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ハ
ゲ
の
価
値
を
見
直
そ
う

田　

中　
　
　

淡

　

か
つ
て
何
で
も
過
敏
に
差
別
語
を
禁
忌
視
す
る
風
潮
が
ピ
ー
ク
に
達
し

て
い
た
こ
ろ
、
私
も
出
版
社
か
ら
何
度
か
そ
の
種
の
指
摘
を
受
け
た
経
験

が
あ
る
。
あ
る
著
名
な
作
家
が
広
報
に
原
稿
を
依
頼
し
た
某
中
央
官
庁
か

ら
文
中
の
こ
と
ば
に
ク
レ
ー
ム
を
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
な
ら
い
っ
そ
の
こ
と

「
髪
の
毛
の
不
自
由
な
方
」
と
改
め
よ
う
か
と
随
筆
に
書
い
て
い
た
の
は

と
く
に
痛
快
だ
っ
た
の
を
思
い
出
す
。
た
だ
、
い
く
ら
寄
る
年
波
で
頭
の

ほ
う
も
他
人
事
で
な
く
寂
し
く
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
表
題
は
そ
の

「
禿
」
で
は
な
く
、「
剥
」
と
い
う
字
の
ほ
う
で
、
身
近
な
例
を
あ
げ
れ
ば
、

ペ
ン
キ
が
剥
が
れ
て
素
の
木
肌
が
露
出
し
た
よ
う
な
状
態
を
指
す
。

　

永
年
撮
り
た
め
た
中
国
の
古
建
築
の
写
真
、
と
く
に
カ
ラ
ー
写
真
を
整

理
し
な
が
ら
改
め
て
気
づ
い
た
こ
と
で
あ
る
。
写
真
の
内
訳
を
大
雑
把
に

い
う
と
、
古
く
は
一
九
七
五
年
、
七
七
年
、
七
九
年
、
最
初
期
の
学
会
調

査
団
に
よ
る
北
京
・
大
同
・
五
台
山
・
上
海
・
西
安
・
洛
陽
・
蘇
州
の
代

表
的
な
建
築
の
写
真
に
始
ま
り
、
八
一
〜
八
二
年
、
一
年
間
の
南
京
工
学

院
（
現
東
南
大
学
）
建
築
研
究
所
に
留
学
中
の
山
西
・
河
南
・
河
北
・
四

川
・
雲
南
な
ど
広
範
囲
に
わ
た
る
大
量
の
調
査
写
真
、
そ
し
て
八
七
年
の
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晋
東
南
（
山
西
省
東
南
部
）、
九
五
年
の
河
北
・
河
南
文
物
調
査
、
福
建

省
等
々
の
地
域
調
査
か
ら
さ
ら
に
近
年
ま
で
、
時
間
的
に
は
か
な
り
長
い

ス
パ
ン
に
及
ぶ
撮
影
記
録
が
混
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
は
撮

影
年
次
が
遅
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
古
建
築
の
彩
色
や
扉
窓
の
格
子
組
、
屋

根
瓦
や
細
部
装
飾
が
き
れ
い
に
整
っ
て
い
く
と
い
う
明
快
な
傾
向
が
見
て

と
れ
る
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
が
、
中
国
に
現
存
す
る
木
造

建
築
は
、
お
そ
ら
く
歴
史
上
政
治
・
戦
争
の
中
心
地
か
ら
遠
か
っ
た
た
め

で
あ
ろ
う
、
遼
・
宋
・
金
・
元
時
代
以
前
、
お
よ
そ
一
四
世
紀
前
半
ま
で

の
遺
構
の
約
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
山
西
省
に
集
中
し
、
こ
れ
と
隣
接
す
る

河
南
省
西
部
、
陝
西
省
南
部
の
エ
リ
ア
を
加
え
る
と
、
こ
の
地
域
だ
け
で

実
に
全
土
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す
る
。
私
の
調
査
対
象
が
山
西
省
全

域
や
河
南
省
西
部
に
偏
重
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
実
物
の
残
存
率
と

の
関
係
な
の
だ
が
、
い
ま
記
し
た
調
査
撮
影
の
当
時
は
い
ず
れ
も
ま
だ
ま

と
も
な
調
査
報
告
す
ら
な
く
、
し
た
が
っ
て
日
本
で
い
え
ば
国
宝
・
重
要

文
化
財
に
匹
敵
す
る
寺
廟
が
小
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
片
隅
に
ブ
ラ
ス
バ

ン
ド
楽
器
や
体
育
の
線
引
き
車
、
石
灰
の
倉
庫
と
し
て
、
あ
る
い
は
な
か

ば
朽
ち
果
て
た
塵
捨
場
と
し
て
、
辛
う
じ
て
存
在
し
て
い
る
状
態
で
あ
っ

た
。
塵
の
饐
え
た
臭
い
を
思
う
と
、
二
度
と
調
査
に
行
く
ま
い
と
心
に
決

め
た
ほ
ど
だ
っ
た
の
が
、
専
門
家
の
解
説
が
な
け
れ
ば
た
ん
な
る
襤
褸
屋

風
景
を
映
し
た
に
等
し
い
一
群
の
写
真
が
い
ま
と
な
っ
て
は
修
理
前
、
整

備
前
の
情
況
を
伝
え
る
貴
重
な
記
録
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　

こ
れ
ま
で
文
章
と
し
て
具
体
的
に
書
い
た
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
中

国
の
文
化
財
建
造
物
修
理
の
手
法
は
、
日
本
か
ら
見
れ
ば
相
当
粗
っ
ぽ
く
、
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技
術
水
準
は
は
っ
き
り
い
っ
て
低
劣
き
わ
ま
り
な
い
。
私
が
留
学
し
た
当

時
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
の
調
査
の
と
き
で
も
、
ま
と
も
な
保
存
修
理
の

事
例
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け
な
か
っ
た
し
聞
く
こ
と
も
な
か
っ
た
。
日
本
で

は
一
定
年
数
を
経
過
し
た
建
物
は
い
っ
た
ん
全
面
的
に
解
き
ほ
ぐ
し
、
詳

細
な
調
査
に
も
と
づ
い
て
補
修
を
加
え
、
再
度
組
み
立
て
直
す
「
解
体
修

理
」
の
手
法
が
つ
と
に
普
遍
的
に
な
っ
て
い
る
が
、
中
国
で
は
「
落
架
大

修
」
と
よ
ぶ
本
格
的
修
理
の
手
法
は
、
北
京
天
壇
祈
年
殿
や
大
同
善
化
寺

三
聖
殿
、
正
定
隆
興
寺
摩
尼
殿
の
よ
う
に
、
破
損
が
甚
大
で
手
の
施
し
よ

う
が
な
い
喫
緊
の
場
合
を
例
外
と
し
て
、
つ
い
最
近
ま
で
事
例
は
十
指
に

も
満
た
な
か
っ
た
。

　

長
江
以
南
で
年
代
が
最
古
、
五
代
の
遺
構
で
あ
る
福
州
華
林
寺
大
殿
は

永
ら
く
参
観
が
叶
わ
ず
、
漸
く
実
現
し
た
と
き
は
す
で
に
落
架
大
修
が
終

わ
っ
た
直
後
で
、
し
か
も
中
国
建
築
の
漆
塗
り
は
下
地
の
麻
布
貼
り
と
下

塗
り
が
異
様
に
分
厚
く
、
さ
ら
に
上
塗
り
も
厚
い
か
ら
、
綺
麗
に
塗
り
籠

め
ら
れ
た
柱
の
表
面
を
い
く
ら
撫
で
て
も
賺
し
て
も
、
上
か
ら
叩
い
て
み

て
も
、
柱
の
木
肌
は
漆
下
地
の
厚
化
粧
の
下
に
深
く
埋
も
れ
て
い
る
の
で
、

も
と
も
と
表
面
に
風
触
が
ど
の
程
度
あ
っ
た
の
か
な
ど
知
る
由
も
な
く
、

そ
の
柱
が
当
初
の
部
材
な
の
か
今
回
の
修
理
で
取
り
替
え
た
新
材
な
の
か

す
ら
見
当
が
つ
か
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
も
、
幸
運
に
も
大
同
上
華
厳

寺
大
雄
宝
殿
の
修
理
現
場
で
柱
の
漆
塗
り
下
地
が
剥
げ
た
補
修
中
の
実
例

を
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
、
情
況
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
す
ぎ

な
い
。
つ
い
で
に
い
う
と
、
こ
の
と
き
の
福
建
省
古
建
築
調
査
で
十
数
年

ぶ
り
に
見
た
泉
州
の
寺
廟
は
、
八
二
年
留
学
当
時
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
に
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私
自
身
が
描
い
た
伽
藍
配
置
と
さ
え
全
然
異
な
り
、
ど
れ
が
最
近
の
観
光

整
備
に
と
も
な
っ
て
新
築
さ
れ
た
建
物
で
、
ど
れ
が
礎
石
だ
け
の
廃
墟
に

も
と
づ
い
て
復
元
し
た
建
物
で
、
本
来
あ
っ
た
古
建
築
は
こ
れ
だ
け
だ
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
ま
で
相
当
な
時
間
を
要
し
た
。
中
国
で
は
、
文
化
財

保
存
と
は
別
に
、
如
何
に
も
昔
の
建
物
そ
っ
く
り
本
物
紛
い
の
建
築
を
設

計
す
る
の
は
同
じ
分
野
に
よ
る
一
種
の
お
家
芸
で
あ
っ
て
、
そ
の
古
蹟
に

予
備
知
識
が
な
け
れ
ば
区
別
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
遼
代
の

遺
構
で
あ
る
大
同
下
華
厳
寺
薄
迦
教
蔵
殿
は
、
内
部
に
遼
代
の
塑
像
を
安

置
し
、
そ
の
上
に
藻
井
（
ド
ー
ム
型
化
粧
天
井
）
を
構
成
す
る
貴
重
な
実

例
で
あ
っ
て
、
当
初
の
古
い
彩
色
文
様
が
遺
っ
て
い
る
こ
と
で
も
知
ら
れ

る
。
さ
す
が
に
殿
内
の
彩
色
は
塑
像
と
と
も
に
そ
の
ま
ま
保
存
さ
れ
て
い

る
が
、
七
五
年
、
七
七
年
当
時
に
映
し
た
外
観
の
彩
色
は
剥
げ
た
ま
ま
で
、

丹
念
に
調
査
す
れ
ば
当
初
の
文
様
彩
色
の
復
元
も
可
能
だ
っ
た
は
ず
な
の

に
、
八
一
年
撮
影
の
写
真
に
は
も
は
や
無
惨
に
も
無
味
乾
燥
な
代
赭
色
一

色
に
塗
り
替
え
ら
れ
た
情
況
が
映
っ
て
い
る
。
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
調

査
年
月
が
後
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
金
ピ
カ
ピ
カ
古
建
築
が
増
え
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
想
い
起
こ
せ
ば
、
そ
う
し
た
変
化
は
、
北
京
の
古
書
店
街

と
し
て
名
高
い
琉リ

ウ
リ
ー
チ
ャ
ン

璃
廠
の
旧
建
物
が
全
面
的
に
破
壊
さ
れ
、
文
献
史
料

と
も
前
身
建
物
と
も
直
截
的
脈
絡
の
な
い
清
代
絵
画
の
町
並
み
風
に
新
築

整
備
さ
れ
た
八
二
年
の
復
興
工
事
に
始
ま
る
ら
し
く
、
そ
の
後
、
太
原
や

天
津
、
重
慶
な
ど
全
国
主
要
都
市
の
繁
華
街
に
、
清
代
末
期
風
、
も
っ
と

わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
時
代
劇
映
画
セ
ッ
ト
風
の
食シ

ー
ピ
ン
チ
エ

品
街
や
商シ
ャ
ン
デ
ィ
エ
ン
チ
エ

店
街

が
新
築
さ
れ
て
い
っ
た
。
清
朝
の
康
煕
、
乾
隆
両
帝
が
北
京
頤
和
園
後
山
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に
江
南
地
方
の
景
観
風
景
を
写
し
て
築
い
た
町
並
み
を
後
年
復
元
整
備
し

た
の
も
当
然
そ
う
し
た
傾
向
と
軌
を
一
に
す
る
。

　

私
の
調
査
は
定
点
観
測
と
い
う
ほ
ど
大
層
な
も
の
で
は
な
い
が
、
同
じ

場
所
で
撮
影
年
次
が
飛
び
飛
び
数
回
に
わ
た
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
た

め
に
、
こ
の
よ
う
な
各
時
期
ご
と
の
経
済
政
策
、
文
物
保
護
、
観
光
開
発

の
情
況
を
見
事
に
反
映
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
日
本
の
文
化
財

保
存
や
建
築
史
の
分
野
で
は
、
解
体
修
理
に
と
も
な
い
専
門
家
に
よ
る
周

到
な
学
術
調
査
を
経
て
、
復
元
、
修
理
、
竣
工
に
い
た
っ
た
古
建
築
の
形

態
は
、
だ
い
た
い
信
用
し
て
い
い
と
い
う
学
界
暗
黙
の
了
解
が
あ
る
。
し

か
し
、
中
国
の
古
建
築
の
ペ
ン
キ
塗
り
立
て
風
情
は
、
ま
っ
た
く
違
う
と

い
う
想
い
を
、
古
い
写
真
を
見
直
し
な
が
ら
新
た
に
し
た
の
で
あ
る
。
き

わ
め
て
遺
憾
な
こ
と
だ
が
、
中
国
の
寺
廟
、
宮
殿
の
修
理
、
竣
工
な
っ
た

極
彩
色
の
形
態
を
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
た
だ
し
、
文

化
財
の
当
初
痕
跡
の
保
存
よ
り
も
金
ピ
カ
ピ
カ
仕
上
が
り
の
ほ
う
に
価
値

を
見
い
だ
す

―
そ
の
こ
と
自
体
は
中
国
と
日
本
の
美
意
識
の
相
異
と
い

う
き
わ
め
て
奥
の
深
い
主
題
で
あ
っ
て
、
そ
う
簡
単
に
結
論
が
出
る
話
で

は
な
い
。
も
っ
と
も
、
厚
化
粧
の
下
に
何
が
隠
れ
て
い
る
か
把
み
よ
う
が

な
い
の
は
建
築
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
も
っ
と
ハ
ゲ
の

価
値
が
見
直
さ
れ
て
当
然
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
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外
国
人
研
究
員
の
京
都

田　

村　

恵　

子

　

大
阪
の
下
町
で
生
ま
れ
て
育
っ
た
私
は
、
小
さ
い
頃
に
よ
く
聞
か
さ
れ

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
京
都
の
人
と
は
結
婚
す
る
な
と
い
う
の
だ
。
京
都
に

は
古
い
し
き
た
り
が
あ
っ
て
、
大
阪
か
ら
嫁
入
り
す
る
と
苦
労
す
る
と
い

う
。
ど
う
や
ら
難
波
女
と
京
男
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
あ
ま
り
う
ま
く
い

か
な
い
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
年
月
が
た
っ
て
み
れ
ば
、
私
は
京

都
ど
こ
ろ
か
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
イ
ギ
リ
ス
人
と
所
帯
を
も
っ
て
お
り
、

人
文
研
の
「
外
国
人
」
研
究
員
と
し
京
都
に
住
む
機
会
を
二
〇
〇
九
年
に

あ
た
え
ら
れ
た
。
早
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
の
京
都
は
美
し
く
、
梅
に
始

ま
り
ツ
ツ
ジ
ま
で
花
絵
巻
を
十
分
楽
し
ん
だ
が
、
例
年
よ
り
も
長
く
咲
い

た
と
い
う
四
月
の
桜
が
な
ん
と
い
っ
て
も
圧
巻
だ
っ
た
。
研
究
面
で
は
、

恵
ま
れ
た
環
境
で
時
間
が
自
由
に
使
え
る
と
い
う
夢
の
よ
う
な
機
会
を
い

た
だ
き
、
人
文
研
に
心
よ
り
感
謝
し
て
い
る
。
さ
ら
に
今
回
の
滞
在
で
は
、

研
究
以
外
で
も
予
想
外
の
出
来
事
が
あ
り
、
あ
ら
た
め
て
日
本
人
と
外
国

人
の
狭
間
で
生
き
て
い
る
自
分
の
存
在
を
実
感
さ
せ
ら
れ
た
。

　

大
学
院
教
育
以
降
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
受
け
た
私
は
、
海
外
生
活
の

ほ
う
が
日
本
で
の
生
活
年
数
よ
り
も
す
で
に
長
く
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
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五
年
に
国
際
交
流
基
金
の
招
聘
で
神
戸
大
学
に
滞
在
し
た
際
も
、
海
外
生

活
が
十
年
以
上
の
日
本
人
と
い
う
資
格
だ
っ
た
。
そ
の
際
は
、
神
戸
大
学

の
留
学
生
や
外
国
人
研
究
者
用
の
宿
舎
に
入
居
し
た
の
で
、
今
回
も
同
じ

よ
う
な
タ
イ
プ
の
宿
舎
を
と
希
望
し
た
。
し
か
し
「
残
念
な
が
ら
京
大
宿

舎
は
抽
選
で
外
れ
ま
し
た
。
自
分
で
住
む
と
こ
ろ
を
探
し
て
く
だ
さ
い
」

と
い
う
連
絡
が
届
き
、
キ
ャ
ン
ベ
ラ
で
連
日
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
マ
ン
ス

リ
ー
・
マ
ン
シ
ョ
ン
の
サ
イ
ト
を
覗
い
て
思
案
す
る
日
が
続
い
た
。
そ
ん

な
時
、
あ
る
友
人
か
ら
北
山
通
り
の
近
く
に
外
国
人
専
用
の
宿
舎
が
あ
る

ら
し
い
と
知
ら
さ
れ
そ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
覗
い
て
み
る
と
、
世
界
各
国

か
ら
来
た
い
ろ
い
ろ
な
人
が
楽
し
そ
う
に
居
間
で
歓
談
す
る
写
真
が
載
っ

て
い
る
。
場
所
は
地
下
鉄
の
駅
か
ら
近
く
環
境
も
良
好
。
そ
の
上
家
賃
も

格
安
。
た
だ
台
所
と
シ
ャ
ワ
ー
は
共
同
使
用
と
い
う
条
件
だ
っ
た
。
神
戸

大
学
の
宿
舎
の
台
所
が
小
さ
く
て
使
い
に
く
か
っ
た
の
で
、
大
き
な
台
所

を
共
同
で
使
う
こ
と
が
出
来
れ
ば
そ
の
ほ
う
が
ベ
タ
ー
と
理
屈
を
つ
け
て
、

と
も
か
く
一
ヶ
月
分
の
家
賃
を
前
払
い
し
て
入
居
し
た
の
が
、
京
都
に
到

着
後
三
日
目
だ
っ
た
。

　

建
物
を
実
際
に
見
て
驚
い
た
。
昭
和
の
時
代
、
そ
れ
も
私
が
中
学
生
か

高
校
生
く
ら
い
だ
っ
た
こ
ろ
に
あ
っ
た
学
生
下
宿
そ
の
ま
ま
な
の
だ
。
木

造
モ
ル
タ
ル
二
階
建
て
。
一
階
に
は
、
台
所
、
居
間
、
ト
イ
レ
、
シ
ャ
ワ

ー
な
ど
の
共
同
設
備
が
あ
り
、
階
段
を
上
が
る
と
真
ん
中
の
長
い
廊
下
を

挟
ん
で
両
側
に
一
間
ず
つ
の
部
屋
が
並
ん
で
い
る
。
廊
下
の
ち
ょ
う
ど
真

ん
中
に
小
さ
な
台
所
と
和
式
ト
イ
レ
が
あ
っ
た
。
案
内
さ
れ
た
居
室
は
、

静
か
な
部
屋
を
と
い
う
希
望
通
り
の
角
の
部
屋
だ
っ
た
が
、
四
畳
半
に
小
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さ
な
押
入
れ
が
つ
き
、
や
は
り
時
代
物
の
電
気
ス
タ
ン
ド
が
置
か
れ
た
机

が
あ
る
だ
け
の
質
素
な
つ
く
り
だ
っ
た
。
部
屋
の
ス
ト
ー
ブ
は
炎
が
見
え

て
石
油
ス
ト
ー
ブ
独
特
の
臭
い
が
す
る
旧
式
で
、
点
火
す
る
と
部
屋
中
が

結
露
す
る
。
化
粧
ク
リ
ー
ム
の
瓶
ま
で
濡
れ
て
し
ま
う
の
に
は
び
っ
く
り

し
た
。
そ
の
上
、
ス
ト
ー
ブ
用
の
石
油
は
ポ
リ
容
器
に
入
れ
て
、
部
屋
の

外
に
保
管
す
る
の
で
、
狭
い
廊
下
の
両
側
に
石
油
が
並
ん
で
い
る
。
天
井

か
ら
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
蛍
光
灯
は
、
子
供
時
代
に
実
家
に
あ
っ
た
よ
う

な
紐
を
ゆ
っ
く
り
と
長
く
引
い
て
点
滅
さ
せ
る
も
の
だ
。
夜
寝
る
と
き
に

と
差
し
出
さ
れ
た
の
は
湯
た
ん
ぽ
で
、
洗
面
所
の
蛇
口
は
水
し
か
出
ず
、

お
湯
で
顔
を
洗
い
た
い
な
ら
ヤ
カ
ン
で
沸
か
し
て
使
う
よ
う
に
と
い
う
。

ま
る
で
昭
和
文
化
博
物
館
の
中
の
「
昭
和
の
暮
ら
し
再
現
」
展
示
室
で
寝

起
き
を
す
る
よ
う
で
、
二
一
世
紀
の
日
本
に
も
こ
ん
な
場
所
が
残
っ
て
い

た
の
だ
と
感
心
す
る
や
ら
、
あ
き
れ
る
や
ら
だ
っ
た
。
確
か
に
、
二
酸
化

炭
素
の
排
出
量
が
極
端
に
少
な
い
エ
コ
な
生
活
様
式
で
あ
る
が
、
時
計
の

針
を
四
〇
年
ほ
ど
逆
周
り
に
し
た
よ
う
な
環
境
に
突
然
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ

し
た
よ
う
だ
っ
た
。

　

こ
の
下
宿
の
住
人
の
ほ
と
ん
ど
が
外
国
人
留
学
生
だ
が
、
海
外
か
ら
の

旅
行
者
も
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
ま
だ
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク

の
影
響
が
残
り
円
が
非
常
に
強
い
時
期
だ
っ
た
の
で
、
安
い
宿
舎
を
探
す

必
要
性
に
迫
ら
れ
た
留
学
生
達
が
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
隣
の
住

民
は
若
い
日
本
人
女
性
で
、
朝
の
出
勤
の
際
に
は
ば
っ
ち
り
メ
ー
ク
を
し

ハ
イ
ヒ
ー
ル
を
履
い
て
出
か
け
、
近
く
の
ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
の
会
員
で
も
あ

る
と
い
う
。
エ
ア
ロ
ビ
ッ
ク
ス
を
終
え
て
帰
宅
す
る
の
が
、
四
畳
半
の
あ
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ば
ら
家
下
宿
と
い
う
ギ
ャ
ッ
プ
を
ど
う
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
家
賃

を
節
約
し
た
分
、
そ
の
他
の
消
費
に
お
金
が
廻
る
と
合
理
的
考
え
な
の
だ

ろ
う
か
。
一
方
、
日
本
の
ハ
イ
テ
ク
に
憧
れ
て
や
っ
て
き
た
海
外
か
ら
の

若
者
達
は
こ
の
宿
舎
に
足
を
踏
み
入
れ
た
と
き
ど
う
感
じ
た
だ
ろ
う
か
。

海
外
で
日
本
に
つ
い
て
報
道
さ
れ
る
映
像
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
シ
ョ
ッ
ク
を

受
け
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
異
文
化
体
験
と
か
え

っ
て
喜
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
貧
乏
留
学
生
の
耐
乏
生
活
と
割

り
切
っ
て
耐
え
忍
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
母
国
へ
帰
っ
た
と
き
に
京

都
で
の
暮
ら
し
を
現
代
の
日
本
の
中
で
ど
う
位
置
づ
け
る
の
だ
ろ
う
か
。

な
ど
な
ど
、
文
化
人
類
学
研
究
者
と
し
て
好
奇
心
や
興
味
も
あ
っ
た
が
、

地
震
で
家
の
下
敷
き
に
な
る
か
、
石
油
ス
ト
ー
ブ
か
ら
発
生
し
た
火
事
で

焼
け
死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
心
配
で
、
結
局
早
々
に
退
去
し
て
し
ま

っ
た
。
飽
食
や
大
量
消
費
の
時
代
と
い
わ
れ
る
と
同
時
に
、
長
引
く
不
況

と
前
年
の
金
融
危
機
の
影
響
で
「
貧
困
」
と
い
う
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
言

葉
が
口
に
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
日
本
だ
っ
た
が
、
ハ
イ
テ
ク
な

ら
ぬ
ロ
ー
テ
ク
の
四
畳
半
暮
ら
し
を
す
る
外
国
人
達
は
そ
れ
を
あ
え
て
選

ん
だ
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
以
外
の
選
択
肢
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
そ
し
て
、
蛇
口
を
ひ
ね
る
と
お
湯
が
出
て
き
た
り
、
石
油
の
臭
い

が
し
な
い
暖
房
な
ど
、
当
た
り
前
に
享
受
し
て
い
る
も
の
が
生
活
か
ら
な

く
な
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
に
再
適
応
す
る
の
が
い
か
に
難
し
い
か
を
実
感

し
た
。

　

一
方
、
人
文
研
で
は
三
ヶ
月
間
あ
ま
り
の
短
期
滞
在
外
国
人
研
究
員
で

は
あ
る
が
、
雇
用
形
態
は
日
本
人
の
正
規
雇
用
と
同
じ
に
な
っ
た
と
か
で
、
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国
民
健
康
保
険
の
み
な
ら
ず
失
業
保
険
や
国
民
年
金
に
も
加
入
す
る
必
要

が
あ
っ
た
。
私
が
将
来
日
本
で
失
業
保
険
や
年
金
を
受
給
す
る
可
能
性
は

絶
対
に
無
い
と
わ
か
っ
て
い
た
が
、
加
入
は
義
務
と
い
う
こ
と
で
、
書
類

に
記
入
を
し
た
。
そ
の
際
に
、
記
入
事
項
の
訂
正
に
は
定
規
を
使
っ
て
誤

字
に
線
を
引
き
、
か
つ
そ
の
部
分
に
は
印
鑑
を
押
す
と
い
う
正
式
の
や
り

方
を
教
え
ら
れ
た
。
き
っ
と
事
務
方
の
人
は
、
私
を
見
て
「
外
国
生
活
が

長
い
と
、
い
く
ら
ま
だ
日
本
語
が
し
ゃ
べ
れ
て
も
常
識
の
点
で
は
ま
っ
た

く
外
国
人
」
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
日
本
人
と
し
て
み
な
さ
れ
、
日
本
で
は
「
外
国

人
研
究
員
」
と
い
う
立
場
で
仕
事
を
し
て
い
る
私
は
、
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
に

出
て
く
る
こ
う
も
り
の
よ
う
な
存
在
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
日
豪
の
両

方
が
見
渡
せ
る
フ
ェ
ン
ス
の
上
に
腰
掛
け
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
体
験
し
た

り
感
じ
た
り
で
き
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
何
と
か
そ
こ
か
ら
転
げ
落
ち

な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
、
今
後
も
研
究
活
動
を
続
け
て
い
き
た
い
と
願
っ

て
い
る
。
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講　
　

演

 
夏
期
公
開
講
座

貧
民
窟
の
食
生
活

―
松
原
岩
五
郎
『
最
暗
黒
の
東
京
』

―

藤　

原　

辰　

史

　

一
八
九
二
年
一
一
月
一
一
日
、『
國
民
新
聞
』
で
「
芝
浦
の

朝
烟
（
最
暗
黒
の
東
京
）」
と
い
う
連
載
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

こ
れ
は
、
途
中
、
何
度
か
中
断
を
挟
み
つ
つ
、「
最
暗
黒
の
東

京
」、「
探
検
實
記　

東
京
の
最
下
層
」、「
探
検
實
記　

夜
の
東

京
」、「
東
京　

最
暗
黒
の
生
活
」
と
タ
イ
ト
ル
を
変
え
な
が
ら
、

八
月
二
三
日
ま
で
ほ
ぼ
十
ヵ
月
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
た
。
い

わ
ば
、
ス
ラ
ム
潜
入
記
で
あ
る
。
こ
の
連
載
は
好
評
を
博
し
、

一
九
八
三
年
一
一
月
九
日
、『
最
暗
黒
の
東
京
』
と
い
う
タ
イ

ト
ル
で
民
友
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
。

　

こ
の
著
者
は
、
松
原
岩
五
郎
、
筆
名
は
乾
坤
一
布
衣
。
出
版

当
時
二
七
歳
の
彼
が
『
最
暗
黒
の
東
京
』
の
な
か
で
描
く
東
京

の
下
層
社
会
は
、
い
ま
な
お
読
者
を
と
ら
え
て
離
さ
な
い
。
と

り
わ
け
、
東
京
三
大
ス
ラ
ム
の
ひ
と
つ
、
四
谷
鮫
ヶ
橋
の
残
飯

屋
の
描
写
は
す
さ
ま
じ
い
。

　
「
家
は
傾
斜
し
て
殆
ど
転
覆
せ
ん
と
す
る
ば
か
り
な
る
を
突

か
い
棒
も
て
、
こ
れ
を
支
え
、
軒
は
古
く
朽
て
屋
根
一
面
に
蘚こ

苔け

を
生は
や

し
、
庇ひ
さ
し檐
は
腐
れ
て
疎ま
ば

ら
に
抜
け
た
る
と
こ
ろ
よ
り
出

入
す
る
人
々
の
襟え
り

に
土つ
ち

塊く
れ

の
落
ち
ん
か
殆あ
や

ぶ
む
ほ
ど
の
家
」。

こ
の
残
飯
屋
に
松
原
は
弟
子
入
り
す
る
。
こ
こ
で
彼
は
、
市
ヶ

谷
の
陸
軍
士
官
学
校
か
ら
残
飯
を
仕
入
れ
て
貧
民
た
ち
に
売
り

さ
ば
き
な
が
ら
、
貧
民
た
ち
の
話
を
聞
き
、
次
第
に
頼
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。

　
「
我
れ
先
き
に
と
笊ざ

る

、
岡
持
を
差
し
出
し
、
二
銭
下
さ
い
、

三
銭
お
く
れ
、
こ
れ
に
一
貫
目め

、
茲こ
こ

へ
も
五
百
目
と
肩
越
に
面め
ん

桶つ
う

を
出
し
腋わ
き

下
よ
り
銭
を
投
ぐ
る
様
は
何
に
譬
え
ん
、
大
根
河

岸
、
魚
河
岸
の
朝
市
に
似
て
、
そ
の
混
雑
な
お
一
層
奇
態
の
光

景
を
呈
せ
り
。
そ
の
お
菜か
ず

の
如
き
、
煮
シ
メ
、
沢
庵
等
は
皆
手

攫つ
か

み
に
て
売
り
」。

　

松
原
の
描
写
は
、
極
め
て
具
体
的
だ
。
た
と
え
ば
、「
虎
の
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皮
」
と
い
う
商
品
の
名
は
「
巨
大
な
る
釜
に
て
炊
く
飯
は
是
非

と
も
多
少
焦
塩
梅
に
焚
か
ざ
れ
ば
上
出
来
と
な
ら
ざ
る
よ
り
、

釜
の
底
に
祀ま

つ

ら
れ
し
飯
が
一
面
に
附
着
し
て
宛さ
な

然が
ら

虎こ

豹ひ
ょ
う

の
皮

か
何
ぞ
の
ご
と
く
斑ま
だ
ら

に
焦
た
る
が
故
に
」
付
け
ら
れ
た
。
士

官
学
校
か
ら
の
仕
入
れ
が
少
な
い
と
き
は
「
飢
饉
」、
大
量
に

仕
入
れ
た
と
き
は
「
豊
作
」
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
。
貧
民
窟
で

残
飯
屋
が
栄
え
た
理
由
は
、
近
く
に
繁
華
街
や
士
官
学
校
が
あ

る
こ
と
の
ほ
か
に
、
そ
の
経
済
性
に
あ
る
。
調
理
済
み
の
残
飯

を
食
べ
る
こ
と
で
燃
料
代
を
浮
か
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。

　

