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記
憶
媒
体

森　
　
　

時　

彦

　

た
し
か
二
〇
〇
〇
年
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
が
、
Ｉ
Ｔ
の
す

さ
ま
じ
い
進
歩
の
一
例
と
し
て
、
数
年
後
に
は
角
砂
糖
く
ら
い
の
大
き
さ

の
記
憶
媒
体
が
一
〇
〇
テ
ラ
バ
イ
ト
の
容
量
を
も
つ
に
至
り
、
大
英
図
書

館
の
蔵
書
全
て
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
よ
う
な

話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
だ
メ
ガ
バ
イ
ト
、
せ
い
ぜ
い
で
ギ
ガ
バ

イ
ト
の
単
位
に
し
か
馴
染
ん
で
い
な
か
っ
た
当
時
と
し
て
は
、
ム
ー
ア
の

法
則
を
は
る
か
に
凌
ぐ
進
歩
の
ス
ピ
ー
ド
に
驚
い
た
も
の
で
あ
る
。
コ
ー

ド
入
力
に
せ
よ
、
画
像
入
力
に
せ
よ
、
図
書
資
料
と
い
う
静
止
画
を
扱
っ

て
い
る
わ
た
く
し
た
ち
に
と
っ
て
、
テ
ラ
バ
イ
ト
と
い
う
記
憶
容
量
は
想

像
を
絶
す
る
ス
ペ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
ご
存
じ
の
と
お
り
Ｉ
Ｔ
の
世
界
で
は
、
動
画
を
処
理
す
る
技
術

の
進
歩
に
と
も
な
い
、
忽
ち
の
う
ち
に
テ
ラ
バ
イ
ト
が
現
実
の
も
の
と
な

り
、
現
在
で
は
普
段
使
い
の
Ｐ
Ｃ
で
も
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
は
テ
ラ
バ
イ
ト

の
領
域
に
入
っ
て
い
る
。
Ｕ
Ｓ
Ｂ
経
由
の
外
付
け
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
で
も
、

文
庫
本
の
三
分
の
二
く
ら
い
の
大
き
さ
で
、
一
テ
ラ
バ
イ
ト
あ
る
い
は
二

テ
ラ
バ
イ
ト
の
容
量
を
も
つ
も
の
が
現
れ
て
い
る
（
こ
の
文
章
が
掲
載
さ
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れ
る
頃
に
は
、
さ
ら
に
大
き
な
容
量
が
実
現
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
）。

　

昨
年
、
三
〜
四
月
の
二
ヶ
月
間
、
牛
大
勇
、
王
奇
生
両
先
生
の
お
招
き

に
よ
り
北
京
大
学
歴
史
学
系
の
大
学
院
で
、
中
国
紡
績
業
史
の
演
習
を
担

当
す
る
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
た
。
牛
先
生
の
要
求
は
、
人
文
研
の
共
同
研
究

班
で
の
方
式
を
北
京
大
学
に
出
前
す
る
よ
う
な
授
業
を
し
て
ほ
し
い
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
準
備
期
間
が
余
り
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
苦
肉
の

策
と
し
て
、
初
週
の
講
義
の
時
に
、
拙
著
『
中
国
近
代
棉
紡
織
業
史
研

究
』（
袁
広
泉
訳
、
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
の
一
章
ず

つ
を
、
中
核
と
な
る
受
講
生
に
割
り
当
て
、
次
週
以
降
順
次
そ
れ
ぞ
れ
学

術
誌
に
掲
載
で
き
る
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
書
評
を
準
備
し
て
く
る
よ
う
指
示

し
た
。
授
業
の
前
半
は
、
担
当
の
受
講
生
が
準
備
し
て
き
た
書
評
を
報
告

し
、
後
半
は
当
方
が
そ
れ
に
応
答
し
な
が
ら
補
充
説
明
を
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
章
の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
と
い
う
方
式
で
授
業
を
進
め
る
こ
と
に

し
た
の
で
あ
る
。

　

各
受
講
生
の
報
告
は
、
も
ち
ろ
ん
玉
石
混
交
で
は
あ
る
が
、
概
し
て
言

え
ば
期
待
通
り
、
若
手
研
究
者
ら
し
く
率
直
で
、
的
を
射
た
内
容
で
あ
っ

た
。
特
に
印
象
的
で
あ
っ
た
質
疑
の
一
つ
は
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇

年
代
に
か
け
て
の
上
海
に
お
け
る
綿
糸
相
場
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
、
担
当

の
受
講
生
は
わ
た
く
し
が
二
十
年
来
閲
覧
し
た
い
と
思
い
な
が
ら
果
た
せ

な
か
っ
た
資
料
を
見
付
け
出
し
て
き
て
、
時
系
列
デ
ー
タ
と
し
て
は
こ
ち

ら
の
方
が
よ
り
リ
ラ
イ
ア
ブ
ル
で
な
い
か
と
、
的
確
に
指
摘
し
て
く
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
の
中
国
で
は
、
一
九
四
九
年
以
前
の
図
書
は
禁
書

扱
い
で
、
学
生
が
閲
覧
す
る
こ
と
な
ど
、
ま
ず
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
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た
。
そ
れ
が
い
ま
で
は
授
業
の
準
備
の
た
め
に
、
い
と
も
簡
単
に
利
用
す

る
学
生
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。

　

拙
著
執
筆
の
た
め
に
、
そ
れ
こ
そ
日
本
、
中
国
、
欧
米
の
さ
ま
ざ
ま
な

図
書
館
を
探
し
回
っ
て
集
め
た
資
料
を
、
北
京
大
学
の
学
生
た
ち
が
苦
も

な
く
点
検
し
た
う
え
に
、
拙
著
に
利
用
で
き
な
か
っ
た
よ
り
重
要
な
資
料

ま
で
紹
介
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
浙
江
大
学
が

中
心
と
な
っ
て
進
め
て
い
る
高
等
学
校
中
英
文
図
書
数
字
化
国
際
合
作
計

画
（China-A

m
erica D

igital A
cadem

ic Library, CA
D
A
L

）
の

一
環
と
し
て
、
民
国
時
期
の
図
書
、
新
聞
、
雑
誌
、
二
三
万
六
千
冊
余
り

が
電
子
化
さ
れ
、
北
京
大
学
の
よ
う
な
重
点
大
学
で
は
学
生
ま
で
含
め
、

自
由
に
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
か

ら
第
二
期
に
入
っ
た
こ
の
計
画
は
、
名
称
を
大
学
数
字
図
書
館
国
際
合
作

計
画 

（C
hina A

cadem
ic D

igital A
ssociative Library, 

CA
D
A
L

）
と
改
め
て
、
第
一
期
で
達
成
し
た
一
〇
二
万
三
千
冊
に
、
三

年
で
さ
ら
に
一
五
〇
万
冊
を
加
え
る
電
子
化
を
目
指
し
て
お
り
、
民
国
時

期
の
図
書
も
さ
ら
に
一
〇
万
冊
増
加
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

北
京
大
学
の
学
生
た
ち
は
、
文
庫
本
く
ら
い
の
大
き
さ
の
外
付
け
ハ
ー

ド
デ
ィ
ス
ク
を
持
ち
歩
い
て
、
必
要
と
す
る
民
国
時
期
の
図
書
資
料
を
手

当
た
り
次
第
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
蓄
積
し
、
さ
ら
に
友
人
た
ち
と
そ
れ

ぞ
れ
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
フ
ァ
イ
ル
を
、
か
つ
て
子
供
た
ち
が
面
子
を

交
換
し
た
よ
う
な
感
覚
で
コ
ピ
ー
し
あ
っ
て
、
収
蔵
点
数
を
倍
々
ゲ
ー
ム

で
増
や
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
光
景
は
、
五
月
に
茅
海
建
先
生
の
お
招

き
で
講
学
に
い
っ
た
上
海
の
華
東
師
範
大
学
、
一
二
月
に
桑
兵
先
生
の
お



―　 ―4

招
き
で
講
学
に
い
っ
た
広
州
の
中
山
大
学
で
も
遍
く
目
に
す
る
こ
と
が
で

き
た
。

　
CA

D
A
L

に
加
え
、
中
国
知
識
基
礎
設
施
工
程
（China N

ational 
K
now

ledge Infrastructure, CN
K
I

）
が
提
供
す
る
一
九
九
四
年
以

降
現
在
ま
で
の
学
術
論
文
、
学
位
論
文
、
年
鑑
類
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
愛

如
生
大
型
数
据
庫
・
近
代
報
刊
庫
が
提
供
す
る
『
申
報
』
を
は
じ
め
と
す

る
清
末
民
国
期
の
新
聞
雑
誌
の
コ
ー
ド
デ
ー
タ
、
上
海
図
書
館
の
晩
清
期

刊
全
文
数
据
庫
・
民
国
期
刊
全
文
数
据
庫
な
ど
、
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
に
収

蔵
で
き
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
急
速
に
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
さ
す
が
に
い
ま

の
と
こ
ろ
小
型
化
は
角
砂
糖
大
ま
で
は
進
ん
で
い
な
い
が
、
文
庫
本
く
ら

い
の
大
き
さ
の
記
憶
媒
体
に
、
中
国
近
代
史
研
究
に
必
要
な
図
書
、
新
聞
、

雑
誌
、
ア
ー
カ
イ
ブ
、
さ
ら
に
研
究
書
、
論
文
な
ど
を
網
羅
し
て
持
ち
歩

け
る
時
代
を
迎
え
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
四
〇
年
余
り
お
世
話

に
な
っ
て
き
た
人
文
科
学
研
究
所
の
蔵
書
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ

た
く
し
に
と
っ
て
は
、
ク
ラ
ウ
ド
の
充
実
と
も
ど
も
ま
こ
と
に
グ
ッ
ド
タ

イ
ミ
ン
グ
の
あ
り
が
た
い
Ｉ
Ｔ
の
進
歩
で
あ
る
。
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一
仕
事
終
え
て

王　

寺　

賢　

太

　

こ
の
春
、
長
年
続
け
て
き
た
仕
事
を
よ
う
や
く
終
え
た
。
パ
リ
の
大
学

に
提
出
し
た
博
士
論
文
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
仕
事
を
始
め
た
の
は
、
フ

ラ
ン
ス
政
府
給
費
留
学
生
と
し
て
パ
リ
に
渡
っ
た
一
九
九
六
年
の
秋
だ
か

ら
、
十
五
年
以
上
も
か
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
分
、
図
体
だ
け
は
大

き
な
論
文
に
な
っ
た
。
本
文
八
百
頁
、
付
録
も
入
れ
る
と
千
二
百
頁
を
超

え
る
。
総
題
はM

alaise dans l
’Europe m

oderne : A
ux origines 

de l

’Histoire des deux Indes de Guillaum
e-T

hom
as Raynal

（「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
不
安　

ギ
ヨ
ー
ム
＝
ト
マ
・
レ
ナ
ル
『
両
イ
ン
ド

史
』
の
諸
起
源
」）
と
し
た
。
現
行
の
邦
訳
で
は
『
文
化
の
な
か
の
居
心

地
悪
さ
』
と
な
っ
て
い
る
、
フ
ロ
イ
ト
の
著
作
の
タ
イ
ト
ル
の
も
じ
り
で

あ
る
。

　

十
八
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
で
刊
行
さ
れ
た
レ
ナ
ル
の
『
両
イ
ン
ド
史
』

は
、
大
航
海
時
代
か
ら
ア
メ
リ
カ
合
州
国
独
立
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
拡

大
の
過
程
を
扱
う
歴
史
書
で
あ
っ
た
。
も
っ
ぱ
ら
晩
年
の
デ
ィ
ド
ロ
が
匿

名
で
多
数
の
寄
稿
を
し
、
激
し
い
奴
隷
制
批
判
や
ア
メ
リ
カ
合
州
国
独
立

へ
の
熱
烈
な
支
持
を
表
明
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
従
来
ヨ
ー
ロ
ッ
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パ
と
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
交
流
史
や
、
デ
ィ
ド
ロ
の
政
治
思
想
研
究
の

観
点
か
ら
注
目
を
集
め
て
き
た
こ
の
書
物
を
、
世
紀
中
盤
以
来
レ
ナ
ル
が

手
が
け
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
関
係
史
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ

と
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
旧
体
制
に
対
抗
す
る
戦
争
機
械
と
目
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
理
由
を
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治

―
キ
リ
ス

ト
教
圏
の
統
一
が
崩
壊
し
た
後
、
軍
事
力
を
独
占
す
る
主
権
国
家
の
分
立

の
も
と
で
、
経
済
的
生
産
と
交
換
の
論
理
に
徐
々
に
浸
食
さ
れ
て
行
く
政

治
―
に
対
す
る
レ
ナ
ル
の
懐
疑
に
ま
で
遡
っ
て
考
え
る
こ
と
、
こ
れ
が
論

文
の
主
眼
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
私
は
奴
隷
制
や
合
州
国
独
立
は
お
ろ
か
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
ア
ジ
ア
・
ア
メ
リ
カ
の
文
明
や
未
開
と
の
遭
遇
と
い
っ

た
主
題
に
も
背
を
向
け
、
同
時
代
の
通
商
論
・
植
民
地
論
か
ら
財
政
論
・

軍
事
論
へ
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
起
源
や
ル
ソ
ー
『
学
問
芸
術
論
』

を
め
ぐ
る
論
争
へ
と
手
を
広
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

当
初
、『
両
イ
ン
ド
史
』
の
統
一
性
を
示
す
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
た

の
を
思
う
と
、
や
り
残
し
た
こ
と
は
多
い
。
し
か
し
正
直
な
と
こ
ろ
、
今

は
こ
の
仕
事
を
よ
く
か
た
ち
に
で
き
た
も
の
だ
、
と
ほ
っ
と
し
て
い
る
。

一
七
七
〇
年
代
を
通
じ
て
三
度
の
改
稿
を
重
ね
、
デ
ィ
ド
ロ
を
筆
頭
に
複

数
の
執
筆
者
の
協
力
を
得
て
な
っ
た
書
物
、
古
今
の
文
献
を
渉
猟
し
、
そ

れ
ら
を
突
き
合
わ
せ
、
組
み
合
わ
せ
つ
つ
リ
ラ
イ
ト
し
て
な
っ
た
書
物

―
そ
ん
な
書
物
を
、
ど
ん
な
ふ
う
に
ひ
と
つ
の
対
象
と
し
て
論
じ
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
。
既
に
同
時
代
か
ら
、
論
敵
た
ち
に
数
々
の
矛
盾
を
あ

げ
つ
ら
わ
れ
て
き
た
こ
の
書
物
に
、
な
ん
ら
か
の
一
貫
性
を
認
め
る
こ
と

な
ど
で
き
る
の
か
。
そ
ん
な
疑
問
に
苛
ま
れ
な
が
ら
、
私
は
レ
ナ
ル
や
同
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時
代
の
数
多
く
の
書
物
に
導
か
れ
、
か
え
っ
て
対
象
の
大
き
さ
に
圧
倒
さ

れ
て
い
っ
そ
う
行
き
詰
ま
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
レ
ナ
ル
に
と
っ
て
は
、

一
連
の
矛
盾
が
あ
る
種
の
統
一
と
裏
表
な
も
の
で
、
彼
の
政
治
学
の
核
に

は
、
矛
盾
の
な
か
で
統
一
を
維
持
す
る
こ
と
の
困
難
が
あ
る
と
考
え
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
も
う
随
分
に
な
る
。

　

そ
ん
な
仕
事
に
ど
う
に
か
ピ
リ
オ
ド
を
打
つ
こ
と
が
で
き
た
の
は
ひ
と

え
に
、
辛
抱
強
く
私
に
つ
き
あ
っ
て
く
れ
た
か
つ
て
の
指
導
教
授
ら
の
学

恩
や
、
七
年
前
に
人
文
研
に
職
を
得
て
か
ら
、
恵
ま
れ
た
研
究
環
境
の
な

か
で
出
会
っ
て
き
た
同
僚
た
ち
の
助
言
や
励
ま
し
の
お
か
げ
だ
っ
た
。
け

れ
ど
も
い
ま
振
り
返
る
と
、
こ
の
長
い
仕
事
の
節
目
節
目
で
、
自
分
が
ず

っ
と
一
人
だ
っ
た
こ
と
を
し
き
り
に
思
い
出
す
。
考
え
て
み
れ
ば
、『
両

イ
ン
ド
史
』
を
読
み
始
め
た
の
も
、
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
公
園
の
噴
水
も

凍
り
つ
く
厳
冬
の
パ
リ
の
、
誰
も
い
な
い
薄
暗
い
図
書
館
で
の
こ
と
だ
っ

た
。
私
の
「
地
獄
行
き
」
は
あ
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
だ
。
自
分
も
も
う
、

さ
ま
ざ
ま
な
屈
託
や
野
心
を
抱
え
た
あ
の
若
い
男
の
子
で
は
な
い
。
あ
ん

な
孤
独
な
経
験
は
、
で
き
れ
ば
も
う
二
度
と
し
た
く
は
な
い
と
さ
え
思
う
。

と
は
い
え
、
こ
れ
か
ら
も
こ
の
仕
事
を
手
に
と
る
た
び
に
、
折
り
に
触
れ

て
、
あ
の
冬
の
寒
さ
の
印
象
を
思
い
起
こ
す
こ
と
に
な
る
よ
う
な
気
が
し

て
い
る
。
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講
　
　
演

 
夏
期
公
開
講
座

道
と
は
何
か

―
『
老
子
』
河
上
公
注
を
読
む

古　

勝　

隆　

一

道
は
知
り
が
た
く
、
把
握
し
が
た
い
。『
老
子
』
第
二
十
五
章

に
「
物
有
り
混
成
し
、
天
地
に
先
立
ち
て
生
ず
。
寂
た
り
寥
た

り
、
独
立
し
て
改
ま
ら
ず
、
周
行
し
て
殆
う
か
ら
ず
。
以
て
天

下
の
母
と
為
す
べ
し
。
吾
そ
の
名
を
知
ら
ず
、
之
に
あ
ざ
な
し

て
道
と
い
い
、
強
い
て
こ
れ
が
名
を
為
し
て
大
と
い
う
」、
と
。

天
地
に
先
立
つ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
名
づ
け
る
こ
と
さ
え
難

し
い
も
の
、
し
い
て
ア
ザ
ナ
を
つ
け
る
な
ら
、「
道
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
、
と
。
単
な
る
道
路
ど
こ
ろ
の
話
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
「
道
」
に
つ
い
て
の
思
索
は
、
先
秦
時
代
か
ら

漢
代
に
か
け
て
、
道
家
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
深
め
ら

れ
た
。
た
と
え
ば
『
淮
南
子
』
原
道
訓
に
「
ま
こ
と
に
道
は
、

天
の
天
、
地
の
地
な
る
も
の
。
四
面
八
方
に
せ
り
出
し
、
果
て

も
な
く
高
く
、
底
知
れ
ず
深
く
、
天
地
を
抱
き
無
形
に
い
の
ち

注
ぐ
も
の
。
あ
あ
、
泉
と
湧
き
源
と
溢
れ
れ
ば
、
空
洞
も
や
が

て
満
ち
わ
た
り
。
蕩
々
と
ほ
と
ば
し
れ
ば
、
混
濁
も
や
が
て
澄

み
わ
た
る
」
と
い
う
の
は
、
道
の
美
し
い
表
現
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
道
家
の
「
道
」
を
も
っ
と
も
正
し
く
語
り
、

そ
の
核
心
に
あ
る
著
作
だ
と
認
め
ら
れ
て
き
た
書
物
こ
そ
が

『
老
子
』
で
あ
っ
た
。

　

同
じ
く
先
秦
時
代
か
ら
漢
代
に
か
け
て
の
頃
、
大
き
な
力
を

持
っ
て
い
た
も
う
一
つ
の
思
想
集
団
と
し
て
、
儒
家
が
あ
り
、

儒
家
も
道
に
言
及
し
て
い
る
。『
論
語
』
里
仁
篇
に
、「
子
曰
く
、

朝
に
道
を
聞
か
ば
、
夕
に
死
す
と
も
可
な
り
」
と
い
う
の
も
知

ら
れ
る
が
、
し
か
し
道
の
探
究
と
い
う
点
に
お
い
て
、
儒
家
は

と
う
て
い
道
家
に
及
ば
な
い
。

　
『
史
記
』
を
書
い
た
司
馬
遷
の
父
、
司
馬
談
は
、
道
家
思
想

へ
の
深
い
思
い
を
抱
い
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
『
史
記
』
の
太

史
公
自
序
に
も
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、『
史
記
』

の
中
に
も
老
子
と
い
う
人
物
の
伝
記
が
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
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し
、
そ
の
伝
記
が
き
わ
め
て
混
乱
し
て
お
り
、
実
態
を
ほ
と
ん

ど
想
像
で
き
な
い
。
司
馬
遷
の
時
代
に
お
い
て
す
ら
、
老
子
の

人
物
像
は
不
明
瞭
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
後
世
、
そ
れ
が
ま
す
ま

す
混
乱
し
た
の
も
、
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

老
子
な
る
人
物
の
伝
記
が
謎
め
い
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

『
老
子
』
と
い
う
書
物
の
内
容
や
、
そ
の
中
心
に
位
置
す
る
道

の
思
想
も
つ
か
み
が
た
い
。
そ
こ
で
説
明
や
注
釈
が
求
め
ら
れ

た
。
後
世
、
前
漢
の
河
上
公
な
る
人
物
が
書
い
た
と
い
う
注
と
、

魏
の
王
弼
が
書
い
た
注
と
が
、『
老
子
』
解
釈
の
二
本
の
大
き

な
柱
と
な
っ
た
が
、
前
者
の
河
上
公
注
は
、
た
い
へ
ん
に
興
味

深
い
『
老
子
』
観
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
河
上
公
と
は
如
何
な
る
人
物
で
あ
る
の
か
。
河
上

公
注
『
老
子
』
に
つ
け
ら
れ
た
、
葛
玄
の
序
と
い
う
文
章
に
よ

る
と
、
河
上
公
は
姓
名
未
詳
、
前
漢
の
文
帝
の
時
に
黄
河
の
岸

辺
に
隠
居
し
て
、『
老
子
』
を
読
み
解
い
て
い
た
。
文
帝
は
、

河
上
公
が
『
老
子
』
に
通
じ
て
い
る
と
聞
い
て
召
し
寄
せ
よ
う

と
し
た
が
、「
そ
ん
な
こ
と
で
は
道
や
徳
は
教
え
ら
れ
な
い
」

と
河
上
公
が
上
京
を
拒
む
の
で
、
し
か
た
な
く
文
帝
み
ず
か
ら

が
出
向
い
て
そ
の
非
礼
を
責
め
た
と
こ
ろ
、
河
上
公
は
手
を
打

っ
て
ふ
わ
り
と
虚
空
に
浮
か
び
上
が
り
、
自
分
は
帝
王
の
指
図

を
受
け
ぬ
と
宣
言
す
る
。
そ
こ
で
文
帝
は
河
上
公
が
神
人
で
あ

る
と
悟
り
、
礼
を
尽
く
し
て
教
え
を
乞
う
た
と
こ
ろ
、
河
上
公

は
『
老
子
道
徳
経
章
句
』
二
巻
を
文
帝
に
授
け
、「
こ
れ
を
よ

く
研
究
す
れ
ば
、『
老
子
』
は
分
か
る
だ
ろ
う
。
余
が
こ
の
経

に
注
を
つ
け
て
以
来
、
千
七
百
年
に
な
る
が
、
伝
授
し
た
の
は
、

あ
な
た
を
含
め
て
四
人
だ
け
だ
。
人
に
は
見
せ
る
な
」
と
言
っ

た
。
伝
授
を
終
え
る
と
、
河
上
公
は
ど
こ
か
に
消
え
た
。
そ
の

よ
う
に
説
く
。
河
上
公
も
ま
た
、
謎
に
満
ち
た
人
物
で
あ
る
。

　

上
記
の
逸
話
は
、
も
ち
ろ
ん
作
り
話
に
違
い
な
い
。
河
上
公

注
が
で
き
た
の
は
、
後
漢
の
頃
だ
と
い
う
学
者
も
あ
れ
ば
、
南

北
朝
の
頃
だ
と
い
う
学
者
も
あ
る
。
そ
の
成
書
年
代
は
と
も
か

く
、
内
容
に
は
著
し
い
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
道
の
思
想
を
、

国
を
治
め
る
政
治
思
想
と
し
て
と
ら
え
る
と
同
時
に
、
自
分
の

身
体
を
治
め
る
た
め
の
思
想
と
も
み
な
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

『
老
子
』
冒
頭
の
第
一
章
に
「
こ
れ
が
道
だ
と
い
え
る
よ
う
な

道
、
そ
れ
は
常
な
る
道
で
は
な
い
」
と
あ
る
が
、
河
上
公
に
よ

る
と
、「
こ
れ
が
道
だ
と
い
え
る
よ
う
な
道
」
と
は
政
治
の
道

の
こ
と
で
、
他
方
、「
常
な
る
道
」
と
は
自
然
長
生
の
道
で
あ

る
と
い
う
。
こ
の
「
常
な
る
道
」
に
従
う
な
ら
ば
、
自
分
の
身

体
中
に
い
る
神
を
養
う
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
同
時
に
、
民

を
治
め
る
こ
と
も
で
き
る
の
だ
、
そ
の
よ
う
に
河
上
公
は
主
張

す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
非
常
に
お
も
し
ろ
い
考
え
方
だ
。『
老
子
』
に
は
、

道
に
最
も
近
い
人
間
た
る
「
聖
人
」
の
話
題
が
頻
出
す
る
。

「
聖
人
」
と
は
、『
老
子
』
が
書
か
れ
た
頃
の
時
代
状
況
を
背
景

に
生
み
出
さ
れ
た
理
想
的
人
間
像
で
あ
る
が
、
後
世
、
聖
人
ど
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こ
ろ
か
、
政
治
に
携
わ
る
こ
と
す
ら
な
い
一
般
人
が
『
老
子
』

を
読
む
よ
う
に
な
る
と
、「
聖
人
」
の
話
題
は
ど
こ
か
現
実
離

れ
し
た
も
の
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
河
上
公

は
、「
聖
人
」
が
国
を
治
め
る
の
と
、
身
体
を
治
め
る
の
は
、

別
物
で
は
な
く
同
じ
で
あ
る
、
と
、
そ
の
よ
う
に
説
い
た
。
こ

う
し
て
『
老
子
』
は
、
広
い
読
者
層
に
と
っ
て
魅
力
的
な
書
物

と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
『
老
子
』
読
解
は
、
曲
解
と
し
て
片
付
け
る
わ

