﹇
沖
縄
「
復
帰
」
50
年
﹈
歴
史
と
現
実
の
直
視
を　

 

毎
日
新
聞  

五
月
二
〇
日

書
評　

仲
尾
友
貴
恵
『
不
揃
い
な
身
体
で
ア
フ
リ
カ
を
生
き
る
―
障
害

と
物
乞
い
の
都
市
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』　 

 

 

朝
日
新
聞  

五
月
二
二
日

ほ
ど
く
力　

別
冊
太
陽
ス
ペ
シ
ャ
ル　

 

平
凡
社  

五
月

シ
ェ
ア
の
痛
み
か
ら
考
え
る　

 

ち
ゃ
ぶ
台
９  

春
／
夏
号  

五
月

農
の
美
学
第
４

回　

農
に
関
わ
る
デ
ザ
イ
ン
の
美　

 
 

 

農
業
と
経
済  

八
八
巻
二
号  

五
月

◉
中
学
生
か
ら
知
り
た
い  

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
こ
と
（
共
著
）　 

 
 

ミ
シ
マ
社  

六
月

ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
諸
島
中
立
地
帯
の
構
想
―
食
を
根
拠
に
し
た
生
態
自

治
に
つ
い
て  

ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
諸
島
中
立
地
帯
の
構
想
―
食
を
根

拠
に
し
た
生
態
自
治
に
つ
い
て　

 

グ
ル
ー
プZA

ZA
  

六
月

ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
十
六
講  

仕
立
て
屋
の
サ

ー
カ
ス
と
は　

 

ク
ー
ヨ
ン  

二
七
巻
七
号  

六
月

書
評　

ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
・
ベ
ヴ
ィ
ン
ス
『
ジ
ャ
カ
ル
タ
・
メ
ソ
ッ
ド  

反
共
産
主
義
十
字
軍
と
世
界
を
つ
く
り
か
え
た
虐
殺
作
戦
』　 

 
 

朝
日
新
聞  

六
月
四
日

羅
針
盤　

原
発
再
稼
働
「
苦
渋
の
決
断
」
へ
の
疑
問　

 
 

 

山
陰
中
央
新
報  

六
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
15
回  

異
端
を
育
て
る
た
め
に　

 
 

 

み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン  

六
月

座
談
会　

給
食
カ
ウ
ン
タ
ー
の
冒
険  

平
松
知
子
『
こ
の
ま
ま
で
は
続

け
る
こ
と
が
つ
ら
い
保
育
の
仲
間
た
ち
へ
』　 

 
 

ひ
と
な
る
書
房  

六
月

書
評　

モ
ン
テ
ィ
・
ラ
イ
マ
ン
『
皮
膚
、
人
間
の
す
べ
て
を
語
る
：
万

能
の
臓
器
と
巡
る
10
章
』　 

朝
日
新
聞  

六
月
十
八
日
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時
論
フ
ォ
ー
ラ
ム　
﹇
世
界
的
食
料
危
機
﹈
庶
民
の
我
慢
に
頼
る
な　

  
 

毎
日
新
聞  

六
月
二
三
日

官
僚
文
学
論
―
『
遠
野
物
語
』
の
報
告
書
的
性
格
に
つ
い
て　

 
 

 

現
代
思
想  

五
十
巻
八
号  

六
月

「
子
ど
も
」
か
ら
読
む
現
代
史　

連
載
第
五
回  

映
画
『
教
育
と
愛
国
』

を
観
て　

 

は
ら
っ
ぱ  

四
一
号  

六
月

座
談
会　

斉
加
尚
代
×
藤
原
辰
史　
『
何
が
記
者
を
殺
す
の
か
』
刊
行

記
念
対
談  

歴
史
と
教
育
と
愛
国
と　

 

集
英
社
新
書
プ
ラ
ス  

六
月

書
評　

桑
木
野
幸
司
『
ル
ネ
サ
ン
ス
情
報
革
命
の
時
代
』　 

 
 

朝
日
新
聞  

七
月
二
日

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
十
七
講  

思
い
や
り
と
し

て
の
共
苦　

 

ク
ー
ヨ
ン
八
月
号  

二
七
巻
八
号  

七
月

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

研
究
室
の
サ
ー
カ
ス　

 
日
本
経
済
新
聞  

七
月
六
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
17
回  

複
雑
性
と
単
純
化
の
狭
間　

 
 

 

み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン  

七
月

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド  

野
宿
者
の
哲
学
ノ
ー
ト　

 
 

 

日
本
経
済
新
聞  

七
月
十
三
日

フ
ー
ド
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
：
食
べ
物
か
ら
つ
く
る
社
会　

 
 

 

民
医
連
医
療  

五
九
八
号  

七
月

書
評　

山
本
章
子
、
宮
城
裕
也
『
日
米
地
位
協
定
の
現
場
を
行
く
：

「
基
地
の
あ
る
街
」
の
現
実
』　 

朝
日
新
聞  

七
月
十
六
日

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

餃
子
へ
の
恩
返
し　

 
 

 

日
本
経
済
新
聞
夕
刊  

七
月
二
十
日

ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
サ
ー
カ
ス　

 
 

 

わ
た
し
た
ち
の
コ
モ
ン
ズ  

三
号  

七
月

「
縁
食
」
の
時
代
へ
。
別
冊
太
陽  

日
本
の
台
所 100 

年
：
キ
ッ
チ
ン

か
ら
愛
を
こ
め
て　

 