と
こ
ろ
で
、
松
原
の
貧
民
へ
の
視
線
は
、
啓
蒙
家
の
視
線
で

は
な
く
、
学
ぶ
人
間
の
視
線
で
あ
る
。「
世
に
何
々
倶
楽
部
、

何
々
政
党
倶
楽
部
、
ま
た
は
何
某
集
会
所
、
何
某
会
合
所
た
る

場
所
に
そ
の
社
会
の
人
々
の
名
誉
談ば

な
し

、
失し
く

敗じ
り

話
は
勿
論
、
そ

の
ほ
か
奇
話
珍
説
一
切
の
秘
密
即
ち
新
聞
雑
報
的
瑣さ

事じ

が
漏と
う

洩せ
つ

し
て
来
ッ
て
」
い
る
が
、「
予
が
居
る
所
の
残
飯
屋
は
あ
た
か

も
彼
の
人
た
ち
の
社
交
倶
楽
部
と
も
言
う
べ
き
も
の
に
し
て
下

男
の
境
界
に
あ
り
し
予
は
即
ち
こ
こ
の
書
記
役
な
り
」。
痛
烈

な
政
治
批
判
で
あ
る
。
政
治
家
の
公
共
圏
は
、
貧
民
た
ち
を
排

し
た
う
え
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
学
者
に
も
厳
し
い
。

現
実
へ
の
眼
を
曇
ら
せ
る
学
問
に
比
べ
、
貧
民
た
ち
の
生
き
る

知
恵
の
な
ん
と
た
く
ま
し
く
、
な
ん
と
す
が
す
が
し
い
こ
と
か
。

松
原
は
最
大
の
敬
意
を
払
っ
て
、
最
暗
黒
の
世
界
を
「
貧
大

学
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
目
線
の
射
程
は
、
帝
国
日
本
の
版
図
拡

大
と
軌
を
一
に
し
て
広
が
る
。
一
八
九
五
年
、
松
原
は
日
清
戦

争
の
従
軍
記
者
と
し
て
朝
鮮
半
島
へ
わ
た
り
『
征
塵
餘
録
』
を

執
筆
す
る
。「
亜
弗
利
加
内
地
の
探
検
に
し
て
其
昔せ

き
じ時
冒
険
者

ス
タ
ン
レ
ー
が
ザ
ン
ジ
ー
バ
ル
を
土
人
を
雇
ふ
て
隊
を
組
み
、

ウ
ン
ヨ
ル
カ
ム
の
山
頂
に
登
つ
て
遙
か
に
ヴ
ヰ
ク
ト
リ
ア
ナ
イ

ア
ン
ザ
地
方
の
大
平
原
を
想
望
し
た
る
の
意
気
を
見
る
べ
か
り

し
、
山
を
下
る
二
三
丁
に
し
て
、
一
部
落
あ
り
人
家
一
五
六
戸
、

狭
隘
蕪
悪
な
る
道
を
挟
ん
で
左
右
に
散
点
す
、
人
糞
途
に
満
ち
、

犬
あ
つ
て
是
を
食
ひ
豕
あ
り
て
其
臭
気
を
嗅
ぐ
、
不
潔
陋と

う

穢わ
い

殆

ど
歩
む
べ
か
ら
ず
路
傍
に
一
軒
の
し
酒し
ゅ

幕ま
く

あ
り
即
ち
飲
食
店
に

し
て
檐の
き

下し
た

に
牛
の
髑
髏
を
吊
す
あ
り
、
血
液
点
々
と
し
て
滴
り
、

無
数
の
蒼
蠅
是
に
麕
集
す
」。

　

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、「
最
暗
黒
」
の
イ
メ
ー
ジ
が

地
球
規
模
で
あ
る
こ
と
だ
。
イ
ギ
リ
ス
の
探
険
家
Ｈ
・
Ｍ
・
ス

タ
ン
レ
ー
の
『
最
暗
黒
の
ア
フ
リ
カ
』（
一
八
九
〇
）
は
も
ち

ろ
ん
、
そ
れ
に
刺
激
を
受
け
て
執
筆
さ
れ
た
Ｗ
・
ブ
ー
ス
の

『
最
暗
黒
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
』（
一
八
九
〇
）
か
ら
の
影
響
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
前
田
愛
に
よ
っ
て
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
「
最
暗
黒
」
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、

帝
国
の
膨
張
の
波
に
乗
っ
て
、
朝
鮮
半
島
の
貧
民
の
食
生
活
に

及
ぶ
の
で
あ
る
。
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松
原
岩
五
郎
の
異
境
へ
の
「
探
検
」
は
、
食
を
通
し
て
浮
か

び
上
が
る
貧
富
の
構
造
を
、
世
界
規
模
で
映
し
出
す
。
こ
れ
が
、

い
ま
な
お
松
原
の
描
写
が
凄
み
を
失
わ
な
い
理
由
の
ひ
と
つ
で

あ
ろ
う
。

巡
礼
と
都
市

―
ナ
ー
セ
レ
・
ホ
ス
ロ
ー
『
旅
行
記
』
を
読
む

―

稲　

葉　
　
　

穣

　

い
ま
か
ら
一
千
年
近
く
前
、
西
暦
の
一
〇
四
五
年
、
当
時
西

ア
ジ
ア
を
支
配
し
て
い
た
大
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
に
仕
え
て
い
た

官
吏
ナ
ー
セ
レ
・
ホ
ス
ロ
ー
は
酒
浸
り
の
自
堕
落
な
生
活
を
送

っ
て
い
た
が
、
あ
る
夜
、
夢
で
お
告
げ
を
聞
い
た
こ
と
を
き
っ

か
け
に
宗
教
的
情
熱
に
目
覚
め
、
職
を
辞
し
て
、
メ
ル
ヴ
（
現

ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
共
和
国
マ
リ
近
郊
）
か
ら
メ
ッ
カ
を
め
ざ

し
て
巡
礼
の
旅
に
出
発
し
た
。
そ
の
後
、
一
〇
五
二
年
に
バ
ル

フ
に
帰
着
し
た
後
、
彼
は
自
ら
の
旅
の
記
録
を
書
き
残
し
た
。

そ
の
名
も
『
旅
行
記
』
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
の
作
品
は
、
ペ
ル

シ
ア
語
古
典
散
文
の
傑
作
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
平
明
か
つ
美

し
い
文
章
の
ゆ
え
に
、
今
で
も
多
く
の
イ
ラ
ン
人
に
愛
さ
れ
て

い
る
作
品
で
あ
る
。
ま
た
現
在
ま
で
フ
ラ
ン
ス
語
、
英
語
、
ド

イ
ツ
語
、
ロ
シ
ア
語
、
ア
ラ
ビ
ア
語
、
ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
、
タ
ジ

ク
語
、
デ
ン
マ
ー
ク
語
な
ど
に
翻
訳
さ
れ
て
お
り
、
日
本
語
訳

も
森
本
一
夫
氏
監
修
の
も
と
、『
史
朋
』（
北
海
道
大
学
東
洋
史

談
話
会
）
誌
上
に
四
回
に
分
け
て
掲
載
さ
れ
た
。
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ナ
ー
セ
レ
・
ホ
ス
ロ
ー
の
旅
は
も
ち
ろ
ん
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と

し
て
の
努
め
で
あ
る
メ
ッ
カ
巡
礼
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
彼
が
最
も
長
い
時
間
を
過
ご
し
た
の
は
、
当
時
フ
ァ
ー
テ

ィ
マ
朝
の
首
都
と
し
て
拡
大
を
続
け
て
い
た
カ
イ
ロ
で
あ
っ
た
。

フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
は
、
九
世
紀
以
降
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
い
て

目
覚
ま
し
く
勢
力
を
拡
大
し
た
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
派
の
政
権
で

あ
り
、
そ
の
都
の
カ
イ
ロ
は
、
紅
海
を
通
じ
て
イ
ン
ド
洋
と
地

中
海
と
を
結
ぶ
交
易
ル
ー
ト
の
重
要
な
拠
点
と
し
て
、
そ
れ
ま

で
の
バ
グ
ダ
ー
ド
お
よ
び
イ
ラ
ク
地
方
に
代
わ
っ
て
、
政
治
的

に
も
経
済
的
に
も
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
一
大
中
心
と
な
っ
て
い
た
。

フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
は
カ
イ
ロ
の
巨
大
な
経
済
力
を
背
景
に
、
こ

の
交
易
ル
ー
ト
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
沿
っ
て
各
地
に
布
教
の
手

を
伸
ば
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ナ
ー
セ
レ
・
ホ
ス
ロ
ー
も
、

自
ら
は
「
夢
の
お
告
げ
」
に
導
か
れ
て
と
記
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
実
は
早
い
時
期
に
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
派
に
改
宗
し

て
い
た
形
跡
が
あ
り
、
彼
の
旅
自
体
も
、
メ
ッ
カ
だ
け
で
な
く
、

そ
も
そ
も
カ
イ
ロ
を
目
指
し
て
企
図
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
彼
が
東
方
か
ら
メ
ッ
カ
に
直
行
す
る
ル
ー
ト
で

は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
イ
ラ
ン
高
原
の
北
辺
を
経
由
し
て
シ
リ
ア

北
部
に
出
て
、
そ
こ
か
ら
海
岸
線
を
南
下
し
て
イ
ェ
ル
サ
レ
ム

に
到
達
し
、
メ
ッ
カ
巡
礼
を
済
ま
せ
、
さ
ら
に
カ
イ
ロ
に
至
る
、

と
い
う
ル
ー
ト
を
と
っ
た
こ
と
か
ら
も
看
取
で
き
る
。
こ
れ
ら

の
地
域
は
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
の
直
接
支
配
下
に
あ
っ
た
か
、
あ

る
い
は
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
派
の
影
響
力
の
極
め
て
強
い
場
所
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
彼
が
記
録
す
る
一
一
世
紀
後
半
の
地
中
海

東
岸
の
様
子
は
、
同
世
紀
末
に
始
ま
る
十
字
軍
に
よ
っ
て
同
地

域
が
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
る
直
前
の
有
様
を
生
き
生
き
と
伝
え

て
い
て
興
味
深
い
。
た
と
え
ば
十
字
軍
前
夜
の
イ
ェ
ル
サ
レ
ム

に
つ
い
て
『
旅
行
記
』
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒

が
、
ど
の
よ
う
な
空
間
配
分
の
も
と
で
住
み
分
け
て
い
た
の
か
、

当
時
の
ム
ス
リ
ム
知
識
人
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
ど
の
よ
う
に
見

な
し
て
い
た
の
か
、
さ
ら
に
は
ロ
ー
マ
皇
帝
は
こ
の
ま
ち
に
ど

う
い
う
や
り
方
で
関
係
を
持
と
う
と
し
て
い
た
の
か
、
と
い
っ

た
点
を
教
え
て
く
れ
る
。
ま
た
、
当
時
イ
ス
ラ
ム
世
界
き
っ
て

の
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
世
界
で
も
有
数
の
大
都
市
に
な
り
つ

つ
あ
っ
た
カ
イ
ロ
に
お
い
て
、
人
々
が
ど
ん
な
住
居
に
暮
ら
し
、

借
家
の
家
賃
は
い
く
ら
だ
っ
た
の
か
、
バ
ザ
ー
ル
は
ど
の
よ
う

に
構
成
さ
れ
、
物
価
は
ど
ん
な
具
合
だ
っ
た
の
か
、
人
々
は
ど

ん
な
仕
事
を
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
賃
金
を
得
て
い
た
の
か
、
と
い

っ
た
事
柄
に
関
す
る
『
旅
行
記
』
の
記
録
は
、
歴
史
研
究
に
と

っ
て
も
極
め
て
貴
重
な
資
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

　

旅
を
終
え
た
の
ち
彼
は
、
東
方
に
お
け
る
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル

派
布
教
に
傾
注
し
た
ら
し
い
が
、
お
り
し
も
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝

は
「
非
正
統
」
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
派
の
弾
圧
を
積
極
的
に
推
進

し
つ
つ
あ
り
、
ナ
ー
セ
レ
・
ホ
ス
ロ
ー
は
山
深
い
バ
ダ
フ
シ
ャ
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ン
（
現
在
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
北
東
部
）
に
逃
れ
て
、
一
〇
七

二
（
一
説
に
は
一
〇
八
八
）
年
に
死
去
す
る
ま
で
、
同
地
に
お

い
て
著
述
と
布
教
に
勤
し
ん
だ
と
い
う
。『
旅
行
記
』
だ
け
で

な
く
、
多
く
の
優
れ
た
韻
文
作
品
や
宗
教
関
連
の
書
物
を
も
書

き
著
し
た
こ
と
に
よ
り
、
彼
は
ペ
ル
シ
ア
文
学
史
に
燦
然
と
輝

く
偉
大
な
文
人
と
し
て
の
名
声
を
得
た
。
バ
ダ
フ
シ
ャ
ン
の
イ

ス
マ
ー
イ
ー
ル
派
は
そ
の
後
、
活
動
の
場
を
更
に
東
に
求
め
、

結
果
と
し
て
同
派
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
ク
シ
ュ
や
パ
ミ
ー
ル
と
い
っ

た
険
し
い
山
岳
地
帯
を
縫
う
よ
う
に
し
て
東
に
広
が
っ
て
い
っ

た
。
現
在
で
も
パ
キ
ス
タ
ン
北
部
、
イ
ン
ダ
ス
川
上
流
の
ギ
ル

ギ
ッ
ト
や
チ
ラ
ス
、
チ
ト
ラ
ル
と
い
っ
た
地
域
に
多
く
の
イ
ス

マ
ー
イ
ー
ル
派
が
住
み
暮
ら
し
て
い
る
が
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
ー
の
淵
源
は
ナ
ー
セ
レ
・
ホ
ス
ロ
ー
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

都
市
を
徘
徊
す
る

―
ポ
ー
『
群
集
の
人
』
の
世
界

―
富　

永　

茂　

樹

　

最
初
に
文
学
と
都
市
の
関
係
に
つ
い
て
ひ
と
こ
と
。
あ
る
都

市
に
つ
い
て
の｢

情
報｣

を
与
え
て
く
れ
る
文
学
、
都
市
に
向

け
る
社
会
学
的
な｢

視
点｣

（
階
級
、
公
共
空
間
な
ど
）
を
示

し
て
く
れ
る
文
学
、
都
市
そ
の
も
の
を
「
発
見
」
さ
せ
て
く
れ

る
文
学
、
こ
の
三
つ
の
う
ち
で
「
パ
リ

―
一
九
世
紀
の
首

都
」（
一
九
三
五
年
）
の
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
関
心

を
も
っ
た
の
は
最
後
の
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
彼
が

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
の
関
係
で
ふ
れ
る
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ

ー
の
小
説
「
群
集
の
人
」
も
ま
た
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
私

た
ち
の
前
に
現
わ
れ
る
。

　

ロ
ン
ド
ン
で
病
気
の
予
後
を
す
ご
す
主
人
公=

語
り
手
は
、

と
あ
る
カ
フ
ェ
に
腰
を
お
ろ
し
て
、
夕
刻
の
道
ゆ
く
人
の
群
れ

を
眺
め
て
い
る
。「
私
は
そ
れ
を
集
団
と
し
て
見
、
集
団
的
関

係
に
お
い
て
だ
け
考
え
て
い
た
。」
彼
の
目
の
前
を
す
ぎ
て
ゆ

く
群
れ
に
は
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
。
ま
ず
家
路
を
急
ぐ
人

び
と
。
彼
ら
に
は
帰
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
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れ
の
家
族
に
所
属
し
て
い
る
人
間
で
あ
る
。
服
装
な
ど
か
ら
職

業
や
地
位
が
わ
か
る
人
び
と
が
い
る
。
彼
ら
も
ま
た
な
ん
ら
か

の
集
団
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。「
だ
が
、

私
は
こ
れ
ら
の
人
び
と
に
は
あ
ま
り
興
味
が
な
か
っ
た
。」

　

や
が
て
「
高
等
掏
模
」
や
賭
博
師
、「
あ
ら
ゆ
る
種
類
、
あ

ら
ゆ
る
年
齢
の
街
の
女
」。
社
会
の
中
心
で
は
な
く
周
縁
部
に

存
在
す
る
人
間
た
ち
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
時
間
の
経
過
と
と
も

に
、
荷
運
び
人
足
、
煙
突
掃
除
人
、
風
琴
流
し
、
猿
廻
し
…
…

　

す
べ
て
書
き
う
つ
し
て
い
て
は
切
り
の
な
い
ほ
ど
に
多
様
な
、

社
会
か
ら
は
い
っ
そ
う
距
離
の
あ
る
人
び
と
が
登
場
す
る
。

「
異
常
な
活
気
に
あ
ふ
れ
、
見
て
い
る
だ
け
で
も
耳
は
鳴
り
、

眼
は
刺
す
よ
う
な
痛
み
を
覚
え
る
」
ほ
ど
の
風
景
を
語
り
手
は

観
察
し
て
い
る
。
観
察
と
は
ま
な
ざ
し
の
「
徘
徊
」
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
「
群
集
の
人
」
は
一
九
世
紀
の
ロ
ン
ド

ン
の
様
子
を
教
え
て
く
れ
る
、
あ
る
い
は
都
市
社
会
学
（
と
は

い
え
、
あ
り
き
た
り
の
社
会
学
よ
り
は
は
る
か
に
精
緻
な
）
を

試
み
る
文
学
作
品
に
と
ど
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
事

態
は
突
然
に
変
わ
る
。
背
丈
の
低
い
、
や
せ
こ
け
、
薄
汚
れ
た

服
装
を
し
た
老
人
の
顔
が
眼
に
映
る
の
で
あ
る
。
表
情
か
ら
は

複
雑
な
観
念
が
読
み
取
れ
る
老
人
に
興
味
を
も
ち
、
秘
密
を
探

り
た
い
と
考
え
た
語
り
手
は
尾
行
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
と
は
知
ら
な
い
老
人
は
夜
の
街
を
歩
き
つ
づ
け
る
。
ど

こ
か
行
く
先
が
あ
り
そ
う
で
は
な
い
。
雨
が
降
り
は
じ
め
、
周

囲
の
群
れ
の
様
子
は
一
変
す
る
が
（
み
ん
な
傘
を
取
り
出
し
、

急
ぎ
足
に
な
る
）、
老
人
の
歩
み
は
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。
た

ま
に
商
店
に
入
る
け
れ
ど
も
な
に
か
を
買
う
こ
と
は
な
い
。
彼

は
都
市
を
徘
徊
し
つ
づ
け
る
。
観
察
か
ら
尾
行
へ
と
、
ま
な
ざ

し
の
徘
徊
か
ら
身
体
の
そ
れ
へ
と
変
わ
っ
た
語
り
手
の
徘
徊
が

そ
れ
を
追
跡
す
る
。
二
重
の
徘
徊
は
し
か
し
、
夜
が
更
け
て
も
、

ま
た
翌
日
に
な
っ
て
も
終
わ
ら
な
い
。
特
別
な
な
に
ご
と
か
に

出
く
わ
す
わ
け
で
は
な
い
。

　

い
よ
い
よ
二
日
目
の
夜
に
な
っ
た
と
き
、
す
っ
か
り
疲
れ
果

て
た
語
り
手
は
つ
い
に
老
人
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
が
、
そ
ん

な
こ
と
に
も
気
づ
く
こ
と
の
な
い
彼
は
群
れ
の
な
か
を
当
て
も

な
く
往
来
す
る
。
語
り
手
は
こ
こ
で
尾
行
を
断
念
す
る
。
そ
し

て
こ
の
よ
う
に
呟
く
。「
あ
の
老
人
は
一
人
で
い
る
に
堪
え
ら

れ
な
い
。
い
わ
ゆ
る
群
集
の
人
な
の
だ
」
と
。
一
九
世
紀
の
大

都
市
に
お
け
る
群
集
で
は
な
く
、「
群
集
の
人
」
を
発
見
す
る

と
こ
ろ
に
、
こ
の
小
説
の
意
義
が
あ
る
。

　

ポ
ー
が
こ
の
作
品
を
発
表
し
た
の
は
一
八
四
〇
年
。
そ
の
五

年
後
、
同
じ
ロ
ン
ド
ン
で
「
押
し
あ
い
な
が
ら
足
早
に
通
り
す

ぎ
て
ゆ
く
」
群
集
に
モ
ナ
ド
化
し
た
人
類
の
存
在
を
認
め
、

「
な
に
か
不
快
な
も
の
、
な
ん
と
な
く
人
間
性
に
さ
か
ら
う
も

の
」
を
感
じ
取
っ
た
の
が
エ
ン
ゲ
ル
ス
で
あ
っ
た
（『
イ
ギ
リ

ス
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の
状
態
』）。
一
八
三
五
年
に
マ
ン
チ

ェ
ス
タ
ー
を
訪
れ
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
ま
た
、
こ
の
工
業
都
市
で
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「
足
ど
り
が
粗
暴
で
、
放
心
し
た
よ
う
な
ま
な
ざ
し
、
陰
鬱
で

粗
野
な
姿
を
し
た
」
ひ
と
の
群
れ
に
出
会
っ
た
こ
と
を
手
帳
に

記
し
て
い
た
。

　

エ
ン
ゲ
ル
ス
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
そ
し
て
ポ
ー
、
そ
れ
ぞ
れ
の
あ

い
だ
で
群
集
の
捉
え
か
た
は
こ
と
な
る
。
と
り
わ
け
前
二
者
の

群
集
が
焦
燥
感
に
充
ち
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、「
群
集
の
人
」

で
描
か
れ
る
の
は
群
れ
の
あ
い
だ
を
か
い
く
ぐ
る
徘
徊
で
あ
る
。

ま
ず
は
歩
行
の
速
度
が
ち
が
う
。
そ
れ
で
も
独
り
で
い
る
こ
と

に
堪
え
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
で
、
ポ
ー
の
老
人
も
ま
た
エ
ン
ゲ
ル

ス
の
い
う
モ
ナ
ド
化
し
た
存
在
で
あ
り
、
群
集
の
あ
い
だ
を
徘

徊
す
る
彼
の
行
動
に
は
別
種
の
焦
燥
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き

な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　

ポ
ー
に
は
「
群
集
の
人
」
の
前
の
年
に
「
沈
黙
」
と
い
う
作

品
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
河
は
海
に
向
け
て
流
れ
よ
う
と
も
せ
ず
、

不
安
な
痙
攣
を
つ
づ
け
る
病
的
な
サ
フ
ラ
ン
色
の
河
床
で
ざ
わ

め
く
巨
大
な
青
白
い
睡
蓮
を
眺
め
て
飽
き
な
い
人
物
が
登
場
す

る
。
こ
れ
を
見
た
悪
魔
が
魔
法
を
か
け
て
ざ
わ
め
き
を
加
速
さ

せ
て
も
び
く
と
も
し
な
い
男
は
、
逆
に
完
全
な
沈
黙
を
も
た
ら

す
と
、
急
に
驚
い
て
そ
の
場
を
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
。｢

群
集

の
人｣

と｢

沈
黙｣

と
は
相
同
な
関
係
に
あ
る
。
こ
ち
ら
に
登

場
す
る
の
も
ま
た
独
り
で
は
い
ら
れ
な
い
人
間
で
あ
り
、
彼
の

見
て
い
た
揺
れ
て
ざ
わ
め
く
睡
蓮
は
群
れ
と
そ
の
焦
燥
感
を
表

わ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

　

と
こ
ろ
で
時
代
は
下
が
り
世
紀
末
に
、
在
外
研
究
を
命
じ
ら

れ
ロ
ン
ド
ン
に
到
着
し
た
翌
朝
、
夏
目
金
之
助
は
エ
ン
ゲ
ル
ス

が
見
た
の
と
同
質
の
ひ
と
の
群
れ
に
巻
き
込
ま
れ
「
な
ん
と
な

く
こ
の
都
に
い
づ
ら
い
感
じ
」
を
お
ぼ
え
る
（『
永
日
小
品
』）。

ボ
ー
ア
戦
争
が
終
り
南
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
還
し
た
兵
士
を
迎
え

て
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
駅
周
辺
に
で
き
た
群
集
で
あ
っ
た
。
こ
の
経

験
は
帰
国
後
も
保
持
さ
れ
深
め
ら
れ
て
、
漱
石
の
文
学
の
作
品

で
活
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
都
市
の
群
集
と
そ
の

表
象
は
一
九
世
紀
を
と
お
し
て
、
そ
し
て
極
東
の
国
に
い
た
る

ま
で
受
け
継
が
れ
る
。
そ
の
出
発
点
に
ポ
ー
の｢

群
集
の
人｣

は
位
置
し
て
い
る
。

（｢

群
集
の
人｣

は
『
ポ
オ
小
説
全
集
・
Ⅱ
』
に
収
録
さ
れ
た

永
川
令
二
訳
に
依
拠
し
た
。）
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創
立
八
〇
周
年
記
念

創
立
八
〇
周
年
記
念
式
典
に
お
け
る
式
辞

所
長
・
水　

野　

直　

樹

　

八
〇
周
年
の
記
念
式
典
を
催
す
に
あ
た
り
、
ご
多
忙
の
中
、

ま
た
遠
方
よ
り
ご
出
席
い
た
だ
き
ま
し
た
み
な
さ
ん
に
心
よ
り

お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
特
に
、
松
本
総
長
、
文
部
科
学
省
の

磯
田
局
長
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
の
羽
田
所
長
、
本
学

再
生
医
科
学
研
究
所
の
坂
口
所
長
に
は
、
多
忙
を
極
め
て
お
ら

れ
る
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
、
式
典
で
祝
辞
を
い
た
だ
く
よ
う

お
願
い
を
申
し
あ
げ
、
快
く
引
き
受
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

深
く
感
謝
の
こ
と
ば
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
先
ほ
ど
の
記
念
講
演
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
お
話
し

い
た
だ
き
ま
し
た
諸
先
輩
に
は
、
重
ね
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま

す
。

　

人
文
科
学
研
究
所
は
、
本
年
創
立
八
〇
周
年
を
迎
え
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。
国
立
大
学
附
置
研
究
所
と
し
て
、
ま
た
人
文

系
の
研
究
所
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
長
い
歴
史
を
築
い
て
く
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
は
、
ひ
と
え
に
関
係
者
の
皆
さ
ま
方
、

ま
た
多
く
の
先
輩
の
方
々
の
、
ご
支
援
の
た
ま
も
の
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

創
立
八
〇
周
年
と
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
人

文
科
学
研
究
所
の
起
源
の
一
つ
で
あ
る
東
方
文
化
学
院
京
都
研

究
所
が
設
立
さ
れ
た
一
九
二
九
年
か
ら
数
え
て
の
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
東
方
文
化
学
院
京
都
研
究
所
は
、
外
務
省
の
外
郭
団
体

と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
京
都
帝
国
大
学
の
附
置
研

究
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
一
九
三
九
年
に
京
都
帝
国
大
学
の
附
置
研
究
所
と

し
て
人
文
科
学
研
究
所
（
旧
人
文
科
学
研
究
所
）
が
設
置
さ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
数
え
る
と
、
今
年
は
七
〇
周
年
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
戦
後
の
一
九
四
九
年
に
、
東
方
文
化
学
院
京
都
研

究
所
の
後
身
で
あ
る
東
方
文
化
研
究
所
（
京
都
）、
民
間
団
体

で
あ
る
西
洋
文
化
研
究
所
と
、
旧
人
文
科
学
研
究
所
が
統
合
し

て
、
現
在
の
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
が
出
発
し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
数
え
る
と
、
今
年
は
六
〇
周
年
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
人
文
科
学
研
究
所
は
八
〇
年
、
七
〇
年
、
あ

る
い
は
六
〇
年
の
歴
史
を
歩
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
所
は
、
時
ど
き
の
時
代
的
背
景
、

制
約
の
中
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
も
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
東
方
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文
化
学
院
は
、
義
和
団
賠
償
金
に
も
と
づ
く
対
支
文
化
事
業
の

一
環
と
し
て
東
京
と
京
都
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
西
洋
文
化
研
究
所
の
前
身
で
あ
る
独
逸
文
化
研
究
所
は
、

一
九
三
〇
年
代
の
ナ
チ
ス
政
権
成
立
直
後
に
日
本
と
ド
イ
ツ
の

文
化
交
流
・
学
術
交
流
を
目
的
に
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、

外
務
省
の
監
督
下
に
あ
り
ま
し
た
。

　

京
都
帝
国
大
学
の
附
置
研
究
所
で
あ
る
旧
人
文
科
学
研
究
所

は
、
設
置
に
関
す
る
説
明
資
料
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
東
亜
新
秩
序
」
確
立
の
た
め
学
術
的
研
究
を
行
な
う
こ
と
を

目
的
に
し
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
、
八
〇
周
年
を
迎
え
る
あ
た
り
、
研
究
所
の
歩
み
を
紹

介
す
る
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
、
本
日
、
皆
さ
ま
方

に
お
配
り
し
て
お
り
ま
す
が
、
独
逸
文
化
研
究
所
、
旧
人
文
科

学
研
究
所
に
関
わ
る
資
料
も
収
録
い
た
し
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、

自
ら
が
属
す
る
研
究
機
関
の
過
去
の
歩
み
を
振
り
返
る
中
で
、

反
省
と
自
戒
の
念
を
持
つ
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

戦
前
の
こ
れ
ら
の
研
究
所
は
、
戦
前
日
本
の
学
術
研
究
が
は

ら
む
問
題
を
端
的
に
あ
ら
わ
す
事
例
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
過
言

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
中
で
す
ぐ
れ
た
研
究
が

な
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
申
し
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

戦
後
、
新
し
い
人
文
科
学
研
究
所
の
出
発
に
あ
た
っ
て
、
私

た
ち
の
先
輩
は
「
世
界
文
化
の
総
合
的
研
究
」
を
目
的
に
掲
げ

ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
に
採
用
さ
れ
た
の
が
、
共
同
研
究
と
い
う
研
究
方

法
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
戦
前
に
お
い
て
も
同
様
の
方
法
で
研

究
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
雲
崗
石
窟
の
研
究
な
ど
は
、
東
洋

学
に
関
わ
る
諸
分
野
の
研
究
者
に
よ
る
共
同
研
究
と
い
っ
て
差

し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
戦
後
の
人
文
科
学
研
究
所
に
お
い
て
は
、
様
々
な

分
野
の
、
ま
た
対
象
と
す
る
地
域
や
時
代
が
異
な
る
研
究
者
に

よ
る
共
同
研
究
と
い
う
方
法
が
自
覚
的
に
採
用
さ
れ
ま
し
た
。

日
本
の
学
術
研
究
に
お
け
る
共
同
研
究
の
草
分
け
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
中
か
ら
、
多
く
の
す
ぐ

れ
た
研
究
が
生
み
出
さ
れ
、
研
究
所
の
名
前
が
広
く
知
ら
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
多
く
の
私
た
ち
の
先
輩
の
創
意
と
努
力

に
よ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

人
文
科
学
研
究
所
の
第
一
の
特
色
が
共
同
研
究
に
あ
る
と
す

る
な
ら
、
第
二
の
特
色
は
基
礎
研
究
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と

思
い
ま
す
。
古
典
的
文
献
の
翻
刻
、
注
釈
を
は
じ
め
、
各
種
の

目
録
作
成
が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
近
年
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

の
作
成
を
継
続
し
て
お
り
、
世
界
中
の
研
究
者
に
広
く
利
用
し

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
ま
た
、
多
彩
な
研
究
者
に
よ
る
個
人
研
究
も
特
色
の

ひ
と
つ
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
共
同
研
究
の
中
か
ら
生
ま
れ

た
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
着
想
を
生
か
し
て
、
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様
々
な
研
究
成
果
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、

研
究
所
に
所
属
す
る
者
だ
け
で
は
な
く
、
共
同
研
究
に
参
加
す

る
学
内
外
の
研
究
者
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
共
同
研
究
を
通
じ
て
多
様
な
分
野
の
研
究
者
が

交
流
し
議
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
研
究
が
実
り
あ
る

も
の
と
し
て
生
み
出
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
人
文
科
学
研
究
所
は
、
来
年
度
か
ら
新
た
な
歩
み
を