け
に
い
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
中
国
思
想
の

伝
統
に
は
、
自
分
に
と
っ
て
身
近
な
も
の
、
特
に
身
体
、
そ
れ

の
類
似
と
し
て
、
政
治
や
、
宇
宙
の
構
造
、
そ
し
て
万
物
の
成

り
立
ち
を
と
ら
え
る
、
そ
の
よ
う
な
発
想
が
濃
厚
に
あ
る
か
ら

だ
。
河
上
公
の
『
老
子
』
解
釈
を
そ
う
い
う
伝
統
の
中
に
置
い

て
み
る
と
、
あ
ま
り
違
和
感
な
く
自
然
に
読
め
る
。
も
ち
ろ
ん
、

『
老
子
』
の
作
者
が
そ
う
い
う
つ
も
り
で
書
い
た
か
ど
う
か
は
、

ま
っ
た
く
の
別
問
題
で
あ
る
が
、
た
だ
、
河
上
公
注
の
よ
う
な

『
老
子
』
解
釈
が
後
に
生
ま
れ
、
そ
れ
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
は
、
吟
味
す
る
に
足
る
、
中
国
思
想
史
上
の
事

実
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

色
道
手
引
き
を
読
む

 

―
『
難
波
鉦
』

―
横　

山　

俊　

夫

　
「
つ
よ
い
男
と
知
っ
て
続
け
て
会
う
の
は
わ
か
る
。
し
か
し
、

よ
わ
い
男
と
見
な
が
ら
重
ね
て
会
う
こ
と
も
し
て
い
る
。
ど
う

い
う
わ
け
か
。」

― 

な
じ
み
客
の
問
い
か
け
に
、
遊
女
初
嶋

が
手
く
だ
の
ほ
ど
を
明
か
す
。『
難な

に

波わ

鉦ど
ら

』
は
十
七
世
紀
後
半

の
大
坂
新
町
の
廓
が
舞
台
。
そ
の
奥
座
敷
で
の
語
り
と
い
う
設

定
の
百
話
か
ら
成
る
。
お
も
に
、
一
人
の
銅
鑼
息
子
の
質
問
に

一
人
の
遊
女
が
答
え
る
趣
向
。
た
だ
、
遊
女
た
ち
は
用
心
深
い
。

そ
こ
ま
で
打
ち
明
け
る
の
か
と
思
い
き
や
、「
…
…
と
聞
き
ま

し
た
」
と
つ
け
足
す
。
受
け
売
り
を
よ
そ
お
う
の
も
閉
鎖
社
会

に
生
き
る
智
恵
で
あ
ろ
う
。

　

初
嶋
が
登
場
す
る
一
話
は
「
諸も

ろ

手た

縄づ
な

」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
初
嶋
の
答
え
。
ま
ず
、「
つ
よ
い
」「
よ
わ
い
」
は
「
物

ご
と
手
あ
つ
い
」
か
ど
う
か
で
見
わ
け
る
と
。
財
力
は
も
ち
ろ

ん
、
廓
で
働
く
老
若
男
女
へ
の
気
く
ば
り
が
ゆ
き
届
か
な
け
れ

ば
「
つ
よ
い
」
と
は
目
さ
れ
な
い
。
当
時
の
通
語
、「
い
き
」

や
「
は
り
」
に
も
叶
う
勢
い
の
あ
り
よ
う
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
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つ
よ
い
男
に
は
、
当
座
の
「
な
ぐ
さ
み
一
遍
」
組
と
「
根
ふ
か

く
す
る
」
組
が
あ
る
。
前
者
な
ら
、
鎌
か
け
や
恨
み
く
ね
り
な

ど
の
「
お
ひ
か
け
」
の
手
を
休
め
ず
、「
追
従
軽
薄
」
も
駆
使

し
て
宴
を
か
さ
ね
さ
せ
、
破
産
に
追
い
込
む
こ
と
も
。
後
者
と

見
極
め
れ
ば
、
時
に
は
振
り
つ
つ
、
月
に
三
、
四
度
は
会
う
。

そ
の
と
き
は
「
し
ん
じ
つ
ら
し
く
」
自
分
の
考
え
を
語
り
「
末

と
ぐ
（
遂
）
る
や
う
に
」
す
る
と
。

　

で
は
、
よ
わ
い
男
の
あ
し
ら
い
は
ど
う
か
。
こ
ち
ら
は
ま
ず
、

遊
女
自
身
の
し
ば
し
の
「
な
ぐ
さ
み
」
と
す
る
か
、「
つ
づ
か

せ
る
」
か
の
見
分
け
を
。
前
者
な
ら
、「
ひ
た
ひ
た
と
い
く
つ

も
続
け
て
お
ひ
か
け
、
そ
の
ま
ま
踏
み
落
と
し
て
取
り
ま
す
」

と
。
ウ
ー
ン
と
唸
る
の
は
早
い
。「
…
こ
と
も
ご
ざ
ん
す
」
と

続
く
。
さ
ら
に
言
う
。
自
分
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
し
な

い
と
。「
や
り
手
な
ど
が
見
あ
わ
せ
て
す
る
、
と
聞
き
ま
し
た
」

と
の
こ
と
。

　

さ
て
残
る
男
の
存
在
こ
そ
が
、
冒
頭
の
問
い
で
あ
っ
た
。
初

嶋
は
い
う
。「
な
る
ほ
ど
い
と
お
し
が
り
て
、
お
ひ
か
け
ず
、

月
に
壱
つ
弐
つ
ほ
ど
づ
つ
」
会
う
と
。
の
み
な
ら
ず
、「
折
々

は
呼
び
寄
せ
て
横
を
切
ら
せ
」、
つ
ま
り
他
客
の
座
を
抜
け
出

し
て
の
密
通
も
。
散
財
さ
せ
ず
、「
あ
と
ま
で
お
と
こ
の
数
に

い
れ
て
続
か
」
せ
る
工
夫
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
こ
ま
で
。
答
え 

―
「
女
郎
の
盛
ん
（
繁
昌
）
の
た
め
に
し
ま
す
」。 

さ
ら
り

と
口
が
す
べ
っ
た
。
あ
わ
て
て
、「
…
も
有
」
り
ま
す
と
つ
く

ろ
う
初
嶋
。
百
話
の
う
ち
の
六
十
四
番
目
に
こ
の
話
が
出
る
の

は
、
易
卦
の
一
巡
を
考
え
て
の
こ
と
か
。
よ
わ
い
男
と
て
、
遊

女
の
役
に
立
ち
、
ひ
い
て
は
廓
の
賑
わ
い
に
も
寄
与
す
る
の
で

あ
る
。 

　

じ
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
男
の
姿
と
呼
応
す
る
記
述
が
、『
難

波
鉦
』
出
版
と
同
じ
こ
ろ
に
藤
本
箕
山
が
書
き
進
め
て
い
た
大

著
『
色
道
大
鏡
』
の
巻
五
に
あ
る
。
こ
の
巻
は
法
華
経
二
十
八

品
に
な
ぞ
ら
え
て
の
、
男
客
の
品
さ
だ
め
。
そ
の
「
中
央
」
の

第
十
四
「
催さ

い

興け
う

品ほ
ん

」
の
「
従じ
ゆ

人じ
ん

相さ
う

」。
こ
の
相
は
「
ま
す
ま
す

徳
た
か
く
勢
つ
よ
き
人
」
に
は
顕
れ
ず
、「
年
々
当
道
に
労
を

つ
み
、
身
の
上
も
む
か
し
よ
り
軽
く
」
な
ら
な
け
れ
ば
と
い
う
。

ち
な
み
に
、
色
道
の
入
り
口
近
く
か
ら
第
六
「
瓦ぐ
わ

智ち

品ほ
ん

」
あ
た

り
ま
で
が
陽
気
さ
か
ん
な
自
賛
高
慢
の
諸
相
。
廓
も
こ
ぞ
っ
て

お
だ
て
る
。
や
が
て
、
破
産
、
勘
当
と
、
難
儀
か
さ
な
り
、
仮

病
を
構
え
れ
ば
ま
こ
と
の
病
い
に
も
沈
ん
で
、
よ
う
や
く
に
陽

気
薄
れ
る
。
そ
こ
に
旧
友
あ
ら
わ
れ
、
説
得
さ
れ
て
廓
に
戻
れ

ば
、「
さ
し
い
出
ず
い
さ
ま
ず
」
の
境
地
。
そ
の
あ
と
に
至
る

の
が
第
十
四
品
で
あ
る
。
じ
つ
は
奥
に
は
、
老
荘
風
の
「
大

偽
」
や
「
等
賤
」
や
「
玄
妙
」
の
品
々
か
ら
、
円
相
と
和
歌
で

の
み
示
さ
れ
る
「
大た

い

極き
ょ
く

品ほ
ん

」
へ
と
道
は
る
か
。
し
か
し
箕
山

の
筆
は
、
こ
の
、
つ
よ
か
ら
ぬ
中
位
の
品
を
描
い
て
力
が
こ
も

る
。
こ
の
男
は
、「
こ
こ
ろ
ざ
し
さ
わ
さ
わ
と
し
、
を
の
れ
に

わ
た
く
し
無
く
、
ま
た
人
の
こ
こ
ろ
を
や
ぶ
ら
」
ず
、
座
が
気
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詰
ま
り
な
と
き
に
は
、
す
か
さ
ず
、
皆
が
和
む
よ
う
に
心
そ
だ

て
も
で
き
、
あ
げ
屋
、
や
り
手
も
喜
び
感
じ
入
る
と
。

　
『
難
波
鉦
』
が
編
ま
れ
た
時
代
に
、
自
ら
こ
の
ん
で
廓
の

「
年
季
奉
公
」
を
選
ん
だ
女
性
は
稀
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を

忘
れ
て
は
遊
里
書
の
解
釈
は
深
ま
ら
な
い
。
た
だ
、
十
七
世
紀

な
か
ば
以
降
の
こ
の
種
の
書
物
の
賑
わ
い
は
、
人
類
史
の
な
か

で
も
貴
重
な
意
味
を
も
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
文
明
」

を
、
文あ

や

を
織
り
な
し
て
輝
く
世
と
と
ら
え
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

廓
中
に
あ
つ
ま
る
丸
腰
の
人
間
が
く
り
ひ
ろ
げ
た
多
彩
な
か
か

わ
り
あ
い
の
記
述
は
、
あ
た
か
も
小
規
模
な
文
明
化
の
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
報
告
の
ご
と
く
で
あ
る
。
思
え
ば
近
代
の
産
業
社

会
は
、「
つ
よ
き
」
を
め
ざ
し
て
し
の
ぎ
を
削
り
あ
い
、「
勝
ち

組
」
の
み
輝
い
て
周
囲
に
闇
を
ひ
ろ
げ
つ
つ
、
全
体
が
ど
の
よ

う
な
文
を
織
り
な
す
か
を
思
わ
ぬ
ま
ま
今
に
至
っ
た
。
近
年
、

世
界
の
多
く
の
大
学
も
い
よ
い
よ
そ
の
風
儀
に
染
ま
る 

― 

講
座
で
は
、
こ
の
よ
う
な
読
み
を
提
案
し
、「
中
ぐ
ら
い
」
を

な
が
め
る
視
野
を
ひ
ろ
げ
て
み
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、『
難
波

鉦
』
の
作
者
「
酉
水
庵
無
底
居
士
」
と
は
誰
か
。
あ
る
い
は
藤

本
箕
山
そ
の
人
で
は
な
い
か
と
、「
鉦
」
と
「
大
鏡
」
の
共
通

点
を
あ
げ
た
。
そ
れ
が
的
中
で
あ
る
こ
と
を
、
共
同
研
究
班
で

両
書
の
輪
読
に
長
く
か
か
わ
ら
れ
た
廣
瀬
千
紗
子
氏
が
、
数
ヶ

月
後
に
証
さ
れ
た
。
拙
編
『
こ
と
ば
の
力
』
に
寄
せ
ら
れ
た
同

氏
の
章
の
付
記
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

大
衆
化
す
る
「
道
」

―
飛
田
穂
洲
『
野
球
道
』
を
読
む

―

黒　

岩　

康　

博

　

大
衆
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
野
球
と
「
道
」
は
い
つ
結
び
つ
い
た

の
か
？　

玉
木
正
之
と
ロ
バ
ー
ト
・
ホ
ワ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
『
ベ

ー
ス
ボ
ー
ル
と
野
球
道
』（
一
九
九
一
年
）
以
降
、
元
プ
ロ
野

球
選
手
名
義
の
い
く
つ
か
の
本
や
、
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
に
「
野
球

道
」
を
冠
す
る
も
の
が
出
さ
れ
、
現
在
で
は
随
分
と
人
口
に
膾

炙
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
淵
源
、
戦
後
「
野
球
道
」

の
始
ま
り
は
、
飛
田
穂
洲
忠
順
の
寄
稿
「
日
本
野
球
道
の
再

建
」（『
朝
日
新
聞
』
一
九
四
五
年
一
一
月
六
日
）
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、「
健
全
無
比
の
野
球
を
組
み
立
て
ゝ
い
か
ね
ば
な
ら

ぬ
で
あ
ら
う
。
野
球
経
世
の
大
理
想
を
実
現
せ
ん
為
に
」
と
謳

っ
た
飛
田
は
、
早
稲
田
大
学
で
選
手
と
監
督
を
経
験
し
た
後
、

野
球
評
論
家
と
し
て
戦
前
戦
後
に
健
筆
を
揮
っ
た
が
、
こ
の
三

年
後
に
そ
の
名
も
『
野
球
道
』（
話
社
）
と
い
う
単
著
を
も
の

し
て
い
る
。

　

飛
田
が
こ
こ
で
語
る
「
野
球
道
」
は
、
戦
前
の
そ
れ
を
継
承

し
、
発
展
さ
せ
た
点
も
多
い
。
例
え
ば
、
旧
制
一
高
が
標
榜
し
、
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勝
利
至
上
主
義
・
精
神
主
義
・
集
団
主
義
を
特
徴
と
し
た
「
武

士
道
野
球
」
を
、
自
ら
が
Ｏ
Ｂ
で
あ
る
早
稲
田
大
学
が
継
承
し

て
い
る
こ
と
を
自
負
し
つ
つ
、「
壮
士
」「
東
洋
流
の
豪
傑
」

「
野
武
士
」
然
と
し
た
粗
暴
な
振
る
舞
い
を
許
さ
ず
、「
煙
草
は

選
手
の
嗜
好
に
ま
か
せ
る
が
、
公
開
の
席
上
や
街
頭
で
用
ゐ
て

は
な
ら
な
い
。
酒
は
断
然
禁
止
」
と
、
師
で
あ
る
安
部
磯
雄
の

影
響
を
受
け
て
生
活
習
慣
も
細
か
く
指
導
し
て
い
る
。
そ
し
て

こ
う
し
た
グ
ラ
ウ
ン
ド
内
だ
け
で
は
完
結
し
な
い
「
野
球
道
」

を
、
最
終
的
に
は
「
社
会
生
活
へ
の
第
一
條
件
は
安
部
先
生
の

教
を
そ
の
ま
ゝ
他
人
に
迷
惑
を
か
け
ぬ
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
が
早
稲
田
大
学
野
球
部
の
金
科
玉
條
で
あ
り
、
此
の
迷
惑

無
用
に
よ
つ
て
、
す
べ
て
を
解
決
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
い

う
境
地
へ
と
導
く
。

　

し
か
し
、
一
高
由
来
で
あ
る
勝
利
至
上
主
義
の
極
度
の
裏
返

し
と
言
え
る
練
習
第
一
主
義
も
、
飛
田
「
野
球
道
」
の
特
徴
で

あ
る
。
飛
田
は
、「
ス
ポ
ー
ツ
が
、
野
球
が
健
康
や
趣
味
の
範

囲
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
従
来
日
本
で
行
は
れ
て
ゐ
た
野

球
練
習
の
如
き
は
、
殺
人
的
の
も
の
で
あ
り
、
一
日
も
早
く
追

放
令
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
」
と
認
め
な
が
ら
、

「
野
球
に
練
習
と
い
ふ
も
の
が
な
か
つ
た
ら
、
い
や
死
の
練
習

と
も
い
ふ
べ
き
も
の
が
な
か
つ
た
ら
、
野
球
位
莫
迦
ら
し
く
他

愛
な
い
も
の
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
こ
そ
「
あ
の
球
投
げ
か
」
と

い
ふ
冷
罵
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
得
な
い
」
と
練
習
に
こ
そ

意
義
を
見
出
し
て
お
り
、
野
球
と
い
う
競
技
自
体
へ
の
評
価
は

む
し
ろ
低
い
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
「
苦
し
む
為
め
の
野
球
、
人

間
修
業
の
野
球
」
で
あ
り
、
国
民
の
健
康
増
進
の
た
め
の
ス
ポ

ー
ツ
と
い
う
視
点
は
皆
無
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
れ
は
容
易
に
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
や
犠
牲
心
の
称
揚
へ
と

繋
が
っ
て
い
く
。
投
球
練
習
で
腕
が
曲
が
っ
た
投
手
が
「
桜
樹

の
枝
に
ブ
ラ
下
つ
て
、
そ
の
湾
曲
せ
る
腕
を
矯
め
」
て
更
に
練

習
を
続
け
た
こ
と
を
、
飛
田
は
「
何
ん
と
素
晴
し
い
執
心
振

り
」
と
称
賛
し
、「
す
べ
て
我
を
捨
て
団
体
精
神
の
中
に
溶
け

込
ん
で
い
く
」
点
に
「
団
体
競
技
の
生
命
」
が
あ
る
と
い
う
主

張
を
延
長
し
、「
万
年
補
欠
と
か
ベ
ン
チ
・
ウ
オ
マ
ー
」
に
つ

い
て
、「
在
学
幾
年
か
を
下
積
に
甘
ん
じ
只
管
練
習
に
精
進
し

た
是
等
の
不
遇
選
手
の
中
に
は
実
に
立
派
な
人
物
が
あ
り
、
華

華
し
い
球
歴
を
持
つ
選
手
な
ど
よ
り
肚
の
出
来
た
優
秀
者
の
あ

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
、
や
は
り
グ
ラ
ウ
ン
ド
外

の
評
価
へ
と
繋
げ
て
い
る
。

　

西
山
松
之
助
は
「
芸
道
の
道
と
い
う
の
は
、
最
も
抵
抗
少
な

く
、
し
か
も
無
駄
な
く
確
実
に
、
か
つ
速
や
か
に
目
的
地
へ
行

く
こ
と
の
出
来
る
通
路
と
し
て
設
定
さ
れ
て
き
た
も
の
」
と
す

る
が
、
右
の
如
く
過
程
で
の
苦
労
を
最
重
要
視
す
る
「
野
球

道
」
は
、
歌
の
道
や
弓
馬
の
道
と
は
異
な
る
上
、「
芸
道
は
、

結
局
一
人
の
も
の
」
で
あ
り
、「
共
同
体
の
道
で
は
な
い
」（
西

山
）
と
い
う
点
で
も
、
近
世
の
芸
道
と
は
断
絶
し
て
い
る
。
こ
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れ
は
、
日
本
の
野
球
が
学
生
野
球
を
基
盤
と
し
て
発
展
し
て
き

た
と
い
う
そ
の
来
歴
、
つ
ま
り
野
球
と
い
う
競
技
か
ら
乖
離
し

た
教
育
的
意
義
や
価
値
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
が
、
大
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
。
近
年
の
学
生
野
球
を
見
て

い
る
と
、
状
況
は
大
幅
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
も

の
の
、
集
団
に
よ
る
「
道
」
の
追
究
と
い
う
歪
な
か
た
ち
は
、

野
球
か
ら
派
生
し
て
日
本
の
団
体
ス
ポ
ー
ツ
全
般
に
深
く
根
を

下
ろ
し
て
い
る
可
能
性
は
否
定
出
来
な
い
。
飛
田
「
野
球
道
」

の
息
の
長
さ
で
あ
る
。
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お
く
り
も
の

宮
宅
潔
准
教
授
は
第
八
回
日
本
学
術
振
興
会
賞

を
受
賞
（
二
〇
一
二
年
二
月
二
七
日
付
）。

訃
報

牧
田
諦
亮
元
教
授
（
九
九
歳
）
は
、
八
月
八
日

逝
去
。

人
の
う
ご
き

◦
籠
谷
直
人
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
地

球
環
境
学
堂
に
配
置
換
（
四
月
一
日
付
）。

◦
横
山
俊
夫
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
当

研
究
所
に
配
置
換
（
四
月
一
日
付
）、
そ
の

後
定
年
に
よ
り
退
職
（
二
〇
一
二
年
三
月
三

一
日
）。

◦
村
上
衛
を
准
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
に
採

用
（
四
月
一
日
付
）。

◦
岩
井
茂
樹
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
を
当
研

究
所
長
に
併
任
（
四
月
一
日
〜
二
〇
一
三
年

三
月
三
一
日
）。

◦
麥
谷
邦
夫
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
（
四
月
一
日
〜
二
〇
一
三
年
三
月
三
一

日
）。

◦
岩
井
茂
樹
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

一
日
〜
二
〇
一
三
年
三
月
三
一
日
）。

◦V
IT

A
, Silvio　

イ
タ
リ
ア
国
立
東
方
学
研

究
所
長
は
、
客
員
教
授
（
文
化
研
究
創
成
研

究
部
門
、
四
月
一
日
〜
二
〇
一
二
年
三
月
三

一
日
）。

◦JA
CQ

U
ET

, Benoit M
arcel M

aurice 
フ
ラ
ン
ス
国
立
極
東
学
院
京
都
支
部
長
は
、

客
員
准
教
授
（
文
化
研
究
創
成
研
究
部
門
、

四
月
一
日
〜
二
〇
一
二
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

セ
ン
タ
ー
、
四
月
一
日
〜
二
〇
一
二
年
三
月

三
一
日
）。

◦
三
成
寿
作
を
特
定
研
究
員
（
科
学
研
究
）
に

採
用
（
四
月
一
日
付
〜
二
〇
一
二
年
三
月
三

一
日
）。

◦
藤
井
俊
之
を
助
教
（
人
文
学
研
究
部
）
に
採

用
（
十
二
月
一
日
〜
二
〇
一
八
年
十
一
月
三

十
日
）。

◦
白
井
哲
哉
特
定
研
究
員
（
科
学
研
究
）
は
、

辞
任
の
上
（
五
月
三
一
日
付
）、
特
定
助
教

（
新
学
術
領
域
研
究
）
に
採
用
（
六
月
一
日

〜
二
〇
一
二
年
二
月
二
九
日
）。

◦
山
本
奈
津
子
を
特
定
研
究
員
（
産
官
学
連

携
）
に
採
用
（
七
月
一
日
〜
二
〇
一
二
年
三

月
三
一
日
）。

◦
永
田
知
之
助
教
（
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報

学
研
究
セ
ン
タ
ー
）
は
、
辞
任
の
上
（
九
月

三
十
日
付
）、
ハ
ン
ブ
ル
グ
大
学
ア
ジ
ア
・

ア
フ
リ
カ
研
究
所
研
究
員
就
任
。

◦
吉
沢
剛
を
特
任
講
師
（
新
学
術
領
域
研
究
）

に
採
用
（
十
月
一
日
〜
二
〇
一
二
年
三
月
三

一
日
）。

◦
向
井
佑
介
助
教
（
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報

学
研
究
セ
ン
タ
ー
）
は
、
辞
任
の
上
（
三
月

三
一
日
付
）、
京
都
府
立
大
学
文
学
部
歴
史

学
科
講
師
就
任
。

◦
加
藤
和
人
准
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、

辞
任
の
上
（
三
月
三
一
日
付
）、
大
阪
大
学

大
学
院
医
学
系
研
究
科
教
授
就
任
。

◦
梶
原
三
恵
子
助
教
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、

彙
　
報
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辞
任
の
上
（
三
月
三
一
日
付
）、
東
京
大
学

大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
准
教
授
就
任
。

◦
森
時
彦
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
定
年
に

よ
り
退
職
（
二
〇
一
二
年
三
月
三
一
日
）。

海
外
で
の
研
究
活
動
��
原
則
と
し
て

3

0

日
未
満

の
も
の
は
割
愛
し
た
。
��

◦
森
時
彦
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
二
〇

一
一
年
三
月
二
日
大
阪
発
、
北
京
大
学
、
南

開
大
学
及
び
華
東
師
範
大
学
・
上
海
市
地
方

志
弁
公
室
に
於
い
て
中
国
紡
績
業
に
関
す
る

講
義
、
研
究
打
合
せ
及
び
資
料
収
集
を
行
い
、

塘
沽
砲
台
遺
跡
博
物
館
に
於
い
て
第
二
次
ア

ヘ
ン
戦
争
に
関
す
る
現
地
調
査
を
行
い
、
五

月
八
日
帰
国
。

◦
石
井
美
保
准
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、

一
部
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ

り
七
月
十
七
日
大
阪
発
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大

学
に
於
い
て
「
南
イ
ン
ド
に
お
け
る
心
霊
祭

祀
と
憑
依
儀
礼
」
に
関
す
る
文
献
研
究
、
研

究
発
表
、「
植
民
地
期
な
ら
び
に
独
立
後
イ

ン
ド
に
お
け
る
社
会
運
動
と
宗
教
運
動
」
に

関
す
る
文
献
研
究
及
び
、「
宗
教
実
践
と
身

体
お
よ
び
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
論
」
に
関
す
る

研
究
を
行
い
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
に
於
い
て
英

国
に
お
け
る
ア
フ
リ
カ
お
よ
び
イ
ン
ド
研
究

の
系
譜
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
い
、
九
月

二
四
日
帰
国
。

◦
王
寺
賢
太
准
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、

文
科
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
七
月
二

七
日
大
阪
発
、
グ
ラ
ー
ツ
大
学
に
於
い
て

「
国
際
十
八
世
紀
学
会
」
に
参
加
、
聴
講
及

び
発
表
を
行
い
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
に

於
い
て
、
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
戦
争
論
及
び

十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
財
政
論
に
関
す
る
資
料

調
査
を
行
い
、
九
月
二
九
日
帰
国
。

◦
藤
井
正
人
教
授
（
人
文
学
研
究
部
）
は
、
五

月
十
八
日
成
田
発
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
於

い
て
サ
ー
マ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
に
関
す
る
共
同
研

究
を
行
い
、
九
月
十
二
日
に
一
時
帰
国
、
九

月
十
九
日
再
出
国
、
ユ
ー
ロ
ア
ジ
ア
・
ア
フ

ロ
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
に
於
い
て
国
際
ヴ

ェ
ー
ダ
学
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
及
び
論

文
発
表
を
行
い
、
九
月
二
五
日
帰
国
、
九
月

二
八
日
再
出
国
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
於
い

て
サ
ー
マ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
に
関
す
る
共
同
研
究

を
行
い
、
十
月
二
八
日
帰
国
。

◦
船
山
徹
教
授
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
八
月

三
一
日
大
阪
発
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
に
於

い
て
仏
教
史
講
義
お
よ
び
懺
悔
の
文
化
史
に

関
す
る
資
料
収
集
と
共
同
研
究
を
行
い
、
十

二
月
三
一
日
帰
国
。

◦
金
志
玹
助
教
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
九
月

一
日
大
阪
発
、
香
港
中
文
大
学
に
於
い
て
唐

代
道
教
儀
礼
に
関
す
る
共
同
研
究
及
び
調
査

を
行
い
、
二
〇
一
二
年
一
月
二
二
日
帰
国
。

◦
山
崎
岳
助
教
（
東
方
学
研
究
部
）
は
、
文
科

省
科
学
研
究
補
助
金
に
よ
り
二
〇
一
二
年
二

月
八
日
大
阪
発
、
国
家
図
書
館
、
漢
喃
研
究

院
及
び
ハ
ノ
イ
国
家
大
学
に
於
い
て
、
明
清

時
代
中
越
関
係
に
関
す
る
文
献
調
査
を
行
い
、

三
月
二
五
日
帰
国
。

外
国
人
研
究
員

◦SPECT
O
R, Celine　

ボ
ル
ド
ー
第
三
大

学
、
哲
学
科
准
教
授

　
「
正
義
感
覚
」
概
念
の
生
成
と
用
法

 