平
凡
社  

七
月

無
料
の
効
用　

 

暮
し
の
手
帖  

十
九
号  

七
月

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

就
活
廃
止
論　

 

日
本
経
済
新
聞  

七
月
二
七
日

食
は
単
な
る
栄
養
補
給
で
は
な
い　

 

北
海
道
新
聞  

七
月
二
八
日

二
〇
二
二
年
上
半
期
読
書
ア
ン
ケ
ー
ト　

 

図
書
新
聞  

七
月
三
十
日

書
評　

キ
ム
・
ス
ム
『
さ
す
ら
う
地
』　 

朝
日
新
聞  

七
月
三
十
日

歴
史
喪
失
社
会　

 

都
市
問
題  

百
十
三
巻
八
号  

八
月

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部　

第
十
八
講  

植
物
と
は
何
か　

 
 

 

ク
ー
ヨ
ン
九
月
号  

二
七
巻
九
号  

八
月

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

今
、
最
先
端
は
田
舎
に
あ
る　

 
 

 

日
本
経
済
新
聞  

八
月
三
日

負
の
連
鎖
を
断
つ
「
地
球
史
」
と
い
う
試
み　

 
 

 
voice  

九
月
号  

五
三
七
号  

八
月

書
評　

工
藤
晶
人
『
両
岸
の
旅
人  

イ
ス
マ
イ
ル
・
ユ
ル
バ
ン
と
地
中

海
の
近
代
』　 

朝
日
新
聞  

八
月
六
日

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

高
校
給
食
論　

 

日
本
経
済
新
聞  

八
月
十
日

コ
ラ
ム
９

「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
精
神
史
の
断
片
」  

山
口
輝
臣
／
福
家
崇

洋
編
『
思
想
史
講
義
【
大
正
篇
】』　 

ち
く
ま
書
房  

八
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
19
回  

歴
史
の
中
の
「
射
」
と
「
群
」　 

 
 

み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン  

八
月

各
自
核
論　

衰
弱
し
た
民
主
主
義
の
証
拠　

 
 

 

北
海
道
新
聞  

八
月
十
一
日
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書
評　

サ
ラ
・
ロ
レ
ン
ツ
ィ
ー
ニ
『
グ
ロ
ー
バ
ル
開
発
史
』　 

 
 

朝
日
新
聞  

八
月
十
三
日

現
場
か
ら
の
農
村
学
教
室　

飢
え
て
か
ら
で
は
遅
い　

 
 

 

日
本
農
業
新
聞  

八
月
十
四
日

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

就
活
廃
止
論
２　

 

日
本
経
済
新
聞  

八
月
十
七
日

羅
針
盤　

本
屋
と
図
書
館
を
育
て
る  

水
を
や
る
よ
う
に
声
が
け
を　

  
 

山
陰
中
央
新
報  

八
月
二
一
日

座
談
会　

小
山
哲
×
藤
原
辰
史
「
中
高
生
と
考
え
る  

戦
争
・
歴
史
・

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
こ
と
」
前
編　

 

み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン  

八
月

座
談
会　

小
山
哲
×
藤
原
辰
史
「
中
高
生
と
考
え
る  

戦
争
・
歴
史
・

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
こ
と
」
中
編　

 
み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン  

八
月

座
談
会　

小
山
哲
×
藤
原
辰
史
「
中
高
生
と
考
え
る  

戦
争
・
歴
史
・

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
こ
と
」
後
編　

 

み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン  

八
月

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

歴
史
博
物
館
の
意
味　

 
 

 

日
本
経
済
新
聞  
八
月
二
四
日

﹇
核
兵
器
と
原
発
﹈
同
時
に
批
判
す
る
思
想
を　

 
 

 

毎
日
新
聞  
八
月
二
五
日

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

生
き
て
い
る
フ
ァ
シ
ズ
ム　

 
 

 

日
本
経
済
新
聞  

八
月
三
一
日

農
の
美
学　

第
５

回  

「
は
た
ら
く
」
と
「
は
た
ら
き
」　 

 
 

農
業
と
経
済  

八
八
巻
三
号  

八
月

座
談
会　
『
ベ
イ
ル
ー
ト 961 

時
間
（
と
そ
れ
に
伴
う 321 

皿
の
料

理
）』
刊
行
記
念　

藤
原
辰
史
×
関
口
涼
子
「
食
を
書
く
」
こ
と　

  
 

群
像  

七
七
巻
九
号  

九
月

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
十
九
講  

災
間
を
生
き
る

大
学　

 

ク
ー
ヨ
ン
十
月
号  

二
七
巻
十
号  

九
月

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

ヤ
セ
ノ
ヴ
ァ
ツ
強
制
収
容
所　

 
 

 

日
本
経
済
新
聞
夕
刊  

九
月
七
日

法
を
生
き
も
の
の
よ
う
に
扱
う
人　

那
須
耕
介
さ
ん
の
「
ま
、
そ
ん
な

も
ん
や
で
」
―
那
須
耕
介
さ
ん
追
悼
文
集
―　

 

九
月

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

ト
レ
ブ
リ
ン
カ
絶
滅
収
容
所　

 
 

 