踏
み
出
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
と

し
て
、
研
究
者
に
広
く
開
か
れ
た
研
究
機
関
と
な
る
こ
と
を
め

ざ
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
大
学
附
置
研
究
所
と

い
う
あ
り
方
の
う
え
に
、
共
同
利
用
・
共
同
研
究
と
い
う
機
能

を
付
け
加
え
た
研
究
機
関
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
も
、
多
く
の
研
究
者
に
利
用
し
て
い
た
だ
き
、
共

同
研
究
に
も
加
わ
っ
て
い
た
だ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
そ

の
点
で
大
き
く
変
わ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
研

究
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
意
見
に
耳
を
傾
け
、
ま
た
公
募
に
よ
っ

て
新
た
な
研
究
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
と
は
異

な
る
方
法
を
新
た
に
始
め
る
予
定
で
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
通
じ

て
、
幅
広
い
研
究
者
が
参
加
す
る
共
同
研
究
機
関
と
し
て
の
機

能
を
果
た
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

何
よ
り
も
、
人
文
科
学
の
分
野
に
お
い
て
、
様
々
な
領
域
・

分
野
、
異
な
る
対
象
地
域
・
時
代
を
研
究
す
る
研
究
者
が
同
じ

と
こ
ろ
で
、
一
つ
の
研
究
会
で
交
流
・
議
論
す
る
と
い
う
人
文

科
学
研
究
所
の
特
性
を
今
後
も
生
か
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

最
後
に
、
本
日
の
記
念
行
事
に
参
加
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
重

ね
て
お
礼
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
今
後
と
も
人
文
科
学
研

究
所
の
活
動
、
事
業
を
見
守
り
、
ま
た
ご
支
援
を
た
わ
ま
り
ま

す
よ
う
、
お
願
い
を
申
し
あ
げ
て
、
私
の
挨
拶
と
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

創
立
八
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
共
同
研
究
の
可
能
性

―
人
文
研
八
〇
年
の
回
顧
と
展
望

―
」

二
〇
〇
九
年
一
一
月
一
五
日
（
木
）

芝
蘭
会
館
・
稲
森
ホ
ー
ル

講
師

　

加
藤　

秀
俊
（
社
会
学
者
）

　

鶴
見　

俊
輔
（
哲
学
者
）

　

礪
波　
　

護
（
大
谷
大
学
博
物
館
長
）

　

松
尾　

尊
兊
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）

司
会

　

金　
　

文
京

　

岡
田　

暁
雄
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資
料
の
行
方

―
探
検
し
て
わ
か
っ
た
こ
と
、
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と

―

菊　

地　
　
　

暁

　

二
〇
一
〇
年
三
月
、
人
文
研
探
検
班
（
班
長
：
岩
城
卓
二
・

菊
地
暁
）
は
予
定
ど
お
り
終
了
し
た
。
研
究
班
の
活
動
を
通
じ

て
解
明
で
き
た
こ
と
は
少
な
く
な
く
、
そ
の
反
面
、
浮
か
び
上

が
っ
た
課
題
は
さ
ら
に
多
岐
に
わ
た
る
の
だ
が
、
詳
細
は
作
成

中
の
別
稿
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
資
料
論
的
な
側
面
に
絞
っ
て

概
要
を
報
告
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
本
館
移
転
に
と
も
な
う

非
現
用
文
書
廃
棄
の
懸
念
を
き
っ
か
け
と
し
て
発
足
し
た
探
検

班
は
、
人
文
研
八
〇
年
の
営
為
を
近
現
代
日
本
史
に
位
置
づ
け

な
お
す
と
い
う
は
る
か
な
課
題
を
見
据
え
つ
つ
も
、
実
際
に
は

文
書
目
録
作
成
を
は
じ
め
と
し
た
基
礎
デ
ー
タ
の
整
理
作
業
に

活
動
の
大
半
が
費
や
さ
れ
た
か
ら
だ
。

　

さ
し
あ
た
り
非
現
用
文
書
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
圧
倒
的
な

「
東
高
西
低
」
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
残
存
状
況
が
明
か
と
な

っ
た
。
周
知
の
通
り
、
現
・
人
文
研
は
東
方
文
化
学
院
京
都
研

究
所
、
独
逸
文
化
研
究
所
、
京
都
帝
国
大
学
人
文
科
学
研
究
所

と
い
う
設
立
の
経
緯
も
主
体
も
異
な
る
三
研
究
所
が
統
合
し
て

生
ま
れ
た
も
の
だ
が
、
東
一
条
の
旧
本
館
地
下
一
階
に
残
さ
れ

た
文
書
の
残
存
量
は
単
純
な
三
等
分
と
は
な
ら
ず
、
簿
冊
数
に

し
て
お
お
よ
そ
八
対
一
対
一
と
い
う
割
合
と
な
っ
た
。
若
干
の

旧
人
文
関
係
文
書
が
京
大
文
書
館
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判

明
し
た
も
の
の
、
そ
れ
を
加
え
た
と
こ
ろ
で
こ
の
ア
ン
バ
ラ
ン

ス
が
大
き
く
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

こ
の
残
存
状
況
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
旧

人
文
・
旧
分
館
の
度
重
な
る
移
転
や
、
旧
独
逸
文
化
研
究
所
の

占
領
期
に
お
け
る
接
収
な
ど
、
文
書
の
紛
失
を
も
た
ら
し
た
だ

ろ
う
契
機
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
戦
時
中
の
ペ
ー

ジ
を
欠
い
て
前
後
を
残
し
た
簿
冊
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

す
る
と
、
敗
戦
後
に
お
け
る
文
書
の
意
図
的
廃
棄
の
可
能
性
も

予
測
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
比
し
て
、
開
所
当
時
の
所
屋
が
基
本

的
に
維
持
さ
れ
て
き
た
東
方
部
に
多
く
の
文
書
の
伝
来
を
み
た

こ
と
は
、
保
存
環
境
の
有
利
性
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
意
味
当
然

な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
、
非
現
用
文
書
に
限
ら
ず
、
研
究
会
資
料
、
写
真
、
カ

ー
ド
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
、
考
古
資
料
、
民
族
資
料
と
い
っ

た
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
資
料
群
が
、
北
白
川
の
所
屋
、
と
り
わ

け
共
同
研
究
室
の
あ
ち
こ
ち
に
残
さ
れ
て
い
る
。
歴
代
所
員
に

よ
り
執
筆
さ
れ
た
回
想
の
類
も
、
東
方
部
関
係
の
も
の
が
西
洋

部
・
日
本
部
関
係
に
比
し
て
多
い
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
に
み
て

く
る
と
、
研
究
所
の
伝
統
を
こ
と
さ
ら
に
尊
重
に
す
る
「
冷
た
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い
社
会
」
東
方
部
と
、
そ
れ
を
か
た
く
な
に
捨
て
去
ろ
う
と
す

る
「
熱
い
社
会
」
人
文
部
、
と
い
う
対
比
が
で
き
な
い
こ
と
も

な
い
（
旧
西
洋
部
の
社
会
人
類
学
部
門
が
や
や
異
質
で
あ
る
と

い
う
興
味
深
い
問
題
の
考
察
は
他
日
に
ゆ
ず
る
）。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
資
料
・
記
録
の
残
存
と
い
う
一
点
に
関
す
る
限
り
、

「
東
高
西
低
」
は
否
定
し
が
た
い
客
観
的
事
実
な
の
だ
。

　

と
は
い
え
、「
東
高
西
低
」
の
一
語
で
資
料
の
残
存
状
況
を

説
明
し
つ
く
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
非
現
用
文

書
群
は
、
基
本
的
に
は
『
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
五
十

年
』（
一
九
七
九
）
の
編
纂
の
た
め
に
集
め
ら
れ
た
も
の
ら
し

い
。
そ
の
際
、
来
る
べ
き
『
百
年
史
』
編
纂
に
備
え
、
関
連
資

料
を
複
写
し
事
項
別
に
整
理
し
て
い
く
た
め
の
フ
ァ
イ
ル
・
ケ

ー
ス
が
用
意
さ
れ
た
こ
と
が
、
編
纂
委
員
を
務
め
た
太
田
武
男

に
よ
り
記
さ
れ
て
い
る
（『
京
大
史
記
』（
一
九
八
八
）
所
収
記

事
）。
と
こ
ろ
が
、
人
文
研
探
検
班
を
始
め
る
に
先
立
ち
、
旧

本
館
地
下
で
我
々
が
発
見
し
た
の
は
、
資
料
の
追
加
作
業
を
永

ら
く
忘
れ
去
ら
れ
、
そ
の
存
在
意
義
も
失
念
さ
れ
た
フ
ァ
イ

ル
・
ケ
ー
ス
だ
っ
た
。『
五
十
年
史
』
編
纂
か
ら
三
十
年
と
い

う
時
の
経
過
は
、
そ
の
編
纂
作
業
の
苦
労
と
後
世
へ
の
配
慮
を

忘
れ
去
る
の
に
充
分
す
ぎ
る
時
間
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
一
つ
の
レ
ッ
ス
ン
だ
ろ
う
。
一
般
に
過
去
の
情

報
は
、
記
号
に
書
き
記
さ
れ
る
か
、
モ
ノ
の
形
を
保
つ
か
、
カ

ラ
ダ
に
刻
み
込
ま
れ
る
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
し
か
伝
わ
ら
な

い
。
そ
し
て
こ
の
三
者
は
思
い
の
ほ
か
補
完
的
だ
。
記
録
や
遺

品
が
そ
こ
に
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
勝
手
に
「
歴
史
」
が
伝
わ

る
わ
け
で
は
な
い
。
記
録
や
遺
品
は
そ
れ
積
極
的
に
読
み
解
く

主
体
の
能
動
性
が
あ
っ
て
初
め
て
、
記
録
、
遺
品
た
り
得
る
、

す
な
わ
ち
、「
史
」
の
「
料
」
と
な
る
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、

い
か
に
優
れ
た
記
録
や
遺
品
も
、
反
故
、
ガ
ラ
ク
タ
の
類
に
過

ぎ
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、「
史
料
」
が
「
史
料
」
と
し
て
継
承

さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
は
、
そ
れ
相
応
の
「
歴
史
意
識
」、

平
た
く
い
っ
て
、「
史
料
」
へ
の
興
味
、
関
心
、
レ
ス
ペ
ク
ト

が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

　

そ
の
た
め
に
、
い
か
な
る
仕
掛
け
が
可
能
な
の
か
。
子
細
を

論
じ
る
紙
数
は
も
は
や
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

構
想
力
と
実
践
性
が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
だ
。

　

最
後
に
。
東
一
条
旧
本
館
二
階
談
話
室
東
北
角
を
、
ま
る
で

鬼
門
を
護
る
か
の
よ
う
に
鎮
座
し
て
い
た
木
彫
り
の
鶏
は
、
青

森
県
出
身
の
彫
刻
家
・
森
英
之
進
（
一
八
七
二
―
一
九
五
八
）

の
手
に
な
る
「
再
興
第
二
一
回
日
本
美
術
院
展
覧
会
」（
一
九

三
四
）
の
出
品
作
「
軍
雞
」
で
あ
る
こ
と
が
、
班
員
・
高
階
絵

里
加
氏
に
よ
り
つ
き
と
め
ら
れ
た
。
残
さ
れ
た
課
題
は
そ
の
入

手
経
緯
の
解
明
。
引
き
続
き
、
不
審
な
物
件
人
件
に
ま
つ
わ
る

情
報
提
供
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。
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お
く
り
も
の

◦
冨
谷
至
教
授
は
北
極
星
勲
章
コ
マ
ン
デ
ー
ル

章
を
受
賞
（
二
○
○
九
年
七
月
六
日
付
）

◦
岡
田
暁
生
准
教
授
は
第
十
九
回
吉
田
秀
和
賞

を
受
賞
（
二
○
○
九
年
十
月
十
日
付
）

◦
山
室
信
一
教
授
は
紫
綬
褒
章
を
受
章
（
二
〇

〇
九
年
十
一
月
三
日
付
）

◦
永
田
知
之
助
教
は
第
十
九
回
蘆
北
賞
を
受
賞

（
二
〇
〇
九
年
十
一
月
五
日
付
）

人
の
う
ご
き

◦
田
辺
明
生
准
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、

大
学
院
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
研
究

科
教
授
就
任
（
四
月
一
日
付
）。

◦
水
野
直
樹
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
を
当
研

究
所
長
に
併
任
（
四
月
一
日
〜
二
〇
一
一
年

三
月
三
一
日
）。

◦
岩
井
茂
樹
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
す
る
（
四
月
一
日
〜
二
〇
一
一
年
三
月

三
一
日
）。

◦
森
時
彦
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
（
四
月
十

六
日
〜
二
〇
一
一
年
三
月
三
一
日
）。

◦
稲
葉
穣
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
当
研

究
所
（
東
方
学
研
究
部
）
教
授
に
昇
任
（
四

月
一
日
付
）。

◦
井
波
陵
一
教
授
（
附
属
漢
字
情
報
研
究
セ
ン

タ
ー
）
は
、
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研

究
セ
ン
タ
ー
に
配
置
換
（
四
月
一
日
付
）。

◦
武
田
時
昌
教
授
（
附
属
漢
字
情
報
研
究
セ
ン

タ
ー
）
は
、
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研

究
セ
ン
タ
ー
に
配
置
換
（
四
月
一
日
付
）。

◦
ウ
ィ
ッ
テ
ル
ン
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
准
教
授

（
附
属
漢
字
情
報
研
究
セ
ン
タ
ー
）
は
、
附

属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン
タ
ー
に

配
置
換
（
四
月
一
日
付
）。

◦
安
岡
孝
一
准
教
授
（
附
属
漢
字
情
報
研
究
セ

ン
タ
ー
）
は
、
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学

研
究
セ
ン
タ
ー
に
配
置
換
（
四
月
一
日
付
）。

◦
永
田
知
之
助
教
（
附
属
漢
字
情
報
研
究
セ
ン

タ
ー
）
は
、
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研

究
セ
ン
タ
ー
に
配
置
換
（
四
月
一
日
付
）。

◦
向
井
佑
介
助
教
（
附
属
漢
字
情
報
研
究
セ
ン

タ
ー
）
は
、
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研

究
セ
ン
タ
ー
に
配
置
換
（
四
月
一
日
付
）。

◦
守
岡
知
彦
助
教
（
附
属
漢
字
情
報
研
究
セ
ン

タ
ー
）
は
、
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研

究
セ
ン
タ
ー
に
配
置
換
（
四
月
一
日
付
）。

◦
山
﨑
岳
助
教
（
附
属
漢
字
情
報
研
究
セ
ン
タ

ー
）
は
、
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究

セ
ン
タ
ー
に
配
置
換
（
四
月
一
日
付
）。

◦
梶
浦
晋
助
手
（
附
属
漢
字
情
報
研
究
セ
ン
タ

ー
）
は
、
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究

セ
ン
タ
ー
に
配
置
換
（
四
月
一
日
付
）。

◦
安
藤
房
枝
を
助
教
（
東
方
学
研
究
部
）
に
採

用
（
四
月
一
日
付
）。

◦
白
井
哲
哉
を
特
定
研
究
員
（
科
学
研
究
）
に

採
用
（
四
月
一
日
付
）。

◦V
IT
A
, Silvio

イ
タ
リ
ア
国
立
東
方
学
研

究
所
所
長
は
、
客
員
教
授
（
文
化
研
究
創
成

研
究
部
門
、
四
月
一
日
〜
二
〇
一
〇
年
三
月

三
一
日
）。

◦JA
CQ
U
E, Benoit M

arcel M
aurice

フ

ラ
ン
ス
国
立
極
東
学
院
京
都
支
部
長
は
、
客

員
准
教
授
（
文
化
研
究
創
成
研
究
部
門
、
四

月
一
日
〜
二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日
）。

◦
袁
広
泉　

大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
人
間
文

化
研
究
機
構
地
域
研
究
推
進
セ
ン
タ
ー
研
究

員
は
、
客
員
准
教
授
（
附
属
現
代
中
国
研
究

彙　

報
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セ
ン
タ
ー
、
四
月
一
日
〜
二
〇
一
〇
年
三
月

三
一
日
）。

◦
藤
原
辰
史
助
教
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
辞

任
の
上
（
五
月
三
一
日
付
）、
東
京
大
学
大

学
院
農
学
生
命
科
学
研
究
科
講
師
就
任
。

◦M
A
H
A
RJA
, K
eshav Lall

広
島
大
学
大

学
院
国
際
協
力
研
究
科
教
授
は
、
特
任
教
授

（
十
月
一
日
〜
二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日
）。

◦
梶
原
三
恵
子
を
助
教
（
人
文
学
研
究
部
）
に

採
用
（
十
月
一
日
付
）。

◦
日
下
渉
を
助
教
（
人
文
学
研
究
部
）
に
採
用

（
十
一
月
十
六
日
付
）。

◦
田
中
淡
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
定
年
に

よ
り
退
職
（
二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日
付
）。

海
外
で
の
研
究
活
動

◦
高
田
時
雄
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
三

月
二
五
日
大
阪
発
、Institute of O

rien-
tal M

anuscript, Russian A
cadem

y of 
Sciences

に
於
い
て
ロ
シ
ア
中
央
ア
ジ
ア

探
検
隊
に
関
す
る
共
同
研
究
の
打
ち
合
わ
せ

を
行
い
、
四
月
一
日
帰
国
。

◦
富
永
茂
樹
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
四

月
八
日
大
阪
発
、
国
立
極
東
学
院
、
高
等
研

究
院
に
於
い
て
研
究
セ
ミ
ナ
ー
に
出
席
、
国

立
図
書
館
に
於
い
て
資
料
収
集
を
行
い
、
四

月
十
八
日
帰
国
。

◦
ウ
ィ
ッ
テ
ル
ン
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
准
教
授

（
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン
タ

ー
）
は
、
四
月
十
二
日
大
阪
発
、
漢
達
文
庫

に
於
い
て
資
料
収
集
及
び
研
究
打
ち
合
わ
せ
、

中
華
電
子
仏
典
協
会
に
於
い
て
資
料
収
集
及

び
研
究
打
ち
合
わ
せ
を
行
い
、
四
月
十
八
日

帰
国
。

◦
金
文
京
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
四
月

二
六
日
大
阪
発
、
成
功
大
学
に
於
い
て
講
演
、

資
料
収
集
を
行
い
、
四
月
三
十
日
帰
国
。

◦
ウ
ィ
ッ
テ
ル
ン
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
准
教
授

（
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン
タ

ー
）
は
、
五
月
三
日
大
阪
発
、M

ahachu-
lalongkonsrajavidyalya U

niversity

に

於
い
て
仏
典
資
料
の
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

関
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
出
席
し
、
五
月

八
日
帰
国
。

◦
船
山
徹
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
一

月
二
十
日
大
阪
発
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に

於
い
て
客
員
教
授
と
し
て
授
業
担
当
及
び
資

料
収
集
を
行
い
、
六
月
一
日
帰
国
。

◦
石
川
禎
浩
准
教
授
（
附
属
現
代
中
国
研
究
セ

ン
タ
ー
）
は
、
六
月
一
日
大
阪
発
、
成
均
館

大
学
に
於
い
て
学
術
講
演
並
び
に
研
究
打
ち

合
わ
せ
を
行
い
、
六
月
四
日
帰
国
。

◦
高
田
時
雄
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
一
部
先
方

負
担
）
に
よ
り
、
五
月
三
一
日
大
阪
発
、

Eötvös Loránd U
niv. 

に
於
い
て
学
術
会

議
に
出
席
、
論
文
を
宣
讀
、O

riental In-
stitute of the Czech A

cadem
y of 

Schences

に
於
い
て
中
央
ア
ジ
ア
出
土
文

献
に
関
す
る
資
料
収
集
を
行
い
、
六
月
七
日

帰
国
。

◦
ウ
ィ
ッ
テ
ル
ン
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
准
教
授

（
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン
タ

ー
）
は
、
六
月
五
日
大
阪
発
、H

is-LaiT
-

em
ple

に
於
い
てCouncil on the trans-

laiton of Buddist Sutras

に
出
席
し
、

六
月
十
日
帰
国
。

◦
宮
紀
子
助
教
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
五
月

十
五
日
大
阪
発
、
北
京
大
学
歴
史
系
、
北
京

大
学
図
書
館
、
中
国
国
家
図
書
館
等
に
於
い

て
学
術
交
流
、
講
義
、
資
料
調
査
を
行
い
、

六
月
十
三
日
帰
国
。

◦
冨
谷
至
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文
部

科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
六
月

十
五
日
発
、
厦
門
大
学
に
お
い
て
国
際
シ
ン
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ポ
ジ
ウ
ム
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
礼
と
正

義
」
の
打
ち
合
わ
せ
及
び
「
東
ア
ジ
ア
の
死

刑
」
中
国
語
版
出
版
に
関
す
る
打
ち
合
わ
せ

を
行
い
、
六
月
十
七
日
帰
国
。

◦
岩
井
茂
樹
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
六

月
十
七
日
大
阪
発
、
復
旦
大
学
に
於
い
て
国

際
会
議
に
出
席
、
浙
江
省
平
湖
市
に
於
い
て

乍
浦
鎮
に
お
け
る
現
地
調
査
を
行
い
、
六
月

二
一
日
帰
国
。

◦
高
田
時
雄
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
六

月
十
六
日
大
阪
発
、Institute of O

rien-
tal Studie, K

azakhstan

に
於
い
て
学
術

会
議
に
出
席
、
論
文
を
宣
讀
、Inst.of A
r-

chaeolog, K
yrghistan

に
於
い
て
中
央
ア

ジ
ア
出
土
文
献
に
関
す
る
資
料
収
集
を
行
い
、

六
月
二
四
日
帰
国
。

◦
加
藤
和
人
准
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、

受
託
研
究
費
（
一
部
先
方
負
担
）
に
よ
り
、

六
月
十
四
日
成
田
発
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に

於
い
て
「
先
端
幹
細
胞
研
究
に
お
け
る
倫
理

と
政
策
」
会
議
に
参
加
し
情
報
交
換
お
よ
び

調
査
を
行
い
、T

A
N
E

＋1LLC

に
於
い
て

幹
細
胞
研
究
を
中
心
と
し
た
米
国
に
お
け
る

科
学
情
報
の
発
信
に
関
す
る
聞
き
取
り
調
査

を
行
い
、W

elcom
e T
rust Conference 

Centre

に
於
い
て
「
国
際
が
ん
ゲ
ノ
ム
コ

ン
ソ
ー
シ
ア
ム
（
Ｉ
Ｃ
Ｇ
Ｃ
）
第
二
回
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
、
情
報
交
換
及
び
提

言
を
行
い
、H

um
an Genetics Com

m
is-

sion

に
於
い
て
意
見
交
換
と
情
報
収
集
を

行
い
、
六
月
二
六
日
帰
国
。

◦
金
文
京
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
六
月

二
一
日
大
阪
発
、
成
均
館
大
学
に
於
い
て
連

続
講
義
及
び
資
料
収
集
を
行
い
、
六
月
二
六

日
帰
国
。

◦
池
田
巧
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
六

月
二
三
日
大
阪
発
、
中
央
民
族
大
学
、
西
南

民
族
大
学
、
中
国
藏
学
研
究
中
心
に
於
い
て

ギ
ャ
ロ
ン
語
方
言
に
関
す
る
資
料
収
集
と
調

査
打
合
せ
を
行
い
、
六
月
二
八
日
帰
国
。

◦
加
藤
和
人
准
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、

受
託
研
究
費
（
一
部
先
方
負
担
）
に
よ
り
、

七
月
六
日
成
田
発
、H

otel D
iagonal 

Zero

に
於
い
て
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「iPS cells:m
apping the Policy is-

sues

」
に
出
席
し
、
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
発

表
、Barcelona International Conven-

tion Center

に
於
い
て7th ISSCR
に
出

席
し
、
研
究
発
表
を
行
い
、
七
月
十
三
日
帰

国
。

◦
金
文
京
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文
部

科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
七
月

二
七
日
大
阪
発
、
四
川
大
学
に
於
い
て
中
国

俗
文
学
国
際
学
術
検
討
会
参
加
及
び
論
文
発

表
を
行
い
、
七
月
三
一
日
帰
国
。

◦
石
川
禎
浩
准
教
授
（
附
属
現
代
中
国
研
究
セ

ン
タ
ー
）
は
、
七
月
二
十
日
大
阪
発
、
厦
門

大
学
、
湖
南
省
図
書
館
、
湖
南
省
档
案
館
、

国
家
図
書
館
に
於
い
て
中
国
近
現
代
史
資
料

調
査
を
行
い
、
八
月
一
日
帰
国
。

◦
古
松
崇
志
助
教
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
七

月
二
四
日
大
阪
発
、
旅
順
博
物
館
に
於
い
て

収
蔵
品
の
調
査
、
巴
林
右
旗
博
物
館
、
慶
州

古
城
遺
跡
、
懐
州
城
、
赤
峰
市
博
物
館
等
に

於
い
て
中
国
内
蒙
古
自
治
区
赤
峰
地
区
の
契

丹
時
代
の
考
古
遺
跡
と
現
状
の
フ
ィ
ー
ル
ド

調
査
を
行
い
、
八
月
一
日
帰
国
。

◦
向
井
佑
介
助
教
（
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報

学
研
究
セ
ン
タ
ー
）
は
、
七
月
二
四
日
大
阪

発
、
旅
順
博
物
館
に
於
い
て
収
蔵
品
の
調
査
、

巴
林
右
旗
博
物
館
、
慶
州
古
城
遺
跡
、
懐
州

城
、
赤
峰
市
博
物
館
等
に
於
い
て
中
国
内
蒙

古
自
治
区
赤
峰
地
区
の
契
丹
時
代
の
考
古
遺
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跡
と
現
状
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
行
い
、
八

月
一
日
帰
国
。

◦
高
田
時
雄
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
八

月
三
日
大
阪
発
、
国
立
成
功
大
学
に
於
い
て

ロ
シ
ア
所
蔵
敦
煌
文
献
に
関
す
る
研
究
打
合

せ
を
行
い
、
八
月
六
日
帰
国
。

◦
高
木
博
志
准
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、

文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
一
部
先

方
負
担
）
に
よ
り
、
八
月
六
日
大
阪
発
、
北

京
師
範
大
学
珠
海
分
校
国
際
学
術
交
流
中
心

に
於
い
て
民
間
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
出
席
及

び
研
究
報
告
を
行
い
、
開
平
市
内
に
於
い
て

歴
史
遺
産
の
調
査
を
行
い
、
八
月
九
日
帰
国
。

◦
籠
谷
直
人
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
八

月
二
日
大
阪
発
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
に
於
い

て
国
際
経
済
史
学
会
に
出
席
し
研
究
発
表
を

行
い
、
イ
ギ
リ
ス
公
文
書
館
に
於
い
て
旧

RPO

資
料
に
関
す
る
現
地
調
査
及
び
資
料

調
査
を
行
い
、
八
月
十
五
日
帰
国
。

◦
古
勝
隆
一
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、

二
〇
〇
八
年
八
月
三
十
日
大
阪
発
、
ハ
ー
バ

ー
ド
大
学
燕
京
研
究
所
に
於
い
て
中
国
思
想

史
研
究
を
行
い
、
二
〇
〇
九
年
八
月
十
五
日

帰
国
。

◦
金
文
京
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文
部

科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
一
部
先
方
負

担
）
に
よ
り
、
八
月
十
二
日
大
阪
発
、
友
石

大
学
に
お
い
て
日
韓
人
文
社
会
学
会
参
加
、

論
文
発
表
、
資
料
収
集
及
び
研
究
打
合
せ
、

首
都
師
範
大
学
に
於
い
て
中
国
古
典
小
説
戯

曲
文
献
及
数
字
化
国
際
検
討
会
参
加
及
び
論

文
発
表
、
成
均
館
大
学
に
於
い
て
中
国
小
説

に
関
す
る
資
料
収
集
を
行
い
、
八
月
二
二
日

帰
国
。

◦
菊
地
暁
助
教
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
八
月

十
九
日
大
阪
発
、
東
国
大
学
に
於
い
て
「
文

化
財
保
護
制
度
に
お
け
る
世
界
遺
産
条
約
の

戦
略
的
受
容
と
運
用
に
関
す
る
日
韓
比
較
研

究
」
研
究
会
に
出
席
し
、
外
岩
民
族
マ
ウ
ル

及
び
水
原
市
華
城
に
於
い
て
「
文
化
財
保
護

制
度
に
お
け
る
世
界
遺
産
条
約
の
戦
略
的
受

容
と
運
用
に
関
す
る
日
韓
比
較
研
究
」
現
地

調
査
を
行
い
、
八
月
二
三
日
帰
国
。

◦
池
田
巧
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
八

月
四
日
大
阪
発
、
中
央
民
族
大
学
、
西
南
民

族
大
学
及
び
中
国
藏
学
研
究
中
心
に
於
い
て

ギ
ャ
ロ
ン
語
方
言
に
か
ん
す
る
資
料
収
集
と

調
査
打
合
せ
を
行
い
、
八
月
二
四
日
帰
国
。

◦
山
﨑
岳
助
教
（
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学

研
究
セ
ン
タ
ー
）
は
、
八
月
二
三
日
大
阪
発
、

四
川
省
档
案
館
、
上
海
図
書
館
に
於
い
て
東

ア
ジ
ア
史
上
に
お
け
る
中
国
訴
訟
社
会
の
研

究
の
た
め
の
資
料
収
集
を
行
い
、
八
月
三
十

日
帰
国
。

◦
森
時
彦
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
共
同

研
究
費
に
よ
り
、
八
月
二
一
日
大
阪
発
、
社

会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
に
於
い
て
学
術
講

演
、
研
究
打
ち
合
わ
せ
及
び
資
料
収
集
、
貴

陽
大
学
に
お
い
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
出
席

及
び
基
調
講
演
、
上
海
市
档
案
館
に
於
い
て

資
料
収
集
を
行
い
、
九
月
三
日
帰
国
。

◦
石
川
禎
浩
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、

八
月
二
五
日
大
阪
発
、
カ
ー
リ
エ
博
物
館
、

イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
大
学
、
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
博