（
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
）

 

受
入
教
員　

王
寺
准
教
授

　

期
間　

四
月
十
五
日
〜
七
月
十
五
日

◦H
A
D
O
LT

, Bernhard　

ウ
ィ
ー
ン
大
学
、

社
会
・
文
化
人
類
学
教
授

　

臨
床
遺
伝
学
の
文
化
人
類
学
的
研
究

 

（
文
化
生
成
研
究
客
員
部
門
）

 

受
入
教
員　

田
中
教
授

　

期
間　

七
月
二
十
日
〜
十
月
二
十
日
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◦
胡　

令
遠　

復
旦
大
学
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー

教
授　

副
所
長　

　

戦
後
に
お
け
る
中
日
文
化
交
流
と
そ
れ
が
中

日
関
係
に
及
ぼ
し
た
影
響

 
（
文
化
連
関
研
究
客
員
部
門
）

 
受
入
教
員　

山
室
教
授

　

期
間　

七
月
二
五
日
〜

 

二
〇
一
二
年
一
月
二
十
日
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〈
現
代
思
想
〉
の
今
昔市　

田　

良　

彦

　

三
十
年
近
く
前
の
こ
と
に
な
る
。
私
は
二
つ
の
共
同
研
究
班

の
文
字
通
り
末
席
を
汚
し
て
い
た
。
樋
口
班
、
阪
上
班
の
な
か

で
、
私
は
ま
だ
定
職
も
得
て
い
な
い
最
年
少
の
メ
ン
バ
ー
で
あ

っ
た
。
プ
ロ
の
研
究
者
た
ち
の
議
論
を
、
我
が
身
の
無
知
を
噛

み
締
め
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
見
上
げ
て
い
た
も
の
だ
。
そ
れ
が
、

学
外
者
の
ま
ま
と
は
い
え
、
班
長
（「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
現
代
思
想

と
政
治
」
班
）
と
し
て
こ
こ
へ
戻
っ
て
来
よ
う
と
は
。
最
初
は

た
ん
に
仕
事
の
都
合
で
京
都
に
通
え
な
く
な
っ
た
だ
け
で
あ
っ

た
の
に
、
様
々
な
機
縁
に
導
か
れ
て
研
究
活
動
の
場
を
移
し
て

い
る
う
ち
に
、
私
は
「
人
文
研
共
同
研
究
」
の
浦
島
太
郎
に
な

っ
て
い
た
。
研
究
班
が
ス
タ
ー
ト
し
て
一
年
、
そ
れ
を
実
感
し

て
い
る
。

　

そ
う
思
う
大
き
な
理
由
は
、
し
か
し
、
久
し
ぶ
り
と
い
う
と

こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
か
つ
て
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。「
現
代
思
想
」
が
正
面
か
ら
研
究
の
対
象
に
な
る
こ

と
自
体
が
で
あ
る
。
大
学
院
の
指
導
教
官
で
あ
っ
た
経
済
学
部

の
平
井
俊
彦
先
生
か
ら
は
繰
り
返
し
言
わ
れ
た
。「
ラ
カ
ン
？

フ
ー
コ
ー
？
ド
ゥ
ル
ー
ズ
？
そ
ん
な
も
の
〈
専
門
〉
に
な
ら
ん

ぞ
。〈
現
代
思
想
〉
な
ん
て
看
板
を
上
げ
た
ら
、
就
職
で
き
な

い
ぞ
」。
読
ん
で
「
取
り
入
れ
る
」
の
は
よ
く
て
も
、
そ
の

「
取
り
入
れ
る
」
先
は
あ
く
ま
で
社
会
学
で
あ
っ
た
り
、
文
学

や
哲
学
で
あ
っ
た
り
、
社
会
思
想
史
の
古
典
的
な
思
想
家
研
究

で
あ
っ
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、

戦
前
か
ら
の
歴
史
を
も
つ
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
研
究
を
除

け
ば
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
に
登
場
し
た
思
想
家
た
ち
に
か
ん

す
る
論
究
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
外
に
あ
る
「
批
評
」
世
界
か
、

東
大
で
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
「
表
象
」
研
究
の
枠
組
み
に
収

納
さ
れ
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
潔
し
と
せ
ず
、
ま
た
、
社

会
主
義
圏
の
音
を
立
て
て
の
崩
壊
を
横
目
で
見
な
が
ら
、
改
め

て
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
（「
現
代
思
想
」
に
分
類
さ
れ
る
マ
ル
ク

ス
主
義
哲
学
者
）
に
向
き
合
い
た
い
と
思
っ
て
い
た
私
は
、
ほ

と
ん
ど
日
本
そ
の
も
の
を
見
捨
て
た
心
境
で
あ
っ
た
。
そ
の
私

が
「
現
代
思
想
」
を
め
ぐ
る
研
究
班
の
班
長
を
し
て
い
る
こ
と

自
体
に
、
隔
世
の
感
が
あ
る
。
い
っ
た
い
い
つ
の
間
に
、
こ
の

私
が
こ
の
席
に
座
っ
て
よ
い
学
者
世
間
と
な
っ
て
い
た
の
か
。

　

そ
し
て
「
政
治
」
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
日
本
で

は
ほ
ぼ
「
現
代
思
想
」
の
別
名
と
な
っ
て
き
た
「
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
思
想
」
は
、「
政
治
」
そ
の
も
の
を
近
代
の
遺
物
と
し
て
、

関
心
の
範
囲
か
ら
ほ
と
ん
ど
切
り
捨
て
て
来
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

リ
オ
タ
ー
ル
が
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
条
件
」
と
し
た
の
は
、
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「
大
き
な
物
語
の
終
焉
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
大
き
な
物
語
」

が
「
国
民
国
家
」
と
「
革
命
」
に
よ
る
「
人
類
解
放
の
物
語
」

で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
を
俟
た
な
い
。
そ
れ
を
「
古
い
」
と
見

な
す
こ
と
に
よ
り
、「
現
代
思
想
」
は
「
政
治
」
か
ら
、
た
え

ず
「
新
し
く
」
あ
る
べ
き
「
思
想
」
が
関
心
を
抱
く
根
拠
ま
で

奪
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。「
現
代
思
想
」
に
と
っ
て
「
政

治
」
は
、
近
代
の
残
務
整
理
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
デ
リ
ダ
が
民
主
主
義
を
語
り
は
じ
め
た
と
き
、

「
現
代
思
想
」
界
隈
に
は
か
な
り
の
違
和
感
が
漂
う
こ
と
に
な

っ
た
。

　

つ
ま
り
「
現
代
思
想
」
が
研
究
主
題
と
な
る
と
い
う
事
態
は
、

そ
の
よ
う
や
く
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
内
「
勝
利
」
を
示
す
と
同
時

に
、「
現
代
思
想
」
を
「
政
治
」
と
い
う
視
点
か
ら
問
題
に
す

る
大
が
か
り
な
共
同
研
究
が
成
立
す
る
事
実
は
、
そ
の
「
思

想
」
と
し
て
の
「
敗
北
」
の
印
で
も
あ
る
の
だ
。「
現
代
思
想
」

を
生
む
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
「
一
九
六
八
年
パ
リ
五
月
革

命
」
を
取
り
上
げ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
研
究
所
と
研
究
班
の
共

催
）
が
五
〇
〇
名
近
い
人
々
を
集
め
、
公
開
に
し
た
研
究
会
に

は
七
〇
名
も
の
参
加
者
が
あ
り
、
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
そ
の
も

の
も
徐
々
に
増
え
て
い
く
な
か
で
、
私
は
そ
う
し
た
ア
ン
ビ
バ

レ
ン
ト
こ
そ
を
実
感
し
て
い
る
。
毎
回
の
研
究
会
と
メ
ー
リ
ン

グ
リ
ス
ト
で
の
議
論
に
も
、
同
種
の
性
格
が
充
満
し
て
い
る
。

私
た
ち
の
多
く
は
、
こ
れ
ま
で
お
互
い
の
仕
事
を
か
な
り
知
っ

て
い
る
間
柄
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
多
か
れ
少
な
か
れ
「
現
代
思

想
」
と
関
わ
り
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
い
て

研
究
を
続
け
て
き
た
。
し
か
し
一
同
に
会
す
る
こ
と
は
お
ろ
か
、

直
接
議
論
し
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
歴
史

家
と
精
神
分
析
家
と
文
学
者
が
、
さ
ら
に
哲
学
者
や
経
済
学
者

ま
で
が
「
現
代
思
想
と
政
治
」
と
い
う
土
俵
で
、
よ
う
や
く
出

会
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
共
通
の

問
題
が
そ
こ
に
あ
る
、
と
思
っ
て
言
葉
を
交
わ
せ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
家
で
あ
り
、
精
神

分
析
家
で
あ
り
…
…
、
私
た
ち
の
誰
も
「
政
治
学
者
」
で
は
な

い
。
私
た
ち
の
誰
に
も
、「
政
治
」
か
ら
「
現
代
思
想
」
全
体

を
串
刺
し
に
す
る
学
問
的
な
用
意
が
な
い
。
近
代
的
「
政
治
」

の
固
有
性
を
否
定
し
て
き
た
と
も
言
え
る
「
現
代
思
想
」
界
に

「
政
治
学
者
」
が
い
な
い
の
は
当
然
で
あ
り
、
私
た
ち
は
い
わ

ば
「
自
己
肯
定
」
と
同
時
に
「
自
己
批
判
」
す
る
た
め
に
集
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
緊
張
感
が
、
私
た
ち
の
共
同
研
究

を
成
り
立
た
せ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

よ
う
や
く
一
年
を
、
そ
れ
も
た
っ
た
五
回
の
研
究
会
を
終
え

た
ば
か
り
で
あ
る
。
私
た
ち
に
し
か
語
れ
な
い
「
現
代
思
想
」

と
「
政
治
」
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
語
る
に
は

ま
だ
早
す
ぎ
る
。
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近
代
古
都
研
究
班
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

高　

木　

博　

志

　
「
近
代
京
都
研
究
」
班
（
丸
山
宏
班
長
、
二
〇
〇
四
〜
二
〇

〇
五
年
）
を
う
け
て
、
共
同
研
究
「
近
代
古
都
研
究
」（
二
〇

〇
六
〜
二
〇
一
一
年
）
に
六
年
間
、
と
り
く
ん
だ
。

　

研
究
班
で
は
、
か
つ
て
天
皇
が
い
た
都
で
あ
る
奈
良
・
京
都

と
い
っ
た
古
都
に
加
え
て
、
金
沢
・
仙
台
・
熊
本
・
岡
山
の
旧

城
下
町
や
伊
勢
・
首
里
な
ど
も
含
む
「
歴
史
都
市
」
へ
と
、
関

心
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
都
市
に
お
け
る
歴
史
性
を
考
え
る
視

点
は
、
今
日
、
た
と
え
ば
文
化
的
景
観
（
文
化
財
保
護
法
）
の

指
定
対
象
の
広
が
り
に
も
う
か
が
え
る
。
当
初
、
農
林
水
産
業

に
関
連
す
る
文
化
的
景
観
、
す
な
わ
ち
農
漁
村
や
山
村
の
景
観

の
指
定
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
が
、
貴
族
の
国
風
文
化
や
別
業
を

体
現
す
る
宇
治
や
「
加
賀
百
万
石
」
の
旧
城
下
町
・
金
沢
と
い

っ
た
都
市
が
そ
の
対
象
に
な
っ
て
き
た
。
変
容
し
再
構
成
さ
れ

て
ゆ
く
近
代
都
市
の
歴
史
性
に
、
現
代
の
地
域
お
こ
し
と
も
か

か
わ
っ
て
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。

　

研
究
班
へ
の
参
加
者
は
毎
回
、
二
〇
名
を
こ
え
る
規
模
で
、

歴
史
学
・
建
築
学
・
造
園
史
・
美
術
史
・
民
俗
学
・
土
木
学
な

ど
幅
広
い
専
門
家
が
つ
ど
っ
た
こ
と
も
特
色
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
現
場
に
立
つ
こ
と
を
重
視
し
て
、
多
様
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
を
行
っ
た
。

　

と
り
わ
け
毎
年
、
夏
の
合
宿
で
は
、
旧
城
下
町
を
お
と
づ
れ
、

そ
の
都
市
を
研
究
対
象
と
し
た
文
献
を
素
材
と
し
て
、
地
域
の

研
究
者
の
土
俵
で
と
も
に
議
論
し
た
。
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
一

三
日
の
金
沢
で
は
、
橋
本
哲
哉
編
『
近
代
日
本
の
地
方
都
市
―

金
沢
／
城
下
町
か
ら
近
代
都
市
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇

〇
六
年
）
を
取
り
上
げ
て
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
移
行
に
お
い

て
士
族
か
ら
商
工
業
者
へ
と
市
政
の
担
い
手
が
変
化
す
る
問
題
、

高
等
教
育
や
軍
隊
な
ど
イ
ン
フ
ラ
の
金
沢
に
お
け
る
「
誘
致
」

の
実
態
、
真
宗
の
近
代
に
お
け
る
展
開
な
ど
の
報
告
が
あ
り
、

真
宗
門
徒
や
都
市
計
画
や
伝
統
勢
力
と
し
て
の
士
族
と
公
家
を

め
ぐ
る
京
都
と
金
沢
と
の
比
較
な
ど
が
議
論
さ
れ
た
。
二
日
目

に
は
「
軍
都
・
金
沢
」
を
テ
ー
マ
に
、
偕
行
社
、
師
団
司
令
部

庁
舎
、
石
川
護
国
神
社
、
師
団
長
官
舎
、
兼
六
園
（
明
治
紀
念

標
）
な
ど
を
本
康
宏
史
さ
ん
の
案
内
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を

し
た
。
ま
た
二
〇
〇
九
年
四
月
一
八
日
に
は
仙
台
市
歴
史
民
俗

資
料
館
を
会
場
に
、『
仙
台
市
史
、
近
代
一
』（
二
〇
〇
八
年
）

を
め
ぐ
っ
て
、
仙
台
市
史
の
事
務
局
や
執
筆
者
や
宮
城
近
代
史

研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
と
と
も
に
五
〇
名
を
こ
え
る
参
加
者
を
え



―　 ―21

共同研究の話題・共同研究

て
、「
歴
史
都
市
論
と
し
て
「
仙
台
市
史
」
を
読
む
」（
高
木
博

志
）、「「
学
都
」
仙
台
を
考
え
る
」（
田
中
智
子
）、「
自
治
体
史

の
新
し
い
段
階
と
『
仙
台
市
史
』」（
原
田
敬
一
）、「
旧
市
井
二

十
四
町
共
有
金
を
め
ぐ
っ
て
」（
小
林
丈
広
）
と
い
っ
た
小
報

告
を
も
ち
、
地
域
の
研
究
者
と
議
論
し
た
。
翌
日
に
は
佐
藤
雅

也
さ
ん
の
案
内
で
、
旧
陸
軍
墓
地
（
常
盤
台
霊
苑
）、
仙
台
市

立
博
物
館
・
仙
台
城
跡
周
辺
の
師
団
の
遺
跡
、
瑞
宝
殿
な
ど
を

ま
わ
っ
た
。
近
代
の
旧
城
下
町
に
お
け
る
旧
藩
の
顕
彰
と
軍
隊

の
あ
り
よ
う
が
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
あ
ら

た
め
て
京
大
人
文
研
に
お
い
て
、「「
城
下
町
金
沢
」
の
記
憶　

―
創
出
さ
れ
た
「
藩
政
期
の
景
観
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
本
康
）、

「
軍
都
・
軍
都
・
杜
の
都
と
仙
台
―
生
活
暦
（
祭
り
と
年
中
行

事
な
ど
）
と
戦
死
者
祭
祀
の
変
遷
」（
佐
藤
）
と
い
っ
た
報
告

を
え
て
共
同
研
究
が
豊
か
な
も
の
に
な
っ
た
。

　

さ
ま
ざ
ま
に
歩
い
た
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
あ
げ
て
お
き

た
い
。
旧
城
下
町
と
し
て
は
、
小
野
芳
朗
さ
ん
案
内
の
水
利
か

ら
み
た
岡
山
（
二
〇
〇
八
年
）
や
、
三
沢
純
さ
ん
案
内
の
熊
本

城
下
（
二
〇
一
〇
年
）
め
ぐ
り
、
そ
の
他
に
も
、
第
九
連
隊

跡
・
三
井
寺
西
南
戦
争
碑
、
秦
家
住
宅
、
滋
賀
の
文
化
的
景
観

（
近
江
八
幡
・
大
津
・
菅
浦
）、
元
興
寺
・
興
福
寺
旧
境
内
、
黒

谷
掃
苔
、
名
古
屋
城
・
旧
中
村
遊
廓
、
大
阪
靖
国
軍
人
墓
地
・

大
阪
城
、
二
条
城
、
安
楽
寺
か
ぼ
ち
ゃ
供
養
、
江
田
島
・
呉
市

海
事
歴
史
科
学
館
な
ど
と
多
様
な
場
で
あ
っ
た
。
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
で
は
、
旧
藩
、
軍
隊
、
慰
霊
、
都
市
と
周
縁
、
文
化
遺

産
の
保
護
な
ど
、
都
市
の
歴
史
性
に
焦
点
が
あ
っ
た
。

私
の
「
特
殊
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

―
朝
鮮
在
住
日
本
人
の
回
想
記
を
読
む

―

水　

野　

直　

樹

　
「
移
民
の
近
代
史
―
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
人
の
移
動
―
」
と

い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
共
同
研
究
を
進
め
る
な
か
で
、
植
民
地

で
あ
っ
た
朝
鮮
に
住
ん
で
い
た
日
本
人
が
戦
後
、
日
本
に
引
き

揚
げ
た
の
ち
に
書
き
記
し
た
回
想
記
の
存
在
が
気
に
な
り
、
そ

れ
ら
を
収
集
し
は
じ
め
た
。
も
ち
ろ
ん
以
前
か
ら
、
日
本
と
朝

鮮
の
関
係
を
考
え
る
上
で
重
要
な
回
想
記
や
伝
記
を
読
ん
で
は

い
た
が
、
政
治
家
や
官
僚
、
実
業
家
あ
る
い
は
文
学
者
な
ど
の

も
の
が
中
心
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
植
民
地
朝
鮮
に
住
ん
で
い

た
「
普
通
」
の
日
本
人
で
も
、
引
き
揚
げ
後
に
自
分
史
と
い
う

形
で
回
想
記
を
書
い
て
い
る
場
合
が
か
な
り
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

そ
れ
ら
の
本
は
大
学
の
図
書
館
は
お
ろ
か
、
国
立
国
会
図
書
館
、

公
共
図
書
館
な
ど
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
た
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め
、
読
も
う
と
し
て
も
、
ど
こ
に
あ
る
か
が
わ
か
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
、
朝
鮮
に
住
ん
で
い
た
こ
と
の
あ
る
日
本
人
の
回
想

記
類
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
な
が
ら
、
所
蔵
機
関
を
調
べ
る
と
い

う
作
業
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
数
年
前
か
ら
は
じ
め
た
個
人
的

な
作
業
な
の
で
、
か
な
ら
ず
し
も
網
羅
的
で
は
な
い
が
、
い
ま

で
は
八
〇
〇
冊
ほ
ど
の
文
献
リ
ス
ト
に
な
っ
て
い
る
。
本
人
が

書
い
た
自
分
史
だ
け
で
な
く
、
伝
記
類
、
追
悼
文
集
、
あ
る
い

は
学
校
の
同
窓
会
な
ど
が
編
纂
し
た
文
集
な
ど
も
含
ま
れ
て
い

る
の
で
、
す
べ
て
が
回
想
記
と
呼
べ
る
わ
け
で
は
な
い
。
雑
誌

な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
回
想
記
も
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
リ
ス
ト
に

は
入
れ
て
い
な
い
。

　

リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
回
想
記
が
手
近
な
と
こ
ろ
で
は
見
ら
れ

な
い
場
合
に
は
、
古
書
店
を
通
じ
て
購
入
す
る
こ
と
に
し
た
。

こ
れ
ら
の
相
当
数
が
私
家
版
、
つ
ま
り
自
費
出
版
と
い
う
形
で

刊
行
さ
れ
て
い
る
た
め
、
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
だ
け

で
な
く
、
古
書
店
に
も
出
回
ら
な
い
の
で
、
実
際
に
購
入
で
き

る
も
の
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
古
書
店
の
在
庫
デ
ー

タ
検
索
が
便
利
に
な
っ
た
お
か
げ
で
け
っ
こ
う
な
数
の
回
想
記

を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
正
確
な
数
を
数
え
て
い
な
い
が
、

リ
ス
ト
の
う
ち
の
半
分
程
度
は
実
物
を
購
入
で
き
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
い
ま
で
は
、
私
の
研
究
室
の
な
か
の
「
特
殊
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

朝
鮮
在
住
日
本
人
の
回
想
記
、
特
に
戦
後
に
書
か
れ
た
も
の

に
力
点
を
置
い
て
集
め
て
い
る
が
、
少
し
ず
つ
読
ん
で
み
る
と
、

こ
れ
ら
の
多
く
が
「
引
き
揚
げ
」
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
こ
と

に
気
づ
く
。
一
九
四
五
年
八
月
の
日
本
の
敗
戦
後
、
植
民
地
に

住
ん
で
い
た
日
本
人
は
引
き
揚
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
回
想

記
の
多
く
は
引
き
揚
げ
の
苦
労
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
特
に

ソ
連
軍
が
占
領
し
た
北
緯
三
八
度
線
以
北
か
ら
の
引
き
揚
げ
記

録
が
多
い
。
し
か
も
、
そ
の
多
く
は
、
八
月
九
日
の
ソ
連
軍
に

よ
る
攻
撃
・
侵
攻
が
始
ま
っ
た
時
点
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
て
い

る
。
一
九
四
五
年
以
前
の
こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ず
、
三
八

度
線
越
え
の
「
脱
出
行
」
が
記
録
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
。

　

回
想
記
の
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、「
満
洲
」
在
住
日
本
人
の

場
合
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
ろ
う
。
敗
戦
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
人
び

と
が
ど
れ
ほ
ど
苦
労
を
し
た
か
に
つ
い
て
記
録
を
残
し
、
後
代

に
伝
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
大
事
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

ソ
連
軍
侵
攻
以
前
に
朝
鮮
や
「
満
洲
」
に
住
ん
で
い
た
日
本
人

が
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
た
の
か
、
朝
鮮
人
や
中
国
人
と

の
関
係
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
な
ど
に
つ
い
て
の
記
述
を
欠
い
た

回
想
記
は
、
や
は
り
一
面
的
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日

本
人
の
労
苦
や
被
害
だ
け
が
強
調
さ
れ
る
歴
史
の
記
録
・
記
憶

の
さ
れ
方
は
、
戦
後
の
日
本
社
会
の
中
で
か
な
り
一
般
的
な
も

の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
在
朝
日
本
人
の
回
想
記
を
読
み
な
が

ら
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
回
想
記
は
歴
史
の
記
録
と
し
て
無
視
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す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
中
に
は
植
民
地
に
生
れ
育
ち
、
そ

こ
に
住
み
な
が
ら
見
た
こ
と
、
感
じ
た
こ
と
を
率
直
に
記
し
て

い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
回
想
記
は
最
近
も
刊
行
が
続
い
て

い
る
。
在
朝
日
本
人
の
最
後
の
世
代
が
記
録
を
残
し
て
お
き
た

い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
私
も
、
い
ま
し
ば
ら
く

「
特
殊
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
を
充
実
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
る
。『

江
南
経
略
』
風
景
好山　

崎　
　
　

岳

　

現
在
、「
東
ア
ジ
ア
地
域
間
交
渉
と
情
報
」
班
で
は
岩
井
班

長
の
も
と
『
江
南
経
略
』
の
会
読
を
行
っ
て
い
る
。
同
書
は
一

六
世
紀
、
明
代
中
期
の
中
国
で
「
倭
寇
」
鎮
圧
の
要
請
か
ら
編

ま
れ
た
書
物
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
江
南
地
方
防
衛
の
た
め

の
各
種
戦
略
論
と
、
現
在
の
上
海
か
ら
南
京
東
郊
あ
た
り
ま
で

の
諸
府
州
県
の
形
勢
分
析
で
あ
る
。
本
所
目
録
上
は
子
部
兵
家

類
に
分
類
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
兵
書
だ
が
、
軍
事
地
理
的
な
情
報

の
み
な
ら
ず
、
こ
の
地
域
の
社
会
像
を
探
る
う
え
で
興
味
深
い

叙
述
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　

著
者
の
鄭
若
曾
は
蘇
州
府
崑
山
県
に
生
ま
れ
た
人
物
で
あ
る
。

当
時
の
蘇
州
は
江
南
文
風
の
一
大
中
心
で
、
中
国
の
み
な
ら
ず

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
化
・
芸
術
の
都
で
あ
っ
た
。
同
時
代
の