日
本
経
済
新
聞
夕
刊  

九
月
十
四
日

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

ア
ー
ト
の
最
先
端
は
歴
史
！　

 
 

 

日
本
経
済
新
聞
夕
刊  

九
月
二
一
日

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　
「
ゲ
ル
ニ
カ
」
を
歩
い
て
観
る　

 
 

 

日
本
経
済
新
聞
夕
刊  

九
月
二
八
日

政
治
禍
と
し
て
の
コ
ロ
ナ
禍　
【
現
場
政
治
の
生
成
】　 

 
 

社
会
思
想
史
研
究  

四
六
号  

九
月

食
と
農
の
歴
史
を
ど
う
学
ぶ
か
―
映
像
作
品
を
作
る
と
い
う
方
法　

 
 

 

歴
史
地
理
教
育  

九
四
五
号  

十
月

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
二
十
講  

コ
ル
チ
ャ
ッ
ク

先
生　

 

ク
ー
ヨ
ン
十
一
月
号  

二
十
七
巻
十
一
号  

十
月

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

ど
ぶ
ろ
く
と
税
金　

 
 

 

日
本
経
済
新
聞
夕
刊  

十
月
五
日

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

非
進
学
校
こ
そ
日
本
の
根
幹　

 
 

 

日
本
経
済
新
聞
夕
刊  

十
月
十
二
日

書
評　

林
志
弦
『
犠
牲
者
意
識
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム  

国
境
を
越
え
る

「
記
憶
」
の
戦
争
』　 

朝
日
新
聞  

十
月
十
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
23
回  
不
協
和
時
代
の
学
び　

 

み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン  

十
月

―　 ―56



人文第 70号―再校２

羅
針
盤　

ノ
ー
検
索
デ
ー  

五
つ
の
効
用　

 
 

 

山
陰
中
央
新
報  

十
月
十
六
日

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

火
を
囲
む　

 

日
本
経
済
新
聞
夕
刊  

十
月
十
九
日

書
評　

中
西
嘉
宏
『
ミ
ャ
ン
マ
ー
現
代
史
』　 

 
 

朝
日
新
聞  

十
月
二
三
日

食
と
農
の
歴
史
か
ら
考
え
る
子
ど
も
の
未
来　

 
 

 

季
刊
保
育
問
題
研
究  

三
一
五
号  

十
月

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

人
文
書
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン　

 
 

 
日
本
経
済
新
聞
夕
刊  

十
月
二
六
日

古
い
家
族
観
に
決
別
を　

 

毎
日
新
聞  

十
月
二
七
日

座
談
会　

枝
元
な
ほ
み
×
藤
原
辰
史
「
女
に
押
し
付
け
ら
れ
る
も
の
が

あ
る
？
」  

枝
元
な
ほ
み
『
捨
て
な
い
未
来
―
キ
ッ
チ
ン
か
ら
、
ゆ

る
く
、
お
い
し
く
、
フ
ー
ド
ロ
ス
を
打
ち
返
す
―
』　 

 
 

朝
日
新
聞
出
版  

十
月

座
談
会　

枝
元
な
ほ
み
×
藤
原
辰
史
「
奪
い
合
う
パ
イ
は
地
球
に
は
も

う
な
い
」  

枝
元
な
ほ
み
『
捨
て
な
い
未
来
―
キ
ッ
チ
ン
か
ら
、
ゆ

る
く
、
お
い
し
く
、
フ
ー
ド
ロ
ス
を
打
ち
返
す
―
』　 

 
 

朝
日
新
聞
出
版  
十
月

座
談
会　

枝
元
な
ほ
み
×
藤
原
辰
史
「『
里
芋
の
皮
、
揚
げ
る
と
意
外

に
う
ま
い
ね
』
の
世
界
」  

枝
元
な
ほ
み
『
捨
て
な
い
未
来
―
キ
ッ

チ
ン
か
ら
、
ゆ
る
く
、
お
い
し
く
、
フ
ー
ド
ロ
ス
を
打
ち
返
す
―
』　

 

朝
日
新
聞
出
版  

十
月

腹
に
し
み
る
思
想
：
森
崎
和
江
の
伏
流　

現
代
思
想
：
総
特
集　

 
 

 

森
崎
和
江
一
九
二
七
―
二
〇
二
二  

五
十
巻
十
三
号  

十
月

◉
歴
史
の
屑
拾
い　

 

講
談
社  

十
月

「
た
か
り
」
の
思
想
―
食
と
性
の
分
解
論　

 
 

 

思
想  

一
一
八
三
号  

十
一
月

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

硬
直
し
た
「
食
」
の
か
た
ち
を
解
き
ほ
ぐ
す
た
め
に　

 

月
刊
保
団
連  

一
三
八
四
号  

十
一
月

Public Baths and Public Cafeterias. Elina A
lter et al 

（eds.

） 
CIR
CU
M
FE
R
E
N
CE
. Sum

m
er/Fall 2022, Circum

ference.  
 