物
館
、
ア
テ
ネ
国
立
考
古
博
物
館
に
於
い
て

港
湾
都
市
文
化
の
調
査
、
研
究
打
合
せ
を
行

い
、
九
月
五
日
帰
国
。

◦
田
中
雅
一
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
受

託
研
究
費
に
よ
り
、
八
月
三
一
日
大
阪
発
、

ソ
ウ
ル
郊
外
に
於
い
て
ソ
ウ
ル
郊
外
で
の
環

境
問
題
の
調
査
と
関
係
団
体
と
の
交
流
を
行

い
、
九
月
五
日
帰
国
。



―　 ―27

◦
小
池
郁
子
助
教
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
受

託
研
究
費
に
よ
り
、
八
月
三
一
日
大
阪
発
、

ソ
ウ
ル
郊
外
に
於
い
て
ソ
ウ
ル
郊
外
で
の
環

境
問
題
の
調
査
と
関
係
団
体
と
の
交
流
を
行

い
、
九
月
五
日
帰
国
。

◦
高
田
時
雄
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
一
部
先
方

負
担
）
に
よ
り
、
九
月
二
日
大
阪
発
、
ロ
シ

ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋
写
本
研
究
所
に
お

い
て
「
敦
煌
学
―
更
な
る
百
年
」
国
際
学
術

会
議
に
出
席
及
び
資
料
収
集
を
行
い
、
九
月

九
日
帰
国
。

◦
永
田
知
之
助
教
（
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報

学
研
究
セ
ン
タ
ー
）
は
、
文
部
科
学
省
科
学

研
究
費
補
助
金
（
一
部
先
方
負
担
）
に
よ
り
、

九
月
二
日
大
阪
発
、
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ

ー
東
洋
写
本
研
究
所
に
お
い
て
「
敦
煌
学
―

更
な
る
百
年
」
国
際
学
術
会
議
に
出
席
及
び

資
料
収
集
を
行
い
、
九
月
九
日
帰
国
。

◦
岩
井
茂
樹
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
一
部
先
方

負
担
）
に
よ
り
、
九
月
七
日
大
阪
発
、
中
国

国
家
図
書
館
に
於
い
てInternational 

Conference Chinese Studies

に
参
加
し
、

九
月
十
日
帰
国
。

◦
小
関
隆
准
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
九

月
一
日
大
阪
発
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
市
内
及
び

ロ
ン
ド
ン
市
内
に
於
い
て
第
一
次
世
界
大
戦

期
の
イ
ギ
リ
ス
に
関
す
る
史
料
の
調
査
・
収

集
を
行
い
、
九
月
十
三
日
帰
国
。

◦
立
木
康
介
准
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、

文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、

九
月
三
日
大
阪
発
、École N

orm
ale Su-

périeure

に
於
い
て
「
精
神
分
析
運
動
の

歴
史
的
展
開
と
今
日
的
意
義
を
啓
蒙
思
想
の

座
標
軸
上
で
捉
え
直
す
試
み
」
の
た
め
の
資

料
、
文
献
収
集
を
行
い
、
九
月
十
八
日
帰
国
。

◦
岡
村
秀
典
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
九

月
九
日
大
阪
発
、
思
燕
寺
遺
址
に
於
い
て
北

魏
寺
院
址
出
土
文
物
の
調
査
、
中
国
社
会
科

学
院
考
古
研
究
所
に
於
い
て
調
査
の
打
合
せ
、

河
北
省
文
物
研
究
所
に
於
い
て
北
魏
定
州
塔

址
出
土
文
物
の
調
査
を
行
い
、
九
月
十
九
日

帰
国
。

◦
向
井
佑
介
助
教
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
九

月
九
日
大
阪
発
、
思
燕
寺
遺
址
に
於
い
て
北

魏
寺
院
址
出
土
文
物
の
調
査
、
中
国
社
会
科

学
院
考
古
研
究
所
に
於
い
て
調
査
の
打
合
せ
、

河
北
省
文
物
研
究
所
に
於
い
て
北
魏
定
州
塔

址
出
土
文
物
の
調
査
を
行
い
、
九
月
十
九
日

帰
国
。

◦
加
藤
和
人
准
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、

文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
一
部
先

方
負
担
）
に
よ
り
、
九
月
十
五
日
大
阪
発
、

Rim
rock Resort H

otel

に
於
い
て
「5th 

International D
N
A
 Sam

pling Confer-
ence

」
に
出
席
、
研
究
発
表
を
行
い
、
九

月
二
一
日
帰
国
。

◦
冨
谷
至
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文
部

科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
九
月

十
八
日
大
阪
発
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
大
学
に
於
い

て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
二
一
世
紀
の
儒
教
」
に

参
加
、
発
表
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
に
於
い

て
「
儀
礼
と
刑
罰
」
に
関
す
る
研
究
打
合
せ
、

ラ
イ
デ
ン
大
学
に
於
い
て
「
東
ア
ジ
ア
の
死

刑
」
英
語
版
出
版
の
打
合
せ
を
行
い
、
九
月

二
九
日
帰
国
。

◦
山
室
信
一
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
九

月
二
六
日
大
阪
発
、
清
華
大
学
に
於
い
て
講

演
及
び
史
料
収
集
を
行
い
、
九
月
三
十
日
帰

国
。

◦
古
松
崇
志
助
教
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
京



―　 ―28

都
大
学
教
育
研
究
振
興
財
団
助
成
金
に
よ
り
、

九
月
一
日
大
阪
発
、
北
京
大
学
、
中
国
国
家

図
書
館
に
於
い
て
文
献
資
料
調
査
・
現
地
フ

ィ
ー
ル
ド
調
査
及
び
学
術
講
演
を
行
い
、
九

月
三
十
日
帰
国
。

◦
金
文
京
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
九
月

一
日
大
阪
発
、
成
均
館
大
学
東
亜
学
術
研
究

院
に
於
い
て
連
続
講
演
及
び
東
ア
ジ
ア
比
較

文
学
に
関
す
る
共
同
研
究
参
加
、
中
央
研
究

院
歴
史
言
語
研
究
所
に
於
い
て
東
亜
文
化
意

象
之
形
塑
（
国
際
学
術
討
論
会
）
参
加
、
論

文
発
表
、
資
料
収
集
及
び
研
究
打
合
せ
を
行

い
、
十
月
一
日
帰
国
。

◦
森
時
彦
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
十
月

三
日
大
阪
発
、
中
央
研
究
院
に
於
い
て
国
際

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
出
席
及
び
基
調
講
演
を
行
い
、

十
月
七
日
帰
国
。

◦
宮
宅
潔
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
二

〇
〇
八
年
十
月
十
五
日
大
阪
発
、
ミ
ュ
ン
ス

タ
ー
大
学
に
於
い
て
中
国
古
代
刑
罰
制
度
の

研
究
を
行
い
、
二
〇
〇
九
年
十
月
十
四
日
帰

国
。

◦
金
文
京
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
十
月

十
二
日
大
阪
発
、
成
均
館
大
学
東
亜
学
術
研

究
院
に
於
い
て
連
続
講
演
及
び
東
ア
ジ
ア
比

較
文
学
に
関
す
る
共
同
研
究
に
参
加
し
、
十

月
十
六
日
帰
国
。

◦
稲
葉
穣
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
九
月

二
七
日
大
阪
発
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
市
内
、

考
古
学
博
物
館
及
び
ボ
ア
ジ
チ
大
学
に
於
い

て
大
谷
探
検
隊
関
連
遺
物
・
遺
跡
調
査
、
カ

ッ
パ
ド
キ
ア
遺
跡
に
於
い
て
洞
窟
壁
画
の
調

査
、
ア
ナ
ト
リ
ア
日
本
学
考
古
研
究
所
に
於

い
て
仏
教
西
伝
に
関
す
る
研
究
打
合
せ
、
ガ

ジ
大
学
に
於
い
て
仏
教
遺
跡
調
査
、
ア
フ
ラ

ッ
ト
遺
跡
、
ヴ
ァ
ル
ビ
ジ
ュ
遺
跡
等
に
於
い

て
遺
跡
調
査
を
行
い
、
十
月
二
四
日
帰
国
。

◦
山
室
信
一
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
十

月
二
五
日
大
阪
発
、
安
重
根
ハ
ル
ビ
ン
学

会
・
東
北
ア
ジ
ア
歴
史
財
団
に
於
い
て
国
際

学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
講
演
と
討
議
を
行

い
、
十
月
二
八
日
帰
国
。

◦
金
文
京
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
十
月

二
五
日
大
阪
発
、
成
均
館
大
学
東
亜
学
術
研

究
院
に
於
い
て
連
続
講
演
及
び
東
ア
ジ
ア
比

較
文
学
に
関
す
る
共
同
研
究
に
参
加
し
、
十

月
三
一
日
帰
国
。

◦
森
時
彦
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
十
月

二
五
日
大
阪
発
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
大
学
に

於
い
て
講
義
、
研
究
打
ち
合
わ
せ
及
び
資
料

収
集
を
行
い
、
十
一
月
七
日
帰
国
。

◦
山
室
信
一
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
十

一
月
三
日
大
阪
発
、
台
湾
大
学
及
び
高
雄
第

一
科
技
大
学
に
於
い
て
講
演
及
び
学
術
交
流

を
行
い
、
十
一
月
八
日
帰
国
。

◦
籠
谷
直
人
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
十

一
月
五
日
大
阪
発
、
北
京
市
内
に
於
い
て
華

僑
関
係
資
料
に
関
す
る
調
査
、
北
京
大
学
に

於
い
て
北
京
フ
ォ
ー
ラ
ム
出
席
及
び
研
究
発

表
を
行
い
、
十
一
月
九
日
帰
国
。

◦
小
池
郁
子
助
教
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
十

月
八
日
大
阪
発
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費

補
助
金
に
よ
り
、
オ
リ
シ
ャ
崇
拝
運
動
拠
点

及
び
個
人
崇
拝
組
織
に
於
い
て
宗
教
実
践
、

社
会
宗
教
運
動
に
関
す
る
資
料
文
献
収
集
及

び
実
地
調
査
を
行
い
、
十
一
月
九
日
帰
国
。

◦
森
時
彦
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
十
一

月
七
日
大
阪
発
、
北
京
大
学
に
於
い
て
北
京

フ
ォ
ー
ラ
ム
に
て
招
待
講
演
及
び
資
料
収
集

を
行
い
、
十
一
月
十
一
日
帰
国
。

◦
籠
谷
直
人
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
十

一
月
九
日
大
阪
発
、
台
湾
市
内
に
於
い
て
華

僑
関
係
資
料
に
関
す
る
調
査
、
中
央
研
究
院

に
於
い
て
華
僑
華
人
学
会
に
出
席
及
び
研
究
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発
表
を
行
い
、
十
一
月
十
三
日
帰
国
。

◦
山
﨑
岳
助
教
（
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学

研
究
セ
ン
タ
ー
）
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研

究
費
補
助
金
（
一
部
先
方
負
担
）
に
よ
り
、

十
月
三
十
日
大
阪
発
、
ト
レ
ル
・
ド
・
ド
ン

ボ
文
書
館
に
於
い
て
清
代
档
案
史
料
調
査
、

シ
ン
ト
ラ
、
ロ
カ
岬
に
於
い
て
ポ
ル
ト
ガ
ル

海
洋
史
跡
巡
見
、
独
立
宮
殿
に
於
い
て
国
際

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
へ
の
参
加
及
び
研
究
報
告
、

ア
ジ
ュ
ダ
文
書
館
に
於
い
て
イ
エ
ズ
ス
会
関

係
史
料
の
閲
覧
等
を
行
い
、
十
一
月
十
四
日

帰
国
。

◦
稲
葉
穣
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
十
一

月
十
三
日
大
阪
発
、
ソ
ウ
ル
国
立
大
学
に
於

い
て
研
究
打
合
せ
、
ソ
ウ
ル
国
立
博
物
館
に

於
い
て
国
際
学
会
“Afghanistan on the 

Crossroads of Civilizarion

”に
参
加
、

研
究
発
表
を
行
い
、
十
一
月
十
五
日
帰
国
。

◦
ウ
ィ
ッ
テ
ル
ン
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
准
教
授

（
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン
タ

ー
）
は
、
八
月
十
七
日
大
阪
発
、
オ
ス
ロ
大

学
に
於
い
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
と
出

席
、
講
義
、
研
究
打
合
せ
及
び
資
料
蒐
集
を

行
い
、
十
一
月
十
八
日
帰
国
。

◦
冨
谷
至
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文
部

科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
十
二

月
五
日
大
阪
発
、
厦
門
大
学
法
学
院
に
於
い

て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
儀
礼
と
刑
罰
」
を
厦
門

大
学
と
共
同
開
催
し
、
十
二
月
九
日
帰
国
。

◦
矢
木
毅
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
十

二
月
五
日
大
阪
発
、
厦
門
大
学
法
学
院
に
於

い
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
儀
礼
と
刑
罰
」
に
参

加
及
び
研
究
発
表
を
行
い
、
十
二
月
九
日
帰

国
。

◦
古
勝
隆
一
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、

文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、

十
二
月
五
日
大
阪
発
、
厦
門
大
学
法
学
院
に

於
い
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
儀
礼
と
刑
罰
」
に

参
加
及
び
研
究
発
表
を
行
い
、
十
二
月
九
日

帰
国
。

◦
竹
沢
泰
子
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
十

二
月
二
日
成
田
発
、
マ
リ
オ
ッ
ト
ホ
テ
ル
に

於
い
て
ア
メ
リ
カ
人
類
学
出
席
、
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
大
学
に
於
い
て
共
同
研
究
打
合
せ
、
ハ

ー
バ
ー
ド
大
学
に
於
い
て
出
版
打
合
せ
を
行

い
、
十
二
月
十
五
日
帰
国
。

◦
船
山
徹
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
十

一
月
十
五
日
大
阪
発
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
学

術
ア
カ
デ
ミ
ー
に
於
い
て
石
刻
経
典
共
同
研

究
及
び
資
料
収
集
を
行
い
、
十
二
月
十
八
日

帰
国
。

◦
池
田
巧
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
共

同
研
究
費
に
よ
り
、
十
二
月
十
六
日
大
阪
発
、

中
央
研
究
院
言
語
学
研
究
所
に
於
い
て
現
代

中
国
語
の
ロ
ー
マ
字
表
記
法
に
つ
い
て
の
資

料
収
集
を
行
い
、
十
二
月
二
十
日
帰
国
。

◦
池
田
巧
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
十

二
月
二
四
日
大
阪
発
、
中
央
民
族
大
学
に
於

い
て
ギ
ャ
ロ
ン
語
方
言
に
か
ん
す
る
資
料
収

集
及
び
調
査
打
合
せ
を
行
い
、
十
二
月
二
七

日
帰
国
。

◦
武
田
時
昌
教
授
（
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報

学
研
究
セ
ン
タ
ー
）
は
、
文
部
科
学
省
科
学

研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
十
二
月
二
一
日
大

阪
発
、
岳
麓
所
院
、
湖
南
省
文
物
考
古
研
究

所
、
武
漢
大
学
簡
帛
研
究
中
心
、
中
国
科
学

院
自
然
科
学
史
研
究
所
に
於
い
て
秦
漢
簡
牘

資
料
調
査
及
び
研
究
ワ
ー
キ
ン
グ
に
参
加
し
、

十
二
月
二
八
日
帰
国
。

◦
籠
谷
直
人
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
二

〇
一
〇
年
一
月
三
日
大
阪
発
、
中
央
研
究
院
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台
湾
史
研
究
所
に
於
い
て
南
方
資
料
館
収
蔵

資
料
の
調
査
を
行
い
、
二
〇
一
〇
年
一
月
九

日
帰
国
。

◦
麥
谷
邦
夫
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
二

〇
一
〇
年
一
月
五
日
大
阪
発
、
青
松
観
に
於

い
て
慶
祝
青
松
観
六
十
周
年
国
際
学
術
検
討

会
に
出
席
し
、
二
〇
一
〇
年
一
月
九
日
帰
国
。

◦
山
室
信
一
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
二

〇
一
〇
年
一
月
十
日
大
阪
発
、
浙
江
工
商
大

学
に
於
い
て
講
演
及
び
史
料
調
査
を
行
い
、

二
〇
一
〇
年
一
月
十
四
日
帰
国
。

◦
大
浦
康
介
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
二

〇
一
〇
年
一
月
六
日
大
阪
発
、
パ
リ
第
七
大

学
及
び
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
に
於
い
て
比

較
文
学
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
出
席
及
び
資
料

収
集
を
行
い
、
二
〇
一
〇
年
一
月
十
五
日
帰

国
。

◦
岡
村
秀
典
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
二

〇
一
〇
年
一
月
十
日
大
阪
発
、
河
北
省
文
物

研
究
所
に
於
い
て
北
魏
舎
利
の
蛍
光
Ｘ
線
分

析
を
行
い
、
二
〇
一
〇
年
一
月
十
六
日
帰
国
。

◦
山
﨑
岳
助
教
（
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学

研
究
セ
ン
タ
ー
）
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研

究
費
補
助
金
に
よ
り
、
二
〇
一
〇
年
一
月
五

日
大
阪
発
、
ム
ス
リ
ム
墓
地
、
海
南
省
博
物

館
、
漢
門
文
書
館
等
に
於
い
て
東
ア
ジ
ア
海

域
交
流
史
関
係
史
料
調
査
を
行
い
、
二
〇
一

〇
年
一
月
十
八
日
帰
国
。

◦
田
中
雅
一
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
受

託
研
究
費
に
よ
り
、
二
〇
一
〇
年
一
月
三
日

大
阪
発
、
コ
ロ
ン
ボ
市
内
に
於
い
て
民
族
紛

争
と
環
境
問
題
に
つ
い
て
の
情
報
収
集
、
プ

ッ
ト
ラ
ム
地
域
に
於
い
て
国
内
避
難
民
と
環

境
問
題
の
調
査
、
コ
ロ
ン
ボ
大
学
に
於
い
て

文
献
調
査
、
バ
ッ
テ
ィ
カ
ロ
ー
地
域
、
ト
リ

ン
コ
マ
リ
ー
地
域
等
に
於
い
て
国
内
避
難
民

と
環
境
問
題
の
調
査
を
行
い
、
二
〇
一
〇
年

一
月
二
四
日
帰
国
。

◦
岡
田
暁
生
准
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、

文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、

二
〇
一
〇
年
一
月
三
十
日
大
阪
発
、
ド
レ
ス

デ
ン
・
ゼ
ン
バ
ー
歌
劇
場
に
於
い
て
オ
ペ
ラ

資
料
調
査
、
ウ
ィ
ー
ン
国
立
図
書
館
に
於
い

て
一
九
一
〇
年
音
楽
雑
誌
の
調
査
を
行
い
、

二
〇
一
〇
年
二
月
六
日
帰
国
。

◦
山
室
信
一
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
二

〇
一
〇
年
二
月
四
日
大
阪
発
、
韓
国
日
本
学

会
に
於
い
て
国
際
学
術
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

に
お
け
る
講
演
、
討
議
及
び
研
究
打
合
せ
、

漢
陽
大
学
に
於
い
て
資
料
調
査
を
行
い
、
二

〇
一
〇
年
二
月
六
日
帰
国
。

◦
伊
藤
順
二
准
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、

文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、

二
〇
一
〇
年
二
月
一
日
大
阪
発
、
グ
ル
シ
ア

国
立
図
書
館
及
び
国
立
史
料
館
に
於
い
て
ロ

シ
ア
帝
国
支
配
地
域
に
お
け
る
民
族
知
識
人

形
成
と
大
学
網
の
発
展
に
関
す
る
現
地
調
査

と
史
料
収
集
を
行
い
、
二
〇
一
〇
年
二
月
十

一
日
帰
国
。

◦
矢
木
毅
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
二

〇
一
〇
年
二
月
十
八
日
大
阪
発
、
延
世
大
学

校
・
国
学
研
究
院
に
於
い
て
高
麗
時
代
史
に

関
す
る
研
究
発
表
及
び
研
究
打
合
せ
を
行
い
、

二
〇
一
〇
年
二
月
二
二
日
帰
国
。

◦
高
田
時
雄
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
一
部
先
方

負
担
）
に
よ
り
、
九
月
十
五
日
大
阪
発
、
国

立
成
功
大
学
に
於
い
て
敦
煌
学
と
言
語
学
に

関
す
る
講
義
及
び
敦
煌
学
に
関
す
る
研
究
計

画
の
指
導
に
協
力
し
、
中
国
国
家
図
書
館
に

於
い
て
中
国
古
文
献
学
研
究
国
際
検
討
会
に

出
席
及
び
敦
煌
写
本
の
調
査
を
行
い
、
二
〇

一
〇
年
二
月
二
八
日
帰
国
。
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◦
小
野
寺
史
郎
助
教
（
附
属
現
代
中
国
研
究
セ

ン
タ
ー
）
は
、
二
〇
一
〇
年
三
月
一
日
成
田

発
、
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
等
に
於
い

て
近
代
中
国
に
関
す
る
資
料
収
集
を
行
い
、

二
〇
一
〇
年
三
月
六
日
帰
国
。

◦
小
池
郁
子
助
教
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
受

託
研
究
費
に
よ
り
、
二
〇
一
〇
年
二
月
八
日

大
阪
発
、
ロ
ー
カ
ン
ト
リ
ー
（
ジ
ー
チ
ー
）

地
区
及
び
チ
ャ
ー
ス
ル
ト
ン
・
カ
レ
ッ
ジ
・

エ
イ
ブ
リ
ー
ー
研
究
所
に
於
い
て
多
文
化
共

生
、
観
光
開
発
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
文
化
保
全

と
環
境
問
題
に
関
す
る
資
料
文
献
収
集
お
よ

び
実
地
調
査
を
行
い
、
二
〇
一
〇
年
三
月
八

日
帰
国
。

◦
藤
井
正
人
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
二

〇
一
〇
年
二
月
二
四
日
大
阪
発
、
ケ
ー
ラ
ラ

州
中
部
ト
リ
チ
ュ
ー
ル
周
辺
に
於
い
て
ヴ
ェ

ー
ダ
伝
承
及
び
写
本
の
調
査
を
行
い
、
二
〇

一
〇
年
三
月
八
日
帰
国
。

◦
梶
原
三
恵
子
助
教
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、

文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、

二
〇
一
〇
年
二
月
二
四
日
大
阪
発
、
ケ
ー
ラ

ラ
州
中
部
ト
リ
チ
ュ
ー
ル
周
辺
に
於
い
て
ヴ

ェ
ー
ダ
伝
承
及
び
写
本
の
調
査
を
行
い
、
二

〇
一
〇
年
三
月
八
日
帰
国
。

◦
日
下
渉
助
教
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
大
学

運
営
費
（
一
部
先
方
負
担
）
に
よ
り
、
二
〇

一
〇
年
一
月
二
九
日
大
阪
発
、
地
方
行
政
機

関
、
市
街
地
商
業
施
設
、
農
村
等
に
於
い
て

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
「
地
方
的
世
界
」
に

関
す
る
現
地
調
査
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
学
、
ア

テ
ネ
オ
大
学
等
に
於
い
て
二
重
公
共
圏
の
民

主
主
義
に
関
す
る
調
査
、
ケ
イ
ン
市
ク
バ
オ

地
域
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
等
に
於
い

て
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
の
社
会
史
と
比
較

社
会
学
に
関
す
る
現
地
調
査
及
び
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
を
行
い
、
二
〇
一
〇
年
三
月
十
日
帰
国
。

◦
立
木
康
介
准
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、

文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、

二
〇
一
〇
年
二
月
二
五
日
成
田
発
、Li-

brary of Congress

に
於
い
て
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
「
ひ
と
概
念
再
構
築
を
め
ざ
し
て
」
の

た
め
の
資
料
・
文
献
収
集
を
行
い
、
二
〇
一

〇
年
三
月
十
二
日
帰
国
。

◦
金
文
京
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文
部

科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
二
〇

一
〇
年
三
月
七
日
大
阪
発
、
北
京
大
学
中
国

古
文
献
研
究
中
心
に
於
い
て
中
国
典
籍
与
文

化
国
際
学
術
検
討
会
参
加
及
び
論
文
発
表
、

中
国
国
家
図
書
館
に
於
い
て
中
国
戯
曲
関
係

資
料
調
査
を
行
い
、
二
〇
一
〇
年
三
月
十
三

日
帰
国
。

◦
岡
村
秀
典
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
二

〇
一
〇
年
三
月
三
日
大
阪
発
、
国
会
博
物
館

に
於
い
て
仏
教
関
連
文
物
の
調
査
、
ア
ジ
ャ

ン
タ
ー
石
窟
及
び
カ
ン
ヘ
ー
リ
石
窟
に
お
い

て
石
窟
寺
院
群
の
調
査
を
行
い
、
二
〇
一
〇

年
三
月
十
四
日
帰
国
。

◦
向
井
佑
介
助
教
（
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報

学
研
究
セ
ン
タ
ー
）
は
、
文
部
科
学
省
科
学

研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
二
〇
一
〇
年
三
月

三
日
大
阪
発
、
国
会
博
物
館
に
於
い
て
仏
教

関
連
文
物
の
調
査
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
石
窟
及

び
カ
ン
ヘ
ー
リ
石
窟
に
お
い
て
石
窟
寺
院
群

の
調
査
を
行
い
、
二
〇
一
〇
年
三
月
十
四
日

帰
国
。

◦
高
田
時
雄
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
二

〇
一
〇
年
三
月
九
日
大
阪
発
、
上
海
図
書
館

に
於
い
て
図
書
館
所
蔵
敦
煌
遺
書
の
調
査
を

行
い
、
二
〇
一
〇
年
三
月
十
六
日
帰
国
。

◦
ウ
ィ
ッ
テ
ル
ン
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
准
教
授
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（
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン
タ

ー
）
は
、
二
〇
一
〇
年
三
月
十
日
大
阪
発
、

V
irginia U

niversity

に
於
い
てCultural 

Crossing
国
際
会
議
に
出
席
及
び
研
究
報

告
、Post Conference W

orkshop

に
参

加
し
、
二
〇
一
〇
年
三
月
十
六
日
帰
国
。

◦
小
池
郁
子
助
教
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
二

〇
一
〇
年
三
月
十
五
日
大
阪
発
、
ソ
ウ
ル
郊

外
に
於
い
て
ソ
ウ
ル
郊
外
で
の
軍
隊
と
社
会

運
動
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い

て
の
調
査
を
行
い
、
二
〇
一
〇
年
三
月
二
十

日
帰
国
。

◦
山
室
信
一
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
二

〇
一
〇
年
三
月
十
四
日
大
阪
発
、
復
旦
大
学

に
於
い
て
連
続
講
義
及
び
史
料
調
査
を
行
い
、

二
〇
一
〇
年
三
月
二
一
日
帰
国
。

◦
田
中
雅
一
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
二

〇
一
〇
年
三
月
四
日
大
阪
発
、
ロ
ン
ド
ン
大

学
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
大
学
等
に
於
い
て
イ

ン
ド
系
移
民
調
査
と
イ
ン
ド
文
化
の
受
容
に

関
す
る
調
査
を
行
い
、
二
〇
一
〇
年
三
月
二

一
日
帰
国
。

◦
稲
葉
穣
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
二
〇

一
〇
年
三
月
九
日
大
阪
発
、
ウ
ィ
ー
ン
大
学

に
於
い
て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
歴
史
地
理
に
関

す
る
共
同
研
究
及
び
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参

加
し
、
二
〇
一
〇
年
三
月
二
二
日
帰
国
。

◦
加
藤
和
人
准
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、

二
〇
一
〇
年
三
月
二
十
日
大
阪
発
、Inter-

national Cancer Genom
e Consortium

に
於
い
て
国
際
が
ん
ゲ
ノ
ム
コ
ン
ソ
ー
シ
ア

ム
（
Ｉ
Ｃ
Ｇ
Ｃ
）
第
二
回
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

に
参
加
し
、
情
報
交
換
お
よ
び
提
言
を
行
い
、

二
〇
一
〇
年
三
月
二
五
日
帰
国
。

◦
金
文
京
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
二
〇

一
〇
年
三
月
九
日
大
阪
発
、
成
均
館
大
学
東

ア
ジ
ア
学
術
院
に
於
い
て
東
ア
ジ
ア
比
較
文

化
に
関
す
る
連
続
講
義
及
び
学
会
に
出
席
し
、

二
〇
一
〇
年
三
月
二
五
日
帰
国
。

◦
高
田
時
雄
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
二

〇
一
〇
年
三
月
二
十
日
大
阪
発
、
ロ
シ
ア
科

学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋
写
本
研
究
所
に
於
い
て

ロ
シ
ア
所
属
敦
煌
遺
書
の
調
査
研
究
を
行
い
、

二
〇
一
〇
年
三
月
二
九
日
帰
国
。

◦
船
山
徹
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
二

〇
一
〇
年
三
月
二
六
日
大
阪
発
、
政
治
大
学

に
於
い
て
研
究
集
会
「
六
―
七
世
紀
漢
語
文

化
圏
的
印
度
仏
教
思
潮
」
に
出
席
及
び
発
表

を
行
い
、
二
〇
一
〇
年
三
月
三
十
日
帰
国
。

◦
竹
沢
泰
子
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
二

〇
一
〇
年
三
月
二
二
日
大
阪
発
、
ワ
シ
ン
ト

ン
大
学
に
於
い
て
ア
ジ
ア
の
人
種
・
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
に
関
す
る
専
門
家
と
情
報
交
換
及
び

資
料
収
集
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン

ジ
ェ
ル
ス
校
に
於
い
て
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ

人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
講
演
及

び
資
料
収
集
を
行
い
、
二
〇
一
〇
年
三
月
三

一
日
帰
国
。

外
国
人
研
究
員

◦W
IM
M
ER, A

ndreas

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

大
学
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
校
社
会
学
教
授

　

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
人
種
：
理
論
的
お
よ
び
実

証
的
探
究

（
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
）

受
入
教
員　

竹
沢
教
授

　

期
間　

五
月
二
八
日
〜
八
月
二
七
日

◦FIT
ZGERA

LD
, T
im
othy　

ス
タ
ー
リ

ン
グ
大
学
言
語
・
文
化
・
宗
教
学
部
教
授

　

現
代
日
本
の
宗
教
と
民
俗
世
界

（
文
化
連
関
研
究
客
員
部
門
）

受
入
教
員　

田
中
雅
一
教
授
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期
間　

七
月
六
日
〜
二
〇
一
〇
年
一
月
五
日

◦
劉　

暁　

中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
研

究
員

　

元
代
の
社
会
と
文
化

（
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
）

受
入
教
員　

金
教
授

　

期
間　

八
月
三
一
日
〜二

〇
一
〇
年
三
月
一
日

◦
周　

東
平　

厦
門
大
学
法
学
院
教
授

　

犯
罪
と
刑
罰
に
関
す
る
比
較
研
究

（
文
化
連
関
研
究
客
員
部
門
）

受
入
教
員　

冨
谷
教
授

　

期
間　

二
〇
一
〇
年
一
月
二
一
日
〜

七
月
二
十
日

◦GIO
V
A
N
N
, V
erardi　

イ
タ
リ
ア
国
立

ア
フ
リ
カ
・
東
洋
研
究
所
（ISiA
O

）
研
究

員

　

イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
教
の
危
機
と
没
落
に
関

す
る
研
究

（
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
）

受
入
教
員　

稲
葉
教
授

　

期
間　

二
〇
一
〇
年
三
月
二
三
日
〜

九
月
二
二
日

招
聘
外
国
人
学
者

◦ESPO
SIT
, M
onica 

　

道
蔵
輯
要
の
研
究

受
入
教
員　

麥
谷
教
授

　

期
間　

二
〇
〇
六
年
四
月
一
日
〜

二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日
（
継
続
）

◦
梁　

會
錫　

国
立
全
南
大
学
校
教
授

　

日
本
に
お
け
る
中
国
古
典
文
学
研
究
の
現
状

調
査

受
入
教
員　

金
教
授

　

期
間　

四
月
七
日
〜
二
〇
一
〇
年
二
月
十
日

◦
鞏　
　

文　

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所

副
研
究
員

　

三
〜
六
世
紀
の
装
身
具
か
ら
み
た
東
ア
ジ
ア

の
文
化
交
流

　

受
入
教
員　

岡
村
教
授

　

期
間　

八
月
十
一
日
〜
十
一
月
五
日

◦FIÉV
É, N

icolas Bernard　

フ
ラ
ン
ス
国

立
極
東
学
院
教
授

　

千
利
休
の
茶
室
―
そ
の
建
築
と
時
空
間

受
入
教
員　

田
中
雅
一
教
授

　

期
間　

十
月
一
日
〜二

〇
一
〇
年
九
月
三
十
日

◦
薛　

夷
風　

厦
門
大
学
法
学
院
講
師

　

日
中
私
法
比
較
研
究

受
入
教
員　

冨
谷
教
授

　

期
間　

二
〇
一
〇
年
一
月
二
十
日
〜

二
〇
一
〇
年
七
月
三
一
日

外
国
人
共
同
研
究
者

◦SCH
ERRM

A
N
N
, Sylk, U

lrike

　

青
島
旧
蔵
ド
イ
ツ
語
文
献
中
の
法
制
関
係
資

料
の
調
査

受
入
教
員　

岩
井
教
授

　

期
間　

四
月
十
五
日
〜

二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日

◦A
N
D
REA

N
I, Fabiana　

イ
タ
リ
ア
国
立

東
方
学
研
究
所
研
究
員

　

認
知
意
味
論
か
ら
見
た
日
本
語
と
イ
タ
リ
ア

語
の
直
示
移
動
動
詞
に
お
け
る
比
較
研
究

受
入
教
員　

田
中
雅
一
教
授

　

期
間　

四
月
二
四
日
〜
九
月
三
十
日

◦CA
M
PA
GN
O
LA
, Francesco　

イ
タ
リ

ア
国
立
東
方
学
研
究
所
研
究
員

　

日
本
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
近
代
哲
学
の
受
容

受
入
教
員　

田
中
雅
一
教
授

　

期
間　

四
月
二
四
日
〜

二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日

◦
馬　

駿　

フ
ラ
ン
ス
社
会
科
学
高
等
研
究
院
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（EH
ESS

）
博
士
課
程

　

梁
啓
超
の
政
治
保
守
主
義
と
清
末
中
国
政
治

の
展
開

　

受
入
教
員　

石
川
准
教
授

　

期
間　

六
月
一
日
〜
七
月
三
一
日

◦FO
RT
E, Erika A

ngela　

ウ
ィ
ー
ン
大

学
芸
術
史
研
究
所
研
究
員

　

七
―
十
世
紀
中
央
ア
ジ
ア
の
美
術
史
・
考
古

学

受
入
教
員　

稲
葉
教
授

　

期
間　

九
月
一
日
〜
九
月
二
五
日　

◦M
c D
O
N
A
LD
, K
ate　

Ph. D
. Candi-

dat, U
nivesity of Californi, San D

i-
ego

　

戦
前
日
本
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
関
す
る
研
究

受
入
教
員　

水
野
教
授

　

期
間　

十
月
十
四
日
〜

二
〇
一
〇
年
六
月
三
十
日

◦
趙　

寛
熙　

韓
国
祥
明
大
学
校
中
国
語
文
学

科
教
授

　

日
本
所
在
中
国
小
説
資
料
の
調
査
と
研
究

受
入
教
員　

金
教
授

　

期
間　

二
〇
一
○
年
三
月
三
日
〜

二
〇
一
一
年
二
月
十
日

外
国
人
研
究
生

◦
安　

鍾
洙

　

国
際
結
婚
夫
婦
の
子
共
た
ち
の
身
体
観

受
入
教
員　

田
中
雅
一
教
授

　

期
間　

二
〇
〇
八
年
十
月
一
日
〜

二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日
（
継
続
）

◦A
LPERT

, Erika Renee

　

Language and the M
arriage M

arket 
in K

yot, Japan

受
入
教
員　

田
中
雅
一
教
授

　

期
間　

四
月
一
日
〜二

〇
一
〇
年
三
月
三
一
日

◦
葛　

奇
蹊

　

内
藤
湖
南
に
お
け
る
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
形
成
に
つ
い
て

受
入
教
員　

山
室
教
授

　

期
間　

四
月
一
日
〜
九
月
三
十
日

◦GREEN
E, Eric M

.