蘇
州
文
士
の
多
く
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
鄭
若
曾
も
科
挙

の
道
半
ば
に
し
て
官
途
の
王
道
を
行
く
こ
と
は
諦
め
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
が
、
そ
の
類
い
ま
れ
な
才
知
で
身
を
立
て
る
だ
け
の

環
境
に
は
恵
ま
れ
て
い
た
。
国
子
監
祭
酒
も
務
め
た
魏
校
の
娘

を
娶
り
、
王
畿
や
唐
順
之
な
ど
当
代
一
流
の
名
士
た
ち
と
親
交

を
結
び
、
浙
直
総
督
胡
宗
憲
の
幕
下
で
は
管
下
情
報
の
収
集
整

理
に
努
め
、
参
謀
役
と
し
て
そ
の
政
策
立
案
に
も
深
く
関
わ
っ

て
い
た
。
そ
の
多
年
に
わ
た
る
研
究
成
果
が
、
中
国
に
お
け
る

海
防
論
の
古
典
『
籌
海
図
編
』
と
そ
の
姉
妹
編
と
も
い
う
べ
き

『
江
南
経
略
』
で
あ
る
。

　

人
文
研
所
蔵
の
『
江
南
経
略
』
は
残
存
し
た
序
文
の
紀
年
に

も
と
づ
い
て
嘉
靖
四
五
年
（
一
五
六
六
）
刊
本
と
さ
れ
て
い
る

が
、
班
長
の
調
べ
に
よ
れ
ば
内
容
は
隆
慶
二
年
（
一
五
六
九
）

序
刊
本
と
同
一
で
、
応
天
巡
撫
の
肝
い
り
で
隆
慶
年
間
に
上
梓

さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
と
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、「
倭
寇
」
問

題
は
江
南
デ
ル
タ
で
こ
そ
終
息
す
る
も
の
の
、
い
ま
だ
決
定
的

な
解
決
を
み
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。「
倭
寇
」
な
ど
と
は
呼

ば
れ
て
も
、
こ
の
動
乱
は
中
国
東
南
沿
海
部
に
発
展
し
つ
つ
あ

っ
た
武
装
勢
力
、
な
い
し
は
武
装
商
業
勢
力
が
大
き
な
要
因
だ
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っ
た
こ
と
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
地
盤
に
立
つ

元
末
の
方
国
珍
や
張
士
誠
、
清
初
の
南
明
・
鄭
氏
政
権
な
ど
は
、

こ
う
し
た
形
勢
が
さ
ら
に
展
開
し
、
短
命
な
が
ら
独
立
政
権
の

体
裁
を
な
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

私
事
に
な
る
が
、
ま
だ
学
生
だ
っ
た
二
〇
〇
二
年
の
夏
休
み
、

江
南
地
方
を
一
ヶ
月
一
人
で
旅
し
た
こ
と
が
あ
る
。
第
一
の
目

的
は
当
時
読
ん
で
い
た
文
献
の
舞
台
と
な
る
浙
東
の
島
々
を
こ

の
足
で
歩
い
て
ま
わ
る
こ
と
だ
っ
た
が
、
恩
師
の
勧
め
で
費
孝

通
の
文
章
な
ど
に
触
れ
て
い
た
た
め
、
つ
い
で
に
江
南
の
市
鎮

も
見
て
や
ろ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
好
景
気
に
沸
く
上
海
市

郊
外
で
は
農
村
部
で
も
家
屋
の
建
て
替
え
が
進
み
、
セ
メ
ン
ト

造
り
の
三
階
建
て
民
家
が
立
ち
並
ん
で
い
た
が
、
ロ
ー
カ
ル
バ

ス
を
乗
り
継
ぎ
な
が
ら
嘉
興
市
や
湖
州
市
の
郊
外
を
行
く
と
、

も
う
も
う
と
立
ち
こ
め
る
霧
の
中
は
南
画
さ
な
が
ら
の
田
園
風

景
で
あ
っ
た
。
折
し
も
中
国
国
内
向
け
の
観
光
資
源
と
し
て
古

市
鎮
が
注
目
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
が
、
烏
鎮
や
南
潯
な
ど
の
観

光
地
で
も
、
表
通
り
を
少
し
外
れ
る
と
古
ぼ
け
た
中
に
生
活
の

に
お
い
を
漂
わ
せ
た
家
並
み
に
迷
い
込
む
こ
と
が
で
き
た
。
巷

間
で
と
び
か
う
方
言
に
つ
い
て
は
、
即
席
で
仕
入
れ
た
上
海
語

の
知
識
が
な
け
れ
ば
何
の
感
興
も
催
さ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、

日
本
の
漢
字
音
と
対
照
す
る
と
濁
音
や
入
声
の
対
応
が
な
か
な

か
に
ゆ
か
し
く
、
道
を
尋
ね
た
相
手
の
と
る
に
た
り
な
い
一
言

が
い
と
も
風
雅
な
い
に
し
え
の
呉
音
の
よ
う
に
響
い
た
も
の
で

あ
る
。
食
べ
物
は
魚
介
が
比
較
的
豊
富
で
、
味
付
け
は
淡
泊
、

麺
類
以
外
は
す
べ
て
お
い
し
か
っ
た
。
路
地
裏
で
量
り
売
り
さ

れ
る
黄
酒
は
や
や
か
び
臭
い
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
地
酒

の
滋
味
の
う
ち
で
あ
ろ
う
。
旅
は
道
連
れ
世
は
情
け
、
湖
州
で

は
台
湾
か
ら
の
浮
浪
青
年
と
連
れ
だ
っ
て
ま
わ
り
、
浙
江
の
桃

渚
で
は
一
人
暮
ら
し
の
安
宿
の
主
人
と
三
日
間
同
じ
釜
の
飯
を

食
い
、
象
山
で
は
コ
ワ
モ
テ
の
兄
さ
ん
た
ち
に
獲
れ
た
て
の
魚

を
腹
い
っ
ぱ
い
ご
馳
走
に
な
る
な
ど
、
今
思
え
ば
懐
か
し
く
も

気
ま
ま
な
一
人
旅
で
あ
っ
た
。

　

歴
史
を
書
こ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
個
人
的
な
体
験
や
感

慨
と
い
う
も
の
は
、
か
え
っ
て
じ
ゃ
ま
な
場
合
が
あ
る
。
旅
人

に
も
色
ん
な
タ
イ
プ
が
あ
る
が
、
概
し
て
歴
史
の
本
質
云
々
よ

り
は
物
珍
し
く
楽
し
げ
な
現
象
面
の
刺
激
を
求
め
る
の
が
人
の

常
だ
か
ら
、
手
前
勝
手
な
思
い
入
れ
を
投
入
す
る
こ
と
は
学
問

的
に
問
題
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
つ
も
り
で

あ
る
。
旅
な
ど
し
な
く
と
も
、
江
南
の
文
人
た
ち
の
雅
俗
兼
ね

備
え
た
生
き
ざ
ま
を
文
献
を
博
捜
す
る
こ
と
で
活
写
し
た
研
究

が
あ
る
こ
と
も
筆
者
自
身
よ
く
知
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
私
は
『
江
南
経
略
』
を
読
む
際
に
、
自
分
が
見
知
っ
た
江

南
の
風
光
を
で
き
る
だ
け
そ
こ
に
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
。

　

鄭
若
曾
に
と
っ
て
江
南
と
は
、
経
略
の
対
象
で
あ
る
以
前
に

彼
自
身
の
故
郷
で
あ
っ
た
。
民
兵
だ
戦
艦
だ
刀
だ
鉄
砲
だ
と
い
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う
き
な
臭
い
話
の
前
提
に
は
、
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
ふ

る
さ
と
を
憂
慮
す
る
心
根
が
あ
っ
た
。
地
図
や
箇
条
の
も
と
無

機
的
に
羅
列
さ
れ
る
か
に
見
え
る
地
名
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
も
、

地
元
の
人
間
な
ら
で
は
の
常
識
や
偏
見
、
個
人
的
な
思
い
入
れ

も
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
う
い
っ
た
瑣
末

な
情
報
は
お
お
む
ね
捨
象
さ
れ
、
戦
略
的
見
地
に
要
点
を
絞
り

込
ん
で
こ
の
書
は
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
生
命
と
肉
を

失
い
、
骨
組
み
だ
け
を
残
し
た
化
石
で
あ
る
。
骸
骨
の
構
造
も

立
派
な
研
究
対
象
だ
が
、
私
の
関
心
は
『
江
南
経
略
』
の
時
代

が
生
き
て
活
動
し
て
い
た
様
態
に
あ
る
。
失
わ
れ
た
生
命
が
戻

ら
な
い
よ
う
に
、
文
献
の
中
の
過
去
が
眼
前
の
現
実
と
し
て
よ

み
が
え
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
歴
史
を
読
む
者
に
で
き
る
の

は
、
命
な
き
文
字
列
を
追
い
な
が
ら
そ
の
生
き
た
肉
身
を
観
想

す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
下
に
妙
な
る
市
鎮
の
喧
噪
を
聞
き
、
図

上
に
芳
し
き
溜
め
池
と
家
畜
小
屋
の
に
お
い
を
か
ぎ
、
心
中
に

露
店
市
場
で
ひ
ま
わ
り
の
種
を
食
ん
で
い
る
蘇
州
美
人
の
愁
眉

を
想
う
の
で
あ
る
。

　

こ
う
書
け
ば
何
や
ら
秘
術
め
い
た
心
霊
修
養
の
よ
う
だ
が
、

筆
者
個
人
の
趣
味
は
と
も
あ
れ
、
班
自
体
は
こ
う
し
た
い
か
が

わ
し
さ
と
は
無
縁
の
、
至
っ
て
光
明
正
大
な
読
書
会
で
あ
る
。

大
学
院
の
学
生
も
積
極
的
に
参
加
し
て
く
れ
て
お
り
、
教
育
的

な
効
用
も
十
分
で
は
な
い
か
と
思
う
。
所
長
と
し
て
の
激
務
を

こ
な
し
な
が
ら
こ
れ
を
主
催
し
て
お
ら
れ
る
班
長
に
は
本
当
に

頭
が
下
が
る
。
せ
め
て
所
報
の
原
稿
く
ら
い
は
と
引
き
受
け
た

次
第
だ
が
、
覚
え
ず
私
的
感
興
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
。
身
の

不
肖
を
呪
う
ば
か
り
で
あ
る
。

古
典
中
国
語
の
形
態
素
解
析
器
を
作
る

守　

岡　

知　

彦

　

こ
の
研
究
班
の
主
な
目
的
は
古
典
中
国
語
の
形
態
素
解
析
器

を
開
発
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
形
態
素
」
と
は
意
味
を
持
つ
最

小
の
単
位
を
示
す
言
語
学
の
用
語
で
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

に
お
け
る
自
然
言
語
処
理
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
最
小
の
単
位

で
は
な
く
、
外
形
的
に
決
定
可
能
な
語
位
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
使

わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
『
語
』
に
相
当
す

る
よ
う
な
基
本
単
位
を
示
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。
形
態
素
解
析
器
と
い
う
の
は
文
字
列
を
こ
の
形
態
素
の

列
に
分
解
す
る
処
理
の
こ
と
で
、
自
然
言
語
処
理
や
全
文
検
索

技
術
の
基
盤
技
術
と
し
て
今
日
で
は
日
常
的
に
使
わ
れ
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
研
究
班
で
な
ぜ
形
態
素
解
析
器
を
作
ろ
う
と
い
う
話
に



―　 ―26

共同研究の話題・共同研究

な
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
の
前
身
に
あ
た
る
研
究
班
で
、
安
岡

班
長
が
掲
げ
た
目
標
で
あ
っ
た
『（
古
典
中
国
語
の
）
白
文
に

自
動
的
に
点
を
打
つ
』
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
結
果
、

韻
文
に
関
し
て
は
あ
る
程
度
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
方
法
が

可
能
で
あ
る
も
の
の
、
一
般
的
に
は
語
の
品
詞
や
係
り
受
け
関

係
が
判
ら
な
い
と
無
理
だ
と
い
う
（
考
え
て
み
れ
ば
し
ご
く
当

り
前
な
）
結
論
に
達
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
、
実
を
い
え
ば
、
形
態
素
解
析
器
だ
け
で
も
当
初
の
目
標
を

実
現
す
る
に
は
不
十
分
な
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
形
態
素
解
析

器
を
作
っ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
形
態
素
解
析
器
は
今
日
で
は
ネ
ッ
ト
上
の

検
索
サ
ー
ビ
ス
や
パ
ソ
コ
ン
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
検
索
機

能
等
を
実
現
す
る
た
め
の
基
盤
と
し
て
広
く
日
常
的
に
使
わ
れ

て
い
る
基
盤
技
術
で
あ
る
が
、
形
態
素
解
析
器
を
実
現
す
る
た

め
に
は
、
通
常
、
大
量
の
タ
グ
つ
け
さ
れ
た
コ
ー
パ
ス
（
文
を

収
集
し
、
各
文
を
形
態
素
に
区
切
り
、
各
形
態
素
に
品
詞
や
意

味
カ
テ
ゴ
リ
ー
等
を
付
与
し
た
も
の
）
が
必
要
と
な
り
、
こ
う

し
た
大
規
模
形
態
素
コ
ー
パ
ス
の
開
発
に
は
大
き
な
コ
ス
ト
が

か
か
る
た
め
、
古
典
語
や
マ
イ
ナ
ー
な
言
語
で
は
そ
の
整
備
が

遅
れ
が
ち
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
こ
う

し
た
言
語
で
は
メ
ジ
ャ
ー
な
現
代
語
だ
と
当
り
前
に
使
え
る
よ

う
な
機
能
が
利
用
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
訳
で
あ
る
。
そ

う
し
た
実
利
的
な
意
味
で
の
形
態
素
コ
ー
パ
ス
の
重
要
性
を
い

え
ば
、
こ
の
他
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
漢
字
と
い
う
も
の
に

関
心
を
持
っ
て
き
た
も
の
の
一
人
と
し
て
、
そ
の
形
態
素
と
し

て
の
側
面
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
極
め
て
興
味
深
い
こ
と
と

い
え
る
。
ま
た
、
古
典
中
国
語
（
あ
る
い
は
、
漢
文
）
と
い
う

自
然
言
語
を
対
象
に
、
言
語
学
的
な
視
点
と
自
然
言
語
処
理
的

な
視
点
、
内
容
に
関
す
る
知
識
と
内
容
を
無
視
す
る
態
度
、
情

報
学
的
な
美
意
識
と
情
報
処
理
的
な
有
用
性
と
い
っ
た
あ
る
時

に
は
重
な
っ
た
り
あ
る
時
に
は
相
反
す
る
よ
う
な
異
な
る
知
を

総
合
し
な
い
と
取
り
扱
え
な
い
よ
う
な
、
あ
る
意
味
、
曖
昧
模

糊
と
し
て
い
て
難
し
い
対
象
に
つ
い
て
、
実
例
を
前
に
し
た
専

門
領
域
を
異
な
る
班
員
間
の
議
論
を
通
じ
て
少
し
ず
つ
そ
の
知

見
を
広
げ
て
行
く
と
い
う
の
は
人
文
情
報
学
と
い
う
新
し
い
分

野
に
お
け
る
共
同
研
究
の
実
例
を
示
す
上
で
も
有
益
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
班
の
特
色
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
研
究
班
で
議
論

し
た
情
報
や
開
発
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
デ
ー
タ
が
基
本
的
に

ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
て
い
て
、
最
新
の
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で

き
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
研
究
班
に
実
際
に
参
加
し
て
い
な

い
研
究
者
と
の
情
報
交
換
と
い
う
点
で
は
ま
だ
課
題
は
あ
る
も

の
の
、
研
究
結
果
だ
け
で
な
く
、
研
究
途
上
の
デ
ー
タ
や
研
究

の
た
め
の
資
料
や
ツ
ー
ル
の
公
開
の
重
要
性
を
鑑
み
れ
ば
、
こ

う
し
た
試
み
を
拡
充
し
て
い
く
こ
と
も
大
事
な
こ
と
だ
と
い
え

る
と
思
わ
れ
る
。
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研
究
の
場

ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ウ
ィ
ッ
テ
ル
ン

　

北
白
川
の
分
館
か
ら
石
を
投
げ
て
届
く
距
離
に
す
ん
で
い
る

友
人
が
、
分
館
の
建
物
は
教
会
だ
と
、
以
前
か
ら
ず
っ
と
思
っ

て
い
た
。「
奇
妙
な
教
会
だ
と
お
も
う
よ
。
出
入
す
る
人
も
少

な
い
。
日
曜
日
で
門
の
扉
は
閉
ま
っ
て
お
り
」
と
彼
が
言
う
。

な
る
ほ
ど
。
私
も
一
番
最
初
に
分
館
に
来
た
時
、
こ
の
建
物
は

ス
ペ
イ
ン
南
部
の
教
会
に
よ
く
似
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
。
た

と
え
ば
グ
ラ
ナ
ダ
に
あ
る
イ
グ
レ
シ
ア
・
サ
ン
・
サ
ル
バ
ド
レ
、

あ
る
い
は
ア
ル
ハ
ン
ブ
ラ
に
多
く
の
類
似
点
が
あ
る
と
思
っ
た

こ
と
が
あ
る
。
後
に
な
っ
て
聞
た
が
、
武
田
五
一
先
生
の
設
計

の
背
景
に
確
か
に
南
ス
ペ
イ
ン
の
修
道
院
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ

た
の
様
だ
。
し
か
し
、
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
地
方
に
は
イ
ス
ラ
ム
王

朝
時
代
か
ら
の
建
造
物
や
庭
な
ど
が
多
く
残
っ
て
い
る
の
で
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
所
で
あ
る
、
純
粋
な
キ
リ
ス
ト
教
の
修
道

院
で
は
な
く
、
既
に
二
つ
の
多
き
な
文
化
圏
の
影
響
を
継
承
し

て
い
る
。
こ
の
様
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
西
端
か
ら
ア
ジ
ア
の
極
東

に
来
た
に
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

周
知
の
通
り
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
の
学
問
と
知
識
は

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
失
っ
た
部
分
が
有
っ
た
、
そ
こ
で
イ
ス
ラ

ム
王
朝
時
代
の
ス
ペ
イ
ン
は
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
圏
の
全
体

に
そ
こ
で
保
護
さ
れ
た
学
問
を
再
び
提
供
す
る
、
さ
ら
に
イ
ン

ド
な
ど
で
得
た
新
し
い
知
識
を
伝
え
る
こ
と
で
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
。
北
白
川
分
館
の
全
身
で
あ
る
東
方
文
化
学
院
京
都

研
究
所
に
も
同
じ
様
な
役
割
を
期
待
さ
れ
た
で
し
ょ
う
か
？

　

学
問
と
修
道
の
共
通
点
は
そ
の
当
時
ど
う
考
え
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
？　

私
は
以
前
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
島
サ
ン
・
ジ
ョ
ル
ジ

ョ
・
マ
ッ
ジ
ョ
ー
レ
に
あ
る
修
道
院
に
開
催
さ
れ
た
学
会
に
呼

ば
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
時
に
修
道
院
の
歩
廊
両
側
に
あ

る
独
居
室
が
宿
に
も
な
っ
た
い
た
、「
隠
遁
生
活
は
学
問
に
相

応
し
い
な
ー
」
と
お
も
っ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
分
館
の
設
計
者

も
そ
の
つ
も
り
で
研
究
室
を
独
居
室
の
よ
う
に
つ
く
れ
た
だ
ろ
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
分
館
で
研
究
生
活
は
じ
め
た
時
か
ら
、
館

内
に
は
不
思
議
な
こ
と
に
時
の
流
れ
は
外
の
世
界
と
違
う
ペ
ー

ス
で
進
ん
で
い
る
と
感
じ
た
。
ま
だ
朝
に
出
勤
し
た
ば
か
り
の

時
点
で
も
す
ぐ
に
昼
に
な
っ
て
し
ま
い
、
間
も
な
い
と
こ
ろ
で

日
が
暮
れ
る
、
本
来
計
画
し
た
こ
と
の
半
分
も
出
来
て
い
な
い

内
に
も
帰
宅
し
て
し
ま
う
。

　

分
館
の
耐
震
改
修
に
伴
う
し
ば
ら
く
の
間
本
部
構
内
の
文
学

部
東
館
に
仮
住
ま
い
す
る
運
び
に
な
っ
た
。
こ
の
建
物
の
西
側

は
北
白
川
分
館
の
建
物
よ
り
数
年
後
に
第
一
期
工
事
の
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
三
階
建
て
完
成
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
部
分
は
昭
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和
四
〇
年
に
完
成
さ
れ
た
。
下
見
に
い
っ
た
印
象
は
、
も
の
ご

と
を
ゆ
っ
く
り
と
考
え
る
よ
り
も
、
大
勢
の
学
生
を
対
象
に
知

識
の
生
産
す
る
場
所
だ
っ
た
。 

こ
の
建
物
に
時
間
の
流
れ
は

ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
？　

住
ん
で
見
な
い
と
分
か
ら
な

い
が
、
世
の
中
の
リ
ズ
ム
に
分
館
よ
り
近
い
だ
ろ
う
と
お
も
う
。

　

こ
の
頃
共
同
研
究
の
た
め
に
東
京
へ
の
出
張
が
増
え
て
い
る
。

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
は
い
ま
の
文
献
学
の
ル
ー
ツ
が
ど
ん
な

よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
、
伝
達
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
は
ど
ん
な
よ

う
に
編
集
す
べ
き
、
ど
ん
な
形
で
出
版
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う

よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
、
当
時
の
最
先
端
の
手
法
は
ど
ん
な
用

に
形
成
さ
れ
た
か
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
し

か
し
、
各
方
面
か
ら
の
参
加
者
に
お
越
し
や
す
い
場
所
と
し
て

Ｊ
Ｒ
東
京
駅
日
本
橋
側
に
あ
る
、
平
成
二
〇
年
に
完
成
し
た
三

五
階
建
て
の
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
に
設
置
さ
れ
た
大
学
の
サ
テ
ラ
イ

ト
に
研
究
会
の
会
合
が
行
う
。
こ
こ
は
主
に
社
会
人
学
生
向
け

の
講
座
、
或
い
は
大
学
の
説
明
会
な
ど
、
知
識
を
サ
ー
ビ
ス
と

し
て
提
供
す
る
為
の
場
と
し
て
活
用
さ
れ
る
の
よ
う
だ
。
然
し
、

こ
ん
な
感
覚
的
に
は
二
二
世
紀
に
あ
る
場
所
か
ら
一
九
世
紀
の

心
境
は
か
な
り
遠
い
な
と
実
感
し
て
い
る
。
こ
こ
の
研
究
会
を

参
加
す
る
に
は
経
費
削
減
な
ど
を
理
由
に
日
帰
り
で
行
く
こ
と

が
多
い
。
そ
う
す
る
と
朝
早
く
新
幹
線
に
乗
っ
て
、
ラ
ン
チ
タ

イ
ム
に
打
ち
合
わ
せ
を
兼
ね
て
食
事
を
と
っ
て
、
三
、
四
時
間

の
研
究
会
後
に
懇
親
会
に
も
参
加
し
て
、
終
電
間
際
に
帰
る
と

い
う
形
に
な
り
が
ち
。
そ
の
結
果
は
、
一
日
の
出
か
け
の
時
間

の
早
さ
、
私
の
感
覚
で
は
分
館
の
時
間
の
流
れ
は
大
雨
後
の
河

の
激
流
の
よ
う
に
数
倍
に
も
上
る
の
で
、
な
か
な
か
就
い
て
い

け
な
い
。
回
復
に
は
二
、
三
日
ぐ
ら
い
が
か
か
る
事
が
多
い
。

　

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
暗
黒
時
代
在
中
に
古
代
の
知
識
や
学
問

が
イ
ス
ラ
ム
王
朝
に
保
護
さ
れ
た
様
に
、
改
修
後
の
北
白
川
分

館
も
東
方
学
研
究
拠
点
と
し
て
、
効
率
向
上
と
計
算
可
能
な
成

果
を
重
視
す
る
現
在
学
術
世
界
の
暗
黒
時
代
中
に
無
視
さ
れ
た

中
国
古
典
の
価
値
観
に
基
づ
く
研
究
が
、
時
間
的
に
も
ゆ
と
り

が
で
き
る
形
で
続
け
る
場
と
し
て
、
後
の
世
代
に
貢
献
で
き
れ

ば
と
期
待
し
て
い
る
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ス
ト
の
い
や
し
さ

矢　

木　
　
　

毅

　

学
生
の
こ
ろ
は
や
た
ら
と
長
大
な
小
説
を
次
々
と
読
破
し
て

い
た
。
教
養
部
図
書
館
の
二
階
の
閑
散
と
し
た
閲
覧
室
は
、
田

舎
か
ら
京
入
り
し
て
き
た
ば
か
り
の
こ
ろ
の
私
の
お
気
に
入
り

の
場
所
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
か
ら
か
れ
こ
れ
十
八
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年
は
京
都
で
ぐ
ず
ぐ
ず
し
、
宮
崎
に
行
っ
た
か
と
思
う
と
ま
た

京
都
に
舞
い
戻
っ
て
、
相
変
わ
ら
ず
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
が
、

今
は
職
業
と
し
て
の
「
研
究
」
に
追
わ
れ
て
読
書
の
楽
し
み
も

な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
漢
文
史
料
を
読
む
こ
と
は
私
に
と
っ
て
は

「
飯
の
種
」
で
あ
る
と
同
時
に
純
粋
な
「
楽
し
み
」
で
も
あ
る

の
だ
が
、
そ
れ
は
学
生
の
こ
ろ
の
無
心
な
読
書
と
は
や
は
り
ど

こ
か
違
う
。

　

そ
う
し
た
心
の
隙
間
を
う
め
る
た
め
に
、
た
ま
に
は
小
説
や

ら
エ
ッ
セ
イ
や
ら
に
も
手
を
伸
ば
し
た
く
な
る
の
だ
が
、
そ
う

そ
う
時
間
を
割
く
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
、
ま
ず
は
「
は
ず

れ
」
の
な
い
、
定
評
の
あ
る
短
編
小
説
に
目
を
向
け
る
次
第
と

な
る
。
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
（
一
八
五
〇
〜
九
三
年
）
は
、
学
生
の

こ
ろ
か
ら
な
ん
と
な
く
敬
遠
し
て
き
た
作
家
の
一
人
で
、
…
…

と
い
う
の
は
文
庫
本
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
印
象
派
ふ
う
の
裸
婦
像