十
一
月

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

嗜
好
品
は
私
た
ち
の
「
心
の
武
装
」
を
解
除
す
る　

  
 

D
IG T

H
E T
EA
  

十
一
月

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
二
一
講  

食
べ
も
の
が
な

い
！　

 

ク
ー
ヨ
ン
十
二
月
号  

二
七
巻
十
二
号  

十
一
月

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

黙
食
と
い
う
問
題　

 
 

 

日
本
経
済
新
聞
夕
刊  

十
一
月
三
日

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

戦
場
と
同
じ
思
想
で
、
ラ
ン
チ
を
選
ぶ
現
代
人
「
嗜

好
品
は
人
間
性
を
保
つ
上
で
大
切
」　 D

IG T
H
E T
EA
  

十
一
月

書
評　

キ
ャ
ロ
ル
・
ヘ
ル
ス
ト
ス
キ
ー
『
イ
タ
リ
ア
料
理
の
誕
生
』　  

 

朝
日
新
聞  

十
一
月
五
日

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

津
和
野
を
歩
く　

 
 

 

日
本
経
済
新
聞
夕
刊  

十
一
月
九
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
25
回  

学
び
が
止
ま
ら
な
い　

 
 

 

み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン  

十
一
月

書
評　

朴
來
群
『
私
た
ち
に
は
記
憶
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
』　 

 
 

朝
日
新
聞  

十
一
月
十
二
日

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

本
屋
の
知
性　
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日
本
経
済
新
聞
夕
刊  

十
一
月
十
六
日

時
論
フ
ォ
ー
ラ
ム　
﹇
死
刑
制
度
に
反
対
﹈
存
続
な
ら
「
お
任
せ
感
覚
」

脱
却
を　

 

毎
日
新
聞  

十
一
月
二
四
日

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

出
会
い
の
天
才　

 
 

 

日
本
経
済
新
聞
夕
刊  

十
一
月
三
十
日

農
の
美
学  
第
６

回  
「
百
姓
の
国
」
は
あ
な
た
を
待
っ
て
い
る　

 
 

 

農
業
と
経
済  

二
〇
二
二
年
秋  

八
八
巻
四
号  

十
一
月

◉
植
物
考　

 

生
き
の
び
る
ブ
ッ
ク
ス  

十
一
月

食
の
闇
に
つ
い
て　

 
環
境
思
想
・
教
育
研
究  

十
五
号  

十
二
月

座
談
会　

藤
原
辰
史
×
曽
我
大
穂  
仕
立
て
屋
の
サ
ー
カ
ス
か
ら
考
え

る
、
こ
れ
か
ら
の
社
会　

 
夕
書
房
通
信  

六
号  

十
二
月

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
二
二
講  

チ
ン
ゲ
ン
祭　

  
 

ク
ー
ヨ
ン
一
月
号  
二
八
巻
一
号  

十
二
月

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

定
員
割
れ
を
チ
ャ
ン
ス
に　

 
 

 

日
本
経
済
新
聞
夕
刊  
十
二
月
七
日

座
談
会　

藤
原
辰
史
×
小
澤
慶
介  

作
る
、
開
く
、
解
く
か
ら
考
え
る

エ
コ
ロ
ジ
ー  

ア
ー
カ
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
記
録
集
二
〇
二
〇
―

二
〇
二
一　

 
十
二
月

羅
針
盤　

故
郷
で
の
講
演
会  

錦
飾
る
の
で
は
な
く
「
試
験
」　 

 
 

山
陰
中
央
新
報  

十
二
月
十
一
日

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

読
書
に
燃
え
立
つ
学
生
た
ち　

 
 

 

日
本
経
済
新
聞
夕
刊  

十
二
月
十
四
日

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

給
食
の
役
割
は  

費
用
は
誰
が  

公
が
担
う
「
家
族

の
枠
組
み
出
た
ケ
ア
の
場
」　 

朝
日
新
聞  

十
二
月
十
四
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
27
回　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
学
び
と
人
間
の
学
び　

 
 

 

み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン  

十
二
月

書
評　

上
野
正
道
『
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ  

民
主
主
義
と
教
育
の
哲

学
』　 

朝
日
新
聞
夕
刊  

十
二
月
十
七
日

民
草
論
―
山
﨑
佳
代
子
の
言
葉
に
触
れ
て
―　

 
 

 

ち
ゃ
ぶ
台  

二
〇
二
二
年
秋
／
冬
号  

十
二
月

「
子
ど
も
」
か
ら
読
む
現
代
史　

連
載
第
７

回  

加
害
者
で
あ
る
私　

  
 

は
ら
っ
ぱ  

四
〇
三
号  

十
二
月

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

保
育
士
礼
賛　

 
 

 

日
本
経
済
新
聞
夕
刊  

十
二
月
二
一
日

時
論
フ
ォ
ー
ラ
ム　
﹇
安
保
関
連
３

文
書
﹈
内
閣
の
存
在
意
義
と
は　

  
 

毎
日
新
聞  

十
二
月
二
二
日

22
年
下
半
期
読
書
ア
ン
ケ
ー
ト　

 

図
書
新
聞  

十
二
月
二
四
日

書
評
委
員
こ
の
１

年　

 

朝
日
新
聞  

十
二
月
二
四
日

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド　

緊
張
感　

 

日
本
経
済
新
聞
夕
刊  

十
二
月
二
八
日

濁
酒
の
近
代
―
伊
藤
永
之
介
の
『
梟
』
か
ら
考
え
る
―　

 
 

 

史
林  

一
〇
六
巻
一
号  

一
月

座
談
会　

佐
伯
啓
思
氏
と
藤
原
辰
史
氏
が
ロ
ン
グ
対
談  

「
食
べ
る
こ

と
」
か
ら
未
来
図
を
描
き
直
す　

 