　

唐
代
以
前
の
禅
観
実
践

受
入
教
員　

船
山
准
教
授

　

期
間　

四
月
一
日
〜二

〇
一
〇
年
九
月
三
十
日

◦W
IT
S, Casper

　

中
国
禅
仏
教
の
語
録
類

受
入
教
員　

船
山
准
教
授

　

期
間　

十
月
一
日〜

二
〇
一
一
年
三
月
三
一
日

◦
張　

徳
偉

　

大
蔵
経
の
普
及
と
明
代
社
会

受
入
教
員　

船
山
准
教
授

　

期
間　

十
月
一
日
〜二

〇
一
〇
年
九
月
三
十
日

◦
何　

嘉

　

環
境
の
文
化
人
類
学
に
つ
い
て

受
入
教
員　

田
中
雅
一
教
授

　

期
間　

十
月
一
日
〜二

〇
一
〇
年
九
月
三
十
日

◦
李　

愛
蘭

　

植
民
時
代
に
朝
鮮
人
男
性
と
結
婚
し
た
日
本

人
女
性
の
文
化
人
類
学
的
研
究

受
入
教
員　

田
中
雅
一
教
授

　

期
間　

十
月
一
日
〜二

〇
一
〇
年
三
月
三
一
日

漢
字
情
報
研
究
セ
ン
タ
ー
講
習
会

◦
二
〇
〇
九
年
度
漢
籍
担
当
職
員
講
習
会
（
初

級
）

第
一
日
（
十
月
五
日
）

　

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン 

岩
井　

茂
樹
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漢
籍
に
つ
い
て 

井
波　

陵
一

　

カ
ー
ド
の
取
り
方
―
漢
籍
整
理
の
実
践

梶
浦　
　

晋

第
二
日
（
十
月
六
日
）

　

工
具
書
に
つ
い
て 

永
田　

知
之

　

漢
字
目
録
カ
ー
ド
作
成
実
習

第
三
日
（
十
月
七
日
）

　

目
録
検
索
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
検
索

安
岡　

孝
一

　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
（
一
）

第
四
日
（
十
月
八
日
）

　

和
刻
本
に
つ
い
て

文
学
研
究
科
准
教
授　

宇
佐
美　

文
理

　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
（
二
）

第
五
日
（
十
月
九
日
）

　

朝
鮮
本
に
つ
い
て 

矢
木　
　

毅

　

実
習
解
説 

山
﨑　
　

岳

　

書
庫
見
学
・
質
疑
応
答 

井
波　

陵
一

◦
二
〇
〇
九
年
度
漢
籍
担
当
職
員
講
習
会
（
中

級
）

第
一
日
（
十
一
月
十
六
日
）

　

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン 

岩
井　

茂
樹

　

経
部
に
つ
い
て 

文
学
研
究
科
教
授　

池
田　

秀
三

　

叢
書
部
に
つ
い
て 

高
井　

た
か
ね

　

叢
書
と
漢
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

安
岡　

孝
一

第
二
日
（
十
一
月
十
七
日
）

　

史
部
に
つ
い
て 

藤
井　

律
之

　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
（
一
）

第
三
日
（
十
一
月
十
八
日
）

　

子
部
に
つ
い
て 

武
田　

時
昌

　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
（
二
）

第
四
日
（
十
一
月
十
九
日
）

　

集
部
に
つ
い
て

　
　

人
間
・
環
境
学
研
究
科
准
教
授道

坂　

明
廣

　

漢
籍
デ
ー
タ
入
力
実
習
（
三
）

第
五
日
（
十
一
月
二
十
日
）

　

漢
籍
目
録
と
文
献
類
目 

井
波　

陵
一

　

実
習
解
説 

山
﨑　
　

岳

　

情
報
交
換 

井
波　

陵
一

お
客
さ
ま

四
月
二
三
日　

韓
国
学
中
央
研
究
院
・
韓
国
学

振
興
事
業
団　

室
長　

安　

章
利　

他
二

名
（
李
が
対
応
し
た
）

六
月
二
九
日　

釜
山
大
学
校
民
族
文
化
研
究
院  

所
長　

金　

東
哲　

他
九
名
（
水
野
、
李

が
対
応
し
た
）

九
月
十
八
日　

釜
山
外
国
語
大
学
校
地
中
海
地

域
院　

研
究
協
力
部
長　

ユ
ン
・
ヨ
ン
ス

教
授　

他
五
名
（
水
野
が
対
応
し
た
）

十
一
月
二
七
日　

湘
潭
大
学
代
表
団　

毛
沢
東

思
想
中
心
教
授　

李 

佑
新　

他
二
名

（
森
、
石
川
、
小
野
寺
が
対
応
し
た
）

十
二
月
二
日　

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
フ
ー
バ

ー
研
究
所
研
究
員 

郭 

岱
君
（
森
、
石
川
、

袁
、
小
野
寺
が
対
応
し
た
）

十
二
月
二
四
日　

U
CLA

社
会
学
部
教
授　

Ching-K
w
an LEE

（
石
川
、
小
野
寺
が

対
応
し
た
）

二
〇
一
〇
年
三
月
四
日　

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学

ア
ジ
ア
中
東
学
部
上
級
研
究
員　

Caro-
line　

Stone

、Paul Lunde

（
水
野
、

稲
葉
が
対
応
し
た
）

二
〇
一
〇
年
三
月
十
五
日　

北
京
師
範
大
学
歴

史
学
院
教
授　

張
昭
軍
（
森
、
石
川
、
袁

が
対
応
し
た
）
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共同利用・共同研究拠点

「
人
文
学
諸
領
域
の
複
合
的
共
同
研

究
国
際
拠
点
」

　

人
文
科
学
研
究
所
で
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、

二
〇
一
〇
年
度
（
平
成
二
二
年
度
）
よ
り
共
同
利
用
・
共
同
研

究
拠
点
と
し
て
の
活
動
を
開
始
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
全
国
共
同
利
用
研
究
所
と
な
っ
て
い
た
も
の
を
含

め
て
、
国
立
大
学
附
置
研
究
所
の
多
く
が
共
同
利
用
・
共
同
研

究
拠
点
に
認
定
さ
れ
、
研
究
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
協
力
参
加
を

得
な
が
ら
、
関
連
研
究
者
に
開
か
れ
た
研
究
体
制
を
築
い
て
い

く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

人
文
科
学
研
究
所
も
、
従
来
の
研
究
体
制
を
基
本
的
に
維
持

し
な
が
ら
、
研
究
の
新
た
な
方
向
を
探
る
た
め
に
、
二
〇
〇
九

年
に
「
人
文
学
諸
領
域
の
複
合
的
共
同
研
究
国
際
拠
点
」
の
申

請
を
行
い
、
人
文
学
の
広
い
領
域
を
対
象
と
す
る
唯
一
の
拠
点

と
し
て
認
定
を
受
け
ま
し
た
。

　

今
後
、
研
究
所
の
伝
統
を
活
か
し
つ
つ
、
人
文
学
お
よ
び
関

連
分
野
の
研
究
者
に
よ
る
共
同
研
究
を
進
め
る
と
同
時
に
、
施

設
や
所
蔵
資
料
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
広
く
内
外
の
研
究
者
の
利

用
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
研
究
領
域
、
研
究
課
題
に

取
り
組
む
予
定
で
す
。
人
文
学
の
基
礎
的
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、

世
界
的
視
野
か
ら
複
数
文
化
の
生
成
、
変
動
、
相
互
交
渉
等
を

研
究
し
、
地
球
社
会
の
調
和
あ
る
共
存
に
資
す
る
学
術
的
知
見

を
提
供
す
る
こ
と
を
大
き
な
目
的
と
し
て
設
定
し
て
い
ま
す
。

　

拠
点
に
お
け
る
共
同
研
究
と
し
て
は
、
二
つ
の
種
類
を
設
け

て
い
ま
す
。
共
同
研
究
の
課
題
お
よ
び
責
任
者
（
班
長
）
を
公

募
す
る
「
共
同
研
究
A
」、
共
同
研
究
班
の
研
究
員
（
班
員
）

の
全
部
ま
た
は
一
部
を
公
募
す
る
「
共
同
研
究
B
」
の
二
種
類

で
す
。
拠
点
の
運
営
、
公
募
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
公
募
研
究

員
の
選
定
に
関
し
て
は
、
所
外
・
学
外
委
員
を
加
え
た
運
営
委

員
会
、
共
同
研
究
委
員
会
で
審
議
の
う
え
決
め
ら
れ
ま
す
。

　

二
〇
一
〇
年
度
（
平
成
二
二
年
度
）
か
ら
の
「
共
同
研
究

A
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
公
募
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

・
テ
ー
マ
１

「
人
文
科
学
の
基
礎
研
究
」

　

・
テ
ー
マ
２

「
複
数
文
化
の
接
触
」

　

・
テ
ー
マ
３

「
現
代
社
会
と
人
文
科
学
」

　

こ
れ
ら
の
共
同
研
究
は
、
原
則
と
し
て
三
年
を
期
限
と
す
る

研
究
を
行
い
、
論
文
集
の
刊
行
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
な
ど

の
形
で
研
究
成
果
を
公
表
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

人
文
科
学
研
究
所
に
お
け
る
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
の

活
動
に
注
目
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
積
極
的
な
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。
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フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
の
わ
か
り
に
く
さ

大　

浦　

康　

介

　
「
虚
構
と
擬
制

―
総
合
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
研
究
の
試
み
」

と
題
し
た
共
同
研
究
を
こ
の
三
月
に
終
え
、
成
果
を
ま
と
め
よ

う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
共
同
研
究
、
五

年
の
長
き
に
わ
た
っ
た
が
、
い
ま
だ
に
班
員
と
問
題
意
識
を
共

有
で
き
た
と
い
う
自
信
が
な
い
。
一
部
の
コ
ア
メ
ン
バ
ー
は
別

と
し
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
と
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か
、
そ
の

ど
こ
が
認
識
論
的
に
ス
リ
リ
ン
グ
な
の
か
と
い
っ
た
ご
く
基
本

的
な
部
分
に
つ
い
て
合
意
が
形
成
さ
れ
た
よ
う
に
あ
ま
り
思
え

な
い
の
で
あ
る
。
困
っ
た
、
情
け
な
い
話
で
あ
る
。
班
長
で
あ

る
私
に
そ
の
責
任
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し

研
究
会
の
個
別
事
情
を
離
れ
て
も
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
と
い
う

の
は
ど
う
も
理
解
さ
れ
に
く
い
よ
う
だ
。

　

思
う
に
、「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
」
と
い
う
と
何
か
わ
か
っ
た

よ
う
な
気
に
な
る
と
こ
ろ
が
か
え
っ
て
た
ち
が
悪
い
。
ま
ず
、

世
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
（
小
説
、
演
劇
、

映
画
等
）
を
論
じ
れ
ば
、
た
と
え
ど
ん
な
論
じ
方
を
し
よ
う
と

（
作
品
論
で
あ
れ
、
作
家
論
で
あ
れ
）
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
だ
と

い
う
初
歩
的
な
、
し
か
し
根
強
い
誤
解
が
あ
る
。
逆
に
い
わ
ゆ

る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
主
に
論
じ
な
け
れ
ば
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
に

は
な
ら
な
い
と
い
う
の
も
誤
解
で
あ
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
が

扱
う
の
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
、
虚
構

で
は
な
く
虚
構
性
（
虚
構
を
虚
構
た
ら
し
め
て
い
る
属
性
）
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
問
い
は
「
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
何
か
」

と
い
う
問
い
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
。
し
か
も
叙
情
詩
、
音
楽
、

絵
画
、
写
真
、
歴
史
叙
述
と
い
っ
た
、
一
見
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
概

念
と
は
相
容
れ
な
い
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
や
、
境
界
例
と
な
る
よ

う
な
作
品
こ
そ
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
的
に
は
「
噛
み
ご
た

え
」
が
あ
る
の
だ
と
も
い
え
る
。

　

虚
構
性
の
研
究
と
い
う
と
、
い
か
に
も
抽
象
的
で
、
と
ら
え

ど
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
印
象
を
与
え
そ
う
だ
が
、「
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
と
は
何
か
」
を
問
う
こ
の
「
ど
真
ん
中
」
の
研
究
は
、
た

し
か
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
の
な
か
で
重
要
で
は
あ
っ
て
も
、

も
っ
と
も
面
白
い
研
究
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
。
こ
の
問
題

に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
絞
り
す
ぎ
た
従
来
の
専
門
的
研
究
が
、
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
論
を
幾
分
と
っ
つ
き
に
く
い
も
の
に
し
た
こ
と
も
事

実
で
あ
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
の
面
白
さ
は
む
し
ろ
こ
こ
か
ら

派
生
す
る
サ
ブ
テ
ー
マ
に
あ
る
。「
遊
び
」、「
演
技
」、「
模
倣
」、

「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」、「
本
当
ら
し
さ
」、「
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
」

と
い
っ
た
タ
ー
ム
で
表
現
さ
れ
る
テ
ー
マ
群
が
そ
れ
だ
。
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
論
は
ま
た
、
最
終
的
に
は
、
具
体
的
な
作
品
や
文
化
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現
象
の
解
明
に
資
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

定
義
の
問
題
と
は
別
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
現
象
の
外
延
の
画

定
の
問
題
も
あ
る
。
そ
れ
と
し
て
認
知
さ
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

（
文
学
、
映
画
、
ゲ
ー
ム
等
）
や
法
的
擬
制
（
リ
ー
ガ
ル
・
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
）
だ
け
で
な
く
、
あ
る
種
の
制
度
や
慣
習
（
貨
幣

制
度
、
祭
り
、
宗
教
儀
礼
な
ど
）
ま
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
含
め

る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
が
日
頃
い
だ
く
妄
想
や
白
日
夢
は
ど
う
だ

ろ
う
か
。
も
の
ま
ね
、
仮
装
、
変
装
は
ど
う
か
。
こ
う
考
え
て

く
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
が
い
か
に
広
義
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

現
象
に
満
ち
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
妄
想
癖
の
あ
る
私
な
ど
は
、

人
生
の
半
分
を
虚
構
世
界
で
過
ご
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。

　

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
現
象
を
広
く
と
れ
ば
研
究
の
精
度
は
落
ち
か

ね
な
い
。
と
は
い
え
「
す
そ
野
」
に
こ
そ
面
白
い
対
象
は
転
が

っ
て
い
る
。
悩
ま
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
回
も
（
？
）
わ
が

班
の
報
告
書
は
全
体
と
し
て
妥
協
の
産
物
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。

い
つ
に
な
っ
た
ら
そ
う
で
な
い
報
告
書
が
上
梓
で
き
る
の
か
。

周
り
に
い
る
人
間
に
は
悪
い
が
、
こ
の
と
こ
ろ
嘆
息
し
き
り
で

あ
る
。

石
窟
研
究
の
「
う
ち
」
と
「
そ
と
」

安　

藤　

房　

枝

　
「
東
ア
ジ
ア
初
期
仏
教
寺
院
の
研
究
」
と
題
し
た
研
究
班
が
、

今
年
度
か
ら
始
ま
る
。

　

人
文
科
学
研
究
所
に
保
管
さ
れ
た
雲
岡
石
窟
の
資
料
整
理
作

業
を
中
心
に
据
え
つ
つ
、
石
窟
寺
院
の
枠
組
み
を
超
え
て
広
く

東
ア
ジ
ア
の
仏
教
遺
跡
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。

　

思
え
ば
私
が
雲
岡
石
窟
を
研
究
対
象
に
選
ん
だ
理
由
は
、
そ

こ
に
表
さ
れ
た
仏
教
造
像
が
も
っ
と
も
「
中
国
ら
し
か
ら
ぬ
」

風
格
を
湛
え
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
。
異
国
情
緒
に
溢
れ
た
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
神
像
や
、
衣
の
下
の
充
実
し
た
肉
体
の
存
在
感
。
北

京
留
学
中
に
何
の
予
備
知
識
も
な
く
訪
れ
た
雲
岡
の
仏
た
ち
は
、

国
籍
不
明
の
言
い
あ
ら
わ
し
が
た
い
魅
力
を
は
な
っ
て
い
た
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
雲
岡
彫
刻
の
建
築
意
匠
や
菩
薩
の
服
飾
な

ど
に
は
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
は
も
ち
ろ
ん
、
ペ
ル
シ
ア
、
ギ
リ

シ
ア
に
ま
で
遡
る
要
素
が
随
所
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
も
と
も
と

イ
ン
ド
・
中
央
ア
ジ
ア
の
文
物
に
漠
然
と
し
た
憧
憬
を
抱
い
て

い
た
た
め
か
、
図
版
を
眺
め
て
は
仏
教
東
漸
の
遥
か
な
道
程
に

思
い
を
馳
せ
て
い
た
。
こ
の
石
窟
が
「
西
方
影
響
」
の
一
語
で
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は
到
底
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
、
よ
う
や
く
気
が

付
い
た
の
は
修
士
課
程
に
進
学
し
た
頃
だ
ろ
う
か
。
ガ
ン
ダ
ー

ラ
か
ら
の
図
像
影
響
と
い
う
視
点
で
「
そ
と
」
側
か
ら
眺
め
て

い
た
雲
岡
石
窟
に
、
一
転
し
て
今
度
は
「
う
ち
」
側
か
ら
取
り

組
む
こ
と
と
な
っ
た
。

　

折
良
く
二
〇
〇
五
年
に
山
西
省
大
同
市
で
初
の
雲
岡
石
窟
に

関
す
る
国
際
学
会
が
開
催
さ
れ
、
学
会
参
加
者
は
一
般
観
光
客

の
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
窟
内
部
の
見
学
を
許
可
さ
れ
た
。
外

と
は
全
く
違
う
空
気
の
流
れ
る
石
窟
内
部
は
、
ま
さ
に
聖
性
を

持
っ
た
寺
院
空
間
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
体
感
で
き
る

場
で
あ
り
、
こ
の
石
窟
が
仏
教
彫
刻
や
図
像
を
単
独
で
扱
う
こ

と
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題
を
多
く
秘
め
て
い
る
こ
と
を
朧
げ

な
が
ら
も
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
初
訪
の
折
に
目
の
当

た
り
に
し
た
雲
岡
の
五
大
仏
も
圧
巻
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
か

ら
石
窟
空
間
の
機
能
と
い
う
方
向
へ
関
心
が
向
き
、
図
像
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
構
成
と
い
う
問
題
へ
と
研
究
方
針
が
収
斂
さ
れ
て
い

っ
た
。
何
よ
り
こ
の
研
究
班
で
は
「
う
ち
」
へ
向
か
っ
た
自
分

の
視
点
を
再
び
「
そ
と
」
へ
と
向
け
直
し
て
、
従
来
の
石
窟
研

究
の
枠
組
み
よ
り
も
更
に
広
範
な
視
野
で
取
り
扱
う
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
研
究
班
の
検
討
対
象
と
な
る
の
は
全
三
二
冊
の

大
著
『
雲
岡
石
窟
』
を
編
む
に
あ
た
り
用
い
ら
れ
た
、
東
方
文

化
研
究
所
時
代
の
写
真
・
拓
本
・
測
量
図
等
の
資
料
で
あ
る
。

検
討
作
業
の
下
準
備
の
た
め
に
、
こ
う
し
た
資
料
を
お
そ
る
お

そ
る
引
っ
張
り
だ
し
て
み
る
と
、
こ
の
報
告
書
が
実
に
多
方
面

に
目
配
り
を
利
か
せ
た
、
行
き
届
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実

感
す
る
。
そ
し
て
記
述
の
細
部
が
絶
え
ず
変
化
し
修
正
さ
れ
て

い
る
様
子
か
ら
は
、
七
次
に
渡
る
現
地
調
査
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
報
告
書
の
編
集
作
業
そ
れ
自
体
が
石
窟
研
究
の
方
法
論
の

模
索
と
確
立
の
過
程
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
と
り
わ

け
水
野
清
一
、
長
廣
敏
雄
両
先
生
を
主
軸
と
し
つ
つ
、
多
方
面

か
ら
そ
れ
を
支
え
た
所
員
諸
氏
の
存
在
は
大
き
い
。
石
窟
研
究

が
既
存
の
い
ず
れ
の
学
問
分
野
の
中
に
も
収
ま
り
き
ら
な
い
こ

と
を
考
え
る
と
、
研
究
所
の
環
境
は
、
ま
さ
に
う
っ
て
つ
け
の

場
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
資
料
整
理
を
通
じ
て
そ
の
過
程
を
追

体
験
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
石
窟
研
究
の
あ
り
方
を
見
つ
め
る

に
あ
た
り
、
何
よ
り
も
大
き
な
財
産
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

最
初
に
「
そ
と
」
か
ら
眺
め
て
い
た
時
に
は
、
報
告
書
に
記

さ
れ
た
膨
大
な
「
成
果
」
と
「
学
説
」
に
ば
か
り
関
心
が
向
き

が
ち
で
あ
り
、
聳
え
る
高
峰
を
前
に
立
ち
す
く
む
よ
う
な
思
い

が
し
た
も
の
で
あ
る
が
、「
う
ち
」
か
ら
見
直
し
て
み
る
と
高

み
へ
と
至
る
道
程
が
試
行
錯
誤
と
紆
余
曲
折
を
経
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
学
説
に
血
が
通
っ

て
い
く
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
一
枚
一
枚
の
調
査
カ
ー
ド
や
測

量
図
に
走
る
鉛
筆
の
書
込
み
を
目
に
し
た
時
は
、
ま
さ
に
石
窟

彫
刻
の
鑿
跡
に
初
め
て
触
れ
て
、
嘗
て
無
名
の
工
人
の
手
が
確
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か
に
こ
の
形
を
刻
み
出
し
た
の
だ
と
実
感
し
た
瞬
間
と
同
じ
よ

う
に
、
背
筋
の
伸
び
る
思
い
が
し
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
研
究

の
痕
跡
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、
ち
ょ
う
ど
彫
刻
の
一
断
片
と
同

じ
よ
う
に
、
貴
重
な
文
化
財
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
た
。

研
究
所
の
収
蔵
庫
に
保
管
さ
れ
た
彫
刻
断
片
の
一
部
は
既
に
京

都
大
学
総
合
博
物
館
で
公
開
さ
れ
た
が
、
二
度
と
行
う
こ
と
の

で
き
な
い
大
規
模
な
発
掘
・
測
量
調
査
の
資
料
は
、
や
は
り
研

究
所
の
持
つ
「
た
か
ら
も
の
」
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
報
告
書

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ガ
ラ
ス
乾
板
写
真
は
一
枚
絵
と
し
て
の
完

成
度
の
高
さ
が
要
求
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
カ
メ
ラ
マ
ン
の
羽

館
易
は
見
事
に
そ
れ
に
答
え
て
み
せ
た
。
だ
が
こ
の
他
に
大
量

に
撮
影
さ
れ
た
ブ
ロ
ー
ニ
ー
や35m
m
の
写
真
は
、
記
録
的
意

味
合
い
が
強
く
、
発
掘
調
査
過
程
を
詳
細
に
撮
影
し
た
も
の
、

当
時
の
風
俗
や
暮
ら
し
ぶ
り
を
捉
え
た
も
の
な
ど
、
別
の
側
面

に
お
い
て
資
料
的
価
値
の
高
い
も
の
で
あ
る
。

　

雲
岡
石
窟
の
研
究
史
、
と
り
わ
け
美
術
史
の
分
野
に
お
い
て

は
、
五
大
仏
の
尊
格
や
編
年
問
題
、
仏
像
様
式
の
中
国
化
の
問

題
と
い
っ
た
論
点
を
中
心
に
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
石
窟

が
造
営
さ
れ
て
か
ら
現
状
へ
と
至
る
す
べ
て
の
過
程
が
研
究
の

対
象
に
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
ど
れ
だ

け
多
く
の
情
報
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
研
究
班
で
の

活
動
を
通
じ
て
丁
寧
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

西
部
戦
線
戦
跡
旅
行
準
備
次
第

伊　

藤　

順　

二

　

共
同
研
究
班
「
第
一
次
大
戦
の
総
合
的
研
究
に
向
け
て
」
は
、

二
〇
〇
九
年
度
で
一
区
切
り
を
迎
え
る
。
こ
れ
を
機
に
、
と
い

う
わ
け
で
も
な
い
が
、
班
員
有
志
で
戦
跡
旅
行
を
行
う
こ
と
と

な
っ
た
。
旅
行
し
た
の
は
次
年
度
だ
が
今
年
度
末
に
下
調
べ
と

準
備
を
進
め
た
の
で
、
今
回
は
そ
の
話
を
し
た
い
。

　

授
業
で
第
一
次
大
戦
の
映
像
を
ち
ょ
っ
と
流
す
場
合
、
一
番

簡
便
な
の
は
英Channel 4 

の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
四
巻
セ
ッ
ト
だ
ろ
う

か
（『
映
像
の
世
紀　

第
二
集
』
は
中
学
・
高
校
の
授
業
で
使

わ
れ
る
こ
と
も
多
い
ら
し
く
、
す
で
に
視
聴
済
の
学
生
が
か
な

り
い
る
）。
た
だ
し
英
語
の
み
で
字
幕
も
な
い
た
め
、
か
な
り

解
説
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
西
部
戦
線
関
係
は
イ

ン
パ
ク
ト
あ
る
映
像
が
多
く
、
英
語
力
に
難
の
あ
る
学
生
も
興

味
を
持
っ
て
見
て
く
れ
る
よ
う
だ
。

　

し
か
し
私
の
授
業
は
ロ
シ
ア
関
係
中
心
で
あ
る
。Channel 

4 
の
四
巻
十
話
構
成
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
ロ
シ
ア
東
欧
・
ア
フ

リ
カ
と
太
平
洋
・
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
各
戦
線
に
対
し
て
も
そ
れ

ぞ
れ
ほ
ぼ
一
話
分
以
上
の
時
間
を
割
い
て
い
る
の
だ
が
、
西
部
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戦
線
に
比
し
て
映
像
の
乏
し
さ
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
か
つ
て

の
戦
場
の
現
在
の
姿
や
当
時
の
白
黒
写
真
に
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

被
せ
る
と
い
う
苦
肉
の
策
で
は
、
学
生
の
興
味
を
引
け
な
い
。

　

共
同
班
の
議
論
の
過
程
で
、
第
一
次
大
戦
を
西
部
戦
線
に
代

表
さ
せ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
繰
り
返
し
語
ら
れ
て

い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
議
論
が
西
部
戦
線
に
偏
り
が
ち
な
の

は
、「
東
部
」
担
当
者
の
一
人
で
あ
る
私
の
怠
慢
は
さ
て
お
き
、

「
東
部
」
に
お
け
る
大
戦
表
象
の
希
薄
さ
も
手
伝
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
緒
戦
で
ド
イ
ツ
軍
が
大
勝
し
た
タ
ン
ネ

ン
ベ
ル
グ
に
戦
後
、
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
、「
戦
勝
」
記
念
日

に
か
つ
て
の
軍
司
令
官
で
あ
る
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
グ
大
統
領
が
献

花
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
モ
ッ
セ
の
著
作
な
ど

に
も
詳
し
い
。
し
か
し
第
二
次
大
戦
で
戦
勝
記
念
の
建
造
物
は

ソ
連
軍
に
よ
っ
て
爆
破
さ
れ
、
今
は
瓦
礫
の
山
が
残
る
の
み
で

あ
る
。
一
般
に
ロ
シ
ア
で
は
大
戦
の
記
憶
は
そ
の
後
の
革
命
と

内
戦
の
記
憶
に
よ
っ
て
上
書
き
さ
れ
て
お
り
、
記
憶
の
場
は
二

度
目
の
大
戦
の
影
に
霞
ん
で
い
る
。

　

翻
っ
て
西
部
戦
線
に
眼
を
向
け
れ
ば
、「
戦
跡
旅
行
」
こ
そ

が
、
大
戦
イ
メ
ー
ジ
固
定
化
の
主
犯
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
少

な
く
と
も
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
歴
史
学
に
お
け
る
記
憶
ブ
ー

ム
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
ベ
ル
ギ
ー
や
北
フ
ラ
ン
ス
の

戦
跡
へ
の
旅
行
者
は
増
加
し
て
い
る
。
博
物
館
の
新
設
、
何
種

類
と
な
く
出
さ
れ
るH

olt

夫
妻
の
戦
場
ガ
イ
ド
、
旅
行
者
の

出
身
地
別
に
選
ぶ
こ
と
も
で
き
る
パ
ッ
ク
ツ
ア
ー
、
現
地
で
購

入
で
き
る
「
ト
レ
ン
チ
ア
ー
ト
」、
募
金
と
引
替
に
持
っ
て
い

け
る
お
供
え
用
の
ポ
ピ
ー
の
造
花
。
戦
場
ガ
イ
ド
付
属
の
地
図

に
は
、
イ
ー
プ
ル
周
辺
に
三
一
〇
以
上
、
ソ
ン
ム
戦
域
に
三
四

〇
以
上
の
「
戦
跡
」
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
農
地
に
散
在

す
る
墓
地
や
記
念
碑
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
も
の
が
目
立
つ
。
イ

ギ
リ
ス
は
遺
体
の
本
国
送
還
を
禁
止
し
、
現
地
埋
葬
を
原
則
と

し
て
い
た
。
特
に
元
激
戦
地
周
辺
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
ベ
ル
ギ

ー
の
農
業
の
発
展
を
軍
用
墓
地
が
疎
外
し
て
い
な
い
か
気
に
な

る
ほ
ど
だ
。
そ
れ
ら
は
代
わ
り
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
・
カ
ナ
ダ

人
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
な
ど
の
旧
大
英
帝
国
臣
民
の
観
光
誘

致
と
い
う
使
命
を
担
っ
て
い
る
。

　

分
厚
い
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
戦
場
で
あ
る
ガ

リ
ポ
リ
に
つ
い
て
も
出
さ
れ
て
い
る
が
、
東
部
戦
線
関
係
の
も

の
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
正
味
一
週
間
の
旅
行
を
考
え
て

い
た
我
々
は
、
ひ
と
ま
ず
定
石
通
り
の
西
部
戦
線
巡
り
を
行
う

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
も
イ
ー
プ
ル
と
ソ
ン
ム
の
め
ぼ
し
い
戦

跡
を
う
ろ
つ
く
だ
け
で
時
間
切
れ
に
な
り
そ
う
な
の
で
、
今
回

は
フ
ラ
ン
ス
の
も
う
一
つ
の
激
戦
地
で
あ
る
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
は
見

送
っ
た
。
戦
場
ツ
ア
ー
か
ら
一
息
つ
い
た
つ
も
り
で
宿
泊
す
る

パ
リ
や
ラ
ン
ス
だ
っ
て
、
そ
の
気
に
な
っ
て
大
戦
ゆ
か
り
の
場

所
を
回
れ
ば
一
日
で
は
足
り
な
い
。

　