が
描
か
れ
て
い
た
り
す
る
の
が
気
恥
ず
か
し
か
っ
た
と
い
う
、

な
ん
と
も
う
ぶ
な
理
由
だ
っ
た
の
だ
が
、
今
や
汚
れ
き
っ
た
中

年
の
私
は
、
な
ん
の
恥
じ
ら
い
も
な
く
彼
の
出
世
作
『
脂
肪
の

か
た
ま
り
』（
一
八
八
〇
年
）
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

も
ち
ろ
ん
訳
本
で
あ
る
。

　

あ
ら
す
じ
に
つ
い
て
は
特
に
紹
介
す
る
ま
で
も
な
い
。
普
仏

戦
争
（
一
八
七
〇
〜
七
一
年
）
の
最
中
、
プ
ロ
シ
ャ
軍
に
占
領

さ
れ
た
ル
ー
ア
ン
（
パ
リ
西
北
方
の
都
市
）
か
ら
、
町
の
名
士

た
ち
を
乗
せ
た
乗
合
馬
車
が
ル
ア
ー
ブ
ル
（
さ
ら
に
西
方
の
港

町
）
へ
と
向
か
う
。
な
か
に
は
共
和
主
義
者
の
コ
ル
ニ
ュ
デ
と

い
う
男
や
、「
脂
肪
の
か
た
ま
り
」
と
い
う
あ
だ
名
の
、
ち
ょ

っ
と
男
好
き
の
す
る
売
笑
婦
な
ど
も
乗
り
合
わ
せ
て
い
る
の
だ

が
、
こ
の
「
脂
肪
の
か
た
ま
り
」
の
純
粋
な
「
愛
国
心
」
が
原

因
と
な
っ
て
乗
合
馬
車
が
足
止
め
を
食
ら
い
、
名
士
た
ち
が
寄

っ
て
た
か
っ
て
彼
女
に
い
や
み
を
言
う
。
足
止
め
と
い
う
の
は
、

つ
ま
り
プ
ロ
シ
ャ
軍
の
士
官
が
彼
女
を
…
…
、
い
や
、
万
が
一

ま
だ
お
読
み
に
な
っ
て
い
な
い
方
が
お
ら
れ
る
と
い
け
な
い
の

で
、
こ
の
こ
と
は
や
は
り
書
か
な
い
で
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
だ

ろ
う
。

　

結
局
、
彼
女
の
「
愛
国
心
」
を
踏
み
に
じ
っ
て
乗
合
馬
車
は

再
出
発
す
る
が
、「
誇
り
」
を
踏
み
に
じ
ら
れ
た
彼
女
の
す
す

り
泣
き
と
、
そ
れ
を
強
要
し
た
名
士
た
ち
の
気
ま
ず
い
沈
黙
の

な
か
、
コ
ル
ニ
ュ
デ
ひ
と
り
は
な
に
か
面
白
い
い
た
ず
ら
で
も

思
い
つ
い
た
よ
う
に
、
あ
て
つ
け
が
ま
し
く
愛
国
歌
（
ラ
・
マ

ル
セ
イ
エ
ー
ズ
）
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
口
笛
で
吹
き
続
け
て
い
た

…
…
。

　

プ
ロ
シ
ャ
軍
の
占
領
す
る
ル
ー
ア
ン
か
ら
ル
ア
ー
ブ
ル
に
逃

れ
、
あ
わ
よ
く
ば
対
岸
の
イ
ギ
リ
ス
に
渡
ろ
う
と
す
る
乗
合
馬

車
の
名
士
た
ち
は
、
い
ま
ど
き
の
言
葉
で
い
え
ば
、
ご
立
派
な

グ
ロ
ー
バ
リ
ス
ト
た
ち
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
商

売
の
元
手
さ
え
あ
れ
ば
、
彼
ら
は
ど
こ
で
で
も
生
き
て
い
け
る
。

国
の
支
配
者
が
だ
れ
に
代
わ
ろ
う
と
、
そ
れ
自
体
は
た
い
し
て
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問
題
で
は
な
い
の
だ
。

　

一
方
、
乗
合
馬
車
に
乗
る
お
金
の
工
面
す
ら
で
き
な
い
よ
う

な
人
々
は
、
結
局
、
生
ま
れ
育
っ
た
土
地
や
社
会
に
し
が
み
つ

い
て
生
き
て
い
く
し
か
な
い
。
そ
う
し
た
人
々
か
ら
み
れ
ば
、

グ
ロ
ー
バ
リ
ス
ト
た
ち
の
掲
げ
る
口
先
だ
け
の
「
愛
国
心
」
に

は
強
者
の
傲
慢
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
芬
芬
と
し
て
、
そ
の
い
や
し

さ
に
は
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
種
の
愛
国
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
と
か
く
身
の
丈

に
あ
っ
た
小
さ
な
巣
穴
に
こ
も
り
が
ち
の
私
に
と
っ
て
は
甚
だ

居
心
地
の
よ
い
子
守
唄
と
な
る
。
し
か
し
、
あ
て
つ
け
が
ま
し

く
口
笛
を
吹
く
コ
ル
ニ
ュ
デ
に
し
て
も
、
所
詮
は
「
戦
場
」
か

ら
と
っ
と
と
離
脱
し
た
変
わ
り
身
の
早
い
エ
ゴ
イ
ス
ト
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
は
私
の
、
ま
た
大
多
数

の
読
者
の
自
画
像
と
も
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
時
代
の
ト
レ
ン
ド
で
あ
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
は
、
今
や
ぐ
る
り
と
一
回
り
し
て
、
新
た
に
グ
ロ
ー
バ
リ

ズ
ム
と
の
対
抗
の
な
か
で
高
揚
し
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。
政
治
・

経
済
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
と
と
も
に
、
そ
の

い
や
し
さ
を
語
る
言
説
も
ま
た
活
発
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
グ

ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
い
う
と
聞
こ
え
は
よ
い
が
、
要
す
る
に
そ
れ

は
ど
こ
か
の
国
の
他
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
自
分
た
ち
に
と

っ
て
は
圧
倒
的
に
不
利
な
か
た
ち
の
他
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
押
し
付
け
ら
れ
る
だ
け
の
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
…
…
。
世

間
一
般
の
人
々
と
同
様
、
私
も
ま
た
こ
の
二
つ
の
ト
レ
ン
ド
の

な
か
で
揺
れ
動
き
、
戸
惑
っ
て
い
る
群
衆
の
な
か
の
一
人
な
の

だ
。

　

し
か
し
、「
多
元
統
合
人
文
学
」

―
文
学
部
に
設
け
ら
れ

た
研
究
所
の
協
力
講
座
が
、
た
し
か
そ
ん
な
ふ
う
な
名
称
な
の

だ

―
を
謳
う
研
究
所
の
一
員
で
も
あ
る
私
は
、
多
少
気
乗
り

の
し
な
い
と
こ
ろ
は
あ
っ
て
も
、
や
は
り
自
分
の
小
さ
な
巣
穴

を
打
ち
壊
し
て
、
よ
り
広
い
世
界
へ
と
出
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ス
ト
の
い
や
し
さ
が
語
ら
れ
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
批
判
に
も
耐
え
う
る
新
た
な
世
界
像
を
提
示
す
る
こ

と
こ
そ
が
私
た
ち
の
研
究
所
の
そ
も
そ
も
の
設
置
目
的
な
の
だ

か
ら
…
…
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
四
十
三
歳
の
誕
生
日
の
一
ヶ
月
前
に
狂
い

死
に
し
た
こ
の
男
は
、
私
よ
り
ず
っ
と
若
い
時
期
に
こ
の
傑
作

を
書
き
、
ま
た
は
る
か
に
多
忙
多
作
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。
こ
の

ご
ろ
は
段
々
と
自
分
よ
り
若
い
人
の
文
章
を
読
む
こ
と
の
ほ
う

が
多
く
な
っ
て
き
た
な
。
…
…
そ
ん
な
諦
め
と
も
焦
り
と
も
つ

か
な
い
思
い
が
兎
角
ま
と
わ
り
つ
い
て
く
る
こ
と
も
、
い
わ
ゆ

る
中
年
男
の
悲
し
い
さ
が
の
一
つ
と
な
る
の
だ
ろ
う
。

（『
脂
肪
の
か
た
ま
り
』
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
作
、
高
山
鉄
男
訳
、
岩

波
文
庫
）
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第
一
次
世
界
大
戦
と
二
つ
の
日
本
漫
画

高　

階　

絵
里
加

　

大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
八
月
四
日
、『
東
京
朝
日
新
聞
』

紙
上
に
お
い
て
、
岡
本
一
平
の
「
外
電
漫
画
」
の
連
載
が
始
ま

っ
た
（
第
一
回
の
み
「
電
報
ポ
ン
チ
」）。
の
ち
に
は
歌
人
で
小

説
家
の
岡
本
か
の
子
の
夫
、
そ
し
て
画
家
岡
本
太
郎
の
父
と
し

て
も
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
一
平
は
こ
の
時
二
八
歳
、
明
治
四

三
年
に
東
京
美
術
学
校
の
西
洋
画
科
を
卒
業
後
、
大
正
元
年
に

東
京
朝
日
新
聞
社
に
正
式
に
入
社
し
、
政
治
諷
刺
画
や
社
会
風

俗
の
小
ス
ケ
ッ
チ
に
短
文
を
添
え
た
「
漫
画
漫
文
」
と
呼
ば
れ

る
独
特
の
ス
タ
イ
ル
で
人
気
を
集
め
だ
し
て
い
た
、
新
進
の
漫

画
家
で
あ
っ
た
。

　
「
外
電
漫
画
」
は
欧
州
で
勃
発
し
た
第
一
次
大
戦
に
題
材
を

と
る
一
日
一
コ
マ
（
と
き
に
二
コ
マ
）
の
戯
画
で
あ
り
、
八
月

二
九
日
ま
で
連
載
さ
れ
、
八
月
二
六
日
か
ら
は
「
戦
争
漫
画
」

（
う
ち
一
回
の
み
「
少
年
戦
争
漫
画
」）
と
し
て
掲
載
が
継
続
し

た
。
当
時
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
は
、
パ
リ
在
住
の
洋
画
家

正
宗
得
三
郎
の
ス
ケ
ッ
チ
な
ど
、
戦
争
関
連
の
イ
ラ
ス
ト
も
時

お
り
は
載
っ
て
い
た
が
、
一
平
の
漫
画
は
三
ヵ
月
以
上
の
長
期

に
わ
た
り
、
ほ
ぼ
途
切
れ
な
く
連
載
さ
れ
た
も
の
だ
。

　
「
外
電
漫
画
」
と
「
戦
争
漫
画
」
は
、
世
紀
末
ド
イ
ツ
の
美

術
雑
誌
『
ユ
ー
ゲ
ン
ト
』
や
『
ジ
ン
プ
リ
チ
シ
ム
ス
』
の
イ
ラ

ス
ト
を
思
わ
せ
る
白
黒
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
生
か
し
た
絵
柄
に
、

夏
目
漱
石
も
称
賛
し
た
辛
み
の
き
い
た
短
文
が
つ
い
て
い
る
。

血
な
ま
ぐ
さ
い
前
線
の
情
報
や
不
穏
な
政
治
情
勢
の
ニ
ュ
ー
ス

が
連
日
紙
面
を
埋
め
る
な
か
、
簡
略
で
機
知
に
富
む
一
平
の
コ

ー
ナ
ー
は
、
ま
っ
さ
き
に
読
者
の
眼
に
入
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
漫
画
だ
け
を
見
て
、
最
新
の
戦
況
の
一
端
を
頭
に
入
れ
た

忙
し
い
読
者
も
多
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
連
載
中
一
平
は
新
聞

社
に
毎
日
待
機
し
て
、
夕
方
五
時
二
〇
分
以
降
に
社
に
送
ら
れ

た
す
べ
て
の
電
報
が
集
め
ら
れ
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
画
材
を
選
び

趣
向
を
作
り
説
明
文
ま
で
考
案
し
、
少
な
く
と
も
一
時
間
半
後

に
は
仕
上
げ
て
調
版
師
の
手
元
ま
で
送
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
れ
で
翌
日
の
朝
刊
に
間
に
合
う
の
で
あ
る
。

　

九
月
二
五
日
か
ら
十
月
一
日
に
は
、「
戦
争
漫
画
」
に
「
こ

ど
も
戦
争
影
画
（
か
げ
え
）」
が
七
回
分
挿
入
さ
れ
た
。「
独
逸

兵
釣
り
」「
長
過
ぎ
る
サ
ア
ベ
ル
」
と
い
っ
た
話
を
毎
回
三
〜

四
コ
マ
の
影
絵
で
あ
ら
わ
す
も
の
で
、
第
一
回
の
影
絵
の
と
こ

ろ
に
「（
切
抜
い
て
映
し
て
ご
覧
な
さ
い
）」
と
但
し
書
き
が
つ

い
て
い
る
の
で
、
新
聞
を
切
り
抜
い
て
「
戦
争
影
画
（
か
げ
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え
）」
で
遊
ん
だ
子
供
も
多
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
親
し
み
や

す
い
一
平
の
ス
タ
イ
ル
は
、
遠
い
国
々
で
進
行
中
の
惨
禍
に
つ

い
て
、
少
年
や
子
供
た
ち
に
ま
で
関
心
を
抱
か
せ
る
き
っ
か
け

に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

あ
る
と
き
は
当
時
フ
ラ
ン
ス
在
住
だ
っ
た
島
崎
藤
村
の
連
載

「
仏
蘭
西
だ
よ
り
」
の
記
事
の
隣
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
「
戦
争
漫
画
」
は
、
十
一
月
上
旬
ま
で
続
い
た
。
十
一
月
後

半
に
は
、「
外
電
漫
画
」「
戦
争
漫
画
」「
こ
ど
も
戦
争
影
画
」

に
、
八
月
三
日
に
『
東
京
朝
日
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
欧
州
座
の

大
芝
居
」
の
口
絵
を
加
え
て
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
が
、
書
籍

『
戦
争
漫
画　

陥
落
』
と
題
し
て
出
版
さ
れ
た
（
磯
部
甲
陽
堂
、

菊
版
栽
、
約
二
百
頁
、
定
価
三
三
銭
）。
本
の
巻
頭
に
は
、
コ

ロ
タ
イ
プ
版
の
「
青
島
陥
落
記
念
」
の
別
刷
二
点
が
新
た
に
加

え
ら
れ
て
い
る
。

　
『
戦
争
漫
画　

陥
落
』
の
評
判
は
、「
…
中
は
例
の
氏
独
特
の

絵
画
に
加
ふ
る
に
、
犀
利
な
文
章
で
、
説
明
を
し
て
あ
る
の
で
、

一
読
し
て
ど
う
し
て
も
笑
は
ず
に
は
居
ら
れ
ぬ
。
装
丁
も
こ
の

書
の
内
容
に
し
っ
く
り
合
っ
た
も
の
で
、
戦
争
の
記
念
と
し
て

も
一
本
を
備
へ
る
必
要
が
あ
る
と
思
ふ
」（『
美
術
週
報
』
第
二

号
第
九
巻
）
と
悪
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

ち
な
み
に
こ
の
本
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
「
近
代
デ
ジ
タ

ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
で
も
公
開
さ
れ
て
い
る
。

　

一
平
の
新
聞
連
載
ほ
ど
広
く
一
般
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
が
、
第
一
次
大
戦
へ
の
同
時
代
の
反
応
と
し
て
見
逃
せ
な

い
も
の
に
、
建
築
家
・
建
築
学
者
伊
東
忠
太
の
葉
書
絵
漫
画
が

あ
る
。
帝
国
大
学
工
科
大
学
で
建
築
を
学
ん
だ
伊
東
は
一
平
の

よ
う
な
プ
ロ
の
絵
描
き
で
は
な
い
が
、
生
来
芸
術
に
趣
味
の
深

い
母
を
持
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
絵
が
好
き
だ
っ

た
。
美
術
家
に
な
ろ
う
と
志
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
ほ
ど
で
、
残

さ
れ
た
旅
の
ス
ケ
ッ
チ
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
建
物
ば
か
り
で
な
く
風
景
や
人
物
像
に
も
素
人
の
手
す

さ
び
と
い
う
以
上
の
才
能
を
み
せ
て
い
る
。

　

第
一
次
大
戦
の
勃
発
時
に
は
ま
だ
外
国
体
験
の
な
か
っ
た
一

平
と
は
異
な
り
、
伊
東
は
す
で
に
明
治
三
五
年
か
ら
三
年
間
を

か
け
て
、
中
国
・
イ
ン
ド
・
西
ア
ジ
ア
・
ト
ル
コ
・
欧
米
を
巡

歴
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
大
正
三
年
八
月
以
来
、
欧
州
・

ア
メ
リ
カ
・
ア
ジ
ア
を
巻
き
込
ん
だ
大
戦
の
な
り
ゆ
き
は
、
伊

東
に
日
々
さ
ま
ざ
ま
な
抑
え
が
た
い
感
興
を
呼
び
起
こ
し
た
。

こ
れ
を
彩
管
に
託
し
、
結
局
戦
争
終
結
ま
で
一
年
に
約
百
枚
、

計
五
百
枚
の
葉
書
大
の
戯
画
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
現
在
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
「
社
団
法
人　

日
本
建
築
学
会　

建
築
博

物
館　

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
」
の
「
伊
東
忠
太
資
料
」
の

中
の
「
葉
書
絵
」
で
は
、
大
正
三
〜
八
年
に
描
か
れ
た
第
一
次

大
戦
関
連
の
五
百
枚
す
べ
て
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
厳
密
に

い
う
と
す
べ
て
が
大
戦
関
係
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
日
本
の

政
治
・
社
会
・
経
済
・
災
害
や
ス
ポ
ー
ツ
（
相
撲
）、
ま
た
戦
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争
以
外
の
欧
米
諸
国
の
ニ
ュ
ー
ス
も
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
画
題

の
中
心
は
圧
倒
的
に
第
一
次
大
戦
と
い
っ
て
よ
い
。

　

母
が
よ
く
膝
に
乗
せ
て
見
せ
て
く
れ
た
と
い
う
草
紙
錦
絵
、

ま
た
子
供
の
こ
ろ
か
ら
暇
さ
え
あ
れ
ば
読
ん
で
い
た
八
犬
伝
・

弓
張
月
・
水
滸
伝
な
ど
の
挿
絵
、
さ
ら
に
は
地
獄
絵
や
餓
鬼
草

子
、
鳥
羽
絵
、
北
斎
や
暁
斎
の
戯
画
を
連
想
さ
せ
る
伊
東
の
葉

書
絵
で
は
、
交
戦
各
国
、
飛
行
機
や
戦
艦
は
動
物
や
人
、
河
童
、

鬼
、
龍
や
怪
鳥
な
ど
で
表
さ
れ
て
、
歌
舞
伎
風
の
立
ち
回
り
を

演
じ
て
い
る
。
桃
太
郎
が
登
場
す
る
事
も
あ
る
。
勝
利
の
女
神

は
翼
を
つ
け
棕
櫚
の
葉
と
月
桂
冠
を
持
つ
西
洋
風
、
い
っ
ぽ
う

平
和
の
女
神
は
東
洋
の
観
音
像
風
で
あ
る
。
例
え
ば
「
ラ
ン
ス

寺
院
破
壊
」
で
は
、
ラ
ン
ス
大
聖
堂
の
前
を
逃
げ
飛
ぶ
天
女
た

ち
の
あ
と
を
、
鉈
や
鎌
や
槍
を
振
り
あ
げ
た
鬼
の
よ
う
な
怪
物

た
ち
が
追
い
か
け
る
。
ま
た
、「
独
飛
行
機
巴
里
の
ノ
ー
ト
ル

ダ
ム
を
脅
す
」
で
は
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂
の
ガ
ー
ゴ
イ
ル

（
怪
物
を
か
た
ど
っ
た
彫
刻
の
雨
ど
い
）
た
ち
が
、
青
鬼
を
の

せ
た
赤
い
飛
竜
（
？
）
が
空
か
ら
舞
い
降
り
て
く
る
の
に
驚
き

あ
わ
て
て
い
る
。
そ
の
自
由
な
空
想
力
と
創
造
力
は
、「
若
し

歴
史
上
又
は
社
会
生
活
の
上
か
ら
化
物
と
い
ふ
も
の
を
取
去
つ

た
な
ら
ば
、
極
め
て
乾
燥
無
味
の
も
の
と
な
る
…
確
か
に
化
物

は
社
会
生
活
の
上
に
最
も
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
の
一
つ
で
あ

る
」（「
化
物
研
究
」『
日
本
美
術
』
第
十
七
巻
第
六
号
）、「
化

け
物
に
…
興
味
を
有
た
ぬ
人
は
余
程
の
変
り
者
で
あ
る
」（「
化

け
も
の
」『
伊
東
忠
太
建
築
文
献　

論
叢
・
随
想
・
漫
筆
』
龍

吟
社　

昭
和
一
二
年
）、
と
述
べ
古
今
東
西
の
空
想
的
な
異
形

の
形
象
を
論
じ
た
建
築
学
者
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
戯
画
葉
書
絵
は
純
粋
に
個
人
の
趣
味
に
よ
る
余
技

と
し
て
の
制
作
で
あ
り
、
伊
東
自
身
は
私
蔵
す
る
つ
も
り
で
世

に
出
す
意
図
は
全
く
な
か
っ
た
が
、
人
の
目
に
と
ま
り
展
覧
を

勧
め
ら
れ
た
の
か
、
少
な
く
と
も
最
初
の
百
枚
は
当
時
美
術
展

な
ど
の
会
場
に
な
っ
て
い
た
三
越
旧
館
で
展
示
さ
れ
好
評
を
博

し
た
。
あ
る
評
に
よ
れ
ば
、
そ
の
面
白
味
は
題
材
を
す
べ
て
東

洋
趣
味
で
扱
っ
た
所
に
あ
り
、
こ
と
に
博
士
独
特
の
怪
物
に
お

い
て
光
彩
を
発
揮
し
て
お
り
、
絵
葉
書
と
し
て
も
面
白
く
、
今

回
の
戦
の
い
い
記
念
で
あ
る
と
い
う
。

　

さ
ら
に
は
、
た
ま
た
ま
葉
書
絵
を
目
に
し
た
友
人
に
熱
心
に

出
版
を
勧
め
ら
れ
、
そ
の
友
人
が
東
京
朝
日
新
聞
の
杉
村
楚
人

冠
（
東
京
朝
日
新
聞
社
の
記
者
で
言
論
界
に
も
影
響
力
の
あ
っ

た
杉
村
廣
太
郎
）
に
編
集
事
業
を
託
し
、
結
局
五
百
枚
が
完
成

し
た
所
で
、『
阿
修
羅
帖
』
第
一
巻
〜
第
五
巻
（
国
粋
出
版
社

　

大
正
九
〜
十
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
（
京
都
大
学
吉
田
建

築
図
書
館
に
は
第
一
巻
と
第
二
巻
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
）。

　

実
は
、
日
本
建
築
学
会
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
で
見
る

こ
と
の
で
き
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
は
が
き
と
『
阿
修
羅
帖
』
と

は
同
じ
で
は
な
い
。
絵
葉
書
裏
面
す
な
わ
ち
伊
東
忠
太
に
よ
る

絵
の
描
い
て
あ
る
方
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
『
阿
修
羅
帖
』
と
は
同
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じ
だ
が
、
表
（
お
も
て
）
面
つ
ま
り
住
所
を
書
く
側
が
異
な
っ

て
い
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
の
方
の
表
（
お

も
て
）
面
は
、
伊
東
が
た
と
え
ば
「
今
日
、
日
独
国
交
破
れ
、

日
本
独
乙
に
向
て
宣
戦
す
、
独
、
我
が
最
後
通
牒
に
対
し
て
回

答
を
与
へ
ざ
れ
ば
な
り
」
と
い
っ
た
よ
う
な
文
章
を
書
き
入
れ

て
い
る
場
合
に
限
り
デ
ジ
タ
ル
で
公
開
し
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、

『
阿
修
羅
帖
』
は
、
一
頁
ご
と
に
葉
書
の
絵
の
面
と
そ
れ
と
同

じ
大
き
さ
の
葉
書
大
の
枠
が
上
下
に
並
ん
で
い
る
が
、
こ
の
枠

内
に
は
も
と
も
と
の
伊
東
の
文
章
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
が
き
の
表

の
面
）
で
は
な
く
、
当
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
著
名
人
の
直
筆
あ
る

い
は
活
字
の
印
刷
に
よ
る
短
文
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
に
な
っ
た
の
か
。
第
一
巻
の
序
文
で
、

こ
の
書
の
編
集
を
引
き
受
け
た
杉
村
楚
人
冠
の
語
る
所
に
よ
れ

ば
、
公
刊
に
あ
た
り
国
粋
出
版
社
が
絵
葉
書
一
つ
一
つ
に
詳
し

い
説
明
を
つ
け
て
は
い
か
が
か
と
相
談
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対

し
て
楚
人
冠
は
、
絵
と
い
う
も
の
は
一
目
見
て
感
心
す
べ
き
も

の
で
説
明
を
聞
い
て
初
め
て
な
る
ほ
ど
と
合
点
す
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
い
か
ら
説
明
な
ど
い
ら
な
い
と
い
っ
た
ん
は
断
っ
た
。

が
、
国
粋
出
版
社
の
主
人
は
再
度
訪
れ
、
説
明
が
要
ら
な
い
の

は
わ
か
っ
た
が
、
せ
め
て
賛
を
つ
け
て
は
ど
う
か
と
い
う
。
楚

人
冠
は
こ
れ
に
も
、
賛
と
は
絵
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
補
う
た

め
に
入
れ
る
べ
き
も
の
で
、
こ
の
上
蛇
足
は
い
ら
な
い
と
応
じ
、

主
人
は
感
心
し
て
再
び
去
っ
た
が
次
の
日
ま
た
訪
れ
て
曰
く
、

賛
を
あ
な
た
一
人
に
ま
か
せ
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
広
く
天

下
の
諸
名
士
に
求
め
る
の
は
ど
う
か
。
楚
人
冠
は
こ
れ
に
も
賛

成
し
な
か
っ
た
が
、
主
人
は
今
度
ば
か
り
は
頑
と
し
て
去
ら
ず
、

楚
人
冠
も
つ
い
に
根
負
け
し
た
。
こ
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
か
ら
、

本
と
し
て
刊
行
す
る
際
に
、
絵
の
一
枚
一
枚
に
各
界
名
士
の
賛

が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
か
な
り
多
く
の
賛
は
楚
人
冠
が
書
き
、
伊
東
忠
太

も
改
め
て
複
数
の
葉
書
絵
に
賛
を
寄
せ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か