京
都
新
聞  

一
月
三
日

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

今
、
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
を
選
ぶ
意
味
は
？　

 
 

 

季
刊
う
か
た
ま  

十
八
巻
一
号  

一
月

―
映
画
―
『
百
姓
の
百
の
声
』
制
作
秘
話
５　

 
 

 

現
代
農
業
１

月
号  

百
二
巻
一
号  

一
月

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

排
除
で
は
な
く
、
と
も
に
生
き
る
た
め
の
「
食
と

農
」
へ
。
人
と
自
然
、
ど
ち
ら
の
多
様
性
も
認
め
合
う
物
語
を　
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生
活
と
自
治
１

月
号  

六
四
五
号  

一
月

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
二
三
講  

警
備
員
の
い
な

い
大
学　

 

ク
ー
ヨ
ン
ニ
月
号  

二
八
巻
二
号  

一
月

Philosophie der Zersetzung : Gesellschaft und N
atur aus 

der Sicht des M
ülls. A

izaw
a K
eiichi et al 

（eds.

） G
e-

m
einsam

e H
erausforderungen. Iudicium

 V
erlag Gm

bH
.  

 

一
月

平
和
戦
略
と
し
て
の
食
糧
自
給　

 

農
業
協
同
組
合
新
聞  

一
月
十
日

書
評　

エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
・
コ
ッ
チ
ャ
『
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
の
哲
学
』　

 

朝
日
新
聞  

一
月
十
四
日

「
ご
み
」
と
は
何
か
。
ご
み
を
、
ご
み
に
し
な
い
暮
ら
し
方　

 
 

 

天
然
生
活H

P  

一
月

「
分
解
活
動
」
に
参
画
す
る
、
４

つ
の
心
得
と
は　

 
 

 
天
然
生
活H

P  

一
月

消
費
に
よ
っ
て
生
を
満
た
さ
な
い
生
き
方　

 

天
然
生
活H

P  

一
月

書
評　

コ
ン
ラ
ー
ト
・
Ｈ
・
ヤ
ー
ラ
オ
シ
ュ
『
灰
燼
の
な
か
か
ら

（
上
・
下
）
20
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
試
み
』　 

 
 

朝
日
新
聞  

一
月
二
八
日

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

な
ぜ
ナ
チ
ス
は
有
機
農
業
を
進
め
た
の
か  

背
景
に

選
挙
と
「
優
生
思
想
」　 

毎
日
新
聞  

一
月
三
十
日

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
二
四
講  

保
育
と
い
う
仕

事　

 

ク
ー
ヨ
ン
三
月
号  

二
八
巻
三
号  

二
月

座
談
会　

藤
原
辰
史
×
猪
瀬
浩
平  

土
、
泥
、
そ
し
て
屑
と
植
物
を
巡

っ
て　

 

群
像  

七
八
巻
二
号  

二
月

気
鋭
の
歴
史
学
者
・
藤
原
辰
史
が
、
植
物
を
め
ぐ
る
思
考
か
ら
社
会
を

捉
え
な
お
す　

 
GQ
 V
O
ICE  

二
月

書
評　

山
崎
佳
代
子
『
ド
ナ
ウ
、
小
さ
な
水
の
旅  

ベ
オ
グ
ラ
ー
ド

発
』　 

朝
日
新
聞  

二
月
十
八
日

エ
コ
ロ
ジ
ー
と
公
共
政
策　

関
根
佳
恵
『
テ
ー
マ
で
探
究  

世
界
の

食
・
農
林
漁
業
・
環
境
２  

ほ
ん
と
う
の
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
っ
て

な
に
？
』　 

農
山
漁
村
文
化
協
会  

二
月

羅
針
盤　

ブ
ダ
ペ
ス
ト
で
知
る
方
言
の
誇
り　

 
 

 

山
陰
中
央
新
報  

二
月
二
六
日

こ
れ
か
ら
の
日
本
で
生
き
る
経
験　

 

編
集
グ
ル
ー
プSU

RE  

二
月

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
大
学
育
学
部
ゼ
ミ　

第
二
五
講  

政
治
と
消
費　

  
 

ク
ー
ヨ
ン
四
月
号  

二
八
巻
四
号  

三
月

書
評　

ス
ヴ
ェ
ン
・
ベ
ッ
カ
ー
ト
『
綿
の
帝
国  

グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主

義
は
い
か
に
生
ま
れ
た
か
』　 

朝
日
新
聞  

三
月
十
一
日

誰
も
が
生
き
や
す
い
社
会
を
作
る
に
は
？  

木
谷
百
花
編
『
旅
す
る
モ

ヤ
モ
ヤ
相
談
室
』　 

世
界
思
想
社  

三
月

コ
ラ
ム　

私
の
読
書
術  

木
谷
百
花
編
『
旅
す
る
モ
ヤ
モ
ヤ
相
談
室
』　

 

世
界
思
想
社  

三
月

『
小
さ
き
者
た
ち
の
』
を
読
ん
で
（
前
編
）　 

 
 

み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン  

三
月

『
小
さ
き
者
た
ち
の
』
を
読
ん
で
（
後
編
）　 

 
 

み
ん
な
の
ミ
シ
マ
ガ
ジ
ン  

三
月

書
評　

木
村
元
彦
『
コ
ソ
ボ  

苦
闘
す
る
新
米
国
家
』　 

 
 