荒
木
映
子
さ
ん
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
戦
跡
旅
行
ブ
ー
ム
は
こ
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こ
数
十
年
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
休
戦
直
後
に
第
一
の

大
き
な
波
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
ト
マ
ス
・
ク
ッ
ク
や
ミ
シ
ュ
ラ

ン
が
一
九
一
九
年
か
ら
戦
場
ツ
ア
ー
を
企
画
し
、
戦
跡
観
光
ガ

イ
ド
を
出
版
し
て
い
る
。
旅
行
地
と
し
て
の
整
備
は
戦
後
十
年

前
後
に
進
み
、
各
地
に
巨
大
な
記
念
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。

　

戦
跡
旅
行
は
現
在
で
も
人
気
の
ル
ー
ト
で
あ
る
。
連
休
明
け

の
五
月
十
日
に
日
付
を
設
定
し
た
が
、
地
方
の
ホ
テ
ル
は
平
日

で
も
か
な
り
埋
ま
っ
て
お
り
予
約
に
手
間
が
か
か
っ
た
。
西
部

戦
線
戦
跡
旅
行
と
い
う
規
格
化
さ
れ
た
ル
ー
ト
は
、
主
に
元
大

英
帝
国
の
住
民
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ

の
な
か
で
我
々
が
ど
う
い
う
経
験
を
し
た
か
、
あ
る
い
は
何
を

経
験
し
損
ね
た
か
に
つ
い
て
は
、
来
年
度
に
譲
り
た
い
。

バ
タ
ー
の
輪

藤　

井　

律　

之

　

こ
の
三
月
に
、
わ
た
く
し
が
参
加
し
て
い
る
「
漢
簡
語
彙
の

研
究
」
班
が
終
了
し
た
。
漢
簡
と
い
っ
て
も
現
在
は
多
種
多
様

だ
が
、
こ
こ
で
取
り
扱
っ
た
の
は
居
延
・
敦
煌
な
ど
、
漢
代
の

辺
境
か
ら
出
土
し
た
簡
牘
で
あ
り
、
そ
う
し
た
辺
境
出
土
簡
に

登
場
す
る
語
彙
を
分
析
し
て
、
そ
の
語
義
を
確
定
さ
せ
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
た
。

　

辺
境
出
土
簡
の
ほ
と
ん
ど
は
辺
境
防
衛
に
関
連
す
る
行
政
文

書
で
あ
り
、
地
名
・
人
名
・
物
品
名
お
よ
び
常
套
句
が
多
数
を

占
め
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
簡

牘
は
数
万
本
を
超
え
、
残
念
な
が
ら
五
年
と
い
う
期
間
で
は
全

て
の
語
義
を
確
定
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ

の
四
月
か
ら
「
漢
簡
語
彙
辞
典
の
出
版
」
班
を
開
催
し
て
作
業

を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
成
果
を
辞
書
と
し
て
出
版
し
よ
う
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

前
研
究
班
お
よ
び
現
研
究
班
で
は
、
以
下
の
手
順
で
作
業
を

進
め
て
い
る
。
ま
ず
、『
居
延
漢
簡
釈
文
合
校
』
に
見
え
る
語

彙
を
全
て
抽
出
し
て
、
そ
れ
を
五
〇
音
順
に
排
列
し
た
リ
ス
ト

を
作
る
。
そ
の
リ
ス
ト
か
ら
班
員
一
人
三
〇
個
を
ノ
ル
マ
と
し

て
語
義
を
確
定
す
る
。
そ
の
際
、『
合
校
』
の
み
な
ら
ず
『
居

延
新
簡
』
や
『
敦
煌
漢
簡
』
な
ど
も
（
釈
文
は
も
ち
ろ
ん
図
版

も
）
精
査
し
て
、
他
の
語
義
が
な
い
か
確
認
す
る
。
よ
っ
て
ノ

ル
マ
は
三
〇
個
で
あ
っ
て
も
、
確
定
す
る
語
義
は
三
〇
を
超
え

る
こ
と
も
あ
る
し
、
ど
う
や
っ
て
も
語
義
を
確
定
で
き
な
い
も

の
も
あ
っ
て
、
な
か
な
か
骨
の
折
れ
る
作
業
で
あ
る
。
ま
た
抽

出
し
て
あ
る
語
彙
は
班
員
数
の
三
〇
倍
ど
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
、

担
当
順
が
一
周
し
た
ら
、
も
う
一
度
先
頭
に
戻
る
こ
と
に
な
る
。
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す
で
に
担
当
者
の
「
輪
」
は
数
周
回
転
し
た
。

　

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
班
は
「
休
み
」
が
な
い
研
究
班
と

し
て
有
名
で
あ
る
ら
し
い
。
他
の
所
員
か
ら
「
あ
の
研
究
班
は

大
変
ら
し
い
ね
」
な
ど
と
よ
く
言
わ
れ
る
し
、
所
内
に
掲
示
す

る
研
究
班
の
予
定
表
に
「
休
会
」
と
書
こ
う
も
の
な
ら
非
常
に

驚
か
れ
る
の
で
あ
る
。
班
長
が
休
め
ば
代
行
が
主
催
す
る
し
、

わ
た
く
し
は
代
行
の
代
行
を
勤
め
た
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た

研
究
班
の
ペ
ー
ス
に
慣
れ
っ
こ
に
な
っ
て
し
ま
い
、
休
会
だ
と

逆
に
落
ち
着
か
な
い
と
い
う
体
質
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の

様
な
開
催
ペ
ー
ス
で
も
作
業
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
班
員
が
怠
惰
だ
か
ら
で
は
な
く
、
語
義
確
定
の
た
め
に

盛
ん
に
意
見
を
出
し
合
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
最
近
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。
以
前
は
、
余

程
ク
ジ
運
の
よ
い
人
で
な
い
限
り
、
担
当
分
を
消
化
す
る
の
に

三
〜
四
度
の
研
究
会
を
要
し
て
い
た
が
、
一
人
の
担
当
分
が
二

度
の
研
究
会
で
消
化
で
き
る
様
に
な
っ
て
き
た
。
参
照
で
き
る

成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、「
輪
」
が
軌
道
に
乗

っ
た
の
で
あ
る
。
今
ま
で
は
ペ
ー
ス
が
上
が
ら
な
い
こ
と
に

悶
々
と
し
て
い
た
が
、
最
近
で
は
、
ペ
ー
ス
の
早
さ
に
当
惑
し

つ
つ
原
稿
を
用
意
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
輪
」
の
回
転
ス
ピ
ー

ド
が
上
が
れ
ば
、
一
度
の
研
究
会
で
複
数
の
班
員
が
担
当
分
を

消
化
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
い
ず
れ
は
、
某
童
話
の
よ
う
に
班
員

が
溶
け
て
バ
タ
ー
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
馬
鹿
な

こ
と
を
考
え
た
り
も
す
る
。

　

本
研
究
所
は
い
わ
ゆ
る
「
拠
点
化
」
に
よ
っ
て
、
外
部
か
ら

の
研
究
班
参
加
が
従
来
よ
り
容
易
に
な
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
研

究
班
も
そ
の
恩
恵
を
受
け
、
担
当
者
の
「
輪
」
は
一
層
大
き
く

な
っ
た
。
輪
の
中
に
は
ベ
テ
ラ
ン
の
研
究
者
は
も
ち
ろ
ん
、
若

い
院
生
や
留
学
生
も
含
ま
れ
て
い
る
。
仮
に
溶
け
て
バ
タ
ー
と

な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
作
っ
た
パ
ン
ケ
ー
キ
は
、
き
っ
と

豊
潤
な
味
わ
い
を
有
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
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哈
燕
を
訪
ね
て

古　

勝　

隆　

一

　

縁
あ
っ
て
天
下
の
哈
仏
燕
京
学
社
（
略
称
「
哈
燕
」、
燕
は

平
声
）
に
訪
問
学
者
と
し
て
一
年
間
、
籍
を
置
か
せ
て
い
た
だ

い
た
。
ア
メ
リ
カ
の
こ
と
は
何
一
つ
知
ら
ず
に
、
英
語
も
ろ
く

に
話
せ
ず
、
し
か
も
家
人
を
帯
同
し
て
赴
い
た
の
で
、
初
め
こ

そ
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
に
お
い
て
と
ま
ど
う
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、

し
か
し
、
彼
の
地
の
優
れ
た
中
国
学
を
見
聞
で
き
た
の
は
、
あ

り
が
た
い
経
験
で
あ
っ
た
。

　

何
を
し
て
き
た
の
か
、
と
問
わ
れ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
を
、
英

語
を
、
そ
し
て
彼
の
地
の
中
国
学
を
理
解
し
よ
う
と
し
、
英
語

を
徹
底
的
に
習
い
、
宿
題
の
き
つ
い
プ
ロ
セ
ミ
ナ
ー
を
聴
講
し
、

訪
問
学
者
を
集
め
る
研
究
会
の
世
話
役
を
引
き
受
け
、
哈
燕
の

各
種
行
事
に
参
加
し
、
ま
た
子
供
の
学
校
に
出
向
い
た
り
と
、

普
段
、
国
内
に
い
て
も
大
し
て
活
動
の
多
く
な
い
私
と
し
て
は
、

か
な
り
充
実
し
た
一
年
で
あ
っ
た
。
惜
し
げ
も
な
く
経
費
を
支

給
し
て
く
れ
た
哈
燕
に
は
心
か
ら
感
謝
し
て
い
る
。

　

帰
国
し
て
幾
ば
く
か
の
時
が
経
っ
た
今
、
し
ば
し
ば
妄
想
す

る
こ
と
が
あ
る
。「
も
し
現
在
、
二
〇
一
〇
年
、
私
が
日
本
の

大
学
を
卒
業
す
る
二
十
二
歳
の
若
者
で
、
中
国
学
の
研
究
者
を

目
指
す
と
し
た
ら
、
ど
こ
の
国
の
大
学
院
で
勉
強
し
た
い

か
？
」
二
十
二
歳
で
あ
っ
た
一
九
九
二
年
当
時
、
実
に
視
野
が

狭
く
、
日
本
で
学
ぶ
こ
と
以
外
、
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、

あ
る
程
度
「
国
際
漢
学
」
の
実
態
を
了
解
し
得
た
今
、
も
し
も

私
に
複
数
の
選
択
肢
が
あ
る
の
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
判
断
を
下

す
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
（
一
）
中
国
、（
二
）
ア
メ
リ
カ
、（
三
）
台
湾
、（
四
）
日
本
。

そ
の
優
先
順
位
が
、
妄
想
の
問
い
に
答
え
る
妄
想
の
答
え
で
あ

る
。
本
場
の
中
国
で
中
国
研
究
を
し
た
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、

学
生
時
代
、
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
が
、
今
な
ら
そ
れ
を
強
く

願
う
。
ア
メ
リ
カ
で
若
い
と
き
か
ら
奨
学
金
獲
得
や
入
試
を
め

ぐ
っ
て
揉
ま
れ
る
の
は
、
人
生
に
活
気
を
与
え
る
は
ず
だ
し
、

外
か
ら
の
視
線
で
中
国
を
見
る
こ
と
は
面
白
い
。
ま
た
、
優
れ

た
漢
学
の
伝
統
を
有
す
る
台
湾
で
、
大
陸
と
日
本
と
を
両
に
ら

み
に
す
る
の
も
よ
い
。

　

自
分
自
身
が
教
育
に
も
携
わ
る
日
本
の
大
学
の
優
先
順
位
が

低
い
の
は
、
ど
う
い
う
わ
け
か
。
そ
れ
は
た
だ
私
が
天
の
邪
鬼

な
の
で
、
む
し
ろ
環
境
を
変
え
て
挑
戦
し
た
い
と
い
う
気
持
ち

が
強
い
だ
け
で
あ
り
、
日
本
の
研
究
水
準
が
低
い
と
い
う
こ
と

で
は
決
し
て
な
い
。
わ
が
研
究
所
の
所
員
を
は
じ
め
、
優
れ
た

日
本
の
漢
学
家
が
多
い
こ
と
は
百
も
承
知
だ
。

　

た
だ
、
気
に
な
る
こ
と
は
あ
る
。
現
代
日
本
の
中
国
古
典
教
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育
は
、
ど
こ
か
溌
溂
と
し
て
い
な
い
。
中
国
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
が

日
に
日
に
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
る
今
日
、
中
国
研
究
の
意
義
が

い
よ
い
よ
増
し
て
い
る
今
日
、
中
国
研
究
に
閉
塞
感
な
ど
無
縁

で
あ
る
は
ず
の
今
日
、
中
国
哲
学
・
中
国
史
・
中
国
文
学
を
講

ず
る
日
本
中
の
大
学
の
教
室
は
、
も
っ
と
溌
溂
と
し
て
い
て
し

か
る
べ
き
だ
。

　

ま
ず
は
、
自
分
に
で
き
る
こ
と
と
し
て
、
訓
読
教
育
を
や
め

て
み
よ
う
か
と
思
う
。
訓
読
は
、
あ
ま
り
に
も
威
厳
に
満
ち
て

お
り
、
留
学
生
や
初
心
者
を
萎
縮
さ
せ
て
し
ま
う
。
訓
読
の
壁

に
守
ら
れ
、
す
で
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
中
国
学
と
の
対
話
を

軽
ん
ず
る
な
ら
、
日
本
の
中
国
学
は
、
必
然
的
に
知
の
ガ
ラ
パ

ゴ
ス
と
な
る
。
訓
読
は
確
か
に
日
本
の
文
化
遺
産
で
あ
り
、
よ

い
と
こ
ろ
、
便
利
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
閉
塞

感
の
一
因
と
な
っ
て
は
い
な
い
か
。「
訓
読
は
玄
界
灘
に
捨
て

て
き
た
」
と
語
っ
た
倉
石
武
四
郎
の
気
概
を
受
け
つ
ぐ
こ
と
は
、

で
き
ぬ
も
の
か
。

　

ア
メ
リ
カ
人
の
学
生
が
、
の
び
の
び
と
中
国
古
典
を
暗
誦
す

る
の
を
聴
い
て
、
自
由
の
風
を
感
じ
、
訓
読
の
功
罪
に
思
い
を

致
し
た
。

考
証
と
検
索

王　

寺　

賢　

太

　

Google Books

と
の
出
会
い
は
衝
撃
的
だ
っ
た
。

　

二
〇
〇
九
年
の
十
月
か
ら
一
年
間
の
在
外
研
究
の
機
会
を
得

て
滞
在
中
の
パ
リ
で
、
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
、
レ
ナ

ル
の
一
七
六
〇
年
代
の
手
稿
、『
戦
争
史
』
に
つ
い
て
の
論
考

の
執
筆
に
と
り
か
か
る
矢
先
の
こ
と
。
こ
の
未
刊
の
手
稿
が
、

同
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
植
民
と
商
業
の
歴
史
『
両
イ
ン
ド
史
』

と
対
を
な
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
「
近
代
」
に
つ
い
て
の
レ
ナ
ル

の
歴
史
的
・
政
治
的
考
察
の
総
体
を
形
作
る
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
の
が
論
考
の
主
眼
な
の
だ
け
れ
ど
、
あ
る
細
部
が
気
に
か

か
っ
て
し
よ
う
が
な
い
。
問
題
は
、
フ
ォ
リ
オ
版
で
千
頁
に
お

よ
ぶ
こ
の
手
稿
に
付
さ
れ
た
四
頁
ほ
ど
の
序
文
に
あ
っ
た
。

　

稀
代
の
編
纂
者
―
と
い
う
よ
り
「
パ
ク
リ
屋
」
―
と
し
て
名

高
い
レ
ナ
ル
に
ふ
さ
わ
し
く
、
こ
の
短
い
序
文
が
ル
ソ
ー
の

『
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
師
の
永
久
平
和
論
抜
粋
』
と
か
、
ヴ
ォ
ル

テ
ー
ル
の
『
哲
学
辞
典
』
と
か
、『
百
科
全
書
』
の
項
目
な
ど

を
下
敷
き
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
は
見
当
が
つ
い
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
ひ
と
つ
、
ル
ソ
ー
へ
の
反
論
の
部
分
で
引
き
合
い
に
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出
さ
れ
る
「
と
あ
る
哲
学
者
」
と
い
う
の
が
、
誰
な
の
か
わ
か

ら
な
い
。
し
か
も
こ
の
哲
学
者
、
な
か
な
か
の
ヒ
ネ
ク
レ
者
で
、

人
間
た
ち
は
本
性
的
に
善
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
己
の
悪
徳
を
美

名
の
も
と
で
心
置
き
な
く
発
散
さ
せ
る
た
め
に
は
、
是
非
と
も

戦
争
を
必
要
と
す
る
、
な
ど
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

だ
と
す
る
と
、
こ
れ
は
性
悪
説
に
立
つ
パ
ス
カ
ル
や
ラ
・
ロ

シ
ュ
フ
ー
コ
ー
と
い
っ
た
十
七
世
紀
末
の
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
た

ち
で
は
な
い
ら
し
い
。「
哲
学
者
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
モ
ン

テ
ー
ニ
ュ
か
ら
ベ
ー
ル
ま
で
の
懐
疑
論
者
た
ち
の
誰
か
か
、
と

探
り
を
入
れ
て
は
み
た
も
の
の
、
ど
う
や
ら
該
当
す
る
よ
う
な

考
察
は
見
当
た
ら
な
い
。
最
後
に
は
、
と
う
と
う
知
り
合
い
の

研
究
者
た
ち
に
尋
ね
て
み
た
。
い
ず
れ
も
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
の

十
八
世
紀
思
想
・
文
学
研
究
で
は
第
一
線
に
立
つ
、
パ
リ
の
大

学
教
授
た
ち
で
あ
る
。
み
な
さ
ん
誠
実
に
対
応
し
て
く
れ
た
の

だ
け
れ
ど
、
結
局
見
当
が
つ
か
ず
、
戸
惑
う
ば
か
り
。

　

し
か
し
、
解
答
は
ほ
ど
な
く
電
子
メ
ー
ル
で
飛
び
込
ん
で
来

た
。
知
り
合
い
の
知
り
合
い
が
、
思
い
も
か
け
ぬ
レ
フ
ェ
ラ
ン

ス
を
送
っ
て
く
れ
た
の
だ
。
件
の
哲
学
者
は
、
ソ
ア
ム
・
ジ
ェ

ニ
ン
ズ
な
る
イ
ギ
リ
ス
人
。
問
題
の
テ
ク
ス
ト
は
こ
の
著
者
の

仏
訳
さ
れ
た
あ
る
論
文
の
一
節
で
、
一
七
六
八
年
刊
の
『
文
藝

雑
稿
』
所
収
。
但
し
、
初
出
は
雑
誌
『
外
国
新
報
』
一
七
六
一

年
七
月
号
の
よ
う
だ
。

　

思
い
が
け
ぬ
疑
問
の
解
決
は
う
れ
し
か
っ
た
も
の
の
、
な
ん

と
も
複
雑
な
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
る
出
来
事
で
は
あ
っ
た
。
実

際
、
私
が
一
人
で
こ
の
雑
誌
記
事
を
見
つ
け
る
に
は
、
よ
ほ
ど

の
僥
倖
が
必
要
だ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
。
レ
ナ
ル
に
つ
い
て
、
ベ

ネ
デ
ィ
ク
ト
会
士
の
大
資
料
集
か
ら
流
行
の
娯
楽
向
け
の
小
冊

子
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
書
物
に
通
じ
て
い
る
と
評
し
た
の
は
ヴ
ォ

ル
テ
ー
ル
だ
が
、
そ
の
膨
大
な
テ
ク
ス
ト
が
歴
史
家
の
仕
事
の

あ
ち
こ
ち
に
痕
跡
を
残
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
彼
が
い
か
に
し

て
、
何
を
、
同
時
代
を
行
き
交
う
言
説
の
あ
い
だ
で
語
っ
て
い

た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
文
献
考
証
の
仕
事
は
、
ま
っ
た
く
超

人
的
な
労
力
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
こ
ん
な
些
細
な

レ
フ
ェ
ラ
ン
ス
を
即
座
に
見
つ
け
て
し
ま
う
と
は
、
す
ご
い
物

知
り
も
い
た
も
の
だ
…
…

　

そ
の
超
人
的
な
学
識
がGoogle Books

の
全
文
検
索
サ
ー

ビ
ス
か
ら
得
ら
れ
た
の
を
知
る
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
時
間
は
か
か

ら
な
か
っ
た
。
恥
ず
か
し
な
が
ら
、
私
は
そ
れ
ま
で
こ
の
サ
ー

ビ
ス
を
使
っ
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
て

十
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
数
多
く
の
文
献
が
全
文
公
開
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
私
に
と
っ
て
、
こ
の
発
見

は
文
字
通
り
衝
撃
的
だ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
ま
だ
不
備
は
数
多

い
と
は
い
え
、
こ
の
検
索
サ
ー
ビ
ス
は
、
こ
れ
ま
で
文
献
考
証

の
大
き
な
柱
を
な
し
て
き
た
源
泉
資
料
の
発
見
や
、
同
時
代
の

議
論
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
再
構
成
に
絶
大
な
威
力
を
発
揮
す
る

か
ら
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
、
以
前
な
ら
図
書
館
で
古
い
書
物
を
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ひ
っ
ぱ
り
出
し
、
そ
の
書
物
を
読
ん
で
よ
う
や
く
た
ど
り
着
け

た
は
ず
の
源
泉
資
料
が
、
下
手
を
す
れ
ば
書
物
を
手
に
と
っ
て

目
を
通
し
も
せ
ず
に
、
自
宅
に
居
な
が
ら
に
確
定
で
き
て
し
ま

う
の
だ
か
ら
。

　

そ
ん
な
な
か
、
今
年
（
二
〇
一
〇
年
）
に
入
っ
て
ま
も
な
く
、

レ
ナ
ル
の
主
著
『
両
イ
ン
ド
史
』
の
批
評
校
訂
版
の
第
一
巻
が

刊
行
さ
れ
た
。
編
纂
作
業
開
始
か
ら
二
〇
年
余
、
よ
う
や
く
な

っ
た
公
刊
で
、
一
月
に
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
で
開
か
れ
た
小
さ
な

記
念
の
集
ま
り
に
は
、
こ
の
編
集
に
携
わ
っ
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
各
国
の
学
者
た
ち
が
一
堂
に
会
し
た
。
そ
の
和
や
か
な
雰
囲

気
の
な
か
で
、
私
は
随
分
以
前
に
参
加
し
た
編
纂
委
員
会
の
折
、

隣
に
座
っ
た
あ
る
高
齢
の
研
究
者
が
小
声
で
、
さ
て
、
こ
の
批

評
校
訂
版
が
五
〇
年
も
つ
か
ど
う
か
、
と
呟
い
た
の
を
思
い
出

し
て
い
た
。
し
か
し
、
問
題
は
も
は
や
、
単
に
『
両
イ
ン
ド

史
』
や
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
水
準
の
如
何
に
は
と
ど
ま

ら
な
い
。
長
く
大
学
で
の
文
献
学
的
研
究
を
支
え
て
き
た
考
証

の
手
法
と
エ
ー
ト
ス
が
、
情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
も
と
づ
く
検

索
機
能
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
現
在
、
紙
の
上

で
確
定
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
注
釈
が
、
い
っ
た
い
ど
の
く

ら
い
「
も
ち
」
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

と
も
あ
れ
、
衝
撃
の
出
会
い
以
来
、Google Books

は
私

の
仕
事
に
欠
か
せ
な
い
道
具
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
す
で
に
こ

こ
数
年
の
あ
い
だ
に
、
行
き
つ
け
の
パ
リ
の
図
書
館
は
ど
こ
も

利
用
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
で
き
る
環
境
を
整
え
終
え
て

い
る
。
そ
れ
を
幸
い
と
言
う
べ
き
な
の
か
、
私
に
は
よ
く
わ
か

ら
な
い
の
だ
が
。

共
同
研
究
会
三
昧
あ
る
い
は
数
値
化

の
試
み

田　

中　

雅　

一

　

人
文
科
学
研
究
所
は
二
〇
一
〇
年
度
か
ら
正
式
に
全
国
共
同

利
用
・
共
同
研
究
の
拠
点
と
し
て
の
活
動
を
開
始
し
、
こ
れ
ま

で
の
研
究
体
制
も
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
九

年
は
人
文
研
八
〇
周
年
で
あ
り
、
ま
た
社
会
人
類
学
部
門
創
設

五
〇
周
年
に
あ
た
る
。
人
文
研
に
お
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
社
会
・
文
化
人
類
学
の
分
野
で
も
共
同
研
究
と
い
う
手
法

は
重
要
な
役
割
を
果
し
て
き
た
。
こ
の
機
会
に
、
共
同
研
究
に

つ
い
て
考
え
る
資
料
を
提
供
し
て
み
た
い
。
私
が
こ
こ
で
試
み

た
い
の
は
、
共
同
研
究
と
い
う
方
法
の
意
義
や
成
果
内
容
の
評

価
と
い
っ
た
質
的
側
面
か
ら
で
は
な
く
、
研
究
者
一
人
当
た
り

の
共
同
研
究
へ
の
参
加
数
や
成
果
の
公
表
率
な
ど
量
的
側
面
か



―　 ―48
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ら
の
考
察
を
行
う
前
段
階
と
し
て
の
、
資
料
の
数
値
化
で
あ
る
。

ま
ず
は
、
一
九
八
六
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
ま
で
の
二
四
年
間
の

研
究
生
活
で
私
が
参
加
し
て
き
た
研
究
会
を
材
料
に
行
っ
て
み

た
い
。

　

人
類
学
は
海
外
調
査
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
大
型

の
科
学
研
究
費
に
よ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
盛
ん
で
あ
る
。
こ
う

し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
調
査
と
共
同
研
究
会
の
二
本
立
て
で

あ
る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
以
下
の
考
察
に
は
、
科
研
に

よ
る
研
究
会
も
含
め
て
い
る
。
反
対
に
、
予
算
の
裏
づ
け
が
な

い
研
究
会
や
メ
ン
バ
ー
が
固
定
し
て
い
な
い
研
究
会
は
含
め
な

か
っ
た
。

　

二
四
年
間
で
私
は
六
六
の
研
究
会
に
参
加
し
て
い
る
。
一
つ

の
研
究
会
は
お
よ
そ
三
年
続
く
が
、
延
べ
に
す
る
と
一
九
一
会

と
な
る
。
毎
年
二
・
八
の
新
し
い
研
究
会
に
加
わ
り
、
常
時

八
・
〇
会
の
研
究
会
に
所
属
し
て
い
た
。
所
属
す
る
研
究
班
の

数
は
徐
々
に
増
え
て
い
き
、
最
初
の
ピ
ー
ク
は
一
九
九
四
年
か

ら
九
五
年
に
か
け
て
で
あ
る
。
当
時
私
は
一
一
の
研
究
会
に
属

し
て
い
た
。
そ
の
つ
ぎ
の
ピ
ー
ク
は
二
〇
〇
七
年
で
一
三
で
あ

る
。

　

す
べ
て
に
毎
回
出
席
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ず
、
名
目
的
な

も
の
も
出
て
く
る
。
こ
れ
を
共
同
研
究
の
成
果
で
あ
る
論
文
執

筆
の
有
無
で
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

二
〇
〇
九
年
時
に
す
で
に
終
了
し
て
い
た
研
究
会
は
四
九
だ

が
、
こ
の
う
ち
成
果
が
出
た
の
は
三
三
（
六
七
％
）
で
あ
る
。

こ
の
三
三
の
う
ち
二
九
の
研
究
会
に
論
文
を
執
筆
し
て
い
る
。

執
筆
率
は
八
割
だ
か
ら
高
い
と
も
い
え
る
が
、
五
つ
に
一
つ
は

執
筆
を
断
念
し
て
い
る
。
ま
た
、
参
加
し
て
い
た
研
究
会
数
全

体
で
考
え
る
と
、
お
よ
そ
六
割
の
執
筆
率
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
毎
年
八
つ
の
研
究
会
に
出
て
い
る
と
す
る
と
、
そ

の
う
ち
の
五
つ
の
研
究
会
に
論
文
を
書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　

二
四
年
間
の
私
の
論
文
総
数
九
〇
本
か
ら
考
え
る
と
お
よ
そ

半
分
の
四
六
本
が
研
究
会
の
成
果
と
な
る
論
文
で
あ
る
。
平
均

す
る
と
、
毎
年
二
本
共
同
研
究
の
成
果
を
公
表
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
三
三
の
研
究
会
の
成
果
と
な
る
論
文
数
が
四
六
本
に

な
る
の
は
、
ひ
と
つ
の
研
究
会
で
複
数
の
論
文
を
執
筆
し
た
り
、

英
語
で
書
き
直
し
た
り
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
の
研
究

会
に
一
本
、
す
な
わ
ち
単
純
に
三
三
本
執
筆
し
た
と
す
る
と
、

90

（46
33

）＝77

を
論
文
総
数
と
し
て
、
こ
れ
を
母
数
に
す

る
と
、
論
文
総
数
の
四
三
パ
ー
セ
ン
ト
が
共
同
研
究
の
成
果
で
、

毎
年
一
・
四
本
（33

÷24

）
執
筆
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

　

つ
ぎ
に
、
主
催
機
関
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ベ
ス
ト
三
は
、
人
文
研
二
五
、
民
博
一
七
、
東
京
外
大
ア
ジ

ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
（
Ａ
Ａ
研
）
八
で
、
合
計
す

る
と
五
〇
、
六
六
の
研
究
会
の
う
ち
八
割
を
占
め
る
。
こ
れ
ら
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所のうち・そと

に
絞
る
と
、
人
文
研
の
研
究
会
が
半
分
を
占
め
、
毎
年
三
つ
の

研
究
会
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
民
博
主
催
の
研
究

会
は
、
外
部
の
者
は
一
度
に
三
つ
し
か
参
加
で
き
な
い
と
い
う

制
限
が
あ
る
た
め
多
い
と
き
で
三
つ
、
Ａ
Ａ
研
は
制
限
が
な
い

た
め
最
大
四
つ
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。

　

以
上
の
数
字
を
さ
ら
に
単
純
に
し
て
一
年
間
の
活
動
を
描
写

す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
常
時
八
つ
の
研
究
会
に
参
加

し
て
い
て
、
毎
年
新
規
の
研
究
会
三
つ
に
参
加
し
、
三
つ
の
研

究
会
が
終
了
す
る
。
そ
の
う
ち
半
分
に
成
果
の
た
め
の
論
文

（
一
・
五
本
）
を
書
く
。
さ
ら
に
そ
れ
と
別
に
二
本
の
論
文
を

書
く
。
こ
れ
が
私
の
二
四
年
間
の
共
同
研
究
人
生
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
か
。
今
後
、
共
同
研
究
会
も
科
研
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

も
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
う
し
た
状
態
は

こ
れ
か
ら
も
続
く
こ
と
だ
ろ
う
。
た
だ
、
私
の
数
値
が
典
型
的

と
は
思
わ
な
い
。
私
は
一
九
八
六
年
八
月
に
国
立
民
族
学
博
物

館
（
民
博
）
に
助
手
と
し
て
就
職
し
、
そ
の
後
人
文
研
に
転
出

し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
共
同
研
究
を
独
創
的
な
研
究
方
法
と
み

な
す
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
機
関
で
あ
る
。
ま
た
、
人
類
学
の
研
究

機
関
に
は
共
同
研
究
を
売
り
に
す
る
機
関
が
少
な
く
な
い
。
民

博
だ
け
で
な
く
Ａ
Ａ
研
も
研
究
会
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
私
の
場
合
所
属
機
関
と
専
門
が
と
も
に
、
共
同
研
究

と
い
う
方
法
と
密
接
な
関
わ
り
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
た
め
、
数

値
は
高
め
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
資
料
の
詳
細
は
田
中
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
共
同
研
究
会
の
記
録http://w

w
w
.zinbun.kyoto-u.

ac.jp/~shakti/sem
inars.htm

l

と
研
究
成
果
（
論
文
）

http://w
w
w
.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~shakti/publica-

tions.htm
l

を
参
考
に
し
た
。

ク
サ
ン
テ
ン
考
古
学
公
園

宮　

宅　
　
　

潔

　

二
〇
〇
八
年
の
十
月
か
ら
、
フ
ン
ボ
ル
ト
財
団
の
奨
学
研
究

員
と
し
て
、
ド
イ
ツ
・
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
で
一
年
間
研
修
す