に
も
平
田
東
助
（
伊
東
の
叔
父
）、
志
賀
重
昂
、
塚
本
靖
、
若

槻
礼
次
郎
、
与
謝
野
晶
子
、
島
崎
春
樹
（
藤
村
）、
柳
田
國
男
、

芳
賀
矢
一
、
佐
々
木
信
綱
、
有
島
生
馬
、
有
島
武
郎
、
金
子
堅

太
郎
、
大
倉
喜
八
郎
、
正
親
町
季
菫
、
徳
川
頼
倫
、
尾
崎
行
雄
、

芥
川
龍
之
介
、
菊
地
寛
、
昇
直
隆
（
曙
夢
）、
姉
崎
正
治
、
渋

沢
栄
一
、
鈴
木
三
重
吉
、
長
谷
川
如
是
閑
、
嘉
納
治
五
郎
、
徳

富
猪
一
郎
（
蘇
峰
）、
徳
川
家
達
（
静
岳
）、
丘
浅
次
郎
、
南
方

熊
楠
、
岡
本
一
平
、
戸
川
安
宅
（
残
花
）、
斉
藤
茂
吉
、
山
川

均
、
江
原
素
六
、
西
條
隆
英
（
孤
舟
）、
吉
井
勇
、
山
川
菊
栄
、

内
村
鑑
三
、
平
塚
明
子
（
雷
鳥
）、
森
律
子
と
い
っ
た
各
界
の

著
名
人
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
外
国
人
も
多
く
（
特
に
第
四

巻
）、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ハ
ー
ム
ズ
ワ
ー
ス
・
ノ
ー
ス
ク
リ
フ
、

ブ
ー
ス
・
タ
ー
キ
ン
ト
ン
、
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
ェ
ッ
ブ
、
カ
ニ
ン

ガ
ム
・
グ
リ
ー
ン
、
ト
マ
ス
・
ラ
イ
リ
ー
・
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ポ

ア
ン
カ
レ
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
、
エ
ミ
ー
ル
・
ヴ
ァ
ン
デ
ル
ヴ
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ェ
ル
ド
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ロ
・
フ
ェ
ラ
ー
リ
ン
、
ヴ
ィ
ッ
ト
ー
リ

オ
・
エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
・
オ
ル
ラ
ン
ド
な
ど
、
英
・
米
・
仏
・

白
・
伊
の
政
治
家
、
外
交
官
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
パ
イ
ロ
ッ

ト
、
学
者
、
文
学
者
ら
が
直
筆
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
寄
せ
て
お
り
、

東
京
朝
日
新
聞
社
と
楚
人
冠
の
幅
広
い
人
脈
が
う
か
が
い
知
れ

る
。

　

当
初
楚
人
冠
は
乗
り
気
で
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
こ
の
国
粋

出
版
社
主
人
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
今
見
る
と
興
味
深
い
効
果
を
あ

げ
て
い
る
。
賛
の
書
き
方
は
各
人
自
由
で
あ
り
、
直
筆
の
も
の

は
筆
跡
や
印
が
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
あ
っ
て
変
化
に
富
む
。
そ
の
ご

く
一
部
を
紹
介
す
れ
ば
、「
獨
帝
窮
す
」
は
カ
イ
ゼ
ル
の
家
の

戸
口
に
弾
丸
屋
、
パ
ン
屋
、
薪
炭
屋
な
ど
大
勢
の
商
人
が
押
し

掛
け
て
い
る
図
。
賛
は
与
謝
野
寛
「
黄
金
を
失
へ
る
よ
り
哀
れ

な
り　

世
界
を
得
ん
と
し
た
る
あ
き
び
と
」。「
独
の
潜
航
艇
北

海
に
英
艦
三
隻
を
撃
沈
す
」
は
、
水
中
で
河
童
が
三
人
の
人
間

の
足
を
つ
か
ん
で
い
る
。
石
川
千
代
松
の
賛
は
ロ
ー
マ
字
で

「K
ore koso hontoni K

appa no H
e! H

e! H
e! H

ee!
」。

「
露
軍
獨
境
に
躍
進
す
」
は
、
四
天
王
像
の
よ
う
な
筋
骨
隆
々

た
る
ロ
シ
ア
が
刀
を
構
え
て
い
る
図
。
島
木
赤
彦
の
賛
は
「
天

の
原　

風
定
ら
ず　

夕
立
の　

雲
よ
り
は
や
く　

雨
ふ
り
来

る
」。「
土
人
ア
ル
メ
ニ
ア
人
を
虐
殺
す
」
の
賛
は
堺
利
彦
「
人
、

虎
を
殺
せ
ば
之
を
狩
猟
と
云
ひ
、
虎
、
人
を
殺
せ
ば
之
を
兇
暴

と
云
ふ
。

―Bernard Shaw

」。
渡
辺
千
冬
は
「
仏
軍
攻

勢
」
の
賛
だ
か
ら
な
の
か
フ
ラ
ン
ス
語
、
時
代
の
流
行
か
土
岐

善
麿
や
田
中
館
愛
橘
、
先
の
石
川
千
代
松
な
ど
ロ
ー
マ
字
で
賛

を
寄
せ
て
い
る
人
も
多
い
。

　

大
戦
当
時
大
量
に
出
回
っ
て
い
た
戦
争
戯
画
を
見
慣
れ
て
い

た
は
ず
の
欧
米
の
人
々
も
、
伊
東
忠
太
の
東
洋
風
寓
意
漫
画

（«w
ar cartoons»

）
に
感
じ
入
り
、
賛
の
中
で
「
非
常
に
オ

リ
ジ
ナ
ル
だ
」「
戦
争
の
恐
怖
を
表
現
し
て
い
る
」「
卓
越
し
た

芸
術
家
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
単
な
る
社
交
儀
礼
と
も

思
わ
れ
ず
面
白
い
。

　

第
一
次
大
戦
に
対
す
る
同
時
代
の
人
々
の
反
応
に
つ
い
て
の

研
究
は
多
々
あ
る
と
思
う
が
、『
阿
修
羅
帖
』
全
五
巻
を
つ
ぶ

さ
に
読
み
解
け
ば
、
伊
東
忠
太
の
大
戦
観
に
加
え
て
、
当
時
こ

の
戦
争
に
対
し
て
日
本
と
欧
米
の
知
識
人
が
何
を
感
じ
て
い
た

か
に
つ
い
て
、
多
少
の
手
が
か
り
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
伊
東
は
、
第
二
次
大
戦
時
に
も
同
様

の
時
局
漫
画
を
描
い
て
い
る
。

　

当
時
の
日
本
の
新
聞
雑
誌
で
は
ド
イ
ツ
や
英
国
の
戦
争
諷
刺

漫
画
が
頻
繁
に
紹
介
さ
れ
る
い
っ
ぽ
う
、
外
国
と
比
べ
日
本
で

は
真
に
頭
と
腕
の
あ
る
諷
刺
画
家
が
い
な
い
と
の
意
見
も
記
事

に
み
え
る
が
、
今
後
い
ろ
い
ろ
と
探
索
し
て
ゆ
け
ば
、
岡
本
一

平
と
伊
東
忠
太
の
漫
画
以
外
に
も
こ
の
よ
う
な
資
料
が
見
つ
か

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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参
考
文
献
：

清
水
勲
・
湯
本
豪
一
『
漫
画
と
小
説
の
は
ざ
ま
で
―
現
代
漫
画
の

父
・
岡
本
一
平
―
』
文
芸
春
秋　

1994
岸
田
日
出
刀
『
建
築
学
者
伊
東
忠
太
』
乾
元
社　

1945
て
っ
た
い

富　

永　

茂　

樹

　

撤
退
で
は
な
い
。
手
伝
い
の
こ
と
を
、
京
都
（
そ
れ
と
も
関

西
？
）
で
は
て
っ
た
い
と
い
う
。

　

一
九
八
〇
年
代
の
半
ば
、
私
が
研
究
所
に
採
用
さ
れ
て
ま
も

な
い
頃
で
あ
っ
た
が
、
一
一
月
の
開
所
記
念
の
講
演
会
の
あ
と

の
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
で
、
名
誉
教
授
の
林
屋
辰
三
郎
先
生
が
来
賓

の
挨
拶
で
、「
研
究
所
を
辞
め
て
か
ら
の
私
は
な
に
を
し
て
い

る
か
と
い
う
と
『
て
っ
た
い
』
を
し
て
ま
す
の
や
」
と
い
う
こ

と
を
語
ら
れ
た
。
当
時
先
生
は
国
立
京
都
博
物
館
の
館
長
を
し

て
お
い
で
だ
っ
た
。
そ
の
数
年
前
、
パ
リ
か
ら
戻
っ
て
大
学
院

に
復
学
し
て
い
た
頃
に
、
ギ
メ
美
術
館
に
あ
る
東
洋
の
美
術
品

を
京
都
に
招
い
て
展
示
を
す
る
と
い
う
企
画
が
あ
り
、
展
覧
会

の
準
備
の
た
め
に
嘱
託
と
し
て
採
用
さ
れ
て
、
林
屋
先
生
と
も

親
し
く
さ
せ
て
も
ら
っ
た
者
に
と
っ
て
は
と
り
わ
け
こ
の
言
葉

が
た
い
へ
ん
印
象
深
く
今
で
も
記
憶
に
残
っ
て
い
る
（
だ
れ
か

適
当
な
者
を
紹
介
す
る
よ
う
林
屋
先
生
か
ら
依
頼
さ
れ
た
の
が

飛
鳥
井
雅
道
先
生
で
あ
っ
た
の
も
懐
か
し
い
）。

　

一
昨
年
か
ら
京
都
市
の
文
化
芸
術
担
当
局
長
の
平
竹
耕
三
氏

の
発
案
で
「
京
都
市
文
化
政
策
史
講
座
」
と
題
す
る
講
演
シ
リ

ー
ズ
が
京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー
で
つ
づ
い
て
い
た
。
上
田
正
昭
、

森
口
邦
彦
と
い
っ
た
錚
々
た
る
方
が
た
が
高
山
市
長
以
来
六
〇

年
に
わ
た
る
京
都
市
の
文
化
行
政
の
流
れ
を
語
る
と
い
う
企
画

（
上
田
先
生
と
は
先
生
が
同
和
問
題
委
員
会
の
委
員
長
を
さ
れ

て
い
た
と
き
に
お
つ
き
あ
い
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
つ
ま
り
こ
れ

も
学
内
で
は
あ
る
け
れ
ど
「
所
の
そ
と
」
で
の
出
会
い
）。
こ

の
政
策
史
講
座
の
最
終
回
に
八
〇
年
代
以
降
の
文
化
行
政
に
つ

い
て
喋
る
よ
う
に
た
の
ま
れ
た
。

　

私
は
元
総
長
の
奥
田
東
先
生
が
東
方
部
の
日
比
野
丈
夫
先
生

な
ど
と
と
も
に
七
〇
年
代
末
に
組
織
さ
れ
た
「
文
化
行
政
研
究

会
」
の
「
提
言
」
の
作
成
に
加
わ
り
、
こ
れ
は
市
内
に
五
つ
あ

る
地
域
文
化
会
館
の
元
に
な
っ
た
（
ま
だ
定
職
に
就
く
以
前
、

紫
竹
の
小
さ
な
ア
パ
ー
ト
の
一
室
で
、
こ
の
春
退
官
し
た
横
山

俊
夫
氏
と
ふ
た
り
で
文
章
を
書
い
た
な
ぁ
）。
九
〇
年
代
に
は

河
野
健
二
先
生
の
許
で
「
芸
術
文
化
振
興
計
画
」
の
策
定
、
先

生
の
死
後
も
計
画
に
も
と
づ
く
芸
術
セ
ン
タ
ー
の
開
設
の
手
伝
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い
を
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
話
題
に
す
る
よ
う
に
と
い

う
の
が
主
旨
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
私
自
身
の
「
て
っ
た
い
」

は
林
屋
、
上
田
、
河
野
の
各
先
生
の
そ
れ
に
と
て
も
及
ぶ
も
の

で
は
な
い
。
て
っ
た
い
の
て
っ
た
い
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
そ

の
と
き
の
苦
労
話
を
、
あ
る
い
は
ま
ち
が
っ
て
自
慢
話
と
受
け

止
め
ら
れ
か
ね
な
い
こ
と
を
披
露
し
て
も
喜
ん
で
聞
い
て
も
ら

え
る
は
ず
が
な
い
。

　

そ
こ
で
依
頼
さ
れ
た
テ
ー
マ
を
離
れ
て
、
私
自
身
で
は
な
く

人
文
科
学
研
究
所
、
さ
ら
に
は
京
都
大
学
が
そ
の
「
そ
と
」
で

ど
ん
な
「
て
っ
た
い
」
を
し
て
き
た
か
、
そ
の
流
れ
を
振
り
か

え
る
こ
と
に
し
た
。
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
た
の
に
は
、
も
う
ひ

と
つ
別
の
事
情
が
あ
っ
た
。
政
策
史
講
座
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
、

加
藤
秀
俊
先
生
が
中
京
大
学
を
退
職
さ
れ
る
機
会
に
雑
誌
『
ア

リ
ー
ナ
』
で
特
集
を
組
む
の
で
、
永
く
助
手
と
し
て
勤
め
て
お

ら
れ
た
人
文
科
学
研
究
所
で
の
先
生
の
活
動
に
つ
い
て
文
章
を

書
く
よ
う
に
と
い
う
依
頼
も
受
け
て
い
た
。
歴
史
家
の
訓
練
を

受
け
た
こ
と
の
な
い
私
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら

な
か
っ
た
が
、
ま
ず
は
と
も
か
く
『
人
文
学
報
』
の
彙
報
な
ど

に
あ
た
り
（
個
人
で
は
閲
覧
で
き
な
い
人
事
記
録
に
つ
い
て
は
、

総
務
掛
の
瀬
尾
さ
ん
の
お
世
話
に
な
っ
た
）、
研
究
班
で
の
先

生
の
報
告
や
研
究
業
績
を
調
査
す
る
仕
事
を
つ
づ
け
て
い
た
の

だ
。

　

加
藤
先
生
と
い
え
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ム
を
は
じ
め
と
す
る

「
そ
と
」
で
の
仕
事
に
つ
い
目
が
向
い
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が

調
査
の
結
果
わ
か
っ
た
の
は
、
先
生
は
研
究
所
の
仕
事
も
け
っ

し
て
怠
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
研
究
所
に
か
な
り
の

貢
献
を
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
（
助
手
の
経
験
が
な
い

の
で
、
正
確
な
比
較
の
し
よ
う
が
な
い
が
、
ど
ん
な
種
類
の
仕

事
に
し
て
も
私
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
！
）。
ほ
ぼ
同
じ
時

期
に
、
桑
原
武
夫
先
生
、
梅
棹
忠
夫
先
生
な
ど
が
お
い
で
に
な

り
、
こ
う
し
た
先
生
が
た
も
研
究
所
で
の
仕
事
を
充
分
以
上
に

こ
な
す
と
と
も
に
、「
そ
と
」
で
も
活
躍
し
、
そ
こ
に
は
さ
ら

に
京
都
市
の
文
化
行
政
へ
の
か
か
わ
り
も
ふ
く
ま
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
研
究
所
が
た
い
へ
ん
に
ぎ
や
か
で
活
気
に
あ
ふ
れ
て
い

た
時
期
と
も
一
致
し
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
一
九
六
六
年
に
は
「
日
本
文
化
の
総
合
研
究
機

構
」
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
以
前
に
私
が
入
手
し
た
資

料
を
見
る
と
、
こ
れ
に
は
林
屋
、
梅
棹
、
加
藤
の
各
先
生
が
か

か
わ
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
ん
な
る
研
究
所
で
は

な
く
し
て
、
資
料
セ
ン
タ
ー
そ
し
て
伝
統
芸
能
を
上
演
す
る
劇

場
ま
で
も
提
案
す
る
大
が
か
り
な
構
想
は
、
し
か
し
翌
年
に
当

時
の
井
上
清
一
市
長
が
急
死
し
た
こ
と
も
あ
り
い
っ
た
ん
姿
を

消
す
が
、
七
〇
年
代
末
に
な
り
、
桑
原
先
生
が
中
心
に
な
っ
て

「
世
界
文
化
自
由
都
市
宣
言
」
が
な
さ
れ
、
そ
の
具
体
的
施
策

の
ひ
と
つ
と
し
て
復
活
し
、
や
が
て
そ
の
一
部
は
国
際
日
本
文

化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
開
設
に
つ
な
が
る
こ
と
と
な
る
。
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所のうち・そと

　

こ
う
し
た
先
生
が
た
が
ど
れ
ほ
ど
「
て
っ
た
い
」
を
自
覚
し

て
お
い
で
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
か
な
り
永
い
あ
い

だ
に
わ
た
っ
て
所
の
内
部
と
外
部
が
密
接
に
出
会
い
交
流
す
る

機
会
が
存
在
し
て
い
た
の
だ
。
研
究
所
が
培
っ
た
知
を
広
く
学

外
に
向
け
て
発
信
す
る
。
そ
の
効
果
が
い
か
ほ
ど
の
も
の
で
あ

っ
た
か
、
少
な
く
と
も
過
信
し
誇
示
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
し

か
し
他
方
で
外
部
の
世
界
に
接
触
す
る
こ
と
で
多
く
の
刺
激
を

受
け
、
そ
れ
が
学
問
の
展
開
に
多
少
と
も
影
響
し
た
の
は
た
し

か
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
関
係
は
学
問
の
あ
り
か
た
が
、
ま
た
大

学
の
制
度
が
大
き
く
変
化
し
た
現
在
、「
う
ち
・
そ
と
」
の
あ

い
だ
の
頻
繁
な
、
と
は
い
え
ご
く
単
純
な
往
復
を
強
い
ら
れ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
私
自
身
の
自
戒
も
ふ
く
め
て
い
う
の
だ
が
、

残
念
な
が
ら
も
は
や
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。



―　 ―39

浅
　
原
　
達
　
郎

容
成
氏
の
配
列 

　

曰
古　

一
七
号　

四
月

用
曰
の
配
列 

　

曰
古　

一
七
号　

四
月

凡
物
流
形
試
釈
三
則 

　

曰
古　

一
八
号　

一
月

成
王
既
邦
の
配
列
（
劉
欣
寧
と
連
名
） 

　

曰
古　

一
九
号　

三
月

言
游
（
八
一
山
人
） 

　

曰
古　

一
九
号　

三
月

池
　
田
　
　
　
巧

現
代
中
国
語
の
カ
タ
カ
ナ
発
音
表
記
法
、
あ
る
い
は
文
化
的
雪
か
き
に

つ
い
て 
東
方　

三
六
四　

六
月

石
　
井
　
美
　
保

伝
統
宗
教
、
呪
術
と
現
代
社
会

―
ガ
ー
ナ
南
部
の
精
霊
祭
祀
と
オ
コ

ン
フ
ォ
た
ち

 

高
根
務
・
山
田
肖
子
編
『
ガ
ー
ナ
を
知
る
た
め
の
47
章
』

 

明
石
書
店　

八
月

呪
術
的
世
界
の
構
成

―
自
己
制
作
、
偶
発
性
、
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

　

春
日
直
樹
編
『
現
実
批
判
の
人
類
学

―
新
世
代
の
エ
ス
ノ
グ
ラ

フ
ィ
へ
』、 

　

世
界
思
想
社　

十
一
月

虚
焦
点
と
し
て
の
真
正
性

―
ガ
ー
ナ
の
神
霊
祭
祀
に
お
け
る
デ
ィ
ア

ス
ポ
ラ
司
祭
と
ガ
ー
ナ
人
司
祭
と
の
交
渉
を
通
し
て　

田
中
雅
一
・

小
池
郁
子
編
『
コ
ン
タ
ウ
ト
ゾ
ー
ン
の
人
文
学
―Religious 

Practices/

宗
教
実
践
―
』
第
Ⅲ
巻
、 

　

晃
洋
書
房　

三
月

石
　
川
　
禎
　
浩

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
ア
ジ
ア
（
共
著
）　

山
室
信
一
等
編
『
新
秩
序
の
模

索　

一
九
三
〇
年
代
』 

岩
波
書
店　

五
月

深
受
日
本
社
会
主
義
学
説
研
究
影
響
／
中
共
建
党
為
何
在
先
？

 

北
京
晩
報　

五
月
二
七
日

中
共
一
大
会
場
被
捜
査
之
謎　
『
中
共
〝
一
大
〞
研
究
論
文
集
（
一
九

八
〇
―
二
〇
一
〇
）』 

上
海
辞
書
出
版
社　

八
月

由
考
証
学
走
向
史
料
学

―
従
中
共
〝
一
大
〞
幾
份
資
料
談
起

 

中
国
浦
東
幹
部
学
院
学
報　

第
五
期　

九
月

新
河
県
的
中
国
共
産
党
及
其
歴
史

―
以
新
河
県
的
両
名
〝
革
命
烈

士
〞
為
中
心　

森
時
彦
編
・
袁
広
泉
訳
『
二
十
世
紀
的
中
国
社
会
』

 

社
会
科
学
文
献
出
版
社　

十
二
月

T
he 

“Sleeping Lion

” and Liang Ch

’i-ch

’ao : A
n Im

age of 

“Frankenstein

’s M
onster

” in China, A
cta A

siatica 102
 

二
月

 

著
者
コ
メ
ン
ト　

現
代
中
国
研
究　

三
〇
号　

三
月

稲
　
葉
　
　
　
穣

A
rab Soldiers in C

hina at the T
im

e of the A
n-Shi 

Rebellion, M
em

oirs of the R
esearch D

epartm
ent of the 

書
い
た
も
の
一
覧
　
二
〇
一
一
年
四
月
〜
二
〇
一
二
年
三
月　
（
氏
名
五
十
音
順　

◉
は
単
行
本
）
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T
oyo Bunko, 68 

　

四
月

パ
ネ
ル
報
告　

モ
ン
ゴ
ル
時
代
以
前
の
西
ト
ル
キ
ス
タ
ン

―
ソ
グ
デ

ィ
ア
ナ
か
ら
ガ
ン
ダ
ー
ラ
ま
で

 

内
陸
ア
ジ
ア
史
研
究　

二
六
号　

五
月

前
近
代
史
の
な
か
の
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン

 
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン　

四
号　

二
〇
一
一
年
二
月

岩
　
井
　
茂
　
樹

◉
中
国
近
代
財
政
史
研
究
（
付
勇
訳　

范
金
民
審
校
）

 

社
会
科
学
文
献
出
版
社　

九
月

元
代
行
政
诉
讼
与
审
判
文
书

―
以
《
元
典
章
》
附
钞
案
牍
〝
都
省
通

例
〞
为
材
料　
『
中
国
古
代
法
律
文
献
研
究
』 

第
五
輯　

十
一
月

T
he D

eath Penalty and Legal Culture in Early M
odern 

China. Itaru T
O
M

IY
A
 

（ed.

）, C
apital P

unishm
ent in 

E
ast A

sia, K
yoto U

niversity Press 

　

二
月

岩
　
城
　
卓
　
二

畿
内
の
幕
末
社
会　

明
治
維
新
史
学
会
編
『
講
座
明
治
維
新
２　

幕
末

政
治
と
社
会
変
動
』　

有
志
舎 

　

五
月

書
評　

和
泉
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
松
尾
谷
の
歴
史
と
松
尾
寺
』　

LInk

【
地
域
・
大
学
・
文
化
】
三
号 

八
月

近
世
の
「
生
存
」
―
人
口
動
態
を
中
心
に
―　

日
本
史
研
究
五
九　

四

号 

二
月

ウ
ィ
ッ
テ
ル
ン
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン

◉M
azu D

aoyi und D
azhu H

uihai : G
rundlegende R

eden 
und A

ufzeichnungen der H
ongzhou-Schule des C

han-
B
uddhism

us. Ü
bersetzt und herausgegeben von 

Christian W
ittern.  Berlin, V

erlag der W
eltreligionen 

im
 Insel V

erlag 

四
月

T
he role of the T

ripitaka K
oreana as a m

odel of the 
D
igital T

ripitaka, in : International Sym
posium

 in 
C
o m

m
em

oration of M
illenial A

nniversary of the 
T
ripitaka K

oreana.  M
illenial T

ripitaka K
oreana, 

Com
m
unicate w

ith the W
orld, Gw

angjon 

（K
orea

） 

九
月

Som
e prelim

inary Rem
arks to a Study of R

hetorical 
D
evices in Chàn yŭlù

禪
語
錄Encounter dialogues., in : 

C
hristoph A

nderl 

（ed.

） Zen B
uddhist R

hetoric in 
China, K

orea, and Japan, Leiden, Boston and T
okyo

 

十
一
月

T
EI 

テ
キ
ス
ト
・
モ
デ
ル
の
今
昔　
『
情
報
の
構
造
と
メ
タ
デ
ー
タ
』

 

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

二
月 

王
　
寺
　
賢
　
太

Raynal, N
ecker et la Com

pagnie des Indes : Q
uelques 

aspects inconnus de la genèse et de l

’évolution de 
l

’Histoire des deux Indes. Gilles Bancarel 

（éd.

） R
aynal 

et ses réseaux, Cham
pion. 