朝
日
新
聞  

三
月
十
八
日

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

社
会
を
変
え
る
給
食
の
可
能
性　

 
 

 

新
婦
人
し
ん
ぶ
ん  

三
四
五
四
号  

三
月
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時
論
フ
ォ
ー
ラ
ム　
﹇
巨
悪
と
の
闘
い
﹈
報
道
の
役
割  

果
た
す
時　

  
 

毎
日
新
聞  

三
月
二
三
日

座
談
会　

星
野
太
一
×
藤
原
辰
史  

「
寄
生
」
再
考
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス　

 

週
刊
読
書
人  

三
月
二
四
日

書
評　

フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ロ
ゲ
ヴ
ァ
ル
『
Ｊ
Ｆ
Ｋ
「
ア
メ
リ
カ
の
世

紀
」
の
新
星  
一
九
一
七
―
一
九
五
六
（
上
・
下
）』　 

 
 

朝
日
新
聞  

三
月
二
五
日

座
談
会　

藤
原
辰
史
×
木
村
元
彦
「
拉
致
被
害
者
三
〇
〇
〇
人
」「
臓

器
の
プ
ラ
イ
ス
リ
ス
ト
も
」
コ
ソ
ボ
で
起
き
て
い
た
〝
国
家
ぐ
る
み

の
臓
器
密
売
犯
罪
〞
の
闇　

 

集
英
社
オ
ン
ラ
イ
ン  

三
月

◉H
andbook of E

nvironm
ental H

istory in Japan, M
H
M
 Lim

-
ited 

（
編
著
）.   

三
月

案
内　
『
桑
原
武
夫
の
世
界
―
福
井
県
ふ
る
さ
と
文
学
館
「
没
後
30
年

桑
原
武
夫
展
」
の
記
録
』　 

中
国
研
究
月
報  
七
七
巻
三
号  

三
月

船
　
山
　
　
　
徹

◉
仏
教
漢
語　

語
義
解
釈
：
漢
字
で
深
め
る
仏
教
理
解　

 
 

 

臨
川
書
店  
五
月

『
梵
網
経
』
の
教
え
を
今
に
活
か
す　

 

衆
會  

二
七
号  
八
月

書
評　

吉
川
忠
夫
著
『
六
朝
隋
唐
文
史
哲
論
集
Ⅱ
：
宗
教
の
諸
相
』　  

 

唐
代
史
研
究  

二
五
号  

八
月

『
今
昔
物
語
集
』
巻
四
「
龍
樹
・
提
婆
二
菩
薩
伝
法
語
」
に
お
け
る
日

本
化
の
諸
相　

 

説
話
文
学
研
究  

五
七
号  

九
月

Jizang

’s 

吉
藏 Sanskrit In Silk, Jonathan A

., and Stefano 
Zacchetti 

（eds.

）, Chinese Buddhism
 and the Scholarship 

of E
rik Zürcher, Brill   

一
月

失
訳
仏
典
『
薩
婆
多
毘
尼
毘
婆
沙
』
九
巻
の
漢
訳
年
と
漢
訳
地　

 
 

 

東
方
學  

一
四
五
輯  

一
月

◉
増
補
改
訂
版  

東
ア
ジ
ア
仏
教
の
生
活
規
則  

梵
網
経
―
最
古
の
形
と

発
展
の
歴
史　

 

臨
川
書
店  

三
月

古
　
松
　
崇
　
志

元
代
《
遼
史
》、《
金
史
》、《
宋
史
》
三
史
的
編
纂
過
程
―
以
脩
端
《
辯

遼
宋
金
正
統
》
爲
中
心　

 

歐
亞
譯
叢  

六
輯  

十
一
月

宮
　
　
　
紀
　
子

象
の
輿
に
乗
っ
て
：
モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
鶏
肋
抄
（
一
〇
）　 

 
 

究  

一
三
三  

四
月

キ
リ
ン
が
来
る
！
：
モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
鶏
肋
抄
（
一
一
）　 

 
 

究  

一
三
四  

五
月

新
異
な
る
ア
フ
リ
カ
：
モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
鶏
肋
抄
（
一
二
）　 

 
 

究  

一
三
五  

六
月

描
か
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
：
モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
鶏
肋
抄
（
一
三
）　 

 
 

究  

一
三
六  

七
月

絵
図
で
読
み
解
く
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
東
西
交
流
『
京
都
国
立
博
物
館
二

〇
二
二
年
夏
期
講
座
：
動
乱
の
時
代
―
一
四
世
紀
』　 

八
月

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
権
力
者
た
ち
：
モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
鶏
肋
抄
（
一
四
）　  

 

究  

一
三
七  

八
月

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
輸
入
品
：
モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
鶏
肋
抄
（
一
五
）　  

 

究  

一
三
八  

九
月
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天
翔
け
る
駿
馬
：
モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
鶏
肋
抄
（
一
六
）　 

 
 

究  

一
三
九　

十
月

君
主
は
金
繍
が
お
好
き
：
モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
鶏
肋
抄
（
一
七
）　 

 
 

究  

一
四
〇　

十
一
月

大
（
イ
ェ
ケ
）
モ
ン
ゴ
ル
国
（
ウ
ル
ス
）
か
ら
み
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ  