る
機
会
を
得
た
。
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
あ
る
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
＝
ヴ

ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
に
は
、
ケ
ル
ン
を
は
じ
め
と
し
て
、
ロ

ー
マ
時
代
に
建
設
さ
れ
た
都
市
（
軍
団
基
地
）
に
起
源
を
持
つ

町
が
い
く
つ
か
あ
る
。
ラ
イ
ン
川
沿
い
の
都
市
ク
サ
ン
テ
ン
に

も
、
ロ
ー
マ
時
代
の
軍
団
基
地
を
復
原
し
た
公
園
が
あ
る
と
聞

き
、
四
月
の
よ
く
晴
れ
た
日
曜
日
に
出
か
け
て
み
た
。

　

デ
ュ
イ
ス
ブ
ル
ク
で
電
車
を
乗
り
換
え
、
菜
の
花
畑
を
眺
め

な
が
ら
四
五
分
ほ
ど
ロ
ー
カ
ル
線
に
揺
ら
れ
る
と
、
ク
サ
ン
テ
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所のうち・そと

ン
の
小
さ
な
駅
に
着
く
。
遺
跡
は
現
在
の
市
街
の
北
に
広
が
っ

て
い
て
、
そ
ち
ら
に
向
か
う
バ
ス
を
待
つ
が
、
来
る
は
ず
の
バ

ス
が
何
時
ま
で
た
っ
て
も
来
な
い
。
そ
こ
で
駅
か
ら
と
ぼ
と
ぼ

と
、
プ
ラ
タ
ナ
ス
の
並
木
を
抜
け
て
歩
い
て
ゆ
く
と
、
し
ば
ら

く
し
て
城
壁
と
東
南
角
の
望
楼
が
見
え
て
き
た
。
基
地
は
ロ
ー

マ
軍
の
伝
統
に
の
っ
と
り
、
周
囲
を
城
郭
に
囲
ま
れ
た
正
方
形

の
平
面
プ
ラ
ン
を
も
っ
て
い
る
。
各
辺
の
長
さ
は
約
二
キ
ロ
ほ

ど
で
、
ラ
イ
ン
川
に
面
し
た
東
壁
だ
け
は
、
川
に
沿
う
よ
う
に

城
壁
が
斜
め
に
走
っ
て
い
る
。
そ
の
東
半
分
が
発
掘
の
の
ち
公

園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
て
、
青
々
と
し
た
芝
生
が
広
が
る
中

に
、
復
原
さ
れ
た
神
殿
・
円
形
劇
場
・
宿
泊
所
な
ど
が
並
ん
で

い
る
。
西
半
分
は
公
園
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
浴
場
遺
跡
を

ま
る
ご
と
取
り
込
ん
だ
ロ
ー
マ
博
物
館
が
そ
の
一
角
に
建
っ
て

い
て
、
こ
れ
は
二
〇
〇
八
年
八
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
ば
か
り
と

の
由
。

　

日
曜
日
と
あ
っ
て
か
、
公
園
内
に
は
家
族
連
れ
が
目
立
つ
。

ト
ー
ガ
風
の
服
を
着
た
ス
タ
ッ
フ
が
骨
器
の
作
り
方
を
教
え
た

り
、
当
時
の
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
で
遊
べ
た
り
、
と
子
供
向
け
の
ア

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
に
は
事
欠
か
ず
、「
宿
泊
所
」
に
設
け
ら
れ
た

レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
、
ロ
ー
マ
時
代
の
料
理
も
食
べ
ら
れ
る
。
夏

に
は
「
剣
闘
士
大
会
」
も
開
か
れ
る
ら
し
い
。
車
に
乗
っ
て
家

族
で
や
っ
て
き
て
、
一
日
ゆ
っ
く
り
と
「
ロ
ー
マ
」
を
体
験
し

て
帰
っ
て
行
く
、
そ
ん
な
雰
囲
気
の
公
園
だ
っ
た
。
悪
く
い
え

ば
テ
ー
マ
パ
ー
ク
化
し
て
い
る
が
、
博
物
館
は
よ
く
で
き
て
い

る
し
、
家
族
が
遺
跡
を
の
ん
び
り
歩
き
回
っ
て
い
る
姿
は
、
微

笑
ま
し
く
、
う
ら
や
ま
し
い
。
し
か
し
ふ
と
思
い
直
す
と
、
そ

の
眺
め
に
違
和
感
を
覚
え
な
い
で
は
な
い
。

　

西
暦
紀
元
九
年
、
ト
イ
ト
ブ
ル
ク
の
森
の
戦
い
で
、
ク
サ
ン

テ
ン
か
ら
ラ
イ
ン
川
を
渡
っ
て
攻
め
込
ん
だ
ロ
ー
マ
軍
団
は
、

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
率
い
る
ゲ
ル
マ
ン
軍
の
前
に
大
敗
し
、
ほ
ぼ
全

滅
し
た
。
や
が
て
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
は
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
英
雄
と

な
り
、
民
族
主
義
の
高
ま
っ
た
時
代
に
は
、
彼
に
ち
な
ん
で

「
ヘ
ル
マ
ン
」
と
名
付
け
ら
れ
た
子
供
も
多
か
っ
た
と
聞
く
。

と
こ
ろ
が
今
は
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
に
皆
殺
し
に
さ
れ
た
、
い
わ

ば
仇
役
の
基
地
が
親
子
連
れ
で
賑
わ
い
、
小
さ
な
子
供
た
ち
が

興
味
津
々
で
遺
跡
の
解
説
な
ど
に
見
入
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一

体
ど
う
し
た
こ
と
か
。
さ
て
は
民
族
主
義
の
反
動
か
、
欧
州
統

合
の
時
代
に
は
、
ロ
ー
マ
統
治
下
で
の
、
民
族
の
共
存
が
学
ば

れ
る
べ
き
手
本
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、
な
ど
と
勘
ぐ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
感
想
を
同
僚
に
漏
ら
す
と
、
お
前
の
考
え
す
ぎ
だ

と
笑
わ
れ
た
。
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
イ
タ
リ
ア
は
、
お
い
し
い

ジ
ェ
ラ
ー
ト
の
国
、
あ
こ
が
れ
の
バ
カ
ン
ス
の
地
、
だ
か
ら
み

ん
な
イ
タ
リ
ア
が
好
き
な
だ
け
さ
、
第
一
、
ロ
ー
マ
の
支
配
は

軍
事
力
に
よ
る
も
の
で
、
Ｅ
Ｕ
と
は
全
く
違
う
じ
ゃ
な
い
か
、

と
。
確
か
に
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
ロ
ー
マ
の
支
配
＝
軍

事
支
配
＝
悪
、
と
い
う
の
も
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
歴
史
観
か
ら
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所のうち・そと

く
る
偏
見
に
影
響
さ
れ
て
い
な
い
か
、
と
食
い
下
が
り
、
そ
の

日
の
昼
ご
飯
は
少
し
長
く
な
っ
た
。

　

一
説
に
よ
る
と
、
こ
の
公
園
を
最
初
に
訪
れ
た
日
本
人
は
、

人
文
研
の
大
先
輩
、
故
・
林
巳
奈
夫
教
授
で
あ
る
と
い
う
。
林

先
生
は
本
誌
『
人
文
』
一
八
号
（
一
九
七
八
）
に
「
ク
サ
ン
テ

ン
の
遺
蹟
公
園
」
と
い
う
一
文
を
寄
せ
て
、
整
備
が
始
ま
っ
た

ば
か
り
の
遺
跡
公
園
の
様
子
を
紹
介
し
、
そ
し
て
末
尾
を
「
次

の
日
、
ケ
ル
ン
で
ク
サ
ン
テ
ン
に
行
っ
て
来
た
話
を
し
た
ら
、

外
国
人
で
訪
れ
た
の
は
私
が
最
初
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
。
然
し
ま
あ
わ
ざ
わ
ざ
行
く
程
の
こ
と
も
な
い
所
だ
」
と
い

さ
さ
か
皮
肉
ま
じ
り
に
結
ん
で
お
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
三
〇
年

を
経
て
、
果
た
し
て
私
が
何
人
目
の
日
本
人
来
訪
者
で
あ
っ
た

の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
幸
い
に
も
い
く
ぶ
ん
違
っ
た
感
想
を

持
ち
帰
る
こ
と
は
で
き
た
。
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浅　

原　

達　

郎

曹
沫
之
陳
の
配
列 

曰
古　

一
三
号　

四
月

漢
初
の
紀
年 

曰
古　

一
五
号　

三
月

安　

藤　

房　

枝

雲
岡
第
６

窟
の
図
像
構
成
に
つ
い
て

　

―
仏
伝
図
像
に
焦
点
を
当
て
て

― 
東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月

李　
　
　

昇　

燁

「
顔
が
変
る
」

―
朝
鮮
植
民
地
支
配
と
民
族
識
別 

竹
沢
泰
子
編

　
『
人
種
の
表
象
と
リ
ア
リ
テ
ィ
』 
岩
波
書
店　

五
月

日
本
（
近
現
代
）

―
植
民
地
全
般　

史
學
雜
誌
（
二
〇
〇
八
年
の
歴

史
学
界

―
回
顧
と
展
望

―
）
第
一
一
八
編
第
五
号 

五
月

◉
解
説
・
編
訳　

満
州
地
域
本
邦
人
在
留
禁
止
関
係
雑
件
（
海
外
の
韓
国

　

独
立
運
動
史
料
・
三
四
）
国
家
報
勲
処 
八
月

李
太
王
（
高
宗
）
毒
殺
説
の
検
討　

二
十
世
紀
研
究　

第
一
〇
号

二
十
世
紀
研
究
編
集
委
員
会　

一
二
月

池　

田　
　
　

巧

チ
ベ
ッ
ト
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ーこ

れ
か
ら
出
る
本　

2009　

N
o. 6 

三
月 

書
物
を
数
え
る
こ
と
ば

こ
れ
か
ら
出
る
本　

2009　

N
o. 7 

四
月 

多
田
等
観
と
デ
ル
ゲ
版
大
蔵
経こ

れ
か
ら
出
る
本　

2009　

N
o. 11 

六
月 

現
代
中
国
語
カ
タ
カ
ナ
発
音
表
記
法
試
案

中
国
語
学
会
第
五
九
回
全
国
大
会　

十
月 

俄
國
収
藏
的
藏
文
注
音
西
夏
文
佛
經
殘
片N

o. 8363 

試
釋

西
夏
語
文
與
華
北
宗
教
文
化
國
際
學
術
研
討
會　

十
二
月 

流
砂
に
消
え
た
王
国 

翼
の
王
国　

四
八
七
号　

一
月 

ム
ニ
ャ
語
の
格
助
詞　

澤
田
英
夫
編
『
チ
ベ
ッ
ト=

ビ
ル
マ
系
言

　

語
の
文
法
現
象
１

：
格
と
そ
の
周
辺
』 

東
京
外
国
語
大
学　

三
月

西
暦
一
八
五
三
年
に
記
録
さ
れ
た
リ
ュ
ズ
語
の
語
彙

東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月

石　

川　

禎　

浩

「
六
・
四
」
か
ら
二
〇
年
／
民
主
化
の
意
義
ど
こ
へ

京
都
新
聞　

五
月
二
八
日

新
河
県
の
中
国
共
産
党
と
そ
の
歴
史

―
新
河
出
身
の
二
人
の
「
革
命

烈
士
」
を
中
心
に　

森
時
彦
編
『
二
十
世
紀
中
国
の
社
会
シ
ス
テ

ム
』 

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

六
月

晩
清
〝
睡
獅
〞
形
象
探
源　

中
山
大
学
学
報　

二
二
一
期 

九
月

関
於
孫
中
山
致
蘇
聯
的
遺
書　

中
国
社
会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
編

『
紀
念
孫
中
山
誕
辰
一
四
〇
周
年
国
際
学
術
研
討
会
論
文
集
』

書
い
た
も
の
一
覧　
二
〇
〇
九
年
四
月
〜
二
〇
一
〇
年
三
月　
（
氏
名
五
十
音
順　

◉
は
単
行
本
）
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社
会
科
学
文
献
出
版
社　

十
月

眠
れ
る
獅
子
（
睡
獅
）
と
梁
啓
超 

東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月

伊　

藤　

順　

二

カ
フ
カ
ス
の
と
り
こ
―
ト
ル
ス
ト
イ
以
後
の
カ
フ
カ
ス
山
岳
民
の
表
象

人
文　

五
六
号　

六
月

稲　

葉　
　
　

穣

ウ
マ
イ
ヤ
朝
の
シ
ン
ド
征
服

歴
史
学
研
究
会
編
『
世
界
史
史
料
』
第
二
巻　

七
月

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
と
ム
ス
リ
ム

歴
史
学
研
究
会
編
『
世
界
史
史
料
』
第
二
巻　

七
月

ム
ス
リ
ム
商
人
の
活
躍

歴
史
学
研
究
会
編
『
世
界
史
史
料
』
第
二
巻　

七
月

泥
孰
攷 

東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月

井　

波　

陵　

一

六
部
か
ら
四
部
へ

―
分
類
法
の
変
化
が
意
味
す
る
も
の

冨
谷
至
編
『
漢
字
の
中
国
文
化
』　

昭
和
堂　

四
月

本
を
め
ぐ
る
交
流

―
王
国
維
と
神
田
喜
一
郎

高
田
時
雄
編
『
漢
字
文
化
三
千
年
』　

臨
川
書
店　

七
月

こ
の
人
・
こ
の
三
冊
（
礪
波
護
） 

毎
日
新
聞　

十
月
十
八
日

書
評　

呉
建
中
等
著
『
中
国
の
図
書
館
と
図
書
館
学
』

『
東
方
』
三
四
六
号　

十
一
月

長
崎
浩
「
叛
乱
論
」
か
ら
見
た
義
和
団
運
動

東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月

岩　

井　

茂　

樹

漢
人
と
中
国
に
と
っ
て
の
清
朝
、
マ
ン
ジ
ュ

岡
田
英
弘
編
『
清
朝
と
は
何
か
』（
別
冊
『
環
』
十
六
）　

五
月

中
華
帝
国
財
政
の
近
代
化　

シ
リ
ー
ズ
20
世
紀
中
国
史　

第
１

巻　

東

京
大
学
出
版
会 

七
月

広
州
与
長
崎 

清
廷
透
視
中
的
互
市
与
海
外
華
人　

Leonard BU
-

LU
SSÉ, et al. 

（edis.

）, Canton and N
agasaki Com

pared 
1730

―1830 : D
utch, Chinse, Japanese R

elations. Insti-
tute for the H

istory of European Expansion 

十
月

帝
国
と
互
市

―
一
六
―

一
八
世
紀
東
ア
ジ
ア
の
通
交　

籠
谷
直
人･

脇
村
孝
平
編
『
帝
国
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

―
長
期
の
19
世
紀
』

世
界
思
想
社
十
一
月

元
代
行
政
訴
訟
と
裁
判
文
書

―
『
元
典
章
』
附
鈔
案
牘
「
都
省
通

例
」
を
素
材
と
し
て

― 

東
方
学
報　

八
五　

三
月

岩　

城　

卓　

二

書
評　

藤
原
龍
雄
『
姫
路
城
開
城
』 

神
戸
新
聞　

七
月
五
日

第
四
章
近
世
編　

第
六
章
近
世
の
明
延
鉱
山　
『
大
屋
町
史
』 

三
月

ウ
イ
ッ
テ
ル
ン
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン

T
he m

aking of T
EI P5

（
共
著
）、

Literary and Linguistic Com
puting 24/3　

九
月

デ
ジ
タ
ル
漢
籍
の
新
し
い
テ
キ
ス
ト
モ
デ
ル



―　 ―54

東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月

王　

寺　

賢　

太

穏
や
か
さ
の
た
め
に　

京
大
広
報　

六
四
五
号 

五
月

翻
訳　

ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
「『
政
治
論
』
あ
る
い
は
近
代
的
民
主

政
の
定
礎
」　

別
冊
情
況
『
一
九
六
八
年
の
ス
ピ
ノ
ザ
』

情
況
出
版　

七
月

書
評　

も
っ
と
空
想
を
！　

石
井
洋
二
郎
著
『
科
学
か
ら
空
想
へ

―

よ
み
が
え
る
フ
ー
リ
エ
』　

週
刊
読
書
人 

七
月
二
四
日

必
然
性
／
偶
然
性

―
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
お
け
る
ル
ソ
ー
と

啓
蒙　

思
想　

一
〇
二
七
号 

十
一
月

座
談
会　

ル
ソ
ー
の
不
在
、
ル
ソ
ー
の
可
能
性 

（
吉
岡
知
哉
、
坂
倉
裕

治
、
桑
瀬
章
二
郎
と
と
も
に
）　

思
想　

一
〇
二
七
号 

十
一
月

座
談
会　

春
日
井
コ
モ
ン
ズ
第
９

回
『
メ
デ
ィ
ア
技
術
は
ど
の
よ
う
な

コ
モ
ン
ズ
（
共
）
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
』　

和
田
伸
一

郎
発
表
へ
の
コ
メ
ン
ト　

Studies Forum
 Series 76

中
部
大
学
高
等
学
術
研
究
所　

二
月

◉
翻
訳
お
よ
び
解
説　

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
カ
ン
ト
の
人
間
学
』

新
潮
社　

三
月

岡　

田　

暁　

生

監
修
（
吉
岡
洋
と
共
同
）　

文
学
／
芸
術
は
何
の
た
め
に
あ
る
の
か

東
信
堂　

二
〇
〇
九
年
三
月

ロ
マ
ン
派
の
呪
縛
と
現
代
音
楽
の
袋
小
路　

大
航
海　

七
〇
号

二
〇
〇
九
年
三
月

◉
音
楽
の
聴
き
方　
（
中
公
新
書
）　

中
央
公
論
社 

六
月

前
近
代
と
超
近
代
の
は
ざ
ま
で

―
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
オ
ー
ソ
現
象
と
一
九

世
紀　

ユ
リ
イ
カ　

二
〇
一
〇
年
四
月
号 

三
月

岡　

村　

秀　

典

前
漢
鏡
銘
の
研
究 

東
方
学
報　

八
四
冊　

三
月

中
国
の
国
家
形
成
に
お
け
る
銅
と
鉄

第
二
二
回
濱
田
青
陵
賞
授
賞
式　

岸
和
田
市　

九
月

東
ア
ジ
ア
古
代
の
玉
器　

玉
と
王
権

宮
崎
県
立
西
都
原
考
古
博
物
館　

十
月

解
説　

林
巳
奈
夫
著
『
中
国
古
代
の
生
活
史
』

吉
川
弘
文
館　

十
二
月

景
初
三
年
に
お
け
る
三
角
縁
神
獣
鏡
の
成
立

先
史
学
・
考
古
学
論
究
五　

二
月

漢
鏡
５

期
に
お
け
る
淮
派
の
成
立 

東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月

小
野
寺　

史　

郎

「
中
国
社
会
主
義
文
化
」
と
し
て
の
孫
文
崇
拝 

人
文　

五
六
号　

六
月

翻
訳　

黄
興
濤　

近
代
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
感
情
・
思
想
・
運
動

　

村
田
雄
二
郎
編
『
シ
リ
ー
ズ
二
〇
世
紀
中
国
史
一　

中
華
世
界
と

近
代
』 

東
京
大
学
出
版
会　

七
月

近
代
中
国
の
国
歌
問
題

―
清
末
か
ら
北
京
政
府
期
を
中
心
に

―

中
国
哲
学
研
究　

二
四
号　

十
一
月

近
代
「
中
国
」
の
形
成

―
立
憲
派
と
革
命
派
の
論
争
を
中
心
に
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歴
史
と
地
理

― 

世
界
史
の
研
究　

二
二
二
号　

二
月

『
中
華
教
育
界
』
記
事
目
録
（
大
澤
肇
・
今
井
航
・
小
川
唯
・
戸
部
健

と
共
同
執
筆
） 

近
代
中
国
研
究
彙
報　

三
二
号　

三
月

梁
啓
超
と
「
民
族
主
義
」 

東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月

籠　

谷　

直　

人

◉
帝
国
と
ア
ジ
ア
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク　

長
期
の
一
九
世
紀
（
共
編
）

世
界
思
想
社　

一
一
月

近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
自
由
貿
易
原
則
の
浸
透　

遠
藤
乾
編
『
グ
ロ

ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
歴
史
と
思
想
』 

有
斐
閣　

二
月

近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
自
由
貿
易
原
則
の
浸
透
と
華
僑　

総
合
地
球

環
境
学
研
究
所
・
深
見
奈
緒
子
編
『
第
三
回
全
球
都
市
全
史
研
究
会

報
告
集　

生
態
系
か
ら
み
た
都
市
と
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』 　

三
月

Japan

’s Com
m
ercial Penetration of South and Southeast 

A
sia and the Cotton T

rade N
egotiations in the 1930s

 :  
M
aintaining Relations betw

een Japan, British India and 
the D

utch East Indies. Shigeru A
kita and N

icholas J. 
W
hite 

（eds.

） T
he International O

rder of A
sia in the 

1930s and 1950s. A
shgate 

一
一
月

梶　

原　

三
恵
子

O
n the Grhyasūtra of the V

ādhūla School. Journal of In-
dological Studies 20/21 

十
一
月

加　

藤　

和　

人

Public engagem
ent in Japanese policy-m

aking: A
 history 

of the genetically m
odifi ed organism

s debate. 

（Shineha, 
R. 

と
共
著
） N

ew
 G
enetics and Society, 28

（2

） 

四
月

パ
ー
ソ
ナ
ル
ゲ
ノ
ム
時
代
の
研
究
倫
理
―
国
際
動
向
と
日
本
の
課
題

実
験
医
学　

二
七
巻
一
二
号　

七
月

生
命
科
学
分
野
研
究
者
の
科
学
技
術
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る

意
識 

―
動
機
、
障
壁
、
参
加
促
進
の
た
め
の
方
策
に
つ
い
て

―
（
標
葉
隆
馬
、
川
上
雅
弘
、
日
比
野
愛
子
と
共
著
）　

科
学
技

術
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン　

六
号 

九
月

iPS Cells : M
apping the Policy Issues. 

（A
m
y Zarzeczny, 

Christopher Scott, Insoo H
yun, Jam

i Bennett, Jennifer 
Chandler, Sophie Charge, H

eather H
eine, Rosario Isasi, 

Robin Lovell-Badge, K
elly M

cN
agny, D

uanqing Pei, Ja-
net Rossant, A

zim
 Surani, Patrick L. T

aylor, U
baka 

O
gbogu and T

im
othy Caulfi eld

と
共
著
） Cell, 139

（6

）一
二
月

Stem
 cell research policy and iPS cells. 

（T
im
othy Caul-

field, Christopher Scott, Insoo H
yun, Robin Lovell-

Badge, A
m
y Zarzeczny

と
共
著
） N

ature M
ethods, 7, 

2010 

（Published online 21 D
ec 2009

） 

一
二
月

Fam
iliarity and prudence of the Japanese public w

ith re-
search into induced pluripotent stem

 cells, and their 
desire for its proper regulation. 

（Shineha, R., K
aw
aka-

m
i, M

., K
aw
akam

i, K
., N
agata, M

., T
ada, T

.

と
共
著
） 
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Stem
 Cell R

eview
s and R

eports, 6

（1

） 

三
月

菊　

地　
　

暁

「
文
化
的
景
観
」
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

―
石
川
県
輪
島
市
「
白
米
の
千

枚
田
」
の
事
例
か
ら

―　
韓
国
民
俗
学　

四
九
号 

五
月

誰
が
た
め
に
海
女
は
濡
れ
る

―
日
本
海
女
写
真
史
略

―　
川
村
邦

光
編
『
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
表
象
と
身
体
』

臨
川
書
店　

一
二
月

智
城
の
事
情

―
近
代
日
本
仏
教
と
植
民
地
朝
鮮
人
類
学

―　
科
学

史
研
究　

二
五
二
号 

一
二
月

あ
の
日
、
あ
の
時
、
あ
の
学
会
で　

関
一
敏
先
生
の
還
暦
を
祝
う
会

編
・
発
行
『
関
さ
ん
／
先
生
へ
の
手
紙
』 

三
月

「
共
同
研
究
」
の
不
可
能
性
と
不
可
避
性

―
京
大
人
文
研
に
お
け
る

個
人
的
観
察
か
ら
の
覚
え
書
き

―　
小
池
淳
一
編
『
人
間
文
化
研

究
に
お
け
る
連
携
構
築
と
社
会
発
信
に
関
す
る
方
法
論
の
考
究
』　

大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
人
間
文
化
研
究
機
構 

三
月

金　
　
　

文　

京

高
麗
本
『
孝
行
録
』
과
中
國
의
二
十
四
孝　
『
韓
国
文
化
』
四
五
号　

ソ
ウ
ル
大
学
校
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院 

四
月

慶
應
義
塾
図
書
館
蔵
「
四
郎
探
母
等
四
種
」
原
典
と
解
題　

科
学
研
究

費
特
別
推
進
研
究
「
清
朝
宮
廷
演
劇
文
化
の
研
究
」
研
究
成
果
集
Ⅱ

四
月

お
か
っ
ぱ
頭
考
―
東
ア
ジ
ア
の
髪
型　
『
近
畿
化
学
工
業
界
』
二
〇
〇

九
―
七
近
畿
化
学
工
業
協
会 

七
月

晩
明
文
人
鄧
志
謨
的
創
作
活
動
―
兼
論
其
爭
奇
文
學
的
來
源
及
傳
播　

『
經
典
轉
化
與
明
清
敘
事
文
學
』　

台
北　

聯
經
出
版
事
業
股
分
有
限

公
司 

八
月

福
澤
諭
吉
の
漢
詩
５

―
団
扇
に
題
し
た
詩
二
首
、
ふ
た
つ
の
心
境

『
福
澤
手
帖
』
一
四
一　

福
澤
諭
吉
協
会　

八
月

福
澤
諭
吉
の
漢
詩
６

―
『
文
明
論
之
概
略
』
の
裏
面
・
奔
騰
す
る
感
情

『
福
澤
手
帖
』
一
四
二　

福
澤
諭
吉
協
会　

九
月

詩
讃
系
文
芸
と
楽
曲
系
文
芸　
『
中
国
近
世
文
芸
論
―
農
村
祭
祀
か
ら
都

市
芸
能
へ
』
東
洋
文
庫　

十
二
月

福
澤
諭
吉
の
漢
詩
７

―
心
境
の
変
化
と
習
字
の
稽
古

『
福
澤
手
帖
』
一
四
三　

福
澤
諭
吉
協
会　

十
二
月

福
澤
諭
吉
の
漢
詩
８

―
友
人
に
贈
る
詩
・
人
生
須
く
痕
有
る
べ
し

『
福
澤
手
帖
』
一
四
四　

福
澤
諭
吉
協
会　

三
月

仏
典
漢
訳
の
訓
読
お
よ
び
仏
教
文
学
に
あ
た
え
た
影
響

『
佛
教
文
學
』
三
四
号　

三
月

『
薫
解
元
西
廂
記
諸
宮
調
』
の
構
成
と
言
語
表
現
に
つ
い
て

東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月

久　

保　

昭　

博

Le Collage et la fi gure hum
aine : autour de W

hat a life !. 
D
aniel D

ELBREIL 

（ed.

） R
aym
ond Q

ueneau et le corps.
Calliopées.　

十
一
月

黒　

岩　

康　

博

　

回
顧
と
展
望　

日
本
史
・
近
現
代　

社
会
・
文
化
二　

史
学
雑
誌
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一
一
八
編
五
号 

五
月

　

蒐
集
家
崎
山
卯
左
衛
門
の
郷
土
研
究　

久
留
島
浩
・
高
木
博
志
・
高

橋
一
樹
編
『
文
人
世
界
の
光
芒
と
古
都
奈
良　

―
大
和
の
生
き
字

引
・
水
木
要
太
郎

―
』 

思
文
閣
出
版　

十
月

小　

池　

郁　

子

コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
と
し
て
の
オ
リ
シ
ャ
崇
拝
運
動　

ア
フ
リ
カ
系

ア
メ
リ
カ
人
の
社
会
運
動
と
キ
ュ
ー
バ
の
ア
フ
リ
カ
系
宗
教
と
の
境

界
を
め
ぐ
っ
て 

コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン　

三
巻

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

三
月

Changing O
risa W

orship: 

“Anti-W
hite/Christian

" Ideology 
and the Black Relationships w

ith 
“Africa

” in the Y
oru-

ba A
m
erican Socio-Religious M

ovem
ent. ZIN

BU
N
, N
o.  

42 

三
月

古　

勝　

隆　

一

注
釈
と
古
典 

『
漢
字
の
中
国
文
化
』　

昭
和
堂　

四
月

劉
炫
の
『
孝
経
』
聖
治
章
講
義　

中
国
哲
学
史
研
究　

三
〇
号 
六
月

『
隋
書
』
経
籍
志
史
部
と
『
史
通
』
雑
述
篇東

方
学
報　

八
五
冊　

三
月

小　

関　
　
　

隆

「
哀
れ
な
カ
ッ
フ
ィ
」
と
は
何
者
か
？
：
黒
い
肌
の
チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト  

竹
沢
泰
子
編
『
人
種
の
表
象
と
社
会
的
リ
ア
リ
テ
ィ
』

岩
波
書
店　

五
月

高　

井　

た
か
ね

◉
王
禎
『
農
書
』
農
器
図
譜
集
訳
注
稿
（
未
定
稿
）（
共
編
）

科
研
費
成
果
報
告
書　

三
月

高　

木　

博　

志

戦
争
と
古
都　

鴨
東
通
信　

七
五
号 

思
文
閣
出
版　

九
月

◉
文
人
世
界
の
光
芒
と
古
都
奈
良
―
大
和
の
生
き
字
引
・
水
木
要
太
郎

（
久
留
島
浩
・
高
橋
一
樹
と
共
編
） 

思
文
閣
出
版　

十
月

桜
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
―
日
清
戦
争
以
後
の
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
植
樹

（
朝
鮮
文
）
洪
善
杓
編
『
東
ア
ジ
ア
美
術
の
モ
ダ
ン
と
モ
ダ
ニ
テ
ィ

ー
』 

ハ
ッ
コ
ジ
ェ
社　

十
月

文
化
財
保
護
の
な
か
の
今
城
塚　

遺
蹟
学
研
究　

第
六
号 

十
一
月

近
代
日
本
の
文
化
財
と
陵
墓
―
政
治
や
社
会
と
の
関
わ
り
に
お
い
て　

考
古
学
研
究　

第
五
六
巻
第
三
号 

十
二
月

◉
陵
墓
と
文
化
財
の
近
代 

山
川
出
版
社　

一
月

旧
藩
意
識
と
「
賊
軍
」
慰
霊
の
問
題

　

国
学
院
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
編
『
霊
魂
・
慰
霊
・
顕
彰
』

錦
正
社　

三
月

高　

階　

絵
里
加

美
術
逍
遥　

日
本
経
済
新
聞　

四
月
二
七
日
、
六
月
八
日
、
六
月
一
五

日
、
七
月
一
三
日
、
七
月
二
七
日
、
八
月
二
四
日
、
十
月
五
日
、
十

月
一
九
日
、
十
一
月
一
六
日
、
十
一
月
三
〇
日
、
一
月
四
日
、
一
月

一
八
日
、
二
月
一
五
日
、
二
月
二
二
日
、
三
月
二
九
日
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高　

田　

時　

雄

清
末
の
英
語
學

―
鄺
其
照
と
そ
の
著
作東

方
學　

第
一
一
七
輯　

一
月

紹
介　

榮
新
江
・
李
肖
・
孟
憲
實
主
編
『
新
獲
吐
魯
番
出
土
文
獻
』
上

下
二
册 

東
洋
史
研
究　

六
八
卷
一
號　

六
月

讀
ま
れ
な
か
っ
た
古
典

―
大
唐
西
域
記 

人
文　

五
六
號　

六
月

ロ
シ
ア
の
中
央
ア
ジ
ア
探
險
隊
所
獲
品
と
日
本
學
者　
『
シ
ル
ク
ロ
ー

ド 

文
字
を
辿
っ
て

―
ロ
シ
ア
探
險
隊
の
文
物
』 

七
月

解
説　

平
定
西
域
戰
圖　
『
乾
隆
得
勝
圖　

平
定
西
域
戰
圖
』 

七
月

漢
字
の
西
方
波
及　
『
漢
字
文
化
三
千
年
』 

七
月

SA
N
GLEY

語
研
究
的
一
種
資
料

『
閩
南
文
化
國
際
學
術
研
討
會
論
文
集
』　

十
二
月

解
説　

平
定
台
灣
戰
圖

『
乾
隆
得
勝
圖 

平
定
臺
灣
戰
圖
』　

十
二
月

敦
煌
的
語
言
生
活　
『
百
年
敦
煌
學 

歴
史
・
現
状
・
趨
勢
』 

十
二
月

「
日
本
所
藏
中
文
古
籍
數
據
庫
」
介
紹

漢
學
研
究
通
訊　

総
一
一
三
期　

二
月

◉『
陶
湘
叢
書
購
入
關
連
資
料
』 
三
月

藏
經
音
義
の
敦
煌
吐
魯
番
本
と
高
麗
藏

敦
煌
寫
本
研
究
年
報　

第
四
號　

三
月

避
諱
と
字
音 

東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月

竹　

沢　

泰　

子

ア
メ
リ
カ
人
類
学
に
み
る
進
化
論
と
人
間
の
「
差
異
」
―
太
平
洋
を
横

断
し
た
人
種
論　

現
代
思
想　

三
七
巻 

四
月

◉
人
種
の
表
象
と
社
会
的
リ
ア
リ
テ
ィ
（
編
著
） 

岩
波
書
店　

五
月

序

―
多
文
化
共
生
の
現
状
と
課
題　

文
化
人
類
学　

七
四
巻
一
号
日

本
文
化
人
類
学
会 

七
月

Race in A
sia, E

ncyclopedia Britannica

’s G
uide to Black 

H
istory 

二
月

Japan

’s M
inority Peoples, E

ncyclopedia Britannica

’s G
uide 

to Black H
istory 

二
月

日
本
社
会
に
お
け
る
人
種
主
義　

Ｍ
―
ネ
ッ
ト 

二
―
三
月

武　

田　

時　

昌

暦
と
占
い
の
あ
い
だ　
「
天
文
学
史
研
究
会
」
集
録
第
二
回 

四
月

先
秦
の
惑
星
観
と
五
行
説　

別
冊
神
州
二
〇
〇
九 

十
二
月

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
サ
イ
エ
ン
ス
と
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
科
学
史
―
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク

科
学
史
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
サ
イ
エ
ン
ス
と
い
か
に
向
き
合
う
か
（
共

著
）
科
学
史
研
究
二
四
八 

十
二
月

太
白
行
度
考
―
中
国
古
代
の
惑
星
運
動
論
（
一
）

東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月

田　

中　
　
　

淡

玉
座
の
空
間　

家
具
道
具
室
内
史　

創
刊
号 

五
月

中
国
の
宮
殿　
『
日
本
建
築
は
特
異
な
の
か
―
東
ア
ジ
ア
の
宮
殿
・
寺

院
・
住
宅
―
』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館 

六
月

Early Style of Chinese Gardens and A
ncient Gardens in 

Japan, Paradise and G
ardens in E

ast A
sia, N

ara N
a-

tional Research Institute and A
gency for Cultural A

f-
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fairs. 