　

十
月

◉
脱
原
発
「
異
論
」　
（
市
田
良
彦
・
小
泉
義
之
・
絓
秀
実
・
長
原
豊
と
の
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共
著
） 

作
品
社　

十
一
月

震
災
、
原
発
、
右
往
左
往　

市
田
良
彦
ほ
か
共
著
『
脱
原
発
「
異
論
」』

 

作
品
社　

十
一
月

な
ぜ
「
異
論
」
な
の
か　

金
森
修
氏
の
応
答
に
応
え
る

 

週
刊
読
書
人　

二
月
二
四
日
号

大
　
浦
　
康
　
介

◉
共
同
研
究

―
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
（
編
著
） 

平
凡
社　

四
月

虚
構
の
知
恵
・「
ウ
ソ
」
の
効
用　

世
界
思
想　

三
八
号

 

世
界
思
想
社　

四
月

◉
誘
惑
論
・
実
践
篇 

晃
洋
書
房　

九
月

岡
　
田
　
暁
　
生

音
楽
と
政
治
参
加
―
パ
ウ
ル
・
ベ
ッ
カ
ー
と
第
一
次
大
戦　

筒
井
清
忠

編
『
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
と
文
化
』 
千
倉
書
房　

六
月

芸
術
は
な
お
も
『
頑
張
る
物
語
』
を
語
り
得
る
か　
『
季
刊
ア
ル
テ
ス

１

号　

3.11

と
音
楽
』 
十
二
月

◉『
楽
都
ウ
ィ
ー
ン
の
光
と
影
』 

小
学
館　

一
月

岡
　
村
　
秀
　
典

中
国
の
は
じ
ま
り
―
夏
殷
周
三
代
の
洛
陽　

氣
賀
澤
保
規
編
『
洛
陽
学

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
論
文
集
』

 

明
治
大
学
東
洋
史
資
料
叢
刊
八　

三
月

古
鏡
研
究
と
収
蔵
家
た
ち 

人
文　

五
八
号　

六
月

後
漢
鏡
銘
の
研
究 

東
方
学
報　

八
六
冊　

八
月

東
ア
ジ
ア
情
勢
と
古
墳
文
化　

広
瀬
和
雄
・
和
田
晴
吾
編
『
講
座
日
本

考
古
学
７

古
墳
時
代
（
上
）』 

青
木
書
店　

十
二
月

◉
科
研
費
成
果
報
告
書
『
中
国
初
期
仏
教
寺
院
と
そ
の
源
流
に
か
ん
す
る

考
古
学
的
研
究
』 

三
月

北
魏
方
山
永
固
陵
研
究
（
共
著
）　

日
本
東
方
学 

二
輯　

三
月

小
野
寺
　
史
　
郎

書
評　

川
島
真
『
近
代
国
家
へ
の
模
索
一
八
九
五
―
一
九
二
五
』

 

中
国
研
究
月
報　

六
五
巻
五
号　

五
月

書
評　

田
中
比
呂
志
『
近
代
中
国
の
政
治
統
合
と
地
域
社
会

―
立

憲
・
地
方
自
治
・
地
域
エ
リ
ー
ト
』 　

東
洋
史
研
究　

七
〇
巻
一
号

 

六
月

翻
訳　

孔
祥
吉
・
村
田
雄
二
郎
「
戊
戌
新
政
期
に
お
け
る
光
緒
帝
の
対

日
政
策
」　

孔
祥
吉
・
村
田
雄
二
郎
『
清
末
中
国
と
日
本

―
宮

廷
・
変
法
・
革
命
』 

研
文
出
版　

八
月

一
九
二
〇
年
代
の
世
界
と
中
国
の
国
家
主
義　

村
田
雄
二
郎
編
『
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
の
中
国
』 

有
志
舎　

九
月

大
清
臣
民
与
民
国
国
民
之
間
？

―
以
新
政
時
期
万
寿
聖
節
為
中
心
的

探
討 

華
東
師
範
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）

 

四
三
巻
五
期　

九
月

梶
　
原
　
三
恵
子

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
教
科
書
の
古
代
イ
ン
ド
史
記
述
を
め
ぐ
る
論
争
と

訴
訟
―
二
十
一
世
紀
初
頭
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
至
上
主

義
の
一
断
面 

現
代
イ
ン
ド
研
究　

二
号　

一
月
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菊
　
地
　
　
　
暁

ブ
ッ
デ
ィ
ス
ト
・
ア
ン
ソ
ロ
ポ
ロ
ジ
ス
ト
赤
松
智
城

 

近
代
仏
教　

一
八
号　

五
月

『
じ
い
ち
ゃ
ん
さ
ま
』
の
家
―
梅
佳
代
の
〈
批
評
的
〉
民
間
信
仰
映
像

―  

岩
谷
彩
子
他
編
『
映
像
に
や
ど
る
宗
教
、
宗
教
を
う
つ
す
映

像
』 

せ
り
か
書
房　

六
月

瀝
青
会
座
談
会
：
民
家
90
年
、
変
わ
る
も
の
変
わ
ら
ぬ
も
の

 
住
む　
　

三
八
号
（
他
五
名
と
共
著
）　

六
月

に
ひ
な
め
研
究
会
と
植
民
地
人
類
学
の
遺
産

 

国
際
常
民
文
化
研
究
機
構
年
報　

二
号　

八
月

海
女
に
魅
せ
ら
れ
た
男
た
ち

 

週
刊
現
代　

五
三
巻
三
八
号　

十
月
一
九
日

コ
メ
ン
ト
：
発
生
的
景
観
と
統
制
的
景
観

 

日
本
民
俗
学　

二
六
八
号　

十
一
月

信
頼
関
係
が
生
ん
だ
貴
重
な
写
真
の
数
々

 

週
刊
現
代　

五
三
巻
四
七
号　

十
二
月
十
日

ミ
ン
ゾ
ク
ガ
ク
シ
ャ
と
し
て
の
新
村
出
―
あ
る
い
は
、
京
都
で
読
む
民

俗
学
史
／
人
類
学
史
― 

民
博
通
信　

一
三
五
号　

十
二
月

近
代
の
肖
像　

危
機
を
拓
く　

赤
松
智
城
（
１

〜
３

）

 

中
外
日
報　

二
七
六
六
六
〜
二
七
六
七
〇
号

 

一
月
二
六
日
〜
二
月
四
日

連
載
再
開
に
あ
た
っ
て
―
あ
る
い
は
、
方
法
と
し
て
の
京
都

 

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
Ｈ
Ｐ　

三
月

◉
今
和
次
郎
「
日
本
の
民
家
」
再
訪

 

平
凡
社
（
他
六
名
と
共
著
）　

三
月

〈
こ
と
ば
の
聖
〉
二
人
―
新
村
出
と
柳
田
国
男
―　

横
山
俊
夫
編
『
こ

と
ば
の
力
』

 

京
都
大
学
学
術
出
版
会　

三
月

多
賀
城
市
八
幡
地
区　

東
北
大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
編
・
発

行
『
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
被
災
し
た
民
俗
文
化
財
調
査2011

報
告

集
』 

三
月

金
　
　
　
志
　
玹

「
道
教
授
經
儀
式
的
形
成
與
「
師
」
觀
念
的
發
展
」
研
究
簡
介

 

道
教
文
化
研
究
中
心
通
訊　

第
二
三
期　

香
港
中
文
大
學　

十
月

元
始
大
洞
玉
經　

麥
谷
邦
夫
編
『『
道
藏
輯
要
』
と
明
清
時
代
の
宗
教

文
化
』（
平
成
二
〇
―
二
三
年
度
科
學
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究

（
Ａ
）「『
道
藏
輯
要
』
と
明
清
時
代
の
宗
教
文
化
」
研
究
成
果
報
告

書 

三
月

金
　
　
　
文
　
京

◉
元
刊
雑
劇
の
研
究
（
二
）
―
貶
夜
郎
、
介
子
推
（
共
著
）

 

汲
古
書
院　

五
月

『
玉
燭
寶
典
』
所
載
『
法
沒
盡
經
』
に
見
え
る
老
子
・
孔
子
・
項
橐
三

聖
派
遣
説 

東
方
宗
教　

一
一
七
号　

五
月

言
語
資
源
と
し
て
の
漢
字
・
漢
文 

文
学　

一
二
巻
三
号　

五
・
六
月

試
論
「
董
解
元
西
廂
記
諸
宮
調
」
之
語
言
藝
術
風
格

 

国
際
漢
學
研
究
通
訊　

三
号　

六
月

◉
三
国
志
의　

世
界 

成
均
館
大
学
校
出
版
部　

八
月

福
澤
諭
吉
の
漢
詩　

十
二
「
幼
時
の
回
想
と
望
郷
の
念
」
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福
澤
手
帳　

一
五
〇
号　

九
月

韓
日
の
漢
文
訓
読
（
釈
読
）
と
漢
訳
仏
典
お
よ
び
そ
の
言
語
観
と
世
界

観 

人
文
科
學　

九
四
号　

延
世
大
学　

九
月

中
巌
円
月
の
中
国
体
験
―
科
挙
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て

 

文
学　

一
二
巻
五
号　

九
・
十
月

◉
能
と
京
劇
―
日
中
比
較
演
劇
論　

高
等
研
選
書
二
五

 

国
際
高
等
研
究
所　

十
月

日
韓
漢
字
・
漢
文
教
育
の
比
較 　

漢
字
漢
文
教
育　

五
三
号　

十
一
月

明
代
『
三
国
志
演
義
』
テ
キ
ス
ト
の
特
徴

―
中
国
国
家
図
書
館
蔵
二

種
の
湯
賓
尹
本
『
三
国
志
伝
』
を
例
と
し
て　

大
澤
顕
浩
編
『
東
ア

ジ
ア
書
誌
学
へ
の
招
待
』
第
二
巻 

　

東
方
書
店　

十
一
月

項
橐
考

―
孔
子
的
傳
説　

中
國
文
學
學
報　

創
刊
號

 

北
京
大
學
中
文
系
・
香
港
中
文
大
學
中
文
系　

十
二
月

久
　
保
　
昭
　
博

後
ろ
向
き
の
革
命
―
ジ
ャ
ッ
ク
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
が
み
た
前
衛　

N
ew

 
Partisan R

eview
 

　

創
刊
号　

四
月　

La narratologie a-t-elle des frontières linguistiques et 
culturelles ? 

― La théorie narrative de Sadakazu Fujii. 
Sylvie Patron 

（ed.

） T
héorie, analyse, interprétation des 

récits / T
heory, analysis, interpretation of narratives. 

Editions Peter Lang 

　

六
月

苦
痛
の
形
式 

　

ふ
ら
ん
す　

七
月

翻
訳　

レ
ー
モ
ン
・
ク
ノ
ー
『
地
下
鉄
の
ザ
ジ
』 　

水
声
社　

十
月　

サ
ン
ド
ラ
ー
ル
の
足
跡
を
た
ど
っ
て 

　

ふ
ら
ん
す　

十
一
月

戦
争
文
学
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー 

　

出
版
ニ
ュ
ー
ス　

十
一
月

シ
ュ
マ
ン
・
デ
・
ダ
ム
の
亡
霊
た
ち 

　

ふ
ら
ん
す　

三
月

黒
　
岩
　
康
　
博

「
廃
都
」
を
記
念
す
る 

　

人
文　

五
八
号　

六
月

研
究
者
、
墓
を
買
う
（
買
っ
た
の
は
父
だ
け
ど
）

 

　

国
史
研
究
室
通
信　

四
三
号　

十
月

M
ilitary M

ail for a Linguist : Soldiers W
ho Support and 

Profit from
 the Language Studies of M

asam
ichi 

M
iyatake. ZIN

BU
N
 43. 

　

三
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　

田
中
雅
一
編
『
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
の
人
文

学
：
宗
教
文
化
系
』 

　

晃
洋
書
房　

三
月

ア
メ
リ
カ
黒
人
の
オ
リ
シ
ャ
崇
拝
運
動
に
み
る
縁
の
形
成
と
ジ
ェ
ン
ダ

ー　
『
宗
教
研
究
』 

　

三
四
六
巻　

三
月

小
　
関
　
　
　
隆

産
業
革
命
の
進
展
と
社
会
問
題　

小
山
哲
・
上
垣
豊
・
山
田
史
郎
・
杉

本
淑
彦
編
『
大
学
で
学
ぶ
西
洋
史
﹇
近
現
代
﹈』

 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
四
月

コ
ラ
ム
：
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
と
ケ
ル
ト　

小
山
哲
・
上
垣
豊
・
山

田
史
郎
・
杉
本
淑
彦
編
『
大
学
で
学
ぶ
西
洋
史
﹇
近
現
代
﹈』
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ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

四
月

書
評　

Ｇ
・
ス
テ
ッ
ド
マ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
『
階
級
と
い
う
言
語
：
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
労
働
者
階
級
の
政
治
社
会
史
、1832

―1982

年
』

 

　

社
会
経
済
史
学　

七
七
巻
二
号　

八
月

高
　
井
　
た
か
ね

明
代
の
八
仙
卓
に
つ
い
て

―
そ
の
出
現
時
期
お
よ
び
用
途
を
中
心
に

 

家
具
道
具
室
内
史　

三
号　

五
月

『
金
瓶
梅
詞
話
』
牀
類
小
考 
　

佛
教
藝
術　

三
一
六
号　

五
月

八
仙
卓
を
め
ぐ
る
諸
問
題

―
名
称
の
出
現
時
期
お
よ
び
明
代
の
事
例

を
中
心
に 
　

東
方
学
報　

八
六
冊　

八
月

高
　
木
　
博
　
志

建
国
記
念
の
日
、
そ
し
て
「
神
武
創
業
」
と
近
代
日
本

 

　

ア
リ
ー
ナ
（
中
京
大
学
）　

四
月

桜　

東
ア
ジ
ア
の
記
憶
の
場
（
板
垣
竜
太
・
鄭
智
泳
・
岩
崎
稔
編
）

 

　

河
出
書
房
新
社　

四
月

皇
室
の
神
仏
分
離
・
再
考　

明
治
維
新
史
研
究
の
今
を
問
う
：
新
た
な

歴
史
像
を
求
め
て
（
明
治
維
新
史
学
会
編
） 

有
志
舎　

七
月

閉
鎖
的
な
管
理
を
や
め
、
古
墳
時
代
の
天
皇
陵
を
公
開
・
活
用
せ
よ　

中
央
公
論 

中
央
公
論
新
社　

七
月

今
城
塚
と
継
体
天
皇
陵
の
学
問
史
・
断
章　

三
島
と
古
代
淀
川
水
運
Ⅱ

（
高
槻
市
立
今
城
塚
古
代
歴
史
館
） 

十
月

御
苑
に
お
け
る
大
学
の
歴
史
教
育

 

　

京
都
御
苑
ニ
ュ
ー
ス　

一
一
二
号　

十
二
月

水
木
要
太
郎
と
修
学
旅
行 

　

や
ま
と
百
景　

第
六
〇
号　

十
二
月

一
八
九
五
年
、
泉
涌
寺
に
お
け
る
皇
太
子
明
宮
の
病
気
平
癒
御
修
法　

宗
教
と
現
代
が
わ
か
る
本　

二
〇
一
二 

平
凡
社　

二
月

高
　
階
　
絵
里
加

〈
東
方
三
博
士
の
礼
拝
〉
図
像
に
お
け
る
異
邦
人
表
現

 

　

人
文
学
報　

百
号　

七
月
（
奥
付
は
二
〇
一
一
年
三
月
）

作
品
解
説　

十
六
点　

美
人
画
の
系
譜 

　

小
学
館　

十
一
月

作
品
解
説　

幸
野
楳
嶺
《
秋
日
田
家
図
》

 

國
華　

一
三
九
四
号　

十
二
月

「
印
象
派
」
な
ど
二
項　

明
治
時
代
史
大
辞
典　

第
一
巻

 

　

吉
川
弘
文
館　

十
二
月

美
術
逍
遥　

日
本
経
済
新
聞
（
夕
刊
）

 　

四
月
一
一
日
、
四
月
一
八
日
、
五
月
一
六
日
、
五
月
二
三
日
、
六
月

二
〇
日
、
六
月
二
七
日
、
八
月
一
日
、
八
月
八
日
、
九
月
五
日
、
九

月
一
二
日
、
十
月
二
四
日
、
十
月
三
一
日
、
十
一
月
二
八
日
、
十
二

月
五
日
、
一
月
一
六
日
、
一
月
二
三
日
、
二
月
一
二
日
、
二
月
二
七

日
、
三
月
一
九
日
、
三
月
二
六
日

高
　
田
　
時
　
雄

中
尊
寺
本
金
銀
泥
字
《
大
唐
西
域
記
》
的
舊
藏
者

―
明
治
時
期
日
本

古
籍
流
出
的
一
例
個
案
研
究

 

國
際
漢
學
研
究
通
訊　

第
三
期　

六
月

〔
解
説
〕
平
定
苗
疆
戰
圖

 
『
乾
隆
得
勝
圖 

平
定
苗
疆
戰
圖
』　

臨
川
書
店　

七
月
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内
藤
湖
南
の
敦
煌
學　

敦
煌
吐
魯
番
研
究 

　

第
十
二
卷　

七
月

〔
書
評
〕
榮
新
江
・
李
肖
・
孟
憲
實
主
編
『
新
獲
吐
魯
番
出
土
文
獻
』

 

敦
煌
吐
魯
番
研
究　

第
十
二
卷　

七
月

《
大
唐
西
域
記
》
卷
第
十
一
増
入
部
分
小
考　
『
佛
教
文
獻
與
文
學
』

 

佛
光
文
化
事
業
有
限
公
司　

九
月

藏
書
の
運
命

―
近
代
に
お
け
る
中
國
古
典
籍
流
動
の
歴
史　
『
東
ア

ジ
ア
の
言
語
・
文
化
・
藝
術
』

 

　

關
西
大
學
文
學
部
・
關
西
大
學
大
學
院
文
學
研
究
科　

九
月

П
ояснения к картинам батальны

х сцен 《П
окорения Западного 

края

》 им
ператора Ц

яньлуна, П
исьм

енны
е П

ам
ятники 

В
остка 2011

―2 

　

十
一
月

ロ
シ
ア
科
學
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋
寫
本
研
究
所
と
『
東
洋
の
文
獻
遺
産
』

誌
な
ど 

　

東
方
學　

第
一
二
三
輯　

一
月

新
出
の
行
瑫
『
内
典
隨
凾
音
疏
』
に
關
す
る
小
注

 

　

敦
煌
寫
本
研
究
年
報　

第
六
號　

三
月

李
滂
と
白
堅
（
再
補
） 

　

敦
煌
寫
本
研
究
年
報　

第
六
號　

三
月

竹
　
沢
　
泰
　
子

◉
人
文
學
報
（
特
集
：
差
異
の
表
象
）　

百
号

 

　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

三
月　

（
序
論
―
人
種
表
象
研
究
の
今
後
の
課
題
―
）

近
代
と
人
種
の
生
成　

本
多
俊
和
（
ス
チ
ュ
ア
ー
ト 

ヘ
ン
リ
）・
大
村

敬
一
編
『
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
人
類
学
―
争
い
と
和
解
の
諸

相
―
』 

　

放
送
大
学
教
育
振
興
会　

四
月

現
代
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
―
シ
ョ
ン
と
人
種　

本
多
俊
和
（
ス
チ

ュ
ア
ー
ト 

ヘ
ン
リ
）・
大
村
敬
一
編
『
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の

人
類
学
―
争
い
と
和
解
の
諸
相
―
』 　

放
送
大
学
教
育
振
興
会　

四

月

◉
移
民
研
究
と
多
文
化
共
生　

日
本
移
民
学
会
編

 

　

御
茶
の
水
書
房　

六
月

（
序
論
ー
移
民
研
究
か
ら
多
文
化
共
生
を
考
え
る
ー
）

◉
今
、
ア
イ
ヌ
で
あ
る
こ
と
―
共
に
生
き
る
た
め
の
政
策
を
め
ざ
し
て
―

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書 

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

八
月

討
論
ま
と
め　

学
術
の
動
向
ー
今
、
ア
イ
ヌ
で
あ
る
こ
と 

　

九
月

◉T
A

K
E
Z
A

W
A

 Y
asuko 

（ed.

） Japanese and A
sian 

A
m

ericans : R
acializations and T

heir R
esistances : 

Proceedings of a Japan-based Global Study of Racial 
Representations 2 011

―2012. 

人
種
表
象
の
日
本
型
グ
ロ
ー
バ
ル
研

究
（
平
成
二
三
年
度
研
究
成
果
報
告
書 

別
冊
４

）

 

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

二
月

◉T
A
K
EZA

W
A
 Y

asuko 

（ed.

） T
he Interface of H

um
anities 

and Genom
ics II : Proceedings of a Japan-based Global 

Study of Racial Representations 2011

―2012.　

人
種
表
象
の
日

本
型
グ
ロ
ー
バ
ル
研
究
（
平
成
二
三
年
度
研
究
成
果
報
告
書 

別
冊
５

）

 

　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

三
月

◉
人
種
表
象
の
日
本
型
グ
ロ
ー
バ
ル
研
究
（
平
成
二
三
年
度
研
究
成
果
報

告
書
） 

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

三
月

武
　
田
　
時
　
昌

五
星
会
聚
説
の
数
理
的
考
察
（
上
）

―
秦
漢
に
お
け
る
天
文
暦
術
の
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一
側
面 

中
国
思
想
史
研
究　

三
一
号　

二
〇
一
一
年
三
月

鍼
灸
パ
ラ
ダ
イ
ム
談
義
第
四
回
・
脱
黄
帝
学
派
宣
言

―
鍼
道
を
志
す

人
の
た
め
に　

医
道
の
日
本　

八
一
一
号 

　

四
月

鍼
灸
パ
ラ
ダ
イ
ム
談
義
第
五
回
・
未
だ
病
ま
ざ
る
を
治
す

―
鍼
門
の

三
字
銘　

医
道
の
日
本　

八
一
二
号 

　

五
月

鍼
灸
パ
ラ
ダ
イ
ム
談
義
第
六
回
・
魯
迅
の
眼
で
見
た
中
医
―
東
と
西
の

解
剖
学　

医
道
の
日
本　

八
一
三
号 

　

六
月

鍼
灸
パ
ラ
ダ
イ
ム
談
義
第
七
回
・
血
と
骨
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
―
『
洗
冤

録
』
の
複
眼
的
考
察　

医
道
の
日
本　

八
一
四
号 

　

七
月

明
末
清
初
の
西
学
啓
蒙
と
象
数
学　

堀
池
信
夫
編
『
知
の
ユ
ー
ラ
シ

ア
』 

明
治
書
院　

七
月

鍼
灸
パ
ラ
ダ
イ
ム
談
義
第
八
回
・
ミ
イ
ラ
の
呪
文
、
閻
魔
大
王
の
便
り

―
老
化
現
象
を
考
え
る
（
一
）　

医
道
の
日
本　

八
一
五
号

 

　

八
月

鍼
灸
パ
ラ
ダ
イ
ム
談
義
第
九
回
・
死
徴
の
診
断
術

―
老
化
現
象
を
考

え
る
（
二
）　

医
道
の
日
本　

八
一
六
号 
　

九
月

鍼
灸
パ
ラ
ダ
イ
ム
談
義
第
十
回
・
老
子
と
彭
祖
の
長
生
術

―
老
化
現

象
を
考
え
る
（
三
）　

医
道
の
日
本　

八
一
七
号 
　

十
月

刑
徳
遊
行
の
占
術
理
論 

　

日
本
中
国
学
会
報　

六
三
集　

十
月

鍼
灸
パ
ラ
ダ
イ
ム
談
義
第
十
一
回
・
今
こ
そ
虚
労
病
の
新
薬
を
！

―

老
化
現
象
を
考
え
る
（
四
）　

医
道
の
日
本　

八
一
八
号 　

十
一
月

鍼
灸
パ
ラ
ダ
イ
ム
談
義
第
十
二
回
・
鍼
の
ひ
び
き
と
脳
内
モ
ル
ヒ
ネ
の

唄　

医
道
の
日
本　

八
一
九
号　

 

　

十
二
月

鍼
灸
パ
ラ
ダ
イ
ム
談
義
第
十
三
回
・
牛
馬
の
ツ
ラ
と
ツ
ボ

―
獣
医
鍼

灸
学
の
す
す
め
（
一
）　

医
道
の
日
本　

八
二
○
号 

　

一
月

鍼
灸
パ
ラ
ダ
イ
ム
談
義
第
十
四
回
・
馬
医
絵
巻
の
眼
差
し

―
獣
医
鍼

灸
学
の
す
す
め
（
二
）　

医
道
の
日
本　

八
二
一
号 

　

二
月

鍼
灸
パ
ラ
ダ
イ
ム
談
義
第
十
五
回
・
流
れ
る
水
の
よ
う
に
生
き
る

―

東
洋
的
健
康
科
学
論
（
一
）　

医
道
の
日
本　

八
二
二
号 

　

三
月

田
　
中
　
雅
　
一

◉Contact Zone

（
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
）　

四
号

 

　

人
文
科
学
研
究
所　

前
年
三
月

コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
と
し
て
の
占
領
期
ニ
ッ
ポ
ン

―
「
基
地
の
女

た
ち
」
を
め
ぐ
っ
て　

田
中
雅
一
編　

Contact Zone

（
コ
ン
タ

ク
ト
・
ゾ
ー
ン
）　

四
号 

　

人
文
科
学
研
究
所　

前
年
三
月

癒
し
と
イ
ヤ
ラ
シ
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

―
代
々
木
忠
監
督
作
品
を

め
ぐ
っ
て　

大
浦
康
介
編　
『
共
同
研
究　

ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』

 

　

平
凡
社　

四
月

鼎
談
（
前
編
）「
日
本
の
人
類
学
」
を
め
ぐ
っ
て

 

　

理　

コ
ト
ワ
リ　

二
七
号　

六
月

探
検
と
共
同
研
究

―
京
都
大
学
を
中
心
と
す
る
文
化
人
類
学　

山
路

勝
彦
編
『
日
本
の
人
類
学

―
植
民
地
主
義
、
異
文
化
研
究
、
学
術

調
査
の
歴
史
』 

　

関
西
学
院
大
学
出
版
会　

八
月

鼎
談
（
後
編
）「
日
本
の
人
類
学
」
を
め
ぐ
っ
て

 

　

理　

コ
ト
ワ
リ　

二
八
号　

九
月

◉
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
中
間
報
告
書
『
戦
争
と
平
和
の
再
演

―
戦
争

映
画
の
日
中
比
較
』 

　

十
月

名
誉
殺
人

―
現
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
女
性
へ
の
暴
力

 

　

現
代
イ
ン
ド
研
究　

二
号　

一
月
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◉
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
『
越
境
す
る
カ
ワ
イ
イ
！　

可
愛
い
！　

K
aw

aii 

！ 

―
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
マ
ン
ガ
』　
（
共
編
）

 

　

人
文
科
学
研
究
所　

三
月

◉
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
『
中
国
に
つ
い
て
の
学
術
的
な
考
え
方

―
日
本
か
ら
の
視
点
』 

　

人
文
科
学
研
究
所　

三
月

◉
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
の
人
文
学　

第
三
巻　

Religious Practices

／
宗
教
実
践　
（
共
編
） 

　

晃
洋
書
房　

三
月

本
書
の
構
成

― Religious Practices

／
宗
教
実
践　

田
中
雅
一
・

小
池
郁
子
編
『
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
の
人
文
学　

第
三
巻　

Religious Practices

／
宗
教
実
践
』 

　

晃
洋
書
房　

三
月

◉
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
の
人
文
学　

第
四
巻　

Postcolonial

／
ポ
ス

ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
化
（
共
編
） 

　

晃
洋
書
房　

三
月

本
書
の
構
成

― Postcolonial

／
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
化　

田
中
雅

一
・
奥
山
直
司
編
『
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
の
人
文
学　

第
四
巻　

Postcolonial

／
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
』

 