二

〇
二
二
年
度
西
洋
史
研
究
会
大
会
要
旨
集　

 

十
一
月

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
モ
ー
ド
は
カ
ア
ン
か
ら
：
モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
鶏
肋
抄

（
一
八
）　 

究  

一
四
一  

十
二
月

消
化
・
継
承
さ
れ
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
：
モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
鶏
肋
抄
（
一

九
）　 

究  

一
四
二  

一
月

（
令
和
四
年
度
秋
季
学
術
大
会
講
演
要
旨
）
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
「
知
」

の
遺
産　

 
東
方
学  

一
四
五  

一
月

「
大
元
大
モ
ン
ゴ
ル
国
の
中
国
統
治
」、「
ア
フ
ロ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
を
め

ぐ
る
人
・
物
・
知
」、「
モ
ン
ゴ
ル
朝
廷
と
漢
字
文
化
」
中
西
竜
也
・

増
田
知
之
編
『
よ
く
わ
か
る
中
国
史
』　 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房  

二
月

オ
ル
ガ
ン
の
調
べ
に
乗
せ
て
：
モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
鶏
肋
抄
（
二
〇
）　  

 

究  

一
四
三  
二
月

奏
で
称
え
よ
、
我
ら
が
黄
金
の
歴
史
を
：
モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
鶏
肋
抄

（
二
一
）　 

究  

一
四
四  
三
月

宮
　
宅
　
　
　
潔

21
世
紀
以
来
日
本
学
界
秦
漢
史
研
究
新
進
展
（
石
洋
編
訳
）　 

 
 

中
国
史
研
究
動
態
二
〇
二
二
年
第
五
期  

十
月

岳
麓
書
院
所
蔵
簡
《
秦
律
令
（
壹
）》
訳
注
稿  

そ
の
（
五
）（
共
訳
）　

 

東
方
学
報  

京
都
九
七
冊  

十
二
月

「
東
洋
史
か
ら
東
ア
ジ
ア
史
へ
：
中
国
古
代
史
研
究
の
た
め
の
提
言
」

へ
の
コ
メ
ン
ト  

『
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
設
立
70
周
年
記

念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
世
界
に
展
開
す
る
東
洋
学
―
海
外
と
日
本
の
中

国
史
研
究
―
」
講
演
資
料
集
』　 

十
二
月

孫
聞
博
「
新
獲
封
泥
与
秦
県
用
印
制
度
」
読
後  

『
木
簡
に
反
映
さ
れ

た
古
代
東
ア
ジ
ア
の
法
制
と
行
政
制
度
』　 

慶
北
大
学  

一
月

◉
岳
麓
書
院
所
蔵
簡
《
秦
律
令
（
壹
）》
訳
注
（
編
著
）　 

 
 

汲
古
書
院  

三
月

序
論
―
岳
麓
書
院
所
蔵
簡
《
秦
律
令
（
壹
）》
解
題
―  

『
岳
麓
書
院
所

蔵
簡
《
秦
律
令
（
壹
）》
訳
注
』　 

汲
古
書
院  

三
月

廷
内
史
郡
二
千
石
官
共
令　
『
岳
麓
書
院
所
蔵
簡
《
秦
律
令
（
壹
）》
訳

注
』　 

汲
古
書
院  

三
月

向
　
井
　
佑
　
介

T
ile K

ilns and Roof-T
ile Production in A

ncient China. 
N
A
GA
T
O
M
O
 T
om
oko et al. 

（eds.

）, K
ilns in E

ast and 
N
orth A

sia  : T
he A

doption of Ceram
ic Industries BA

R 
Publishing   

六
月

泰
山
霊
巌
寺
の
成
立
過
程　

菱
田
哲
郎
編
『
聖
地
霊
場
の
成
立
に
つ
い

て
の
分
野
横
断
的
研
究  

京
都
府
立
大
学
文
化
遺
産
叢
書
二
五
』　  

 

京
都
府
立
大
学
文
学
部
歴
史
学
科  

九
月

呉
越
国
を
め
ぐ
る
南
北
文
化
交
流　

瀧
朝
子
編
『
呉
越
国  

一
〇
世
紀

東
ア
ジ
ア
に
華
開
い
た
文
化
国
家
（
ア
ジ
ア
遊
学
二
七
四
）
』　 

 
 

勉
誠
出
版  

十
月

翻
訳　

銭
国
祥
「
漢
魏
帝
都
洛
陽
の
空
間
構
造
」  

黄
暁
芬
編
『
古
代
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東
ア
ジ
ア
都
市
の
構
造
と
変
遷
』　 

同
成
社  

十
二
月

翻
訳　

朱
岩
石
・
沈
麗
華
・
何
利
群
「
鄴
城
考
古
の
新
発
見
か
ら
み
た

北
朝
後
期
都
城
の
空
間
秩
序
」  

黄
暁
芬
編
『
古
代
東
ア
ジ
ア
都
市

の
構
造
と
変
遷
』　 

同
成
社  

十
二
月

洛
陽
西
朱
村
曹
魏
墓
出
土
石
牌
銘
選
注
（
共
著
）　 

 
 

東
方
学
報  

九
七
冊  

十
二
月

◉
馬
・
車
馬
・
騎
馬
の
考
古
学
―
東
方
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
馬
文
化
（
共
編