十
一
月

中
国
庭
園
の
初
期
的
風
格
と
日
本
古
代
庭
園　
『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る

理
想
郷
と
庭
園
に
関
す
る
国
際
研
究
集
会
報
告
書
』
奈
良
文
化
財
研

究
所 

十
一
月

塔
の
か
た
ち
―
中
国
と
日
本　

歴
博
一
五
九 

三
月

田　

中　

雅　

一

講
演
要
旨　

セ
ッ
ク
ス

―
語
り
た
い
？
語
れ
な
い
？　

京
都
大
学
附

置
研
究
所
・
セ
ン
タ
ー
第
四
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
紹
介

読
売
新
聞　

四
月
四
日

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

政
治
家
論　

第
一
部　

イ
メ
ー
ジ
＆
メ
ッ
セ
ー
ジ
四  

誘
惑
の
効
用 
京
都
新
聞　

六
月
十
二
日

ス
リ
ラ
ン
カ
の
民
族
紛
争

―
そ
の
宗
教
的
位
相　

現
代
宗
教 

六
月

遊
び
と
誘
惑　

コ
ト
ワ
リ
―
理
―　

二
〇
号 

九
月

ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス
を
読
む

京
都
大
学
新
聞　

十
二
月
一
日

エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
は
誘
惑
す
る

―
社
会
・
集
団
を
め
ぐ
る
闘
争
モ
デ
ル

批
判
の
試
み　

河
合
香
吏
編
『
集
団

―
人
類
社
会
の
進
化
』

京
都
大
学
学
術
出
版
会　

十
二
月

講
演
：
セ
ッ
ク
ス

―
語
り
た
い
？
語
れ
な
い
？　

京
都
大
学
・
附
置

研
究
所
・
セ
ン
タ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

京
都
か
ら
の
提
言

―
二
一

世
紀
の
日
本
を
考
え
る　

第
四
回
「
学
問
の
つ
な
が
り
の
ユ
ニ
ー
ク

さ
：
そ
れ
か
ら
作
る
明
る
い
未
来
」
報
告
書
京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア

研
究
所
内
京
都
大
学
「
京
都
か
ら
の
提
言
」
事
務
局 

十
二
月

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
：
学
問
の
つ
な
が
り
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
：
そ

れ
が
つ
く
る
明
る
い
未
来　

京
都
大
学
・
附
置
研
究
所
・
セ
ン
タ
ー

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

京
都
か
ら
の
提
言

―
二
一
世
紀
の
日
本
を
考
え

る　

第
四
回
「
学
問
の
つ
な
が
り
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
：
そ
れ
か
ら
作
る

明
る
い
未
来
」
報
告
書
京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
所
内
京
都
大
学

「
京
都
か
ら
の
提
言
」
事
務
局 

十
二
月

コ
メ
ン
ト
：
人
類
学
研
究
所
六
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
第
一
回

「
二
一
世
紀
ア
ジ
ア
社
会
の
人
類
学
：
回
顧
と
展
望
」　

南
山
大
学
人

類
学
研
究
所
通
信　

第
十
七
―
十
八
号 

十
二
月

戦
後
日
本
の
米
兵
と
日
本
人
売
春
婦

―
も
う
ひ
と
つ
の
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン　

G
lobalization, Localization, and Japanese 

Studies in the A
sia-Pacifi c R

egion 2 

国
際
日
本
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー 

三
月

田 

中 

祐
理
子

病
原
菌
と
千
里
眼　

微
生
物
学
史
の
ひ
と
こ
ま
か
ら　

人
文　

五
六
号

六
月

立　

木　

康　

介

ナ
タ
リ
ー
・
ジ
ョ
ー
デ
ル
の
報
告
へ
の
序
文　

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
研

究　

第
七
号 

十
月

翻
訳　

ナ
タ
リ
ー
・
ジ
ョ
ー
デ
ル
「
ラ
カ
ン
派
応
用
精
神
分
析
の
現
在

―
施
設
＝
制
度
に
お
け
る
精
神
病
臨
床
」　

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン

研
究　

第
七
号 

十
月

露
出
せ
よ
、
と
現
代
文
明
は
言
う　

第
一
回　
「
心
の
時
代
」
と
は
ど

う
い
う
時
代
か　

文
藝　

二
〇
一
〇
年
春
号 

一
月
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抑
圧
理
論　

井
上
俊
・
伊
藤
公
雄
編
『
社
会
学
ベ
ー
シ
ッ
ク
ス
八 

身

体
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
・
ス
ポ
ー
ツ
』 

世
界
思
想
社　

三
月

翻
訳　

ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
「
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
導
入
に
む
け

て
」　
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
一
三
』 

岩
波
書
店　

三
月

翻
訳　

ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
「
強
迫
神
経
症
の
素
因
」　
『
フ
ロ

イ
ト
全
集
一
三
』 

岩
波
書
店　

三
月

富　

永　

茂　

樹

星
に
願
い
を　

藝
文
京　

一
〇
九
号 

四
月

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
《
死
に
対
す
る
権
利
と
生
に
対
す
る
権
力
》

　

井
上
・
伊
藤
編
『
社
会
学
ベ
ー
シ
ッ
ク
ス
・
３

・
文
化
社
会
学
』

世
界
思
想
社　

七
月

〈
国
民
〉
の
困
難
―
啓
蒙
、
宗
教
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　

大
澤
・
姜
編
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
・
入
門
』 

有
斐
閣　

八
月

ブ
リ
ッ
ソ
ー
か
ら
ト
ク
ヴ
ィ
ル
へ
―
ア
メ
リ
カ
、
革
命
、
民
主
政

　

三
浦
・
松
本
・
宇
野
編
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
現
在
』  

東
京
大
学
出
版
会 
八
月

二
〇
〇
九
年
読
書
ア
ン
ケ
ー
ト　

み
す
ず　

五
七
九
号 
一
月

無
題
（
な
ん
と
も
豪
華
で
贅
沢
な
…
…
）　

演
劇
『
式
典
』
チ
ラ
シ　

京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー 

一
月

さ
ら
な
る
彼
方
へ　

明
倫
ア
ー
ト　

一
一
三
号 

二
月

ひ
と
、
ま
ち
、
文
化
―
京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー
へ
よ
う
こ
そ

地
方
議
会
人　

四
〇
巻
一
〇
号　

三
月

A
utour de deux types d

’égalité : quelques conditions d

’un 
débat m

ulticulturel, Paul D
U
M
O
U
CH
EL  

（s. l.d.

）, N
ational-

ism
e et m

ulticulturalism
e en A

sie, Paris, H
arm
attan

三
月

冨　

谷　
　
　

至

◉
漢
字
の
中
国
文
化
（
編
著
） 

昭
和
堂　

四
月

書
体
・
書
法
・
書
芸
術　

―　
行
政
文
書
が
生
み
出
し
た
書
芸
術

『
漢
字
の
中
国
文
化
』 

昭
和
堂　

四
月

從
終
極
的
肉
刑
到
生
命
刑　

―　
漢
至
唐
死
刑
考

中
西
法
律
伝
統　

七
巻　

六
月

書
記
官
へ
の
道　

―　
漢
代
下
級
役
人
の
文
字
習
得

 

高
田
時
雄
編
『
漢
字
文
化
三
千
年
』　

臨
川
書
店　

七
月

◉
国
際
討
論
会　

東
亜
的
儀
礼
與
刑
罰
（
二
〇
〇
九
年
度　

科
学
研
究
費

補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｓ
）
研
究
成
果
報
告
） 

二
月

◉
文
書
行
政
の
漢
帝
国 

名
古
屋
大
学
出
版
会　

三
月

笞
杖
の
変
遷
―
漢
の
督
笞
か
ら
唐
の
笞
杖
刑
―

東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月

永　

田　

知　

之

郭
沫
若
「
卜
算
子
詠
梅
」
扁
額
始
末　

漢
字
と
情
報　

一
八
号 

三
月

『
杜
家
立
成
雑
書
要
略
』
初
探
―
敦
煌
書
儀
等
と
の
比
較
を
通
し
て

敦
煌
写
本
研
究
年
報　

三
号　

三
月

目
か
ら
入
る
中
国
古
典
詩
―
「
練
字
」
の
系
譜

冨
谷
至
編
『
漢
字
の
中
国
文
化
』　

昭
和
堂　

四
月

◉
工
具
書
に
つ
い
て
―
漢
籍
の
整
理
―
（
編
著
）

京
大
人
文
研
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン
タ
ー 

九
月
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書
儀
と
詩
格
―
変
容
す
る
詩
文
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て

敦
煌
写
本
研
究
年
報　

四
号　

三
月

『
吟
窓
雑
録
』
小
考
―
詩
学
文
献
と
し
て
の
性
格
を
探
る
試
み

東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月

藤　

井　

律　

之

満
と
解
―
晋
南
朝
の
人
事
制
度
の
再
検
討
に
向
け
て
―

東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月

藤　

井　

正　

人

◉
ヴ
ェ
ー
ダ
文
献
伝
承
の
研
究

―
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
献
学
と
南
ア
ジ

ア
地
域
研
究
の
複
合
研
究

―　
（
科
研
費
成
果
報
告
書
、
編
・
共

著
）

五
月

共
同
と
共
有　

人
文　

五
六
号 

六
月

船　

山　
　
　

徹

漢
字
文
化
に
与
え
た
イ
ン
ド
系
文
字
の
影
響

―
隋
唐
以
前
を
中
心
に

冨
谷
至
編
『
漢
字
の
中
国
文
化
』 

昭
和
堂　
　
　

四
月 

◉
高
僧
伝
（
一
）（
共
著
） 

岩
波
書
店　
　

八
月 

◉
高
僧
伝
（
二
）（
共
著
） 

岩
波
書
店　

十
一
月

◉
高
僧
伝
（
三
）（
共
著
） 

岩
波
書
店　
　

三
月

梵
網
経
諸
本
の
二
系
統 

東
方
学
報　

京
都　

八
五　

三
月

古　

松　

崇　

志

従
考
古
、
石
刻
資
料
看
契
丹
（
遼
）
的
仏
教
（
姚
義
田
訳
）

　

遼
金
歴
史
与
考
古
一 

遼
寧
教
育
出
版
社　

四
月 

契
丹
、
宋
之
間
澶
淵
体
制
中
的
国
境
（
李
済
滄
訳
）

日
本
中
国
史
研
究
年
刊
二
〇
〇
七
年
度　

上
海
古
籍
出
版
社　

九
月

東
蒙
古
遼
代
契
丹
遺
跡
調
査
的
歴
史
―
一
九
四
五
年
〝
満
洲
国
〞
解
体

以
前
（
姚
義
田
訳
）　

遼
寧
省
博
物
館
館
刊
二
〇
〇
九

遼
海
出
版
社　

十
二
月 

契
丹
・
宋
間
に
お
け
る
外
交
文
書
と
し
て
の
牒東

方
学
報　

八
五　

三
月

水　

野　

直　

樹

植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
伊
藤
博
文
の
記
憶

―
京
城
の
博
文
寺
を
中

心
に

―　
伊
藤
之
雄
・
李
盛
煥
編
著
『
伊
藤
博
文
と
韓
国
統
治
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

五
月

植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
伊
藤
博
文
の
記
憶

―
京
城
の
博
文
寺
を
中

心
に

―
（
韓
国
語
版
）　

イ
・
ソ
ン
フ
ァ
ン
、
伊
藤
之
雄
編
著

『
韓
国
と
伊
藤
博
文
』 

ソ
ニ
ン　

七
月

書
評　

井
上
學
『
日
本
反
帝
同
盟
史
研
究
』　

大
原
社
会
問
題
研
究
所

紀
要　

第
六
〇
八
号 

六
月

比
叡
山
で
遭
難
し
か
け
た
話　

人
文　

第
五
六
号 

六
月

朝
野
温
知
（
李
壽
龍
）
さ
ん
の
歩
み
―
戦
前
の
著
述
を
中
心
に
―

　

身
同　

第
二
九
号　

真
宗
大
谷
派
解
放
運
動
推
進
本
部 

七
月

書
評　

井
上
學
『
日
本
反
帝
同
盟
史
研
究
』　

朝
鮮
史
研
究
会
会
報　

第
一
七
六
号 

八
月
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Research regarding the H
istory of Japanese Governm

ent 
Policies during Colponial Rule. M

atsuda T
oshihiko ed., 

K
orea U

nder Japanese R
ule: Past and Current R

esearch 
R
esults and Issues for Future R

esearch. International 
Research Center for Japanese Culture.  

一
二
月

「
韓
国
合
併
奉
告
祭
碑
」
の
前
で
考
え
る　

思
想　

第
一
〇
二
九
号十

二
月

◉
京
都
と
韓
国
の
交
流
の
歴
史　

第
三
集韓

国
民
団
京
都
府
本
部　

十
二
月

拙
著
『
創
氏
改
名
』
に
対
す
る
永
島
・
宮
田
両
氏
の
批
判
に
答
え
る　

朝
鮮
史
研
究
会
会
報　

第
一
七
八
号 

三
月

宮　
　
　

紀　

子

モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
の
鍵
を
探
し
て

日
本
学
士
院
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー　

明
六
社
だ
よ
り　

三
号　

四
月

Cultural Policy and Publishing A
ctivities during the M

on-
gol Period JSPS Q

uarterly N
o. 28 

七
月

新
発
現
的
両
種
『
事
林
広
記
』　

版
本
目
録
学
研
究　

一
輯 
十
月

陳
元
靚
『
博
聞
録
』
に
つ
い
て　

汲
古　

五
六 

十
二
月

◉『
ユ
ー
ラ
シ
ア
中
央
域
の
歴
史
構
図　

13
〜
15
世
紀
の
東
西
』（
共
著
）

総
合
地
球
環
境
学
研
究
所　

三
月

東
か
ら
西
へ
の
旅
人
：
移
剌
楚
才

―
『
西
遊
録
』
と
そ
の
周
辺　

『
ユ
ー
ラ
シ
ア
中
央
域
の
歴
史
構
図
』 

三
月

東
か
ら
西
へ
の
旅
人
：
常
徳

―
劉
郁
『
西
使
記
』
よ
り

　
『
ユ
ー
ラ
シ
ア
中
央
域
の
歴
史
構
図
』 

三
月

T
anksūq nām

ah

の
『
脈
訣
』
原
本
を
尋
ね
て

―
モ
ン
ゴ
ル
時
代

の
書
物
の
旅　
『
ユ
ー
ラ
シ
ア
中
央
域
の
歴
史
構
図
』 

三
月

宮　

宅　
　
　

潔

書
評　

高
村
武
幸
著
『
漢
代
の
地
方
官
吏
と
地
域
社
会
』

史
林　

九
二
巻
四
号　

七
月

正
統
か
異
端
か
―
三
国
鼎
立
の
自
己
主
張
―　
『
二
〇
〇
二
―
二
〇
〇

七
／
環
日
本
海
講
演
会　

記
録
集
』 

鳥
取
県
立
図
書
館　

三
月

秦
漢
時
代
の
恩
赦
と
労
役
刑
―
特
に
「
復
作
」
を
め
ぐ
っ
て
―

東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月

向　

井　

佑　

介

ガ
ン
ダ
ー
ラ
石
彫

―
パ
キ
ス
タ
ン
・
タ
レ
リ
寺
院
址
出
土

―

漢
字
と
情
報　

十
八
号　

三
月

翻
訳　

許
宏
「
書
評　

岡
村
秀
典
著
『
中
国
文
明　

農
業
と
礼
制
の
考

古
学
』」
史
林　

九
二
巻
三
号 

五
月

ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
ー
に
て　

人
文　

五
六
号 

六
月

北
魏
の
考
古
資
料
と
鮮
卑
の
漢
化東

洋
史
研
究　

六
八
巻
三
号　

十
二
月

北
魏
平
城
時
代
に
お
け
る
墓
制
の
変
容　

東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月

麥　

谷　

邦　

夫

呉
筠
事
跡
考 

東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月
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森　
　
　

時　

彦

二
十
世
紀
に
お
け
る
河
北
省
新
河
県
の
自
然
村
と
戸
口
動
態

　

森
時
彦
編
『
二
十
世
紀
中
国
の
社
会
シ
ス
テ
ム
』
京
都
大
学
人
文
科

学
研
究
所
附
属
現
代
中
国
研
究
セ
ン
タ
ー 

六
月

◉
二
十
世
紀
中
国
の
社
会
シ
ス
テ
ム
（
編
著
）　

京
都
大
学
人
文
科
学
研

究
所
附
属
現
代
中
国
研
究
セ
ン
タ
ー 

六
月

河
北
省
新
河
県
的
社
会
流
動
与
戸
口
変
化
動
向
『
近
代
中
国
的
社
会
流

動
・
社
会
控
制
与
文
化
伝
播
―
第
三
届
中
国
近
代
社
会
史
国
際
学
術

研
討
会
論
文
彙
編
』
中
国
社
会
科
学
院
近
代
史
研
究
所 

八
月

第
一
次
世
界
大
戦
与
中
国
棉
紡
織
業
的
黄
金
時
期　
『
危
機
与
転
機
―

対
現
実
問
題
的
歴
史
反
思
論
文
摘
要
集
』　

北
京
論
壇
組
織
委
員
会

十
一
月

◉
日
本
京
都
大
学
中
国
研
究
系
列
之
一
『
中
国
近
代
棉
紡
織
業
史
研
究
』

社
会
科
学
文
献
出
版
社　

一
月

紡
績
系
在
華
紡
進
出
の
歴
史
的
背
景 

東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月

守　

岡　

知　

彦

upLaT
eX
 

を
用
い
た
多
言
語
文
献
目
録
の
組
版

　

T
eX

ユ
ー
ザ
の
集
い
二
〇
〇
九
予
稿
集 

八
月

M
eCab 

を
用
い
た
古
典
中
国
語
形
態
素
解
析
器
の
改
良

　

情
処
研
報 2009

―CH

―84 

十
月

CH
ISE 

に
基
づ
く
グ
リ
フ
・
オ
ン
ト
ロ
ジ
ー
の
試
み

　

人
文
科
学
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
文
集
―
デ
ジ
タ
ル
・

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
の
可
能
性
―
情
報
処
理
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

シ
リ
ー
ズ V

ol. 2009, N
o. 16 

十
二
月

upLaT
eX
 

を
用
い
た
多
言
語
文
献
目
録
の
組
版

　

Jin-H
w
an CH

O
 et al. 

（eds.

）, T
he A

sian Journal of T
eX
 

3

（2

）. 

十
二
月

CH
ISE

文
字
オ
ン
ト
ロ
ジ
ー
のW

iki

化
の
試
み

東
洋
学
へ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用　

第
21
回
研
究
セ
ミ
ナ
ー　

三
月

古
典
中
國
語
テ
キ
ス
ト
の
知
識
處
理
に
つ
い
て

東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月

矢　

木　
　
　

毅

高
麗
時
代
の
私
兵
に
つ
い
て 

東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月

安　

岡　

孝　

一

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
進
」
と
「
進
」

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

四
月
九
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
歩
」
と
「
步
」

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

四
月
二
三
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
祷
」
と
「
禱
」

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

五
月
七
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
・
特
別
編
「
人
名
用
漢
字
以
外
を
子
供
の
名

づ
け
に
使
う
に
は
」

三
省
堂　

ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

五
月
一
三
日
・

一
五
日
・
一
八
日
・
二
〇
日
・
二
二
日
・
二
五
日
・

二
七
日
・
二
九
日
・
六
月
一
日
・
三
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
滝
」
と
「
瀧
」

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

六
月
四
日
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人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
勺
」
と
「
勺
」

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

六
月
一
八
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
莱
」
と
「
萊
」

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

七
月
二
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
桧
」
と
「
檜
」

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

七
月
一
六
日

姿
と
恣
と
盗　

―
新
常
用
漢
字
表
字
体
の
源
流
―

第
三
回
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
文
字　

七
月
一
八
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
当
」
と
「
當
」

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

七
月
三
〇
日

拓
本
文
字
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
そ
の
応
用
事
例

漢
字
情
報
と
漢
文
訓
読　

八
月
二
三
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
駆
」
と
「
驅
」
と
「
駈
」

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

八
月
二
七
日

英
語
に
お
け
る
文
字
頻
度
と
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
キ
ー
配
列

英
語
教
育　

V
ol. 58 N

o. 6　

九
月

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
挙
」
と
「
擧
」

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

九
月
一
〇
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
灯
」
と
「
燈
」

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

九
月
二
四
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
亜
」
と
「
亞
」

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
月
八
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
島
」
と
「

」

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
月
二
二
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
遥
」
と
「
遙
」

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
一
月
五
日

教
育
現
場
に
負
担
、
新
常
用
漢
字
表　

京
都
新
聞
朝
刊　

十
一
月
六
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
涙
」
と
「
淚
」

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
一
月
一
九
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
琉
」
と
「
瑠
」

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
二
月
三
日

新
常
用
漢
字
表
が
迫
るU

nicode

移
行
、「
シ
フ
トJIS

」
で
は
対
応

不
可
能 

日
経
コ
ン
ピ
ュ
ー
タN

o. 745　

十
二
月
九
日

◉
新
常
用
漢
字
表
の
文
字
論
（
共
著
） 

勉
誠
出
版　

十
二
月

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
叱
」
と
「
𠮟
」

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
二
月
一
七
日

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
端
末
の
元
祖
に
な
っ
た
電
信
機
「
テ
レ
タ
イ
プ
」

電
子
情
報
通
信
学
会
誌
93
巻
１

号　

一
月

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
沢
」
と
「
澤
」

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

一
月
一
四
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
玻
」
は
常
用
平
易
か

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

一
月
二
八
日
・

二
月
二
日
・
五
日
・
九
日
・
一
二
日
・
一
六
日

漢
字
１

文
字
が
最
大
８

バ
イ
ト
、U

nicode

の
「IV

S

」
と
は
？

日
経IT

pro　

一
月
二
九
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
見
」
と
「
綾
」

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

二
月
二
五
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
仏
」
と
「
佛
」

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

三
月
一
一
日

人
文
研
所
蔵16m

m

フ
ィ
ル
ム
と
そ
の
デ
ジ
タ
ル
化 

東
洋
学
へ
の
コ
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ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
第
21
回
研
究
セ
ミ
ナ
ー　

三
月
一
九
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
缶
」
と
「
罐
」

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

三
月
二
五
日

「
謙
」
字
考 

東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月

山　

崎　
　
　

岳

黄
魚
洄
游
在
人
間
―
從
漁
業
、
漁
民
的
視
角
重
新
審
視
舟
山
歴
史
―

　

郭
万
平
・
張
捷
編
『
舟
山
普
陀
與
海
域
文
化
交
流
』

浙
江
大
學
出
版
社　

 　

十
二
月

舶
主
王
直
功
罪
考
（
前
編
）
―
『
海
寇
議
』
と
そ
の
周
邊
―

東
方
学
報　

八
五
冊　

三
月

山　

室　

信　

一

関
係
者　

現
代
の
こ
と
ば 

京
都
新
聞
夕
刊　

四
月
一
七
日

写
真
が
つ
な
ぐ
過
去
と
現
在　
『
秘
蔵
写
真
が
語
る
戦
争
』

朝
日
新
聞
社　

四
月

六
二
年
目
の
憲
法
と
世
界

東
京
新
聞
・
中
日
新
聞
夕
刊　

四
月
三
〇
日

國
民
帝
國
日
本
的
異
法
域
統
合
與
差
別　

臺
灣
史
研
究　

第
一
六
巻
第

二
期 

六
月

国
民
投
票
法　

現
代
の
こ
と
ば 

京
都
新
聞
夕
刊　

六
月
一
八
日

戦
争
と
人
間
そ
し
て
非
戦 

新
宿
紀
伊
国
屋　

特
別
選
書
録　

七
月

記
憶
遺
産　

現
代
の
こ
と
ば 

京
都
新
聞
夕
刊　

八
月
一
三
日

◉
明
六
雑
誌
（
中
野
目
徹
と
共
編
・
校
注
・
解
説
）
下
巻　

岩
波
文
庫

岩
波
書
店　

八
月

繋
ぐ
も
の
と
距
て
る
も
の

―
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

環　

未
来　

五
一
六
号 

九
月

国
慶
節　

現
代
の
こ
と
ば 

京
都
新
聞
夕
刊　

十
月
二
一
日

ア
ジ
ア
主
義
と
日
中
関
係　

陶
徳
民
・
藤
田
高
夫
編
『
東
ア
ジ
ア
の
過

去
、
現
在
と
未
来
』 

関
西
大
学
出
版
会　

十
月

使
用
上
の
注
意

―
『
明
六
雑
誌
』
復
刻
を
終
え
て　

図
書　

七
二
九

号 

十
一
月

脱
米
入
亜
？　

現
代
の
こ
と
ば 

京
都
新
聞
夕
刊　

十
二
月
一
五
日

◉
キ
メ
ラ
―
満
洲
国
の
肖
像
（
ハ
ン
グ
ル
版
） 

十
二
月

転
形
期
東
ア
ジ
ア

―
日
本
は
何
を
な
す
べ
き
か

熊
本
日
日
新
聞　

一
月
一
日

「
核
な
き
世
界
」
へ
問
わ
れ
る
一
年

神
奈
川
新
聞
な
ど
一
九
紙　

一
月

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
人
流
と
思
想
連
鎖　

遼　

三
四
号 

一
月

〝
多
而
合
一
〞
的
秩
序
原
理
与
亜
洲
価
値
論　

呉
志
攀
・
李
玉
編
『
東

亜
的
価
値
』 

北
京
大
学
出
版
社　

一
月

安
重
根　

現
代
の
こ
と
ば 

京
都
新
聞
夕
刊　

二
月
一
七
日

繋
ぐ
も
の
と
距
て
る
も
の　

田
中
浩
編
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
』 

未
来
社　

三
月

近
代
日
本
の
国
家
形
成
と
学
知
の
意
義　

國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進

機
構
紀
要　

二
号 

三
月

横　

山　

俊　

夫

忘
れ
も
の
に
気
づ
い
て
戻
っ
た
旅　

ひ
と
と
き　

九
巻
四
号

株
式
会
社
ウ
ェ
ッ
ジ　

四
月
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◉
文
と
武

―
第
二
六
回
‘08
比
叡
会
議
報
告
書
（
趣
意
書
執
筆
、
共
編
）

日
本
ア
イ
・
ビ
ー
・
エ
ム
株
式
会
社　

四
月

お
こ
と
わ
り
と
訂
正　

京
都
ア
ス
ニ
ー
「
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
エ
イ
ジ
・
ア

カ
デ
ミ
ー
一
三
〇
〇
回
記
念
特
別
企
画
講
演
録
画
と
映
画
上
映
」
第

一
部 
横
山
俊
夫
「
老
い
て
楽
し
み
を
増
す
―
貝
原
益
軒
『
楽
訓
』

か
ら
―
」（
平
成
一
九
年
一
〇
月
一
二
日
講
演
）
上
映
時
配
布

京
都
市
生
涯
学
習
振
興
財
団　

十
月
一
八
日

◉
三
才
学
林
∧
営
林
∨
策
を
求
め
て
（
編
著
）

京
都
大
学
大
学
院
地
球
環
境
学
堂　

三
才
学
林　

十
月

Editorial 

（by Richard SM
IT
H

）, E
thics and E

ducation, 
V
o. 4, N

o. 2, O
ctober 2009. 

（M
ajor parts are quotations 

from
 T
oshio Y

O
K
O
Y
A
M
A

’s address, at K
yoto U

niver-
sity Clock T

ow
er on 9 A

ugust 2008.
） 

一
〇
月

京
都
の
学
風　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
創
立
80
周
年
（
所
報　

人

文　

特
別
号
） 

十
一
月

◉Sansai, A
n E
nvironm

ental Journal for the G
lobal Com

m
u-

nity, T
racey GA

N
N
O
N
 and T

oshio Y
O
K
O
Y
A
M
A
 

（eds.

）, 
N
o. 4 

十
二
月

Shim
adai-juku 

（by K
enji Y

A
M
A
M
O
T
O
, in collaboration 

w
ith T

racey GA
N
N
O
N
 and T

oshio Y
O
K
O
Y
A
M
A

） San-
sai N

o. 4.  

十
二
月

◉R
eport of the 9th Project E

valuation Com
m
ittee

（
共
同
作
成
、

第
九
回
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
評
価
委
員
会
報
告
書
）

　

Research Institute for H
um
anity and N

ature

（
総
合
地
球

環
境
学
研
究
所
） 

一
月

◉
嶋
臺
塾
記
録　

第
五
冊
（
企
画
・
編
集
・
後
記
）

京
都
大
学
大
学
院
地
球
環
境
学
堂　

三
才
学
林　

二
月

E
ven a sandine

’s head becom
es holy : the role of house-

hold encyclopedias in sustaining civilisation in pre-  
industrial Japan, Sansai, N

o. 1 

（2006

）, w
ith the author

’s 
am
endm

ents and a note. K
U
REN

A
I

／K
yoto U

niversity 
Research Inform

ation Repository

（
電
子
版
、
訂
正
補
遺
添

付
） 

三
月



人　
　
　

文　
　
　

第
五
七
号　

二
〇
一
〇
年
六
月
三
十
日

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
発
行　
　
　

共
同
印
刷
工
業　
　
　

非
売
品