　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
晃
洋
書
房　

三
月

共
訳　

テ
ィ
モ
シ
ー
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
「
な
ぜ
国
際
関
係
論
に

お
け
る
宗
教
に
注
目
す
る
の
か
？
」

 

　

人
文
学
報　

一
〇
二
号　

三
月

田
　
中
　
祐
理
子

新
刊
紹
介
：『
啓
蒙
の
運
命
』 　

表
象
文
化
論
学
会
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー 

R
epre　

一
三
号 

八
月

「
非
人
間
的
」
な
身
体
の
思
考
に
向
け
て　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
《
フ
ラ
ン

ス
哲
学
と
「
科
学
」
の
思
考
》
報
告
書
『「
概
念
の
哲
学
」
と
エ
ピ

ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
』 

　

三
月

付
論
・「
19
世
紀
医
学
」
を
め
ぐ
る
カ
ン
ギ
レ
ム
と
フ
ー
コ
ー
の
対
話

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
《
フ
ラ
ン
ス
哲
学
と
「
科
学
」
の
思
考
》
報
告
書

『「
概
念
の
哲
学
」
と
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
』 

　

三
月

立
　
木
　
康
　
介

ト
ラ
ウ
マ
―
出
来
事
と
言
葉
の
は
ざ
ま
に 

　

人
文　

五
八
号　

六
月

露
出
せ
よ
、
と
現
代
文
明
は
言
う　

第
六
回　
「
精
神
分
析
の
詩
学
―

メ
タ
フ
ァ
ー
と
心
的
空
間
」 

　

文
藝　

二
〇
一
一
年
冬
号　

十
月

露
出
せ
よ
、
と
現
代
文
明
は
言
う　

第
七
回　
「
症
状
な
き
主
体
た
ち

は
彷
徨
う
」 

文
藝　

二
〇
一
二
年
春
号　

一
月

対
象
の
自
殺
、
欠
如
と
し
て
の
私 　

臨
床
心
理
事
例
研
究
（
京
都
大
学

教
育
学
部
心
理
教
育
相
談
室
紀
要
）　

第
三
八
号 

三
月

富
　
永
　
茂
　
樹

言
葉
の
力　

明
倫
ア
ー
ト　

第
一
三
三
号

 

　

京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー　

六
月

私
が
会
え
な
か
っ
た
人
物　

出
版
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト　

第
二
二
二
六
号

 

出
版
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
社　

六
月

新
矛
盾
論　

明
倫
ア
ー
ト　

第
一
三
五
号

 

　

京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー　

八
月

暮
ら
し
の
文
化
―
国
民
文
化
祭
・
京
都
二
〇
一
一
に
向
け
て　

藝
文
協  

第
一
一
九
号 

公
益
財
団
法
人
京
都
芸
術
文
化
協
会　

十
月

ヘ
ル
シ
ン
キ
―
二
五
年
ぶ
り
の　

明
倫
ア
ー
ト　

第
一
三
九
号

 

　

京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー　

十
一
月
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調
査
報
告 

加
藤
秀
俊@

zinbun.kyoto-u.ac.jp　

ア
リ
ー
ナ　

第
一

二
号 

　

中
部
大
学　

十
一
月

富
士
山
、
空
虚
な
中
心
と
し
て
の　

明
倫
ア
ー
ト　

第
一
四
二
号

 

　

京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー　

二
月

知
ら
れ
て
い
な
い
「
き
の
う
」
と
見
え
て
こ
な
い
「
あ
す
」
の
あ
い
だ

で
―
京
都
市
文
化
政
策
の
歴
史

 

京
都
市
文
化
政
策
史
研
究
会　

三
月

冨
　
谷
　
　
　
至

◉
中
国
義
士
伝 

　

中
公
新
書　

十
月

◉
四
字
熟
語
の
中
国
史 

　

岩
波
新
書　

二
月

◉Capital Punishm
ent in E

ast A
sia

 

　

京
都
大
学
学
術
出
版
会　

二
月

藤
　
井
　
俊
　
之

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
論

―
「
内
面
性
」
の
崩
壊
と
イ

メ
ー
ジ
空
間
の
出
現 

文
明
構
造
論　

七
号　

九
月

藤
　
井
　
律
　
之

和
製
類
書
所
引
《
説
苑
》
小
考

 

　

敦
煌
写
本
研
究
年
報　

第
六
号　

三
月

藤
　
井
　
正
　
人

T
he Sam

avedic Sakha Backgrounds of the Jaim
iniya-

U
panisad-Brahm

ana and the C handogya-U
panisad : A

 

Com
parison. Sym

posium
 International : Le Livre. La 

Roum
anie. L

’Europe. 

　

九
月

船
　
山
　
　
　
徹

K
am

alasila

’s V
iew

 on Y
ogic P

erception and the 
Bodhisattva Path. H

elm
ut K

rasser et al. 

（eds.

） R
eligion 

and L
ogic in B

uddhist P
hilosophical A

nalysis: 
P
roceedings of the Fourth D

harm
akirti C

onference, 
A
ugust 23

―27, 2005, V
ienna. W

ien : V
erlag der 

Ö
sterreichischen A

kadem
ie der W

issenschaften. 

　

四
月

T
he Fanw

ang jing 

（Scripture of B
rahm

a's N
et

） in the 
First-edition T

ripitaka K
oreana : A

 Prelim
inary Survey. 

高
麗
大
蔵
経
研
究
所
・
金
剛
大
学
校
仏
教
文
化
研
究
所
編
『
大
蔵

経
：
二
〇
一
一
年
高
麗
大
蔵
経
千
年
記
念
国
際
学
術
大
会
』 　

六
月

大
乗
戒
│
│
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ　

桂
・
斎
藤
・
下
田
・
末
木
編
『
シ

リ
ー
ズ
大
乗
仏
教
、
第
三
巻
、
大
乗
仏
教
の
実
践
』

 

　

春
秋
社　

十
一
月

認
識
論
│
│
知
覚
の
理
論
と
そ
の
展
開　

桂
・
斎
藤
・
下
田
・
末
木
編

『
シ
リ
ー
ズ
大
乗
仏
教
、
第
九
巻
、
認
識
論
と
論
理
学
』

 

　

春
秋
社　

一
月

文
化
接
触
と
し
て
の
仏
典
漢
訳
│
│
「
格
義
」
と
「
聖
」
の
序
論
的
考

察 

　

コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン
四　

一
月

◉
真
諦
三
蔵
研
究
論
集
（
編
著
） 　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所　

三
月

真
諦
の
活
動
と
著
作
の
基
本
的
特
徴　

真
諦
三
蔵
研
究
論
集 

　

三
月
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水
　
野
　
直
　
樹

日
本
人
が
見
た
植
民
地
朝
鮮

 

　

高
麗
美
術
館
館
報　

第
八
九
号
、
五
月

植
民
地
期　

政
治
史　

朝
鮮
史
研
究
会
編
『
朝
鮮
史
研
究
入
門
』

 

　

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
六
月

書
評
・
紹
介　

柳
宗
鎬
著
（
白
燦
訳
）『
僕
の
解
放
前
後
：1940

―

1949

』（
春
風
社
） 　

朝
鮮
史
研
究
会
会
報　

第
一
八
四
号
、
八
月

韓
国
独
立
運
動
を
助
け
た
日
本
人
―
弁
護
士
布
施
辰
治
の
活
動
と
思
想

―
『
韓
国
独
立
運
動
と
外
国
人
』（
独
立
記
念
館
独
立
運
動
史
研
究

所
主
催
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
文
集
、
ソ
ウ
ル
） 

　

八
月

한
국
병
합 

기
념
비 

앞
에
서
　 

미
야
지
마 

히
로
시
외
지
음
（
최
덕
수

외
옮
김
）『
일
본
、
한
국
병
합
을 
말
하
다
』
열
린
책
들
、
八
月

（「
韓
国
併
合
記
念
碑
の
前
で
」
宮
嶌
博
史
ほ
か
著
（
チ
ェ
・
ド
ク
ス

ほ
か
訳
）『
日
本
、
韓
国
併
合
を
語
る
』
ヨ
ル
リ
ン
チ
ェ
ク
ド
ゥ
ル
、

ソ
ウ
ル
） 

　

八
月

咸
鏡
北
道
に
お
け
る
思
想
浄
化
工
作
と
郷
約
・
自
衛
団　
『
一
九
四
〇

年
代
日
帝
の
支
配
政
策
―
創
氏
改
名
と
朝
鮮
社
会
の
変
化
―
』（
延

世
大
学
校
近
代
韓
国
学
研
究
所
第
八
回
国
際
学
術
大
会
論
文
集
、
原

州
） 

　

十
一
月

◉
京
都
と
韓
国
の
交
流
の
歴
史　

第
五
集　

韓
国
民
団
京
都
府
本
部

 

　

十
二
月

朝
鮮
に
お
け
る
戸
籍
制
度
の
展
開
―
朝
鮮
王
朝
時
代
・
大
韓
帝
国
期
か

ら
植
民
地
期
へ
―　
『
東
ア
ジ
ア
の
近
代
』（
成
均
館
大
学
東
ア
ジ
ア

学
術
院
・
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
・
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究

所
共
同
主
催
学
術
会
議
論
文
集 

　

一
月

創
氏
改
名
時
代
の
族
譜
―
父
系
出
自
集
団
の
対
応
に
注
目
し
て
―
（
板

垣
竜
太
と
共
著
）　

韓
国
朝
鮮
文
化
研
究
（
東
京
大
学
）
第
一
一
号

 

　

三
月

宮
　
　
　
紀
　
子

ブ
ラ
ル
グ
チ
再
考 

　

東
方
学
報　

八
六
冊　

八
月

◉
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東
西
を
眺
め
る

―
歴
史
学
と
環
境
学
の
間

―　

（
共
著
） 

　

総
合
地
球
環
境
学
研
究
所　

三
月

カ
ラ
・
ホ
ト
出
土
文
書
の
対
訳
語
彙
集
断
片
に
つ
い
て　

窪
田
順
平
編

『
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東
西
を
眺
め
る
』

 

　

総
合
地
球
環
境
学
研
究
所　

三
月

M
ongol baqši 

と bičikči 

た
ち　

窪
田
順
平
編
『
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東

西
を
眺
め
る
』 

総
合
地
球
環
境
学
研
究
所　

三
月

宮
　
宅
　
　
　
潔

新
・
中
国
学
の
ヒ
ン
ト　
（
一
一
）
中
国
古
代
刑
制
史

 

　

東
方　

三
六
三
号　

五
月

中
国
古
代
軍
事
制
度
研
究
の
試
み

 

　

中
国
出
土
資
料
学
会
会
報　

四
八
号　

十
二
月

書
評　

高
村
武
幸
著
《
漢
代
の
地
方
官
吏
と
地
域
社
会
》（
孫
正
軍
訳
、

中
国
語
版
）　

日
本
中
国
史
研
究
年
刊
（
二
〇
〇
九
年
度
）

 

　

上
海
古
籍
出
版
社　

十
二
月

向
　
井
　
佑
　
介

北
魏
平
城
時
代
の
仏
教
寺
院
と
塑
像 　

仏
教
芸
術　

三
一
六
号　

五
月
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契
丹
の
徙
民
政
策
と
渤
海
系
瓦
当　
『
遼
文
化
・
慶
陵
一
帯
調
査
報
告

書
二
〇
一
一
』 

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科　

九
月

中
国
に
お
け
る
瓦
の
出
現
と
伝
播

 

　

古
代　

一
二
九
・
一
三
〇
号　

九
月

曹
魏
洛
陽
の
宮
城
を
め
ぐ
る
近
年
の
議
論

 

　

史
林　

九
五
巻
一
号　

一
月

麥
　
谷
　
邦
　
夫

關
聖
帝
君
前
史　
『
關
帝
信
仰
與
現
代
社
會
國
際
學
術
曁
皈
依
科
儀
研

討
會
會
議
論
文
集
』 

　

十
月

科
研
成
果
報
告
書
「『
道
藏
輯
要
』
と
明
清
時
代
の
宗
教
文
化
」　
（
編
）

 

　

三
月

村
　
上
　
　
　
衛

清
末
沿
海
経
済
史 

　

近
き
に
在
り
て　

五
九
号　

五
月

書
評　

岡
本
隆
司
『
中
国
「
反
日
」
の
源
流
』

 

　

中
国
研
究
月
報　

六
五
巻
一
二
号　

十
二
月

清
末
廈
門
的
英
籍
華
人
問
題　

森
時
彦
編
・
袁
広
泉
訳
『
二
十
世
紀
的

中
国
社
会
』 

　

社
会
科
学
文
献
出
版
社　

十
二
月

零
丁
洋
と
広
州
の
あ
い
だ

―
一
八
三
〇
年
代
カ
ン
ト
ン
ア
ヘ
ン
貿
易

の
利
権　

斯
波
義
信
編
『
モ
リ
ソ
ン
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
世
界
』

 

　

東
洋
文
庫　

三
月

森
　
　
　
時
　
彦

両
次
世
界
大
戦
之
間
的
日
資
紗
廠
与
高
陽
織
布
業

 

近
代
史
研
究　

四
期　

七
月

新
型
地
方
志
与
新
編
地
方
志　
『
方
志
文
献
国
際
学
術
研
討
会
論
文
彙

編
』 

　

八
月

辛
亥
革
命
前
後
長
江
流
域
的
綿
製
品
流
通　
『
紀
念
辛
亥
革
命
一
〇
〇

周
年
国
際
学
術
研
討
会
論
文
集
』
四 

　

十
月

辛
亥
革
命
前
後
四
川
綿
製
品
流
通
動
向　
『
四
川
辛
亥
革
命
曁
尹
昌
衡

国
際
学
術
研
討
会
論
文
集
』 

　

十
月

◉
二
十
世
紀
的
中
国
社
会
（
編
著
、
袁
広
泉
訳
）

 

　

社
会
科
学
文
献
出
版
社　

十
二
月

二
十
世
紀
河
北
省
新
河
県
的
社
会
流
動
与
戸
口
変
化
動
向　

森
時
彦

編
・
袁
広
泉
訳
『
二
十
世
紀
的
中
国
社
会
』 

　

十
二
月

T
he Reception of Political Econom

y in the Late Ch

‘ing : 
W

ith a Focus on Liang Ch

‘i-ch

‘ao, A
cta A

siatica 102
 

　

二
月

清
末
中
国
吸
納
経
済
学
路
径
考

―
以
梁
啓
超
為
中
心　

劉
鳳
云
等
編

『
清
代
政
治
与
国
家
認
同
』
下 

　

社
会
科
学
文
献
出
版
社　

三
月

守
　
岡
　
知
　
彦

東
洋
学
文
献
類
目
の
セ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク W

iki 

化
の
試
み　

情
処
研
報 

2011-CH
-91

（6

） 

　

七
月

M
ultiple-policy character annotation based on CH

ISE 
Proceedings of O

saka Sym
posium

 on D
igital H

um
anities 

（O
SD

H

） 2011 

　

九
月

A
 Prototype of a C

lassical C
hinese M

orphological 
A
nalyzer based on M

eC
ab, P

roceedings of O
saka 
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Sym
posium

 on D
igital H

um
anities 

（O
SD

H

） 2011 　

九
月

漢
字
字
体
情
報
の
安
定
的
な
交
換
に
つ
い
て　

人
文
科
学
と
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
文
集
「
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
」
再
考

―
い
ま
改
め
て
問
う
記
録
・
保
存
・
活
用
の
技
術　

情
報
処
理
学

会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
シ
リ
ー
ズ V

ol. 2011, N
o. 8 

　

十
二
月

古
典
中
国
語
形
態
素
コ
ー
パ
ス
編
集
シ
ス
テ
ム
の
開
発　

東
洋
学
へ
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用　

第
23
回
研
究
セ
ミ
ナ
ー 

　

三
月

矢
　
木
　
　
毅

◉
韓
国
・
朝
鮮
史
の
系
譜 

　

塙
書
房　

三
月

安
　
岡
　
孝
　
一

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
摂
」
と
「
攝
」

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

四
月
七
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
髙
」
と
「
高
」

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

四
月
二
一
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
曜
」
と
「
曜
」

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

五
月
五
日

リ
サ
イ
ズ
と
リ
フ
ロ
ー　

第
六
回
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
：
文
字
「
電
子
書

籍
の
夢
、EPU
B

の
現
実
」 

五
月
七
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
𠮷
」
と
「
吉
」

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

五
月
十
九
日

拓
本
文
字
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築

 

日
本
語
学
会
二
〇
一
一
年
度
春
季
大
会
予
稿
集　

五
月
二
八
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
肇
」
と
「
肇
」

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

六
月
二
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
隷
」
と
「
隸
」

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

六
月
十
六
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
父
」
と
「
父
」

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

六
月
三
〇
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
栖
」
と
「
棲
」

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

七
月
十
四
日

人
名
用
漢
字
の
新
字
旧
字
「
湿
」
と
「
濕
」

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

七
月
二
八
日

タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
に
魅
せ
ら
れ
た
男
た
ち
：
序
文

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

八
月
十
一
日

タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
に
魅
せ
ら
れ
た
男
た
ち
：
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
レ
イ

サ
ム
・
シ
ョ
ー
ル
ズ

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

八
月
二
五
日
・
九
月
一
日
・
八

日
・
十
五
日
・
二
二
日
・
二
九
日
・
十
月
六
日
・
十
三
日
・
二
〇

日
・
二
七
日

T
ow

ard a Syntactic A
nalysis of Classical Chinese T

exts 
O
saka Sym

posium
 on D

igital H
um

anities 2011
 

　

九
月
十
四
日

タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
に
魅
せ
ら
れ
た
男
た
ち
：
フ
ラ
ン
ク
・
エ
ド
ワ
ー

ド
・
マ
ッ
ガ
リ
ン

 
三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

十
一
月
三
日
・
一
〇
日
・
十
七

日
・
二
四
日
・
十
二
月
一
日
・
八
日
・
十
五
日
・
二
二
日
・
二
九

日
・
一
月
五
日
・
一
二
日
・
一
九
日

漢
代
か
ら
現
代
に
至
る
拓
本
文
字
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　
『
現
代
中
国
の
ジ
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レ
ン
マ
―
胡
錦
濤
時
代
の
十
年
を
考
え
る
』
Ｎ
Ｉ
Ｈ
Ｕ
現
代
中
国
地

域
研
究
拠
点
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
第
五
回
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
集

 

　

一
月
二
一
日

タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
に
魅
せ
ら
れ
た
男
た
ち
：
ド
ナ
ル
ド
・
マ
レ
ー

 

三
省
堂
ワ
ー
ド
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ　

一
月
二
六
日
・
二
月
二
日
・
九

日
・
十
六
日
・
二
三
日
・
三
月
一
日
・
八
日
・
十
五
日
・
二
二
日
・

二
九
日
・
四
月
五
日
・
十
二
日

Ｗ
Ｅ
Ｂ
の
記
号
・
絵
文
字
・
顔
文
字　

日
本
語
学　

第
三
一
巻
第
二
号

 

　

二
月
十
日

モ
ー
ル
ス
符
号
の
暗
記
法　

日
本
医
事
新
報　

四
五
八
一
号

 

　

二
月
十
一
日

マ
ン
ガ
に
お
け
る
異
本
研
究　

情
報
の
構
造
と
メ
タ
デ
ー
タ

 

　

二
月
二
四
日

Ｕ
Ｃ
Ｓ
に
な
い
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
統
一
文
字　

東
洋
学
へ

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用　

第
二
三
回
研
究
セ
ミ
ナ
ー 
三
月
十
六
日

イ
ベ
ン
ト
レ
ポ
ー
ト
「
東
洋
学
へ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
」
第
二
三
回

研
究
セ
ミ
ナ
ー　

人
文
情
報
学
月
報　

第
八
号 
三
月
三
〇
日

山
　
崎
　
　
　
岳

双
嶼
覆
滅
前
後
東
南
沿
海
的
法
治
問
題　

会
議
資
料
『
舟
山
双
嶼
港
国

際
論
壇
文
集
』 

　

七
月

山
　
室
　
信
　
一

ア
ジ
ア
人
の
風
声　

姫
路
文
学
館
紀
要　

一
四 

　

四
月

郷
土
を
世
界
に
拓
く
―
牧
口
常
三
郎
の
空
間
学
的
視
圏
と
そ
の
現
代
的

意
義　

創
価
教
育　

四
号 

　

四
月

多
難
興
邦　

京
都
新
聞
朝
刊 

　

四
月
一
一
日

政
治
の
溶
融　

現
代
の
こ
と
ば　

京
都
新
聞
夕
刊 

　

四
月
二
七
日

◉
新
秩
序
の
模
索　

和
田
春
樹
・
山
室
信
一
ほ
か
編
『
東
ア
ジ
ア
近
現
代

通
史
』
五
巻
・
通
史 

　

五
月

信
な
く
ん
ば
立
た
ず　

現
代
の
こ
と
ば　

京
都
新
聞
夕
刊

 

六
月
二
九
日

紙
碑
と
し
て
、
里
程
標
と
し
て　
『
新
聞
と
戦
争
』
朝
日
新
聞
出
版
・

解
説 

　

七
月
三
〇
日

明
治
国
家
に
宿
命
づ
け
ら
れ
た
相
反
す
る
ベ
ク
ト
ル
の
追
究　
『
歴
史

群
像
・
大
日
本
帝
国
の
興
亡
１

』 

　

八
月

痛
定
思
痛　

現
代
の
こ
と
ば　

京
都
新
聞
夕
刊 

　

八
月
二
四
日

◉
和
解
と
協
力
の
未
来
へ　

和
田
春
樹
・
山
室
信
一
ほ
か
編
『
東
ア
ジ
ア

近
現
代
通
史
』

一
〇
巻
・
通
史 

　

八
月

森
崎
和
江
氏
に
聞
く　

和
田
春
樹
・
山
室
信
一
ほ
か
編
『
東
ア
ジ
ア
近

現
代
通
史
』
別
巻 

　

九
月

巡
る
季
節
の
中
で　

現
代
の
こ
と
ば　

京
都
新
聞
夕
刊 　

十
月
二
六
日

余
と
到
―
読
書
を
め
ぐ
る
三
と
四　
『
読
書
の
と
び
ら
』
岩
波
文
庫

 

　

十
一
月

維
新
と
革
命
の
連
鎖
―
滔
天
・
夢
の
軌
跡　

熊
本
日
日
新
聞

 

　

十
二
月
九
日

帝
国
形
成
に
お
け
る
空
間
認
識
と
学
知　

翰
林
日
本
学
（
翰
林
大
学
校

日
本
学
研
究
所
）　

一
九
輯 

　

十
二
月

情
報
公
開　

現
代
の
こ
と
ば　

京
都
新
聞
夕
刊 

　

二
月
二
三
日
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日
本
が
戦
い
抜
い
た
二
つ
の
実
戦
と
三
つ
の
外
交
戦　
『
歴
史
群
像
・

大
日
本
帝
国
の
興
亡
３

』

横
　
山
　
俊
　
夫

「
老
い
を
楽
し
む
」
④
、（
企
画
、
編
集
、
執
筆
）「
フ
ォ
ー
ラ
ム　

新
・
地
球
学
の
世
紀
32　

達
老
志
願
者
へ
の
手
引
き
―
前
近
代
の
日

本
か
ら
、
文
明
論
風
に
」W

ED
GE 

　

四
月

◉Sansai, A
n E

nvironm
ental Journal for the G

lobal 
Com

m
unity, T

racey GA
N
N
O
N
 and T

oshio Y
O
K
O
Y
A
M

A
 

（eds.

）, N
o. 5, 2011 

　

四
月

M
em

ories of D
r Carm

en Blacker O
BE, FBA

 

（1924

―2009

）、

右
掲 Sansai N

o. 5 

所
収 

　

四
月

◉『
第
28
回2010

年
比
叡
会
議
報
告
書
「
21
世
紀
に
求
め
ら
れ
る
文
明
と

は
何
か　

そ
の
１

／
部
分
と
全
体
」』（
共
同
企
画
、
編
集
、
趣
意
書
執

筆
）
日
本
ア
イ
・
ビ
ー
・
エ
ム
株
式
会
社 

　

四
月

R
eport of the 11th Project E

valuation Com
m

ittee
（
共
同
作

成
、
第
11
回
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
評
価
委
員
会
報
告
書
／CD

 
版
）

　

Research Institute for H
um

anity and N
ature

（
総
合
地

球
環
境
学
研
究
所
） 

　

四
月

「
梅
棹
文
明
学
の
来
た
道　

鼎
談
」（
横
山
俊
夫
、
や
な
ぎ
み
わ
、
山
極

寿
一
／
河
野
通
和
氏
と
共
同
企
画
・
共
同
編
集
）『
考
え
る
人
』

2011

年
夏
号 

　

新
潮
社　

七
月

「
三
才
学
林
に
お
け
る
平
成
22
年
度
の
研
究
教
育
支
援
活
動
」
な
ら
び

に
「
地
球
環
境
学
堂
に
お
け
る
平
成
22
年
度
研
究
活
動
／
地
球
文
明

論
分
野
」、「
地
球
環
境
学
舎
に
お
け
る
平
成
22
年
度
教
育
活
動
」、

「
個
人
教
育
研
究
活
動
／
地
球
文
明
論
分
野
」。『
京
都
大
学
大
学
院 

地
球
環
境
学
堂 

地
球
環
境
学
舎 

三
才
学
林　

年
報 

平
成
22
年
度
』

 

　

十
月

◉
嶋
臺
塾
記
録　

第
七
冊
（
企
画
・
編
集
） 　

京
都
大
学
大
学
院
地
球
環

境
学
堂　

三
才
学
林 

　

二
月

三
才
学
林 Sansai Gakurin/Grove of U

niversal Learning

（
共

同
執
筆
）、『
京
都
大
学
大
学
院　

地
球
環
境
学
堂
・
地
球
環
境
学

舎
・
三
才
学
林　

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク2011　

Graduate School of 
Global Environm

ental Studies, K
yoto U

niversity

』 　

三
月

◉『
こ
と
ば
の
力
―
あ
ら
た
な
文
明
を
求
め
て
』（
編
著
）、
京
都
大
学
学

術
出
版
会 

　

三
月

（
な
お
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
を
発
行
者
と
す
る
、
同
一
内
容

の
非
売
版
を
二
〇
〇
部
限
定
で
同
月
に
刊
行
。）

「
十
八
世
紀
日
本
の
言
葉
な
お
し
―
浪
華
の
も
の
し
り
山
本
序
周
の
場

合
」（
右
掲
書
所
収
） 

　

三
月
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