著
）　 

臨
川
書
店  

三
月

中
国
に
お
け
る
騎
馬
の
導
入
と
展
開　

諫
早
直
人
・
向
井
佑
介
編

『
馬
・
車
馬
・
騎
馬
の
考
古
学
―
東
方
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
馬
文
化
』　 

 
 

臨
川
書
店  

三
月

村
　
上
　
　
　
衛

第
三
章　

経
済
史　

岡
本
隆
司
・
吉
澤
誠
一
郎
編
、
袁
広
泉
・
袁
広
偉

訳
『
近
代
中
国
研
究
入
門
』　 

当
代
世
界
出
版
社  

四
月

清
朝
の
開
港
の
歴
史
的
位
相　

林
佳
世
子
・
吉
澤
誠
一
郎
責
任
編
集

『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
一
七  

近
代
ア
ジ
ア
の
動
態  

一
九
世
紀
』　  

 

岩
波
書
店  
七
月

書
評　

神
田
さ
や
こ
『
塩
と
イ
ン
ド
―
市
場
・
商
人
・
イ
ギ
リ
ス
東
イ

ン
ド
会
社
』　 

社
会
経
済
史
学  

八
八
巻
四
号  

二
月

守
　
岡
　
知
　
彦

分
権
的W
eb

基
盤
と
し
て
のIPFS　

 
 

 
IM
 2022

年
５

・
６

月
号  

四
月

CH
ISE

に
お
け
るH

D
IC

統
合
の
試
み　

 
 

 

情
報
処
理
学
会
研
究
報
告 2022-CH

-129

巻  

一
二
号  

五
月

低
品
質
文
字
画
像
を
用
い
た
高
精
細
画
像
に
お
け
る
字
形
画
像
の
自
動

再
切
り
出
し
の
試
み  

東
洋
学
へ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用  

第
35
回

研
究
セ
ミ
ナ
ー　

 

七
月

文
字
情
報
サ
ー
ビ
ス
環
境 CH

ISE 

第
一
回
―
素
性
の
集
合
に
基
づ
く

文
字
表
現
―　

 
IM
 9

・10 

月
号  

八
月

文
字
情
報
サ
ー
ビ
ス
環
境 CH

ISE 

第
二
回
―
漢
字
構
造
記
述
―　

 
 

 
IM
 11

・12 

月
号  

十
月

文
字
情
報
サ
ー
ビ
ス
環
境  CH

ISE 

第
三
回
―
漢
字
の
字
体
用
例
と

古
字
書
―　

 
IM
 1

・2 

月
号  

十
二
月

CH
ISE

に
お
け
るH

D
IC

サ
ポ
ー
ト
の
現
状
と
課
題  

漢
字
字
体
規

範
史
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
保
存
会
第
４

回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
古
辞
書
デ
ー

タ
共
有
と
拡
張
」　 

一
月

森
　
本
　
淳
　
生

翻
訳　

ジ
ャ
ン
・
モ
レ
ア
ス
「
花
の
敷
か
れ
た
道
」（『
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   

二
月

翻
訳　

ジ
ャ
ン
・
モ
レ
ア
ス
「
追
憶
す
る
騎
士
が
語
っ
た
こ
と
」（『
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

◉Les belles lettres dangereuses : Le destin de l

’épistolarité 
littéraire du X

V
II e au X

IX
e siècle Zinbun 53   

三
月
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«Introduction : D
e l

’épistolarité kaléidoscopique» ; «Es-
quisse du problèm

e épistolaire chez Rétif de La Bret-
onne». A

tsuo M
O
RIM

O
T
O
 

（ed.

） D
ossier spécial : Les 

belles lettres dangereuses  : Le destin de l

’épistolarité lit-
téraire du X

V
II e au X

IX
e siècle Zinbun 53   

三
月

矢
　
木
　
　
　
毅

高
麗
国
と
そ
の
周
辺  
『
東
ア
ジ
ア
の
展
開  

八
〜
一
四
世
紀
』（
岩
波

講
座
「
世
界
歴
史
」
07
）　 

岩
波
書
店  

四
月

◉
評
伝　

成
牛
渓
―
朝
鮮
の
孔
子
廟
と
儒
学
者　

 

臨
川
書
店  

七
月

安
　
岡
　
孝
　
一

単
語
間
に
区
切
り
の
な
い
書
写
言
語
に
お
け
る
係
り
受
け
解
析
エ
ン
ジ

ン
の
開
発  

学
際
大
規
模
情
報
基
盤
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
第

14
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

 

七
月

青
空
文
庫D

eBERT
a

モ
デ
ル
に
よ
る
国
語
研
長
単
位
係
り
受
け
解

析  

東
洋
学
へ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
第
三
五
回
研
究
セ
ミ
ナ
ー　

  
 

七
月
二
九
日

古
典
中
国
語
の
形
態
素
解
析
と
係
り
受
け
解
析　

근
역
한
문
학
회 

2022 

년 

추
계 

기
획
학
술
대
회
：
디
지
털
과 

한
문 

고
전 

연
구　

  
 

十
一
月
二
六
日

U
niversal D

ependencies 

와 BERT
/RoBERT

a 

모
델
을 

통
한 

고
전 

중
국
어 

정
보
처
리 Journal of A

pplied Studies on Si-
nograph and Literary Sinitic, V

ol.  1　

 

十
二
月

ロ
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